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革
命
の
動
乱
が
収
ま
る
と
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
和
平
の
た
め
の
宗
教
政
策
を
推
進
し
た
。
参
事
官
と
宗
教
大
臣
を

歴
任
し
た
ポ
ル
タ
リ
ス
は
、
こ
の
宗
教
政
策
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
の
社
会
的
役
割
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
宗
教
は
希
望
と
恐
れ
を
抱
か
せ
る
」。
非
常
に
意
味
深
い
表
現
だ
。
希
望
と
恐
れ
は
、
あ
の
世
の
観
念
に
か
か

わ
っ
て
い
る
。
人
は
死
後
、
天
国
に
行
く
こ
と
を
望
み
、
地
獄
の
苦
し
み
を
恐
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

し
か
し
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
代
に
、
医
者
で
も
あ
っ
た
哲
学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
カ
バ
ニ
ス
は
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
お
い
て
真

に
「
希
望
と
恐
れ
を
抱
か
せ
る
」
の
は
、
医
学
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
希
望
と
は
、
不
死
と
治
癒
で
あ
る
。
恐
れ

と
は
、
死
ん
で
こ
の
世
で
の
生
を
失
う
こ
と
だ
。

ど
ち
ら
の
場
合
も
、
希
望
と
恐
れ
は
死
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
だ
が
、
宗
教
的
な
次
元
の
話
な
の
か
、
医
学
的
な
次
元
の
話
な

の
か
に
よ
っ
て
、
死
の
意
味
は
違
っ
て
く
る
。

こ
の
講
演
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
を
通
し
て
、
死
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
私
の
考
え
で
は
、
フ
ラ
ン
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ス
の
事
例
は
、
近
代
西
洋
の
他
の
国
々
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
誇
張
的
に
示
す
拡
大
鏡
で
あ
る
と
と
も
に
、
い
く
つ
か
の
点
に
お
い

て
は
、
比
較
的
特
殊
な
ケ
ー
ス
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る 2
。

フ
ラ
ン
ス―

医
学
と
宗
教
の
特
殊
な
関
係

し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
の
検
討
は
興
味
深
い
と
思
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
近
代
医
学
が
登
場
し
て
き
た
経
緯
や
、

一
九
世
紀
初
頭
か
ら
今
日
に
至
る
医
療
実
践
の
変
化
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
他
の
西
洋
諸
国
と
で
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
（
そ
れ
で
も
、
医
学
上
の
発
見
や
医
療
技
術
の
実
用
化
に
は
国
に
よ
っ
て
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
り
、
ま
た
各
国
固
有
の
特
徴
も
あ

る
）。
こ
れ
に
対
し
、
医
学
、
宗
教
、
政
治
の
関
係
は
フ
ラ
ン
ス
独
特
で
あ
る
。
歴
史
家
ク
ロ
ー
ド
・
ニ
コ
レ
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
（N

icolet, 1982, 310 sq.
）。「
一
九
世
紀
に
衛
生
と
医
学
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
は
、
西
洋
の
多
く

の
国
々
と
変
わ
り
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
人
び
と
の
衛
生
状
態
に
つ
い
て
調
査
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
ど
の
国
で
も
大
体
同
じ

時
期
で
、
結
果
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。［
…
…
］
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
ほ
ど
は
っ
き
り
と
、［
衛
生
と
医
学
に
依
拠
す
る
こ
と
が
］
あ
る

特
定
の
政
治
体
制
の
本
質
的
性
格
と
結
び
つ
き
、
道
徳
的
責
務
と
な
っ
た
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
」。
ク
ロ
ー
ド
・
ニ
コ
レ
は
、
共

和
制
の
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
彼
が
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
一
七
八
九
年
の
革
命
を
引
き
合
い
に
出
す
す
べ
て

の
政
治
体
制
［
唯
一
の
例
外
は
復
古
王
政
］
に
多
か
れ
少
な
か
れ
当
て
は
ま
る
。
ニ
コ
レ
は
明
言
し
て
い
る
。
西
洋
諸
国
の
多
く
で
、

時
の
政
権
は
科
学
の
発
展
を
支
援
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
権
は
「
科
学
を
優
遇
し
た
だ
け
で
な
く
、
大
方
に
お
い
て
科
学
に
依

存
し
て
い
た
」。

こ
の
違
い
が
重
要
な
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
一
般
に
当
時
の
政
権
は
、
宗
教
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
お
り
、
宗
教
的
正
当

化
を
必
要
と
し
て
い
た
か
ら
だ
。
近
代
フ
ラ
ン
ス
を
創
設
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
宗
教
と
争
っ
た
。
こ
こ
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で
は
一
連
の
状
況
の
展
開
を
逐
一
述
べ
な
い
が
、
革
命
は
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
的
宗
教
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
絆
を
断
ち
切
っ
た
。

「（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
教
会
の
長
女
」
で
あ
ろ
う
と
し
て
き
た
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
別
の
象
徴
的
な

正
当
化
の
や
り
方
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
断
絶
の
結
果
、
革
命
の
象
徴
で
あ
る
三
色
旗
を
採
用
し
た
政
体
は
み
な
、

た
と
え
宗
教
と
の
和
解
の
道
を
模
索
し
て
い
た
と
し
て
も
、
象
徴
の
方
面
に
お
け
る
痛
手
を
負
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の

政
体
は
、
少
な
く
と
も
暗
黙
の
う
ち
に
、
別
の
道
徳
的
基
盤
に
依
拠
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
医

学
は
、
苦
痛
を
和
ら
げ
治
癒
を
目
指
す
新
興
科
学
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
道
徳
的
な
科
学
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
医
学
は
、

い
わ
ば
ラ
イ
シ
テ
の
流
儀
で
、
正
当
化
の
基
盤
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る 3
。（「
進
歩
派
」
に
よ
れ
ば
）
医
学
は
、
死
に

臨
ん
で
諦
念
と
よ
り
よ
い
来
世
の
希
望
を
説
い
て
き
た
宗
教
的
な
象
徴
体
系
を
、
世
俗
的
な
象
徴
体
系
に
置
き
換
え
る
も
の
だ
。

こ
の
新
し
い
体
系
は
、
死
を
遅
ら
せ
、
こ
の
世
の
生
を
延
ば
し
、
延
命
に
努
め
る
こ
と
は
、
優
れ
て
道
徳
的
な
闘
い
な
の
だ
と
い

う
観
念
を
広
め
て
い
く
（B

aubérot, 2004, 58

）。

死
と
の
関
係
が
、
宗
教
的
な
も
の
か
ら
医
学
的
な
も
の
に
代
わ
っ
た
こ
と
で
、「
医
者
」
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
全
面
的
に
な

る
。
全
力
で
死
と
闘
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
一
九
世
紀
末
に
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
医
者
は
も
は
や
患
者
に

「
君
の
民
族
、
君
の
宗
教
は
何
か
ね
」
と
は
尋
ね
な
い
（
要
す
る
に
医
者
は
宗
教
的
中
立
性
の
態
度
を
取
る
）。
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
に

よ
れ
ば
、
医
者
は
患
者
に
こ
う
約
束
す
る
。「
君
は
私
の
兄
弟
だ
、
任
せ
て
お
き
た
ま
え
、
私
が
君
を
助
け
て
あ
げ
よ
う
」（
よ
く

引
用
さ
れ
る
言
葉
だ
が
、
こ
こ
で
はJ-P

. V
alabréga, 1962, 83

を
参
照
）。

フ
ラ
ン
ス
の
医
学
に
は
宗
教
的
な
側
面
が
あ
る
か
？

二
重
の
変
動
が
起
こ
っ
て
い
る
。
宗
教
が
便
宜
上
括
弧
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
、
医
療
行
為
に
干
渉
す
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
る
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一
方
、
来
世
に
お
け
る
幸
福
と
い
う
宗
教
上
の
約
束
が
、
苦
痛
を
和
ら
げ
治
癒
さ
せ
る
と
い
う
医
学
上
の
約
束
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
る
（
苦
痛
の
緩
和
に
つ
い
て
は
後
述
）。
治
療
を
行
な
い
、
死
の
淵
か
ら
救
い
出
そ
う
と
す
る
行
為
は
世
俗
的
な
も
の
だ
が
、

約
束
の
場
が
来
世
か
ら
現
世
に
変
わ
っ
た
こ
と
で
（
内
容
で
は
な
く
形
式
に
お
い
て
）
医
学
は
実
質
的
に
宗
教
的
な
色
合
い
を
帯

び
、
宗
教
的
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る 4
。
こ
う
し
て
医
学
は
、
聖
な
る
領
域
に
触
れ
、
一
種
の
「
聖
職
」
と
し
て
の
自
己
理

解
を
す
る
（ 
「
医
者
は
聖
職
な
り
」［
中
世
以
来
の
表
現
だ
が
一
九
世
紀
に
も
よ
く
用
い
ら
れ
た
］
）。
こ
の
よ
う
な
力
学
が
、
死
を
前
に
し

た
と
き
の
医
学
と
宗
教
の
関
係
を
長
期
的
に
決
定
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
内
容
的
に
は
非
宗
教
的
な
正
当
化
を
行
な
い
、
形
式

的
に
は
宗
教
と
同
じ
く
ら
い
強
力
な
正
当
化
を
行
な
う
必
要
の
あ
っ
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
の
動
向
と
連
動
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン

ス
の
近
代
医
学
の
問
題
は
み
な
、
こ
の
二
つ
の
要
因
が
交
わ
る
と
こ
ろ
に
生
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
と
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
具
体
的
な
違
い
を
ひ
と
つ
、
取
り
急
ぎ
指
摘
し
て
お
こ
う
。

一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
他
国
と
同
様
、
聖
職
者
が
戸
籍
簿
を
保
有
し
、
墓
の
記
録
を
管
理
し
て
い
た
。
一
七
九
二
年
九
月

二
〇
日
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
聖
職
者
か
ら
こ
の
職
務
を
取
り
あ
げ
た
。
戸
籍
簿
は
役
場
に
移
譲
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
出
生
・
婚

姻
・
死
亡
は
身
分
吏
（officier d’état civil

）
が
記
録
す
る
こ
と
に
な
る
。
死
亡
証
書
と
埋
葬
許
可
証
の
発
行
は
身
分
吏
の
仕
事
だ
。

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ま
で
は
聖
職
者
が
、
病
床
に
臥
せ
る
死
に
ゆ
く
者
の
も
と
を
訪
れ
、「
臨
終
の
秘
蹟
」（
後
述
）
を
施
し
て
い
た

が
、
身
分
吏
は
故
人
と
面
識
が
な
い
。
そ
れ
に
身
分
吏
は
、
死
の
専
門
家
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
人
は
身
分
吏
に
こ
の
領
域

で
の
能
力
を
認
め
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
当
時
に
お
い
て
き
わ
め
て
異
例
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
生
じ
た
空
白
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
医
者

で
あ
る
。
医
者
は
、
医
学
的
に
死
を
確
か
め
、
死
亡
宣
告
を
す
る
権
威
と
な
る
。
パ
リ
で
は
、
一
八
〇
〇
年
の
時
点
で
こ
の
よ
う

な
傾
向
が
予
測
で
き
た
と
い
う
（C

arol, 2004, 192

）。
だ
が
、
実
情
は
も
っ
と
複
雑
だ
。
と
い
う
の
も
、
患
者
の
死
は
医
者
の

失
敗
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
患
者
が
死
ね
ば
、
医
者
の
仕
事
は
無
益
に
見
え
る
。
死
は
や
は
り
、
聖
職
者
の
活
動
に
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と
っ
て
特
権
的
な
瞬
間
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
瀕
死
の
病
人
の
最
期
は
、
救
済
が
成
就
さ
れ
る
決
定
的

瞬
間
に
な
り
う
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
聖
職
者
は
、
国
家
の
役
人
と
い
う
役
割
を
解
か
れ
て
も
、
引
き
続
き
重
要
な
役
回
り
を
演

じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
医
者
は
、
空
白
に
な
っ
た
場
所
を
占
め
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
。
そ
こ
に
積
極
的
な
意
味

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
役
割
を
分
配
す
る
こ
と
は
、
政
治
の
は
た
ら
き
に
よ
る
と
し
て
も
、
そ
の
役
割
に
意

味
を
持
た
せ
る
の
は
、
象
徴
的
な
も
の
の
は
た
ら
き
に
よ
る
の
で
あ
る
。

死
を
め
ぐ
る
象
徴
の
問
題

こ
れ
以
降
、
死
は
宗
教
的
な
象
徴
体
系
と
医
学
的
な
象
徴
体
系
の
争
い
の
中
心
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
権
力
の
争
い
だ
。
瀕
死

の
病
人
に
向
き
合
う
と
き
、
聖
職
者
の
宗
教
的
役
割
と
医
者
の
治
療
の
役
割
の
ど
ち
ら
が
支
配
的
と
な
る
の
か
。
そ
れ
は
意
味

づ
け
の
争
い
で
も
あ
る
。
死
は
、
聖
職
者
が
担
う
象
徴
体
系
に
お
い
て
は
、
あ
の
世
に
う
ま
く
渡
る
と
い
う
（
希
望
の
あ
る
）
ポ

ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
帯
び
う
る
。
こ
れ
に
対
し
、
医
学
的
な
象
徴
体
系
に
お
い
て
は
、
死
は
意
味
の
な
い
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。

死
は
こ
の
世
の
終
わ
り
を
意
味
し
、
そ
の
あ
と
に
起
こ
り
う
る
こ
と
は
、
括
弧
に
入
れ
ら
れ
、
私
的
な
信
仰
の
問
題
と
さ
れ
る
。

一
七
八
九
年
の
革
命
以
前
の
ア
ン
シ
ャ
ン
＝

レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
は 5
、
物
事
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る 6
。
宗
教
的

な
象
徴
体
系
は
医
学
的
な
体
系
を
包
摂
し
て
お
り
、
医
者
は
聖
職
者
に
比
べ
て
副
次
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
死
の
基
本
的
な
意
味

と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
各
人
が
そ
の
永
遠
の
救
い
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
決
定
的
な
瞬
間
を
な
す
も
の
だ
と
い
う
事
実

で
あ
っ
た
。
死
は
社
会
的
に
儀
礼
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
世
の
生
の
一
部
は
、
あ
の
世
に
渡
る
と
い
う
重
要
な
行
為
に
備
え
る
こ

と
に
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
た
（D

elum
eau, 1983, 1999

）。
治
癒
す
る
こ
と
自
体
、
医
学
的
と
い
う
よ
り
も
宗
教
的
に
解
釈
さ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た 7
。
医
学
が
従
属
的
な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
患
者
に
「
最
期
」
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
告
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げ
ず
、
死
へ
の
宗
教
的
な
備
え
を
妨
げ
た
医
者
は
、
高
額
の
罰
金
を
科
せ
ら
れ
、
再
犯
の
場
合
は
医
師
免
許
を
剥
奪
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
っ
た
。
多
く
の
人
び
と
が
、
医
者
に
か
か
る
こ
と
も
な
く
死
を
迎
え
て
い
た
。
非
常
に
少
数
派
だ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
（
ほ

と
ん
ど
外
国
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
）
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
（
一
六
八
五
年
の
ナ
ン
ト
の
勅
令
廃
止
以
来
迫
害
さ
れ
て
い

た
）
を
別
と
し
て
、
誰
も
が
死
ぬ
と
き
は
「
臨
終
の
秘
蹟
」
を
受
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
実
際
、
こ
の
儀
式
に
よ
っ
て
、
死

者
は
永
遠
の
地
獄
の
劫
罰
を
受
け
ず
に
済
む
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
臨
終
の
秘
蹟
」
の
儀
礼
は
、
三
つ
の
秘
蹟
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
。
ま
ず
、
罪
の
告
解
を
行
な
う
（
病
人
は
自
ら
の
犯
し

た
過
ち
を
悔
い
改
め
る
）。
次
に
、
聖
体
拝
領
が
行
な
わ
れ
、
病
人
は
オ
ス
チ
ヤ
［
聖
体
の
パ
ン
］
を
口
に
す
る
。
そ
れ
を
吐
き
出

し
て
は
な
ら
な
い
（
秘
蹟
の
執
行
が
遅
す
ぎ
る
と
、
そ
の
危
険
が
出
て
く
る
）。
最
後
に
、
司
教
が
祝
別
し
た
オ
リ
ー
ヴ
油
で
、

終
油
を
施
す
。
こ
の
塗
油
の
司
式
の
と
き
、
聖
職
者
は
次
の
よ
う
な
文
句
を
唱
え
る
。「
こ
の
聖
な
る
塗
油
と
、
い
と
深
き
ご
慈

悲
に
よ
り
、
こ
の
者
が
生
前
に
見
聞
き
し
、
匂
い
を
か
ぎ
、
味
わ
い
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
し
た
罪
を
、
神
が
お
許
し
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
に
」。

た
し
か
に
天
国
行
き
が
自
動
的
に
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
地
獄
か
ら
引
き
揚
げ
ら
れ
た
死
者
の
魂
は
、
煉
獄
に
行
く
可

能
性
が
あ
る
。
煉
獄
と
は
、
死
者
の
魂
が
一
定
期
間
、
浄
化
の
火
で
焼
か
れ
て
苦
し
む
場
所
で
あ
る
。
浄
化
の
火
は
、
残
っ
て
い

る
穢
れ
を
落
す
も
の
で
、
こ
の
穢
れ
が
あ
る
と
天
国
に
は
入
れ
な
い
。
こ
う
し
て
象
徴
的
実
在
は
二
重
化
さ
れ
る
。
第
一
に
、
臨

終
の
秘
蹟
は
、
死
の
恐
れ
を
消
し
去
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
の
世
の
恐
怖
が
あ
る
こ
と
で
、
宗
教
組
織
は
「
信

者
」
の
心
を
た
や
す
く
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は 8
、
長
い
あ
い
だ
こ
の
恐
怖
心
を
利
用
し
て
き
た 9
。
し
か
し
、
第

二
に
、
煉
獄
に
い
る
期
間
は
、
死
者
の
こ
と
を
想
う
生
者
の
と
り
な
し
に
よ
っ
て
、
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
象
徴
体
系
は
、
生
者
と
死
者
の
関
係
を
あ
る
程
度
維
持
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
て
、
い
く
ら
か

死
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
実
在
と
は
生
者
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
死
者
も
含
む
と
い
う
理
解
に
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つ
な
が
っ
て
い
る 11
。
こ
れ
に
対
し
、
医
学
体
系
の
論
理
で
は
、
死
者
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
少
な
く
と
も
、
医
療
従
事
者
が

関
わ
る
対
象
で
は
な
く
な
る
。
実
在
を
失
い
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
無
意
味
に
な
っ
た
［
意
味
を
表
現
し
え
な
く
な
っ
た
］
死
者
は
、

す
っ
か
り
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

医
学
的
な
象
徴
体
系
が
宗
教
的
な
象
徴
体
系
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
う
ち
は
、
死
者
は
非
現
実
的
で
無
意
味
な
存
在
だ
と
は
考
え

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
司
祭
と
医
者
と
い
う
二
重
の
聖
職
者
身
分
は
、
助
け
合
う
こ
と
が
で
き
た
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
相
補
性
を

定
式
化
し
よ
う
と
し
て
、
形
而
上
学
的
な
魂
と
、
自
然
的
な
生
命
と
定
義
し
た
。
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
聖
職
者
と
医
者
の
役
割

は
、
個
人
を
「
規
範
化
」
す
る
点
で
一
致
す
る
。
し
か
し
現
実
は
、
も
っ
と
多
く
の
葛
藤
を
孕
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
医
者

は
実
際
に
は
聖
職
者
の
傘
下
に
あ
り
、
宗
教
的
な
規
則
と
禁
忌
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
医
者
の
目
か
ら
見

る
と
、
そ
う
し
た
宗
教
的
な
規
範
は
、
医
療
実
践
や
医
者
と
し
て
の
「
技
術
」
の
発
展
を
阻
害
す
る
。
医
者
が
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら

自
律
し
た
い
と
願
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
古
い
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
死
体
を
解
剖
し
て
研
究
す
る
権
限
を
得
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
に
現
わ
れ
て
い
る
。
死
体
解
剖
は
長
い
あ
い
だ
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
宗
教
的
な
象
徴
体
系
に
お
い
て
は
、
死

者
は
神
に
属
し
、
解
剖
は
涜
聖
に
当
た
り
、
死
者
を
二
度
殺
す
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
解
剖
は
ま
た
、
遺
族
に
対
し
て
、
故
人
は

も
は
や
一
個
の
人
格
で
は
な
く
、
一
個
の
物
、
科
学
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
材
料
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
象
徴
的
に
示
す

も
の
だ
っ
た
。

一
九
世
紀
に
お
け
る
医
学
と
宗
教
の
争
い

一
九
世
紀
に
お
い
て
、
葛
藤
の
主
題
は
増
え
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
難
産
の
と
き
に
母
親
の
命
と
子
ど
も
の
命
の
ど
ち
ら
を
選

ぶ
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
お
い
て
、
医
者
は
次
第
に
母
親
の
命
の
ほ
う
を
「
救
う
」（
こ
の
動
詞
は
宗
教
的
な
意
味
合
い
を
帯
び
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て
い
て
興
味
深
い
）
よ
う
に
な
っ
て
い
く
が
、
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
象
徴
体
系
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
命
を
救
い
、
子
ど
も

に
洗
礼
を
施
し
「
霊
魂
の
生
」
を
保
障
す
る
ほ
う
が
よ
い
と
思
わ
れ
て
い
た
。
別
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
医
者
は
麻
酔
を
使
っ
て
医

療
行
為
を
効
果
的
に
し
、
治
癒
の
可
能
性
を
高
め
て
い
く
。
し
か
し
、
麻
酔
が
使
わ
れ
は
じ
め
た
一
九
世
紀
半
ば
の
時
期
は
、
治

療
中
の
事
故
も
珍
し
く
な
く
、
死
の
宣
告
が
で
き
な
い
過
失
致
死
の
ケ
ー
ス
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
と
き
患
者
は
、
臨
終
の
秘
蹟

を
受
け
て
か
ら
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
。

い
つ
の
時
代
で
も
、
こ
の
世
へ
の
未
練
と
い
う
も
の
が
死
の
恐
怖
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
は
ず
だ
が
、
急
死
・
突
然
死
は
、
悔

い
改
め
も
、
臨
終
の
秘
蹟
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
当
時
最
も
恐
れ
ら
れ
て
い
た
死
に
方
で
あ
っ
た
。
急
死
は
地
獄
行
き
の
確

率
が
高
か
っ
た
。
早
世
で
も
準
備
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
死
は
、
長
生
き
し
て
も
突
然
訪
れ
る
死
に
比
べ
れ
ば
、
深
刻
の
度
合
い

は
低
か
っ
た
。
実
際
、
後
者
の
よ
う
な
死
に
方
は
、
来
世
を
危
う
く
し
た
。
い
く
ら
か
長
く
生
き
た
か
ら
と
言
っ
て
、
死
ん
で
い

る
時
間
が
短
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

急
死
の
恐
怖
は
、
次
の
よ
う
な
論
法
を
生
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
魂
の
救
済
の
た
め
に
は
、
老
年
や
病
気
を
待
っ
て
い
て
は
な
ら

ず
、
普
段
生
き
て
い
る
う
ち
か
ら
、「
致
命
的
な
大
罪
の
状
態
」
で
死
ぬ
こ
と
が
な
い
よ
う
備
え
て
お
く
べ
き
だ
、
と
い
う
論
法

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
機
関
が
人
び
と
の
生
活
全
体
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。「
致
命
的
な
」
と
い
う
形
容
詞

に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
、
魂
の
霊
的
な
死
を
指
し
て
い
る
。
神
の
恩
寵
と
霊
的
な
力
を
奪
わ
れ
、
永
遠
の
罰
に
と
ら
わ
れ
た
魂

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
的
な
象
徴
体
系
に
お
け
る
本
当
の
死
は
、
肉
体
の
死
で
は
な
く
、
精
神
の
死
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し

て
い
る
。
肉
体
に
つ
い
て
は
、
人
は
そ
れ
が
い
つ
の
日
か
消
滅
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
魂
に
つ
い
て
は
、
永
遠
の
生
か
地

獄
の
劫
罰
か
の
約
束
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
体
系
が
持
つ
影
響
力
は
、
一
部
の
社
会
階
層
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
よ
り
衰
退
し
は
じ
め
て
い
る
。
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
は
し
ば
し
ば
、
少
な
く
と
も
魂
の
救
済
と
同
じ
く
ら
い
、
こ
の
世
で
の
仕
事
の
成
就
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
一
方
、
多
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く
の
民
衆
に
と
っ
て
、
こ
の
象
徴
体
系
の
重
要
性
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
聖
職
者
は
儀
礼
上
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、

「
一
番
大
事
な
役
割
は
、
死
に
ゆ
く
人
自
身
が
握
っ
て
い
た
。
主
役
は
自
分
で
、
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
べ
き
か
を
知
っ
て
い
た
。

そ
れ
だ
け
同
じ
よ
う
な
場
面
を
何
度
も
見
て
き
た
の
だ
」（A

riès, 1975, 169

）。
治
る
の
か
と
い
う
不
安
と
希
望
も
、
当
然
な
が

ら
同
じ
よ
う
に
見
ら
れ
た
。
人
び
と
は
不
安
と
希
望
か
ら
、
し
ば
し
ば
宗
教
的
な
手
段
に
訴
え
た
。
病
気
を
治
す
と
信
じ
ら
れ
て

い
た
聖
人
に
祈
り
、
マ
リ
ア
を
信
仰
し
（「
何
で
も
治
し
て
く
だ
さ
る
マ
リ
ア
様
」）、
奇
跡
の
泉
の
水
を
あ
て
に
し
、
巡
礼
の
旅

に
出
る
。
病
気
治
し
の
力
が
あ
る
と
評
判
に
な
っ
た
聖
職
者
も
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、「
非
合
法
の
医
療
行
為
」
と
い
う
法
的
概
念
が
、
一
八
〇
三
年
の
法
律
に
よ
っ
て
で
き
て
い
る
。
こ
の
時
点

で
は
、
科
学
技
術
と
し
て
の
医
学
の
権
威
は
ま
だ
高
く
な
い
。
医
者
よ
り
も
「
治
療
師
」（em

pirique

）
の
ほ
う
が
効
果
的
だ
と

思
わ
れ
て
い
た
（
治
療
師
と
は
、
治
療
の
「
才
能
」
を
持
っ
て
い
た
人
で
、
家
畜
の
世
話
の
つ
い
で
に
人
を
診
て
い
た
）。
英
国

は
、
フ
ラ
ン
ス
に
先
駆
け
て
医
療
革
新
を
遂
げ
て
い
た
が
、「
非
合
法
の
医
療
行
為
」
と
い
う
概
念
の
初
出
は
一
八
五
八
年
で
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
学
の
制
度
化
は
早
く
、
政
治
の
主
導
に
よ
っ
て
医
者
の
社
会
的
役
割
は
自
律
的
な
も
の
に
な
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
措
置
は
、
最
初
は
社
会
的
な
要
請
に
反
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
国
家
の
梃
入
れ
の
お
か
げ
で
、
医
者
は
訴
訟

相
手
を
「
非
合
法
の
医
療
行
為
」
に
訴
え
、
裁
判
に
勝
つ
よ
う
に
な
る
が
、「
公
衆
か
ら
は
罵
ら
れ
、
新
聞
か
ら
は
軽
蔑
さ
れ
た
」。

公
衆
や
新
聞
は
、
治
療
の
や
り
方
の
多
元
性
を
維
持
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
（Léonard, 1981, 76

）。

一
九
世
紀
を
通
じ
て
、「
非
合
法
の
医
療
行
為
」
を
行
な
っ
た
の
は
、
聖
職
者
や
修
道
女
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
い
つ
で

も
法
廷
に
喚
問
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
宗
教
的
実
践
」
の
な
か
に
は
非
合
法
な
行
為
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
一
八
七
〇
年
、
あ
る
「
よ
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
は
、（
無
償
で
）
病
人
た
ち
の
世
話
を
し
た
が
、
病
人
に
「
教
会
公
認
の
祈

り
」
を
唱
え
さ
せ
た
か
ど
で
、
四
〇
日
間
の
禁
固
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
（G

uillaum
e, 1990, 27

）。
一
八
九
二
年
に
で
き
た
新

し
い
法
律
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
非
合
法
の
医
療
行
為
」
に
対
す
る
医
者
の
権
限
を
、
い
っ
そ
う
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
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大
っ
ぴ
ら
な
も
の
で
あ
れ
、
密
や
か
な
も
の
で
あ
れ
、
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
医
学
と
宗
教
が
絶
え
間
な
く
争
っ
て
い

た
。
英
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
ず
っ
と
少
な
い
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
文
化
の
英
国
で
は
、
敬
虔
な
俗
人
が
一
種
の
宗
教

的
正
当
性
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
医
者
の
多
く
は
牧
師
の
息
子
だ
っ
た
。
医
療
実
践
に
お
い
て
、
医
学
の
議
論
と
聖
書
の
議

論
が
混
ざ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（B

aubérot et M
athieu, 2002, 116 sq.

） 11
。

死
の
表
象
の
変
化
、
医
学
の
表
象
の
変
化

一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
医
者
は
、
個
人
的
に
い
か
な
る
宗
教
的
信
念
を
持
っ
て
い
よ
う
と
、
宗
教
の
領
域
で
力
を
発
揮
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
当
人
の
意
識
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
者
は
二
重
の
心
性
の
変
化
の
担
い
手
で
あ
り
、
そ
れ
は
近

代
の
理
念
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
第
一
に
、
医
者
は
少
し
ず
つ
、
治
療
は
人
間
の
仕
事
だ
と
い
う
考
え
方
を
万
人
に
広
め
て
い
く
。

治
療
は
、
知
識
と
技
術
に
基
づ
く
実
践
に
よ
っ
て
、
合
理
的
に
得
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
の
転
換
に
よ
っ

て
、
こ
の
再
帰
的
な
医
学
観
は
一
九
世
紀
に
新
た
な
意
味
を
帯
び
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
一
九
七
二
年
）
が
示
し
た
よ
う

に
、
こ
の
転
換
が
、
近
代
医
学
を
誕
生
さ
せ
た
の
だ
。
死
を
参
照
点
と
し
て
、
身
体
の
老
化
や
変
質
が
理
解
さ
れ
、
説
明
さ
れ
る
。

病
気
は
、
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る 12
。
医
療
実
践
は
、
身
体
を
ま
す
ま
す
注
意
深
く
観
察
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
身
体
を
、

器
質
病
説
［
病
気
は
器
官
の
障
害
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
す
る
説
］
の
立
場
か
ら
、「
脳
＝
心
臓
＝
肺
＝
肝
臓
＝
腎
臓
＝
消
化
管
＝
生
殖
器
」

と
い
う
よ
う
に
、
破
損
可
能
性
の
あ
る
全
体
と
し
て
理
解
し
て
い
く
。
死
は
相
変
わ
ら
ず
（
と
は
い
え
す
っ
か
り
新
し
い
あ
り
方

で
）
生
そ
の
も
の
の
核
心
部
に
あ
り
、
い
つ
で
も
生
を
脅
か
し
う
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
二
の
表
象
の
変
化
と
し
て
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
死
は
社
会
的
に
は
生
の
終
焉
と
な
り
、
来
世
へ
の
通
路

で
は
な
く
な
る
。
医
者
は
次
第
に
、
あ
の
世
に
渡
る
と
い
う
観
念
を
、
た
ん
な
る
私
的
な
信
仰
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
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こ
の
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
、
医
者
の
活
動
が
滞
っ
て
は
な
ら
な
い
。
医
者
は
患
者
の
宗
教
を
考
慮
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由

は
、
医
者
固
有
の
倫
理
が
あ
っ
て
、
医
者
は
患
者
の
宗
教
に
か
か
わ
ら
ず
、
治
療
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
医
者
は
そ
の
職
業
的
実
践
に
お
い
て
、
患
者
が
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
宗
教
的
な
関
心
事
を
、
も
は
や
考

慮
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
引
い
た
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
の
引
用
文
（「
君
は
私
の
兄
弟
だ
、
任
せ
て
お
き
た
ま
え
、
私
が
君
を
助
け
て
あ
げ
よ
う
」）
に

お
い
て
、
目
立
た
な
い
け
れ
ど
も
意
味
深
い
と
思
わ
れ
る
表
現
が
あ
る
。［「
所
属
す
る
」（appartenir

）
と
い
う
単
語
を
用
い
た
］「
任
せ

て
お
き
た
ま
え
」（Tu m

’appartiens

）
と
い
う
表
現
だ
。
普
通
、
誰
か
に
「
所
属
す
る
」
の
は
奴
隷
で
あ
っ
て
、
対
等
な
相
手
や

兄
弟
で
は
な
い
。
医
者
は
、
治
療
を
す
る
こ
と
で
死
と
闘
う
能
力
が
あ
る
た
め
に
、
患
者―

人
類
愛
に
お
い
て
兄
弟
に
な
る

―

が
自
分
に
「
所
属
す
る
」
と
主
張
す
る
の
だ
。
医
者
は
自
分
の
追
究
す
る
目
的
が
、
拘
束
や
束
縛
の
な
い
権
力
を
必
要
と

す
る
（
ま
た
そ
の
権
力
は
正
当
だ
）
と
思
っ
て
い
る
。「
信
頼
と
良
心
」
と
い
う
表
現
も
、
同
様
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
医

者
は
「
一
番
の
親
友
以
上
の
信
頼
を
得
る
人
間
」
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、「
わ
れ
わ
れ
の
職
業
的
良
心
は
法
律
を
必
要
と
し
な
い
」

（
医
者
の
言
葉
、C

arol, 2004, 115, 119

よ
り
引
用
）。

こ
の
よ
う
な
自
負
が
あ
る
と
、
患
者
に
死
が
近
い
と
告
げ
る
こ
と
は
、
と
て
も
難
し
く
な
る
。
実
際
、
医
者
が
治
療
不
可
能
で

あ
る
と
認
め
た
瞬
間
か
ら
、「
密
か
な
力
関
係
は
逆
転
す
る
。
治
療
の
あ
い
だ
は
絶
対
的
だ
っ
た
医
者
の
権
威
は
揺
ら
ぐ
。
近
親

者
の
愛
情
、
慣
習
、
利
害
関
心
と
い
う
別
の
論
理
が
前
景
化
す
る
。
患
者
は
瀕
死
の
状
態
に
陥
る
こ
と
で
、
医
者
か
ら
逃
れ
る

こ
と
に
な
る
」（idem

, 33

）。
そ
こ
で
「
隠
蔽
の
言
説
」（idem

, 19
）
が
支
配
的
に
な
る
。
医
者
は
互
い
に
結
託
し
て
、
治
癒
の

見
込
み
の
な
い
者
は
「
甘
い
幻
想
」
の
な
か
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。「
希
望
の
幻
想
を
抱
か
せ
る
の
は
正
し
い

こ
と
だ
」。「
慰
め
る
た
め
の
嘘
」
は
よ
い
。「
医
者
ほ
ど
自
信
を
持
っ
て
嘘
を
つ
く
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
る
職
業
は
な
い
」。
こ

の
種
の
主
張
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
（idem

, 80sq., 22, 20

）。
た
し
か
に
、
ご
く
わ
ず
か
で
も
治
癒
の
望
み
は
あ
る
わ
け
だ
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か
ら
、「
慰
め
る
た
め
の
嘘
」
は
徐
々
に
正
当
化
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
医
者
自
身
が
「
真
実
」
と
か
「
嘘
」

と
い
っ
た
言
葉
を
用
い
て
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
医
者
は
、
自
分
の
診
断
に
不
確
実
な
部
分
も
あ
る
こ
と
を
含
め
て
、
診
断
内
容

を
患
者
に
伝
え
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
。
け
れ
ど
も
医
者
は
、
自
分
の
ほ
う
が
「
真
実
」
を
知
っ
て
お
り
、
患
者
は
そ
れ
を
知

る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
を
好
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
隠
蔽
が
も
た
ら
し
た
パ
ラ
ド
ク
ス
が
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
反
教
権
主
義
の
医
者
は
、
自
分
の
こ
と
を
「
現
実
的
」
な
希

望
の
担
い
手
と
見
な
し
て
誇
り
を
持
ち
（
治
癒
が
経
験
的
現
実
で
あ
っ
た
と
は
言
え
よ
う
）、
聖
職
者
の
こ
と
を
、
信
じ
や
す
い

人
び
と
を
幻
想
の
希
望
で
騙
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
医
者
が
、
根
拠
の
な
い
「
希
望
」
の
必
要

性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
患
者
に
「
真
実
」
を
告
げ
る
べ
き
だ
（
二
〇
世
紀
に
は
こ
ち
ら
が
支
配

的
に
も
な
る
）
と
長
い
あ
い
だ
思
っ
て
い
た
の
は
、
ご
り
ご
り
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
医
者
の
ほ
う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
ら
の

考
え
で
は
、
医
者
は
「
自
分
に
全
幅
の
信
頼
を
置
い
て
い
る
人
間
を
騙
し
、
空
し
い
幻
想
を
抱
か
せ
、
嘘
に
満
ち
た
約
束
を
す
べ

き
で
は
な
い
」。
患
者
か
ら
死
を
奪
い
、
臨
終
の
秘
蹟
を
受
け
る
妨
げ
と
な
っ
て
は
い
け
な
い
（idem

, 28

）。
実
際
、
聖
職
者
が

呼
ば
れ
た
と
き
は
も
う
手
遅
れ
、
と
い
う
事
態
が
増
え
て
く
る
。
遅
れ
て
や
っ
て
き
た
聖
職
者
が
目
に
す
る
の
は
、
人
事
不
省
に

陥
っ
た
患
者
か
、
息
を
引
き
取
っ
た
あ
と
の
死
体
で
あ
っ
た
。

「
真
実
」
の
隠
蔽
は
、
医
者
の
職
業
上
の
利
害
が
か
か
っ
た
具
体
的
な
場
面
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
第
一
の
例
と
し

て
、
麻
酔
が
臨
床
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
事
前
の
注
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
麻
酔
で
患
者
が
急
死

し
、
裁
判
沙
汰
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
八
四
八
年
の
医
学
ア
カ
デ
ミ
ー
報
告
書
は
「
あ
ら
ゆ
る
証
拠
に
反
し
、
検
視
の
結
果
、

ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
は
死
因
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
た
」。
こ
の
点
を
指
摘
し
た
歴
史
家
ロ
ゼ
リ
ー
ヌ
・
レ
イ
は
、
隠
蔽
の
理
由
を

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
新
た
な
実
践
の
実
用
化
は
［
…
…
］（
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
医
者
に
と
っ
て
）
何
人
か
の
死
よ
り

も
重
要
だ
っ
た
の
だ
。［
…
…
］
人
命
が
犠
牲
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
個
人
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
受
け
入
れ
が
た
い
が
、
よ
き
意
図
に
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発
す
る
予
見
不
可
能
な
も
の
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」（R

ey, 1993, 198, 200

）。
医
学
的
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、

社
会
的
に
は
否
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
の
例
と
し
て
、
一
九
世
紀
の
大
部
分
を
通
じ
、
多
く
の
医
者
は
、
事
態
の
悪
化
を
招
く
恐
れ
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
厚
か
ま
し
く
も
伝
染
病
を
否
定
」
し
た
（Léonard, 1981, 97sq.

）。
医
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
議
に
は
、
同
じ
よ
う
な
二
つ
の
発

言
が
見
ら
れ
る
。「
コ
レ
ラ
が
仮
に
伝
染
病
だ
と
し
て
も
、
課
題
は
そ
れ
を
収
束
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」（
一
八
四
九
年
）。「
肺

結
核
が
伝
染
病
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
言
う
の
は
低
い
声
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
い
」（
一
八
六
七
年
）。
歴
史
家
ジ
ャ
ッ
ク
・

レ
オ
ナ
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
言
説
の
理
由
を
こ
う
説
明
し
て
い
る
。「
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
の
衝
撃
で
、
世
論
が
揺
ら
ぐ
こ

と
、
患
者
が
隔
離
さ
れ
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
、
予
防
医
学
と
社
会
行
政
が
長
期
的
に
混
乱
す
る
こ
と
を
、
人
は
恐
れ
た
の
で
あ

る
」。宗

教
に
勝
利
し
た
医
学
と
そ
の
疑
似
宗
教
的
な
構
造

倫
理
的
に
見
る
と
、
死
を
認
め
て
お
き
な
が
ら
隠
そ
う
と
す
る
こ
と
と
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
医
学
的
言
説―

医
学
の
第
一
の

使
命
は
た
と
え
わ
ず
か
な
時
間
で
あ
っ
て
も
延
命
す
る
こ
と
で
あ
る―

と
の
あ
い
だ
に
は
、
い
く
ら
か
矛
盾
が
あ
る
。
と
は
い

え
、
医
学
の
「
進
歩
」
に
つ
れ
て
、
医
療
介
入
の
道
徳
的
正
当
性
は
、
こ
の
言
説
を
基
盤
に
、
確
固
た
る
も
の
と
し
て
築
か
れ
て

い
く 13
。
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
て
、
治
癒
不
可
能
な
患
者
の
命
を
引
き
延
ば
す
と
い
う
目
的
は
、
聖
職
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

こ
の
決
定
的
な
瞬
間
に
お
い
て
、
救
済
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
生
命
を
一
時
的
に
引
き
延

ば
す
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
代
償
と
し
て
、
激
し
い
苦
痛
を
と
も
な
っ
た
。「
君
は
私
の
兄
弟
だ
、
任
せ
て
お
き
た
ま
え
、
私

が
君
を
助
け
て
あ
げ
よ
う
」
と
い
う
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
の
言
葉
は
、
医
者
と
患
者
の
関
係
を
規
定
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
優
先
さ
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れ
て
い
た
の
は
、
明
ら
か
に
、
少
し
で
も
人
生
を
引
き
延
ば
す
た
め
の
闘
い
で
あ
っ
て
、
痛
み
を
緩
和
す
る
た
め
の
闘
い
は
二
の

次
だ
っ
た
。

こ
れ
ま
た
、
英
国
の
医
者
と
フ
ラ
ン
ス
の
医
者
が
大
き
く
違
う
点
で
あ
る
。
痛
み
に
対
す
る
態
度
の
違
い
は
、
一
七
世
紀
よ
り

見
ら
れ
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
も
続
く
。
一
七
世
紀
の
英
国
（
と
オ
ラ
ン
ダ
）
の
医
者
は
、
ア
ヘ
ン
を
「
全
能
の
神
［
…
…
］
が

人
間
の
苦
痛
を
和
ら
げ
る
た
め
に
差
し
伸
べ
ら
れ
た
薬
」
と
考
え
て
い
た
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
モ
ル
ヒ
ネ
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
ロ
ゼ
リ
ー
ヌ
・
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
医
者
は
、
こ
の
よ
う
な
薬
を
医
学
的
に
正
当
化
す
る
の
に
、
大
い
に

躊
躇
し
て
い
る
（R

ey, 1993, 100-104

）。
た
だ
し
、
レ
イ
は
こ
う
つ
け
加
え
て
い
る
。「
苦
痛
の
緩
和
を
後
回
し
に
す
る
こ
と
に

な
っ
た
科
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
そ
う
と
自
覚
す
る
こ
と
な
く
、
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
養
分
を
得
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
」。
実
際
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
長
い
あ
い
だ
、
苦
痛
は
救
済
を
得
る
の
に
プ
ラ
ス
の
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（
こ

れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合
と
は
異
な
る
）。
フ
ラ
ン
ス
の
医
者
は
、
こ
の
こ
と
を
特
に
宗
教
的
と
は
思
わ
ず
に
、
そ
の
職
業

的
実
践
に
お
い
て
、
自
分
は
宗
教
的
に
中
立
だ
と
思
い
込
む
こ
と
が
で
き
た
。

一
九
世
紀
と
二
〇
世
紀
の
転
換
期
に
お
い
て
、
医
学
は
宗
教
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
道
徳
的
正
当
性
を
獲
得
し
た
が
、
こ
れ
は
フ

ラ
ン
ス
社
会
の
話
で
あ
っ
て
、
英
国
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（B

aubérot et M
athieu, 2002 : 207sq.

） 14
。
人
間

は
「
た
え
ざ
る
変
動
の
過
程
に
あ
る
細
胞
の
複
合
体
で
、
死
へ
と
向
か
う
」
の
で
あ
り
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
「
死
は
生
を
蝕
み

な
が
ら
育
っ
て
い
く
」（La G

rande Encyclopédie , 1901, vol. 24, 368

）
と
い
う
考
え
方
が
、
社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
。
死
に
対
す

る
医
者
の
闘
い
は
、
患
者
の
治
療
を
正
当
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
究
極
的
に
は―

作
家
ジ
ュ
ー
ル
・
ロ
マ
ン
が
一
九
二
三
年
に

ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
書
い
た
よ
う
に―

「
健
康
な
人
も
病
人
で
、
た
だ
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
だ
け
だ
」
と
考
え
る
こ
と
を
正

当
化
す
る
。
や
が
て
、
社
会
的
に
受
け
入
れ
可
能
な
死
は
、
年
老
い
て
か
ら
の
死
の
み
と
な
る
（
し
か
も
「
老
年
」
の
到
来
は
次

第
に
遅
く
な
っ
て
い
く
）。
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医
学
が
成
し
遂
げ
た
成
功
（
現
実
的
な
成
功
ま
た
は
想
像
上
の
成
功
）
は
、
驚
く
べ
き
も
の
だ
。
医
学
は
多
く
の
技
術
を
実
用

化
し
た
（
消
毒
、
殺
菌
、
Ｘ
線
な
ど
）。
こ
れ
は
、
一
〇
〇
年
前
（
た
と
え
ば
一
八
〇
三
年
に
「
非
合
法
の
医
療
行
為
」
の
法
律

が
で
き
た
と
き
）
に
追
い
求
め
ら
れ
た
技
術
の
比
で
は
な
い
。
二
〇
世
紀
の
あ
い
だ
、
い
わ
ゆ
る
「
生
の
希
望
」
は
、
ぐ
ん
ぐ
ん

伸
び
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

生
の
希
望
が
伸
び
た
要
因
は
複
合
的
で
、
医
学
的
な
要
因
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
女
性
歴
史
家
た
ち
が
示
す
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
を
含
む
い
く
つ
か
の
国
々
で
、
有
閑
階
級
の
女
性
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
に
取
り
組
ん
で
、
子
ど
も
の
死

亡
率
を
大
幅
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
。
な
か
で
も
、
安
全
で
健
康
な
ミ
ル
ク
の
配
給
セ
ン
タ
ー
は
、
乳
幼
児
の
主
要
な

死
亡
原
因
だ
っ
た
下
痢
の
問
題
を
解
決
し
た
。
医
者
（
当
時
は
男
性
ば
か
り
）
は
、
当
局
の
支
援
を
受
け
て
、
こ
れ
ら
の
機
関
を

指
導
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
機
関
を
設
立
し
た
女
性
た
ち
を
周
辺
化
し
、
従
属
さ
せ
て
い
く
。
彼
女
た
ち
の
成
果
を
自
分

た
ち
の
も
の
に
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
（K

oven and M
ichel, 1990, 1993 ; Pedersen, 1993

）。

私
た
ち
の
主
題
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
、
こ
の
最
後
の
側
面
だ
。
覇
権
的
な
社
会
表
象
に
し
た
が
え
ば
、
基
本
的
に
は

「
医
者
の
お
か
げ
」
で
「
生
の
希
望
」
が
育
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
表
現
は
と
て
も
意
味
深
い
。
社
会
の
支
配
的
な
関

心
が
、
来
世
の
希
望
か
ら
生
の
希
望
に
変
化
し
て
い
る
か
ら
だ
。
医
学
は
、
道
徳
的
な
制
度
で
あ
る
。
明
確
な
生
の
勝
利
を
も

た
ら
し
て
い
る
か
ら
だ
。
医
学
が
こ
れ
を
成
し
遂
げ
た
の
は
、
科
学
と
技
術
を
背
景
に
し
た
「
ド
ク
タ
ー
」
の
「
献
身
」
に
よ
る 15
。

医
学
は
、
希
望
を
数
値
化
す
る
と
い
う
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
。
医
学
は
、
科
学
と
美
徳
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い

社
会
モ
デ
ル
と
し
て
の
聖
職
者
を
作
り
出
し
た
の
だ
。
し
か
し
「
健
康
の
強
迫
観
念
」
が
登
場
し
、
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は

基
本
的
に
「
財
産
と
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
消
費
」
で
あ
る
。「
医
療
化
社
会
」
の
発
展
は
、「
何
よ
り
も
市
場
経
済
の
論
理
に
従
っ
て
い

る
」（Faure, 1993, 271

）。
医
者
は
こ
れ
を
後
押
し
し
た
。
行
為
へ
の
報
酬
を
求
め
た
り
、
一
般
医
の
自
由
選
択
を
押
し
つ
け
た

り
す
る
動
き
が
出
て
く
る
。
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第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
社
会
保
障
（
セ
キ
ュ
リ
テ
・
ソ
シ
ア
ル
）
の
創
設
は
、
治
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
の
平
等
と
い
う
こ
と

に
お
い
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
進
歩
」
を
画
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
将
来
は
誰
も
が
無
償
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
理
念
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
た
。
治
療
医
学
だ
け
で
な
く
、
予
防
医
学
も
発
展
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
医
学
は
、
次
第
に
正
統
的
か
つ
規
範
的
な
や
り
方
で
、
生
活
と
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
介
入
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

二
〇
世
紀
と
医
学
の
覇
権

医
学
が
社
会
的
に
成
功
し
た
こ
と
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
近
代
医
学
の
規
範
と
制
約
に
順
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

一
九
世
紀
末
（
一
八
八
四
年
）
に
設
立
さ
れ
、
二
〇
世
紀
に
活
躍
す
る
あ
る
団
体
が
、
こ
の
漸
次
的
な
適
応
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
聖
ル
カ
、
聖
コ
ム
、
聖
ダ
ミ
ア
ン
協
会
で
あ
る
。
病
直
し
の
聖
人
の
名
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
、
医
療
実
践

の
完
全
な
世
俗
化
を
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
く
し
て
い
る
わ
け
だ 16
。
し
か
し
同
協
会
は
、
医
療
と
宗
教
と
い
う
聖
職
者
集
団
の
対
立

の
場
と
し
て
も
興
味
深
い
。
医
学
的
価
値
と
非
医
学
的
な
価
値
の
ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
、
省
察
が
行
な
わ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば

「
患
者
に
真
実
を
告
げ
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
は
、
基
本
的
な
議
論
の
主
題
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
）。
当
時
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、

医
師
団
が
確
信
を
抱
い
て
い
た
。

医
学
が
勝
ち
誇
っ
て
い
た
時
代
の
こ
と
だ
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
医
者
は
少
し
ず
つ
、
支
配
的
な
医
学
の
意
見
に
同
調
し
、
医
者
は

患
者
に
対
し
て
「
真
実
を
黙
秘
す
る
」
権
利
が
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク

の
医
者
が
長
い
あ
い
だ
躊
躇
し
た
た
め
に
、「
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
的
」
な
「
透
明
性
」
と
、
フ
ラ
ン
ス
医
学
が
取
り
入
れ
た

隠
蔽
の
「
策
略
」
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（C

arol, 2004, 274

）。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
こ
の
態
度
の
違
い
は
、
宗
教
に

対
す
る
医
学
の
社
会
的
卓
越
性
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
英
国
よ
り
も
明
確
だ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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こ
の
卓
越
性
は
、
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
と
そ
の
後
の
展
開
に
お
い
て
確
定
さ
れ
て
い
く
。
一
九
七
二
年
、「
終
油
」
の
秘

蹟
が
「
傷
病
者
の
塗
油
」
の
秘
蹟
に
変
更
さ
れ
、
秘
蹟
の
意
味
そ
の
も
の
が
世
俗
化
・
医
学
化
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、「
臨
終

の
瞬
間
」
に
お
い
て
、
死
に
ゆ
く
者
の
罪
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
、
地
獄
の
永
遠
の
責
め
苦
を
避
け
る

こ
と
が
目
的
だ
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
秘
蹟
が
目
指
す
の
は
治
癒
で
あ
る
。
患
者
が
ど
ん
な
に
重
体
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
治

癒
は
医
学
的
に
は
い
つ
で
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
的
実
践
は
、
医
学
的
実
践
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
入

れ
て
い
る
わ
け
だ
。
儀
式
の
意
味
は
変
わ
り
、
近
代
医
学
の
理
念
が
内
面
化
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
な
地
位
は
医
者
の
ほ
う
が
聖

職
者
よ
り
も
高
く
、
聖
職
者
の
役
割
は
多
か
れ
少
な
か
れ
付
随
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
て

い
る
。［
そ
の
役
割
は
］「
よ
き
死
」
を
迎
え
る
た
め
の
宗
教
的
な
準
備
と
い
う
よ
り
、
治
療
と
看
護
を
「
純
粋
に
心
理
的
」
に
支

え
る
こ
と
で
あ
る
（Isam

bert, 1992, 270

）。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
心
理
的
な
拠
り
所
に
な
れ
た
か
ど
う
か
さ
え
疑
わ
し
い
。
宗
教
の
近
代
化
に
よ
っ
て
、
関
心
は
現
世

に
向
か
っ
て
い
る
。
来
世
を
説
い
て
も
、
一
貫
性
と
信
憑
性
が
失
わ
れ
て
い
る
。
当
時
メ
デ
ィ
ア
に
よ
く
出
て
い
た
「
大
先

生
」
こ
と
、
ド
ク
タ
ー
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
ン
バ
ー
グ
は
、
よ
く
売
れ
た
本
の
な
か
で
、
一
六
人
の
が
ん
患
者
の
話
を
書
い
て
い
る

が
、
聖
職
者
が
出
て
く
る
の
は
一
六
例
の
う
ち
一
例
だ
け
だ
。
そ
の
聖
職
者
も
大
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る

（Schw
artzenberg, 1977, 13sq.

）。

当
時
の
医
学
は
、「
死
を
後
退
さ
せ
た
」
事
実
を
誇
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
最
新
技
術
の
活
用
に
「
成
功
」
し
た
。

病
院
施
設
と
科
学
技
術
と
い
う
非
常
に
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
導
入
さ
れ
た
。
か
つ
て
だ
っ
た

ら
死
ん
で
い
た
は
ず
の
重
病
人
を
、
半
昏
睡
状
態
で
、
さ
ら
に
は
深
昏
睡
状
態
で
生
か
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
当
時
、「
勝
利
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
、
生
の
た
め
の
闘
い
は
、
受
胎
と
死
と
い
う
、
い
わ
ば
二
つ

の
「
自
然
な
」
境
界
に
よ
っ
て
限
界
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
新
た
な
生
医
学
の
知
識
は
、
次
第
に
こ
の
境
界
を
踏
み
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越
え
る
よ
う
に
な
る
。
人
工
授
精
の
方
法
が
発
達
す
る
。
死
は
一
連
の
段
階
的
プ
ロ
セ
ス
に
分
割
さ
れ
、
次
第
に
そ
の
諸
段
階
の

相
対
的
な
制
御
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
大
学
病
院
の
院
長
だ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
ア
ン
ビ
ュ
ル
ジ
ェ
は
書
い
て
い
る
。「
死
は
も
は

や
、
一
度
に
生
命
の
全
機
能
に
関
係
す
る
よ
う
な
、
唯
一
で
瞬
間
的
な
出
来
事
で
は
な
い
」（H

am
burger, 1972, 119

）。
こ
の

こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
医
者
は
い
つ
で
も
何
か
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
は
や
ど
の
時
点

で
（
そ
し
て
い
か
な
る
理
由
で
）
医
学
的
介
入
を
や
め
れ
ば
よ
い
の
か
が
、
わ
か
ら
な
く
な
る
。
金
銭
上
の
「
制
約
」
や
、
予
算

の
均
等
配
分
を
気
に
す
る
こ
と
は
、
医
者
の
正
当
な
介
入
の
「
妨
げ
」
に
な
る
と
非
難
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
医
学
の
神
聖
化
は
、
頂

点
に
達
し
て
い
る
。

医
学
の
成
功
の
両
義
性

今
引
い
た
ア
ン
ビ
ュ
ル
ジ
ェ
の
書
物
の
タ
イ
ト
ル
は
、『
強
さ
と
脆
さ
』
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
表
題
か
ら
は
、
当
時
の
医
者

が
、
医
学
の
成
功
の
両
義
性
を
す
で
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
一
九
六
八
年
五
月
に
学
生
た
ち
が
示
し
た
抵
抗
（
最
初

の
標
的
は
大
学
と
学
校
）
は
、
医
学
に
対
し
て
も
容
赦
が
な
か
っ
た 17
。
五
月
革
命
の
若
者
た
ち
は
、
権
威
主
義
的
な
制
度
そ
の
も

の
を
批
判
し
た
。
若
者
た
ち
は
、
も
は
や
制
度
自
体
が
道
徳
推
進
の
機
構
と
は
思
わ
な
く
な
り
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
制
度
に
向

か
っ
て
道
徳
的
な
問
い
を
発
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
人
の
人
間
が
（
生
徒
や
患
者
と
し
て
）
あ
る
制
度
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
と

き
の
権
利
の
問
題
は
、
人
権
の
表
象
を
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
や
が
て
国
際
的
に
も
、
こ
の
拡
大
が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
も
こ
の
変
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る 18
。
一
九
七
四
年
に
は
、
最
初
の
「
入
院
患
者
憲
章
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
た
し

か
に
こ
の
憲
章
は
、「
患
者
の
権
利
」
を
唱
え
る
こ
と
に
、
ま
だ
か
な
り
躊
躇
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
憲
章
が
作
ら
れ
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る
こ
と
自
体
が
ひ
と
つ
の
革
新
で
あ
っ
て
、
一
種
の
脱
神
聖
化
を
も
た
ら
し
た
。
権
利
の
承
認
の
動
き
が
、
病
院
か
ら
は
じ
ま
っ

た
こ
と
は
意
味
深
い
。
病
院
は
長
い
あ
い
だ
、
貧
し
く
無
償
で
治
療
を
受
け
る
者
の
権
利
が
不
在
だ
っ
た
場
所
だ
。
病
院
が
持
つ

「
慈
善
」
的
性
格
の
代
償
は
、
制
約
の
な
い
医
療
行
為
の
実
験
台
に
さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
二
〇
世

紀
半
ば
、
病
院
が
近
代
化
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
門
戸
を
開
く
と
、
変
化
に
弾
み
が
つ
い
た
。
病
院
は
一
九
七
〇
年
代
に
、
フ

ラ
ン
ス
人
の
大
部
分
が
そ
こ
で
亡
く
な
る
場
所
と
な
る
。
病
院
死
の
特
徴
は
、
手
厚
い
医
療
措
置
と
効
率
的
な
チ
ー
ム
看
護
だ
。

し
か
し
、
死
の
医
療
技
術
化
は
、
ま
す
ま
す
孤
独
な
死
、
無
意
味
に
見
え
る
死
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
。

も
と
も
と
聖
職
者
だ
っ
た
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
ッ
チ
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
を
政
治
的
に
批
判
す
る
理
論
を
構

築
し
た
。
彼
は
『
脱
学
校
の
社
会
』
を
提
案
し
た
あ
と
、
医
療
に
よ
る
「
健
康
の
接
収
」
を
告
発
し
て
い
る
。
イ
リ
ッ
チ
に
よ
れ

ば
、
近
代
医
療
シ
ス
テ
ム
は
、
宗
教
が
支
配
す
る
よ
う
に
機
能
し
て
お
り
、
義
務
的
な
医
療
儀
礼
と
文
化
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
た

神
話
を
手
段
と
し
て
営
ま
れ
て
い
る
。
重
病
人
は
も
は
や
、
つ
つ
が
な
く
（
そ
し
て
平
穏
の
う
ち
に
）
死
に
向
か
う
こ
と
が
で
き

な
い
。
医
療
シ
ス
テ
ム
は
、「
病
人
が
い
つ
、
い
か
な
る
損
壊
を
経
て
か
ら
死
ぬ
か
」
を
決
定
す
る
。「
社
会
の
医
療
化
は
、
自
然

死
の
時
代
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
西
洋
の
人
間
は
、
死
ぬ
と
い
う
行
為
を
自
分
で
取
り
仕
切
る
権
利
を
失
っ
た
の
だ
。
息
を
引
き

取
る
と
き
ま
で
、
健
康
は
接
収
さ
れ
、
出
来
事
に
向
き
合
う
力
が
奪
わ
れ
た
。
技
術
的
な
死
が
、
臨
終
の
場
面
で
勝
利
を
収
め
て

い
る
。
機
械
的
な
死
が
、
他
の
す
べ
て
の
死
を
凌
駕
し
て
、
他
の
死
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」（Illich, 1975, 201

）。

イ
リ
ッ
チ
は
、（
宗
教
と
国
家
の
分
離
を
モ
デ
ル
に
し
て
）
医
療
と
国
家
の
分
離
を
説
い
て
い
る
。
イ
リ
ッ
チ
が
期
待
し
て
い
る

の
は
、
国
家
が
公
認
医
療
と
代
替
医
療
に
平
等
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
の
望
む
「
社
会
の
脱
医
療
化
」
が

進
む
だ
ろ
う
。
競
合
す
る
諸
宗
教
の
教
義
を
国
家
が
承
認
す
る
こ
と
で
、
社
会
生
活
の
脱
宗
教
化
が
進
ん
だ
の
と
同
じ
原
理
で
あ

る
。こ

う
し
て
医
療
は
、
宗
教
の
制
度
的
な
競
争
相
手
と
し
て
死
を
管
理
し
よ
う
と
し
、
社
会
的
に
宗
教
に
勝
利
し
た
が
、
今
度
は
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新
た
な
宗
教
の
押
し
つ
け
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。
面
白
い
事
実
が
あ
る
。
イ
リ
ッ
チ
は
、
そ
の
支
持
者
か
ら
も
敵
対
者
か
ら
も

「
予
言
者
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
（B

aubérot, 1976, 292

）。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
告
発
者
自
身
が
、
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ

て
い
る
。
何
人
か
の
医
者
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。「
医
学
の
進
歩
」
は
、「
西
洋
文
明
の
最
も
輝
か
し
い
征
服
で
あ
り
、

科
学
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
こ
の
征
服
の
み
が
、
苦
痛
と
死
を
前
に
し
た
不
平
等
を
克
服
し
た
」（
エ
ス
コ
フ
ィ
エ
＝

ラ
ン
ビ
オ
ッ

ト
医
師
、
ル
・
モ
ン
ド
、
一
九
七
五
年
六
月
四
日
）。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
一
般
的
に
パ
リ
発
行
の
全
国
紙
が
イ
リ
ッ
チ

に
対
し
て
非
常
に
批
判
的
だ
と
し
て
も
、
も
っ
と
読
者
に
近
い
地
方
紙
の
い
く
つ
か
は
、
イ
リ
ッ
チ
の
主
張
に
か
な
り
好
意
的
な

記
事
を
載
せ
て
い
る
の
で
あ
る
（idem

, 308

）。
成
功
を
収
め
た
テ
レ
ビ
の
医
療
番
組
を
い
く
つ
か
手
が
け
た
イ
ゴ
ル
・
バ
レ
ー

ル
に
よ
れ
ば
、
要
す
る
に
「
イ
リ
ッ
チ
は
、
か
つ
て
の
聖
職
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
医
療
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機

を
受
け
た
と
こ
ろ
を
襲
撃
し
た
の
で
あ
る
」（
ル
・
ポ
ワ
ン
、
一
九
七
五
年
六
月
一
六
日
号
）。

事
件
は
矢
継
ぎ
早
に
引
き
続
い
て
起
こ
る
。
実
際
、
患
者
や
患
者
の
近
親
者
が
、
よ
り
主
観
的
な
立
場
か
ら
、
し
か
し
同
じ
よ

う
に
告
発
に
満
ち
た
調
子
で
、
著
作
を
書
き
は
じ
め
る
。
意
味
深
い
こ
と
に
、
が
ん
で
息
子
を
亡
く
し
た
母
親
の
著
作
の
タ
イ
ト

ル
は
、『
お
医
者
様
、
私
た
ち
の
死
を
返
し
て
く
だ
さ
い
』
と
い
う
も
の
だ
（Fabien, 1976

）。
一
九
八
〇
年
に
は
「
尊
厳
死
協

会
」
が
設
立
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
流
の
「
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
」
が
頒
布
さ
れ
る
。
メ
ン
バ
ー
の
一
人
は
、「（
生
者
と
）
別
れ
る
こ

と
に
内
在
す
る
苦
し
み
以
外
の
苦
し
み
は
な
く
、
明
晰
さ
と
思
い
や
り
の
う
ち
に
尊
厳
を
持
っ
て
死
ぬ
」
権
利
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
の
権
利
は
「
延
命
が
（
医
療
に
よ
っ
て
）
肉
体
の
最
終
破
壊
ま
で―

そ
し
て
そ
れ
を
も
越
え
て―

可
能
に
な
る
と
き
、
正

当
な
要
求
で
あ
る
」（C

arol, 2004, 300sq.

よ
り
引
用
）。

医
療
の
栄
光
と
は
、
生
を
少
し
ず
つ
引
き
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
っ
た
。
今
や
医
療
が
非
難
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
死

を
引
き
延
ば
す
こ
と
に
も
（
と
り
わ
け
そ
の
こ
と
に
）
力
を
貸
す
か
ら
だ
。
前
近
代
の
苦
悩
と
は
、
あ
の
世
と
地
獄
の
責
め
苦
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
代
わ
る
後
期
近
代
の
苦
悩
と
は
、
精
神
と
肉
体
の
完
全
な
喪
失
で
あ
る
。
恐
れ
と
希
望
は
、
宗
教
者
か
ら
す
で
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に
医
者
と
い
う
聖
職
者
に
そ
の
主
導
権
が
移
っ
て
い
た
。
今
や
そ
れ
は
医
者
に
背
を
向
け
て
い
る
。
医
療
の
濫
用
に
よ
る
延
命
が

恐
れ
ら
れ
て
お
り
、
過
度
の
医
療
措
置
を
受
け
ず
に
穏
や
か
に
死
ぬ
こ
と
が
希
望
に
な
っ
て
い
る
。

成
功
の
危
機
の
兆
候
と
し
て
の
生
命
倫
理

一
九
八
三
年
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
最
初
の
国
立
倫
理
諮
問
委
員
会
（
Ｃ
Ｃ
Ｎ
Ｅ
）
が
創
設
さ
れ
た
。
社
会
党
の
共
和
国
大
統
領
フ

ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
ッ
テ
ラ
ン
が
望
ん
だ
こ
の
転
換
は
重
要
だ
。
一
八
〇
三
年
に
最
初
に
非
合
法
の
医
療
行
為
を
打
ち
立
て
た
フ
ラ
ン

ス
が
、
最
初
に
全
国
レ
ベ
ル
で
こ
の
よ
う
な
委
員
会
を
創
設
し
て
い
る
の
は
な
か
な
か
意
味
深
い
。
こ
れ
は
社
会
的
象
徴
の
重
要

な
変
化
を
表
わ
し
て
い
る
。
も
は
や
、
医
療
の
み
が
固
有
の
意
味
を
創
出
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
医
療
は
、
意
味
を
構
築
し
て
い

く
に
際
し
て
、
社
会
を
代
表
す
る
と
見
な
さ
れ
る
他
の
分
野
の
専
門
家
と
協
力
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

安
楽
死
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
以
前
よ
り
あ
っ
た
が
、
非
常
に
重
要
な
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、

一
九
八
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。
同
じ
く
、
緩
和
医
療
を
め
ぐ
る
議
論
も
起
こ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
八
七
年
に
最
初
の
緩
和

医
療
の
ユ
ニ
ッ
ト
が
創
設
さ
れ
、
二
年
後
に
は
最
初
の
機
動
班
が
設
け
ら
れ
る
（
二
〇
〇
二
年
時
点
で
そ
れ
ぞ
れ
七
八
施
設
、

二
二
五
施
設
で
、
五
万
人
の
患
者
を
引
き
受
け
て
い
る
）。
緩
和
医
療
は
、「
過
度
の
治
療
」
に
対
す
る
反
動
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
科
学
的
な
医
療
技
術
の
「
成
果
」―

と
り
わ
け
鎮
痛
剤
・
鎮
静
剤
に
関
す
る
医
学
研
究―

を
享
受
し
よ
う
と
す
る

が
、「
余
命
の
長
さ
よ
り
質
が
大
事
だ
」
と
考
え
る
。
人
間
の
人
格
の
全
体
性
、
包
括
的
な
要
求
の
存
在
、
重
病
人
の
そ
ば
に
い

る
必
要
性
が
主
張
さ
れ
る
。
緩
和
医
療
の
発
達
が
示
し
て
い
る
の
は
、
二
重
の
社
会
的
応
答
の
試
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
医
学

的
「
治
療
の
熱
中
」
と
、
死
の
世
俗
化
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
諸
問
題
へ
の
応
答
で
あ
る
。
死
の
世
俗
化
と
は
、「
死
に
ゆ

く
者
に
対
す
る
行
動
様
式
を
持
ち
、
感
情
表
現
を
可
能
に
し
て
い
た
」「
宗
教
実
践
の
後
退
」
を
指
す
。（C

astra, 2003, 29

）
た
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だ
し
、
緩
和
医
療
に
は
全
体
論
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
く
っ
つ
い
て
く
る
こ
と
が
あ
り
、
ア
ン
ヌ
・
カ
ロ
ル
の
的
を
射
た
表
現
を

用
い
る
な
ら
、
一
種
の
「
感
情
の
熱
中
」
に
突
き
進
む
可
能
性
が
あ
る
（C
arol, 2004, 307

）。

現
在
で
は
、
埋
葬
の
八
五
％
が
宗
教
的
埋
葬
で
あ
る
。
宗
教
が
社
会
の
支
配
的
価
値
に
適
合
す
る
時
期
は
、
脱
宗
教
化
の
第
三

段
階
の
到
来
と
と
も
に
、
一
九
八
〇
年
代
に
完
了
す
る
。
諸
教
会
と
国
家
の
分
離
法
（
一
九
〇
五
年
）
そ
の
も
の
が
規
定
し
て
い

る
よ
う
に
、
病
院
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
施
設
付
き
聖
職
者
を
お
く
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
そ
の
費
用
を
公
金
か
ら
支
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
第
二
条
）。
と
は
い
え
、
聖
職
者
が
欠
乏
し
て
お
り
、
そ
の
存
在
感
は
限
定
的
で
あ
る 19
。
と
も
す
る
と
、
病
院

に
い
る
聖
職
者
は
、
効
率
的
で
技
術
的
な
病
院
業
務
を
妨
げ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
い
る
節
が
あ
る
。
実
際
、
医
療
従

事
者
の
一
部
が
知
っ
て
い
る
宗
教
と
は
、
お
も
に
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
人
目
を
引
く
こ
と
を
取
り
あ
げ
る
メ

デ
ィ
ア
の
論
理
は
、
宗
教
現
象
を
過
剰
に
メ
デ
ィ
ア
化
す
る
。
そ
の
た
め
、
宗
教
的
現
実
の
多
様
な
側
面
が
捨
象
さ
れ
、「
原
理

主
義
」
的
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
少
数
と
は
い
え
い
く
つ
か
の
事
例
で
は
、
宗
教
の
自
由
が

部
分
的
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
イ
ス
ラ
ー
ム
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
宗
教
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
。
一
種
の
カ
ト

リ
ッ
ク
的
な
市
民
宗
教
が
押
し
つ
け
ら
れ
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
国
公
立
病
院
の
「
死
亡
キ
ッ
ト
」
の
な
か

に
は
、
ロ
ザ
リ
オ
と
十
字
架
が
あ
る
。「
す
べ
て
の
患
者
が
［
…
…
］
そ
の
キ
ッ
ト
を
身
に
つ
け
さ
せ
ら
れ
る
。
無
神
論
や
他
宗
派

の
家
族
が
取
り
違
え
を
見
つ
け
る
と
、
医
療
従
事
者
は
激
し
く
非
難
さ
れ
る
。
と
は
い
え
そ
れ
は
、
彼
ら
の
実
践
が
変
更
さ
れ
た

か
ら
で
は
な
い
」（Lévy, 2004, 263

）。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
お
そ
ら
く
極
端
な
も
の
だ
が 21
、
ラ
イ
シ
テ
と
画
一
性
が
と
き
に
混

同
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
信
仰
の
多
元
主
義
を
組
み
込
ん
で
い
く
こ
と
の
難
し
さ
を
示
す
よ
い
例
で
あ
る 21
。

よ
り
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
見
る
な
ら
、
世
俗
的
制
度
の
批
判
は
、
一
九
六
八
年
五
月
や
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
ッ
チ
の
著
作
に
比
べ

て
脱
ユ
ー
ト
ピ
ア
化
さ
れ
た
が
、
そ
の
ぶ
ん
一
般
化
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
学
校
と
医
療
が
政
治
的
役
割
を
果
た
し
、
共
和
政

を
象
徴
的
に
正
当
化
し
た
た
め
、
他
の
近
代
社
会
よ
り
も
制
度
の
危
機
が
強
く
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
私
の
分
析
に
よ
れ
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ば
、
医
療
の
成
功
そ
の
も
の
が
医
療
の
危
機
を
招
い
た
の
は
、
何
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い 22
。

実
際
、
啓
蒙
主
義
の
時
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
の
変
動
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
進
歩
に
は
相
関
関
係
が
あ
る
と
信
じ

ら
れ
て
き
た
。
科
学
技
術
の
進
歩
は
、
政
治
改
革
に
よ
っ
て
、
社
会
と
道
徳
の
進
歩
に
変
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ

て
い
た
。
そ
の
理
由
は
す
で
に
分
析
し
た
通
り
だ
が
、
こ
の
信
念
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
非
常
に
強
力
だ
っ
た
。
共
和
国
と
い
う

「
進
歩
の
政
治
体
制
」
は
、
共
通
の
目
的
の
ま
わ
り
に
多
様
な
信
念
を
持
つ
人
び
と
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ひ
と
り
ひ
と
り

は
「
あ
る
」
こ
と
に
つ
い
て
自
分
固
有
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
持
ち
、
み
ん
な
は
で
き
る
か
ぎ
り
効
率
的
に
集
合
的
に
「
す
る
」
た
め

に
集
ま
っ
て
い
た
。
ナ
チ
ズ
ム
と
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
は
、
科
学
技
術
の
発
展
も
道
を
誤
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

し
か
し
、
今
日
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
胎
児
医
療
と
新
生
児
医
療
は
、
四
〇
〇
グ
ラ
ム
と

か
五
〇
〇
グ
ラ
ム
と
い
う
超
未
熟
児
の
出
産
を
技
術
的
に
は
可
能
に
し
て
い
る
。
で
は
「
生
か
す
」
べ
き
な
の
か
。
生
と
死
の
境

界
が
、
は
っ
き
り
し
な
く
な
っ
た
。
心
臓
死
の
概
念
は
、
経
験
的
な
確
実
性
に
基
づ
い
て
い
た
。
脳
死
や
昏
睡
の
諸
段
階
は
、
生

と
死
の
あ
い
だ
の
「
空
隙
」
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
＝

マ
リ
・
デ
ュ
ポ
ン
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
こ
れ
は
「
現
世
の

煉
獄
」
の
よ
う
な
も
の
だ
（D

upont, 2003, 65
）。
深
昏
睡
状
態
の
患
者
を
、
何
ヶ
月
も
何
年
も
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
で
は

い
つ
「
死
な
せ
る
」
べ
き
な
の
か
。
こ
の
よ
う
な
不
確
実
性
の
た
め
に
、
科
学
技
術
の
進
歩
は
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
判
断
が
可

能
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
そ
の
「
良
心
」―

「
職
業
的
良
心
」
か
つ
「
道
徳
的
良
心
」―

が
疑
え
な
い
人
物
が
担
っ
て
い

る
と
し
て
も
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。
医
療
制
度
の
発
展
は
「
良
心
と
信
頼
」
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
こ
の
図
式
が
揺
ら
い

で
い
る
。「
治
療
を
拒
む
権
利
」
が
法
的
に
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
（cf. H

ennette-V
auchez, 2004

）。

こ
れ
ま
で
は
「
す
る
」
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
が
（
道
徳
的
行
為
は
良
心
的
か
つ
効
率
的
に
「
す
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
）、「
あ

る
」
こ
と
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
刷
新
さ
れ
て
い
る
（
文
脈
が
か
な
り
変
わ
っ
て
い
る
の
で
回
帰
で
は
な
い
）。
こ
れ
ま
で
は
治
療

の
効
率
性
が
最
大
化
さ
れ
て
い
た
が
、
突
如
と
し
て
「
人
間
的
な
尊
厳
の
あ
る
死
」
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
近
代
の
成
功
そ
の
も
の
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が
、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
も
た
ら
さ
れ
た
成
功
が
、
市
場
論
理
の
一
般
支
配
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
影

響
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、（
質
的
に
）
生
き
る
と
い
う
希
望
が
、（
量
的
な
）
生
の
希
望
を

相
対
化
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。

よ
り
よ
い
来
世
の
希
望
を
抱
い
て
死
ん
で
い
っ
た
時
代
、
次
い
で
「
生
の
希
望
」
を
延
ば
す
闘
い
の
時
代
を
経
て
、
私
た
ち

が
到
達
し
た
の
は
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、「
尊
厳
の
う
ち
に
死
ぬ
こ
と
」
が
中
心
問
題
に
な
っ
て
い
る
時
代
で
あ
る
。「
人
間
の
尊

厳
」
と
は
何
か
。
そ
の
表
象
内
容
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
必
然
的
に
信
念
の
問
題
が
争
点
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
三
つ
の
段
階
は
、
順
番
に
引
き
続
い
て
起
こ
る
と
い
う
よ
り
、
互
い
に
入
り
組
ん
で
い
る
。
過
去
に
お
い
て

支
配
的
だ
っ
た
死
に
対
す
る
態
度
の
復
元
を
試
み
た
と
き
の
よ
う
に
、
今
日
に
お
い
て
支
配
的
な
死
と
の
関
係
か
ら
距
離
を
取
る

必
要
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。「
尊
厳
の
う
ち
に
死
ぬ
」
と
い
う
望
み
に
は
、
お
そ
ら
く
両
義
的
な
も
の
が
あ
る
。
た
し
か

に
そ
れ
は
、
生
の
質
（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
）
を
主
張
し
、「
植
物
状
態
の
生
」
を
拒
否
し
て
い
る
。
だ
が
そ
こ
に
は
、「
真
の
」
人
間
と
は
若

く
美
し
く
、
有
益
で
有
能
で
魅
力
的
だ
と
い
う
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
暗
黙
の
規
範
も
内
面
化
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
尊
厳
の
う

ち
に
死
ぬ
権
利
を
「
表
立
っ
て
」
唱
え
る
こ
と
は
、
年
を
取
る
こ
と
は
無
価
値
だ
と
い
う
「
言
外
の
意
」
を
孕
み
か
ね
な
い
。
私

た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
言
説
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
過
去
に
お
い
て
も
現
在
に
お
い
て
も
、
注

意
深
い
観
察
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
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■ 

註
1 

パ
リ
高
等
研
究
院
（
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
）
名
誉
院
長
、
社
会
・
宗
教
・
ラ
イ
シ
テ
研
究
グ
ル
ー
プ
。
高
等
研
究
院
で
は
「
ラ
イ
シ
テ
の
歴
史

と
社
会
学
」
講
座
を
担
当
。

2 

日
本
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
で
は
、
近
代
社
会
で
も
先
祖
祭
祀
の
儀
礼
が
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
（B

erthon, 1997

）。
こ
の
よ

う
な
場
合
は
、
ま
た
別
の
事
例
と
し
て
検
討
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。

3 
立
身
出
世
の
機
関
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
学
校
（
一
八
三
三
年
の
ギ
ゾ
ー
法
、
一
八
五
〇
年
の
フ
ァ
ル
ー
法
、

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
一
八
八
二
年
の
フ
ェ
リ
ー
法
と
一
八
八
六
年
の
ゴ
ブ
レ
法
）
も
ま
た
、
教
育
の
理
念
と
社
会
的
上
昇
の
希
望
と
を
結

び
つ
け
て
お
り
、
同
じ
よ
う
な
正
当
化
の
基
盤
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
る
。

4 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
機
能
主
義
の
立
場
に
立
つ
社
会
学
者
と
、
よ
り
実
体
的
な
定
義
を
す
る

社
会
学
者
と
の
あ
い
だ
で
、
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
私
は
こ
こ
で
宗
教
的
な
も
の
の
「
機
能
的
側
面
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、

私
自
身
は
こ
の
二
つ
の
陣
営
の
ど
ち
ら
か
に
立
と
う
と
は
ま
っ
た
く
考
え
て
お
ら
ず
、
で
き
れ
ば
学
派
の
抗
争
に
は
巻
き
込
ま
れ
た
く

な
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
社
会
学
者
は
、
完
全
に
実
体
的
な
議
論
の
進
め
方
と
い
う
も
の
を
警
戒
す
べ
き
だ
が
、
社
会

的
実
在
の
全
体
と
し
て
の
表
象
や
社
会
的
表
象
に
つ
い
て
は
実
体
的
な
検
討
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
。

5 

こ
れ
は
私
が
「
脱
宗
教
化
の
第
一
段
階
」
と
呼
ぶ
も
の
よ
り
も
前
の
こ
と
で
あ
る
（cf. B

aubérot, 2004, 2005 =
 2009

）。

6 

も
っ
と
も
実
際
に
は
物
事
は
進
展
し
て
お
り
、
国
家
は
宗
教
の
管
轄
か
ら
自
律
し
た
部
分
を
集
合
的
に
管
理
し
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
な

が
ら
構
築
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
（Salas, 1994
）。

7 

カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
奇
跡
の
泉
が
重
要
視
さ
れ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
病
気
が
よ
く
な
る
よ
う
に
と
枕
の
下
に

聖
書
が
お
か
れ
た
。

8 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、「
恩
寵
に
よ
る
救
済
」
の
教
義
と
「
臨
終
の
秘
蹟
」
の
消
滅
に
よ
り
、
あ
の
世
の
苦
悩
は
や
や

和
ら
い
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
者
に
と
っ
て
も
同
様
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
最
初
の
う
ち
は
エ
リ
ー
ト
層
に
見

ら
れ
た
。
人
び
と
の
心
性
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
特
にV

ovelle

（1983
）
を
参
照
。

9 

す
で
に
引
い
た
ジ
ャ
ン
・
ド
リ
ュ
モ
ー
の
著
作
を
参
照
。
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11 

こ
こ
に
は
、
死
者
の
た
め
の
ミ
サ
の
問
題
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
教
会
建
築
（
お
よ
び
隣
接
墓
地
）
が
、
生
者
と
死
者
が
構
成
す
る
象

徴
的
実
在
の
知
覚
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
政
教
分
離
の
際
、「
左
翼
連

合
」
の
共
和
派
の
多
数
派
が
議
会
で
議
論
す
る
こ
と
に
な
る
。

11 

た
と
え
ば
無
痛
分
娩
を
発
明
し
た
医
者
は
、
牧
師
の
息
子
で
ヘ
ブ
ラ
イ
語
が
読
め
た
。
彼
は
、
創
世
記
三
章
一
六
節
の
正
し
い
翻
訳
は

「
お
前
は
努
力
し
て
子
を
産
む
」
で
あ
っ
て
、「
苦
し
ん
で
子
を
産
む
」
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。

12 
こ
こ
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
死
は
生
の
決
定
的
瞬
間
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
が
、
世
俗
化
さ
れ
た
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

13 

当
時
「
進
歩
」
と
い
う
言
葉
は
、
科
学
・
技
術
の
進
歩
と
社
会
・
道
徳
の
進
歩
を
意
味
し
て
お
り
、
後
者
は
前
者
と
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
た
。

14 

こ
れ
は
、
宗
教
を
私
事
化
す
る
脱
宗
教
化
の
第
二
段
階
に
入
っ
た
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。

15 

非
常
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
ド
ク
タ
ー
」（docteur

）
の
称
号
が
医
者
（m

édecin

）
の
称
号
に
取
っ
て
代
わ
り
、
ま
た

こ
の
称
号
は
ほ
と
ん
ど
医
者
の
み
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

16 

こ
の
種
の
見
た
目
の
パ
ラ
ド
ク
ス
（
し
か
し
実
は
効
果
的
な
論
理
が
創
出
さ
れ
て
い
る
）
に
つ
い
て
、
歴
史
家
は
言
説
を
文
字
通
り
に

受
け
取
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

17 

当
時
は
反
抗
の
潮
流
の
な
か
で
、「
反
医
学
」
が
唱
え
ら
れ
た
。

18 

こ
の
変
化
は
、
脱
宗
教
化
の
第
三
段
階
の
到
来
と
い
う
、
よ
り
一
般
的
な
変
化
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

19 

こ
の
危
機
の
結
果
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
施
設
付
き
司
祭
役
と
し
て
女
性
が
登
用
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
女
た
ち
は
俗
人
な
の
だ
が
、
国
か

ら
は
「
宗
教
の
聖
職
者
」
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
。

21 

た
だ
し
、
私
が
独
自
に
調
査
し
た
と
き
に
も
、
同
じ
よ
う
な
例
は
あ
っ
た
。

21 

ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
施
設
付
き
司
祭
の
ほ
か
に
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
相
談
員
が
い
て
、
患
者
や
死
に
ゆ
く
人
が
伝
統
宗
教
の
外
部
で
「
実
存
の
問
題
」

を
省
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

22 

以
下
の
議
論
は
拙
著
（B

aubérot, 2004

）
に
て
詳
述
し
て
い
る
。
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