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紹
介
者
は
し
が
き

こ
こ
に
資
料
と
し
て
紹
介
す
る
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス
の
「
現
代
の

挑
戦
を
前
に
し
た
刑
法
学
の
自
己
理
解
」
と
題
す
る
報
告
は
、
一
九
九
九

年
一
〇
月
の
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
「
千
年
紀
転
換
前
の
ド
イ
ツ
刑
法
学

｜
｜
そ
の
回
顧
と
展
望
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
本
報
告
の
要
旨
は
、
す
で
に
松
宮
孝
明
「『
積
極
的
一
般
予
防

論
』
と
刑
事
立
法
の
限
界
」
光
藤
景
皎
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
二
〇
〇

〇
年
）
九
六
七
頁
（
九
八
六
頁
以
下
）
で
紹
介
し
、
ま
た
同
趣
旨
の
報
告

は
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
の
関
西
大
学
で
の
講
演
会
で
も
行
わ
れ
て
お
り
、

川
口
浩
一

葛
原
力
三
（
訳
）「

現
代
的
要
請
に
直
面

し
た
刑
法
学
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
九

五
頁
、
二
〇
七
頁
以
下
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
い
ず

れ
も
本
報
告
の
断
片
を
伝
え
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
全

貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
十
分
な
意
義
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
、

こ
こ
に
、
そ
の
内
容
を
要
約
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
蛇
足

な
が
ら
、
事
前
に
本
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
、
紹
介
者
な
り
の
注
釈
を
加

◇
資

料
◇

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス

現
代
の
挑
戦
を
前
に
し
た
刑
法
学
の
自
己
理
解

松
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孝

明
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え
て
お
く
。

こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
キ
ー
概
念
は
「
敵
味
方
刑
法
」（

）
で
あ
る
。
こ
の
分
析
概
念
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
「
治
安
刑

法
」
と
い
う
分
析
概
念
と
多
く
の
点
で
共
通
す
る
が
、
そ
の
四
つ
の
特
徴

（
処
罰
範
囲
の
前
倒
し
、
罪
刑
の
不
均
衡
、
一
般
犯
罪
へ
の
領
域
の
拡
張
、

手
続
的
権
利
の
制
限
）
の
う
ち
、
三
つ
目
の
も
の
は
後
者
に
な
か
っ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、「
敵
味
方
刑
法
」
を
要
求
す
る
主
体
の
違

い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
敵
味
方
刑
法
」
で
は
、
そ
の
要
求
主
体

は
、
政
党
政
治
と
民
主
主
義
政
治
シ
ス
テ
ム
を
背
景
に
し
た
大
衆
で
あ
る
。

日
本
の
「
治
安
刑
法
」
で
は
、
そ
の
要
求
主
体
は
、
自
分
た
ち
が
多
数
派

で
な
い
こ
と
を
自
覚
し
か
つ
恐
れ
て
い
る
政
治
的
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
少
数
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
々
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
よ
り

も
、「
国
体
」
の
安
定
を
第
一
に
考
え
た
。
こ
こ
で
は
、
大
衆
は
「
治
安

刑
法
」
の
客
体
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
敵
味
方
刑
法
」
で
は
、
大

衆
が
そ
の
要
求
主
体
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

加
え
て
、
そ
の
「
大
衆
」
の
支
え
る
社
会
の
統
合
能
力
に
対
す
る
不
安

が
、
大
衆
お
よ
び
政
治
家
を
し
て
「
敵
味
方
刑
法
」
に
走
ら
せ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
犯
罪
者
を
「
同
じ
仲
間
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
な
に

か
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
と
い
う
観
念
が
、
不
安
を
い
っ
そ
う
掻
き
立
て

る
。

そ
れ
は
、
ヤ
コ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、「
社
会
解
体
的
」（

）
に
作
用
す
る
が
、
現
時
点
で
そ
れ
に
対
す
る
有
効
な
対
案
は

存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
敵
味
方
刑
法
」
に
代
わ
る
社

会
統
合
的
な
作
用
を
も
つ
刑
法
を
再
構
築
す
る
道
を
模
索
し
な
い
限
り
、

現
代
社
会
の
未
来
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

◇

◇

学
と
し
て
の
刑
法
学
は
、
単
に
あ
る
社
会
の
刑
法
規
範
を
集
め
て
学
問

的
な
基
準
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
何
ら
か
の
形
で
」
整
序
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
そ
の
時
代
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
規
範
の
必
然
性
と
限
界
と
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
意
味
で
刑
法
と
時
代
を
単
一
の
概
念
に
ま
と
め
る
も
の
で

あ
る
。
実
学
と
し
て
の
刑
法
学
は
、
二
つ
の
異
な
っ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
と

密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
法
律
と
い
う
形
態
で
の
法
の
権
威

的
な
確
定
つ
ま
り
政
治
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
法
と
不
法
の
区
別
つ

ま
り
法
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
と
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
注
釈
文
献
の

大
部
分
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
不
整
合
を
浄
化
し
た
実
務
の
論
理
の
蓄
積
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
刑
法
学
は
教
育
シ
ス
テ
ム
と
も
結
び
つ

い
て
い
る
。

相
互
に
結
び
つ
い
た
学
問
、
政
治
、
法
、
教
育
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、

ひ
と
つ
の
カ
ラ
ー
映
像
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
、
あ
る

ひ
と
つ
の
色
を
多
少
と
も
覆
い
隠
し
、
他
の
色
を
そ
れ
に
反
比
例
し
て
強
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調
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
通
常
の
定
義
で
は
、
こ
の
学
問
は
実
定
法

に
重
き
を
置
き
、
か
つ
そ
れ
を
体
系
化
す
る
と
い
う
任
務
を
負
っ
て
お
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
法
学
は
実
学
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、

た
と
え
ば
刑
法
学
は
「
刑
法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
な
諸
原
理
」
に
関
係
し
、

そ
れ
は
「
基
礎
的
な
法
概
念
」
を
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
そ

れ
も
「
演
繹
的
に
」
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
「
現
行
法
の
理

論
」
が
法
学
か
ら
締
め
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ

テ
ゴ
リ
ー
的
な
諸
原
理
の
代
わ
り
に
、「
立
法
者
に
先
行
的
に
与
え
ら
れ

法
学
が
明
確
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
構
造
」
と
い
う
も
の
を
語
る
こ
と

も
で
き
る
。
そ
の
際
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
立
法
者
は
、
彼
の
制
定
法
に
よ
っ

て
、「
理
解
を
促
進
す
る
分
析
の
契
機
」
を
与
え
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
刑
法
学
の
無
目
的
な
部
分
の
ほ
か
に
、
一
般
化
可
能
な
諸
判
例
の

転
用
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
は
個
別
事
例
の
批
判
を
通
じ
て
も
行
わ
れ
る
、

刑
法
実
務
の
促
進
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
刑
法
学
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
の

も
の
も
法
シ
ス
テ
ム
の
も
の
も
含
め
て
、「
国
家
機
関
の
来
る
べ
き
決

定
」
に
対
し
て
共
同
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
法
学
の
実
務
的
な
側
面

は
、
一
部
で
、
二
つ
の
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
法
学
に
お

い
て
法
秩
序
の
刑
法
シ
ス
テ
ム
の
発
展
を
通
じ
た
「
平
等
か
つ
公
平
な
司

法
」
の
基
礎
と
し
て
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
正
し
い
扱
い
と
正
し
く

な
い
扱
い
に
関
す
る
学
と
し
て
、
つ
ま
り
実
践
哲
学
の
一
部
と
し
て
で
あ

る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
も
学
問
と
政
治
と
法
は
結
び
つ

く
。学

問
を
犠
牲
に
し
て
実
務
を
優
先
す
る
法
実
証
主
義
で
さ
え
、
｜
｜
リ

ス
ト
の
よ
う
に
｜
｜
こ
の
政
治
の
た
め
の
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
ッ
シ
ュ
な
作

業
（
刑
法
学
の
こ
と
｜
｜
松
宮
注
）
と
並
ん
で
、
ク
リ
ミ
ノ
ロ
ギ
ー
と
ペ

ノ
ロ
ギ
ー
を
刑
事
政
策
と
し
て
、
つ
ま
り
立
法
批
判
と
し
て
措
定
す
る
か
、

あ
る
い
は
、
｜
｜
学
問
と
実
務
の
結
び
付
き
を
悪
名
高
い
も
の
と
み
な
す

ビ
ン
デ
ィ
ン
ク
の
よ
う
に
｜
｜
「
人
類
の
秩
序
の
学
」
と
し
て
の
法
学
の

た
め
に
は
、
同
時
に
「
実
体
的
な
も
の
は
す
べ
て
成
文
法
に
尽
き
て
い

る
」
と
い
う
錯
誤
ほ
ど
不
幸
な
も
の
は
な
い
（
ビ
ン
デ
ィ
ン
ク
）、
と
い

う
よ
う
な
、
そ
の
「
理
性
」
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
の

種
の
実
証
主
義
者
も
ま
た
、「
常
に
立
法
お
よ
び
立
法
提
案
の
入
り
口
に
、

法
学
的
な
所
為
（

）
を
見
出
す
」
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
現
代
刑
法
学
の
自
己
理
解
の
た
め
に
は
、
｜
｜
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
し
、
と
く
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
手
法
は
別
に
し
て
だ
が
｜
｜
政
治
シ

ス
テ
ム
と
法
シ
ス
テ
ム
と
の
結
び
付
き
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
に
し

て
、
政
治
と
実
務
は
、
そ
の
固
有
の
独
自
性
の
ゆ
え
に
、
学
問
の
認
識
に

奉
仕
す
る
の
で
あ
る
。
学
問
と
教
育
と
の
結
び
付
き
は
自
明
の
こ
と
で
、

指
摘
す
る
だ
け
で
足
り
る
。

現
代
の
大
い
な
る
挑
戦
、
つ
ま
り
経
済
シ
ス
テ
ム
の
支
配
と
そ
の
帰
結
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と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
制
度
の
国
際
化
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
し
い
秩
序

を
不
可
避
の
も
の
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

中
世
が
大
聖
堂
に
よ
っ
て
（
も
）
叙
述
で
き
た
よ
う
に
、
社
会
が
そ
の

目
的
か
ら
自
由
な
学
問
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
る
時
代
は
終
焉
を
迎
え
つ
つ

あ
る
。
経
済
は
、
知
（

）
そ
れ
自
体
に
は
重
き
を
置
か
な
い
の

で
あ
っ
て
、
唯
一
、
利
用
で
き
る
知
を
、
そ
れ
も
経
済
自
身
の
た
め
に
、

つ
ま
り
国
際
的
に
活
動
す
る
経
済
の
た
め
に
利
用
可
能
な
も
の
だ
け
を
尊

重
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
経
済
に
と
っ
て
は
、
人
が
あ
る
程
度
短
期

間
に
財
の
安
全
に
関
す
る
状
態
を
改
善
し
あ
る
い
は
維
持
す
る
に
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
刑
法
の
知
識
の
み
が
、
経
済
に

よ
っ
て
利
用
可
能
な
の
で
あ
る
。
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
に
言
え
ば
、
要
求
さ
れ

る
の
は
刑
法
の
効
率
性
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
刑
法
と
効
率
性
と
の
関
係

は
、
こ
れ
を
財
の
安
全
と
解
す
る
な
ら
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
。

法
的
正
当
性
（

）
と
安
全
と
は
、
決
し
て
同
じ
も
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。

法
に
お
け
る
人
格
は
、
第
一
次
的
に
は
、
彼
の
財
の
最
大
限
の
安
全
に

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
義
務
と
権
利
の
担
い
手
と
し

て
一
般
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
し
か
る
べ
き
地
位

（

）
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様

に
、
刑
法
は
、
財
侵
害
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
正

当
性
の
侵
害
に
よ
っ
て
だ
け
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
未
遂
の
処
罰

か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
犯
罪
の
決
定
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
規
範

侵
害
で
あ
っ
て
財
侵
害
で
は
な
い
。
再
度
、
同
様
に
、
刑
罰
も
ま
た
財
の

安
全
等
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
財
の
安
全
と
犯
罪
の
予
防
は
、
刑
罰

に
と
っ
て
、
そ
の
機
能
を
貫
徹
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
融
通
無
碍
な
関

係
に
あ
る
。
む
し
ろ
、
刑
罰
は
、
規
範
的
な
意
味
に
お
い
て
犯
罪
を
マ
ー

ジ
ナ
ル
な
も
の
に
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
社
会
の
規
範
状
態
が
不
変
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
解
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
処
罰
は
社
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
の
つ
ま
り
規
範
状
態
の
確
証
な
の
で
あ
っ
て
、
刑
罰
に
よ
っ
て
こ

の
刑
罰
目
的
は
常
に
達
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
社
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
証
す
る
と
い
う
刑
罰
の
顕

在
的
な
機
能
は
、
潜
在
的
な
機
能
と
し
て
動
機
づ
け
を
操
縦
す
る
と
い
う

こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
犯
罪
の
マ
ー
ジ

ナ
ル
化
と
社
会
形
態
の
確
証
は
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
、
あ
る
い
は
推
奨
さ

れ
る
行
為
態
様
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
中
か
ら
、
犯
罪
的
な
行
為
態
様
を
排

除
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
常
普
通
の
行
動
計
画
立
案
の
際
に
、
犯
罪
的

な
行
動
を
す
る
可
能
性
を
さ
し
あ
た
り
は
考
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
潜
在
的
な
刑
罰
機
能
と
し
て
の
、
い
わ
ゆ
る
積
極
的
一
般
予
防
で

あ
る
。
加
え
て
、
威
嚇
効
果
、
つ
ま
り
消
極
的
一
般
予
防
お
よ
び
そ
の
他
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の
機
能
も
あ
る
。

刑
罰
の
確
証
効
果
を
予
防
効
果
か
ら
区
別
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
顕
在
的

な
機
能
と
潜
在
的
な
機
能
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
刑
罰
は
、
そ
の
機
能
に
応
じ
て
、
異
な
っ
た
名
宛
人
に

向
け
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
確
証
機
能
は
人
格
を
名
宛
人
と
す
る
。

つ
ま
り
、
法
的
な
存
在
と
し
て
立
ち
現
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
関

与
者
で
あ
る
。

潜
在
的
機
能
の
場
合
に
は
、
事
情
は
異
な
る
。
法
へ
の
忠
誠
を
習
熟
さ

せ
た
り
、
さ
ら
に
は
怖
が
ら
せ
た
り
す
る
の
は
、
人
格
的
な
反
作
用
で
は

な
い
。
人
格
は
習
熟
や
威
嚇
を
必
要
と
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
格
は
法

的
存
在
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
関
与
者
と
し
て
立
ち
現
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
習
熟
や
威
嚇
に
よ
っ
て
操
縦
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
法
的
存
在
で
は
な
い
、
カ
ン
ト
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

、
つ
ま
り
快
と
不
快
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
動

く
個
人
で
あ
る
。

危
険
を
意
識
し
た
社
会
も
ま
た
、
刑
罰
の
顕
在
的
な
機
能
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
規
範
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
証
の
た
め
に
刑
を
量
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
前
提
と
さ
れ
る
の
は
、
時
間
を
か
け
れ
ば
十

分
に
予
防
効
果
が
あ
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
今
日
の
社

会
が
十
分
に
息
の
長
い
態
度
を
取
れ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
し
か

し
、
潜
在
的
機
能
を
常
に
二
番
目
の
足
で
走
ら
せ
る
と
い
う
の
も
正
し
く

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
法
治
国
家
的
に
確
定
さ
れ
た
刑
罰

で
は
、
領
域
に
よ
っ
て
は
、
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
手
短
に
言

え
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

正
当
性
と
い
う
状
態
は
法
が
妥
当
し
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ

の
妥
当
は
、
規
範
違
反
の
行
動
を
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
も
の
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
事
実
に
抗
し
て
で
も
貫
徹
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法

的
に
構
成
さ
れ
た
社
会
は
ま
っ
た
く
認
知
的
な
裏
づ
け
な
し
に
機
能
す
る

も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
人
格
だ
け
が
そ

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
証
す
る
の
で
は
な
く
、
怖
が
り
の
個
人
も

ま
た
生
計
を
立
て
た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
大
多
数
の
市
民
に

と
っ
て
は
、
正
当
性
よ
り
も
個
人
的
な
生
計
の
ほ
う
が
優
先
さ
れ
る
。
そ

う
で
な
か
っ
た
な
ら
、
独
裁
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

死
ぬ
こ
と
の
で
き
る
人
物
は
強
制
で
き
な
い
。
汝
殺
す
な
か
れ
と
い
う
確

信
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
き
わ
め
て
高
い
確
率
で
誰
も
人
を
殺
さ
な
い

だ
ろ
う
と
い
う
確
信
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
範
ば
か
り
で
な
く
、

人
格
も
ま
た
認
知
的
な
裏
づ
け
を
必
要
と
す
る
。
人
格
と
し
て
扱
わ
れ
た

い
と
思
う
者
は
、
自
分
が
人
格
と
し
て
行
動
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

の
認
知
的
な
保
証
を
、
自
ら
の
側
で
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

保
証
が
な
い
、
あ
る
い
は
明
示
的
に
拒
絶
さ
れ
る
と
き
に
は
、
刑
法
は
、
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社
会
の
構
成
員
の
犯
罪
に
対
す
る
そ
の
反
作
用
で
は
な
く
て
、
敵
に
対
す

る
反
作
用
に
転
化
す
る
。
こ
れ
は
、
何
を
し
て
も
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
敵
で
あ
っ
て
も
潜
在
的
な
人
格
性
は
認
め
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
と
の
闘
争
の
際
に
は
必

要
な
も
の
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、

必
要
な
防
衛
が
現
実
の
攻
撃
に
対
す
る
反
作
用
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
こ

ろ
の
正
当
防
衛
の
と
き
よ
り
も
常
に
多
く
の
こ
と
を
許
容
す
る
し
、
他
方

で
、
敵
味
方
刑
法
（

）
の
場
合
に
は
、
す
ぐ
後
に
示
す

よ
う
に
、
将
来
の
攻
撃
に
対
す
る
防
衛
も
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

敵
味
方
刑
法
は
、
法
治
国
家
的
な
内
部
刑
法
（

）

と
は
異
な
っ
た
ル
ー
ル
に
従
う
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
ま
だ
、
そ
れ
自
身

が
法
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
敵
味
方
刑
法
の
典
型
的
な

特
徴
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

可
罰
性
の
広
範

な
前
倒
し
、
つ
ま
り
行
わ
れ
た
犯
罪
か
ら
行
わ
れ
る
前
の
犯
罪
に
視
点
を

移
す
こ
と
、
た
と
え
ば
、
犯
罪
結
社
な
い
し
テ
ロ
結
社
の
形
成
と
い
う
構

成
要
件
（
ド
イ
ツ
刑
法
一
二
九
条
、
一
二
九

条
）
あ
る
い
は
麻
薬
の
組

織
的
栽
培
（
麻
酔
剤
法
三
〇
条
一
項
一
号
、
三
一
条
一
項
一
号
）
が
挙
げ

ら
れ
る
。

可
罰
性
の
前
倒
し
に
対
応
し
た
刑
の
引
き
下
げ
が
な
い
こ
と
、

た
と
え
ば
、
テ
ロ
結
社
の
首
謀
者
の
刑
は
、
謀
殺
未
遂
犯
の
未
遂
原
型
が

あ
る
場
合
の
刑
と
同
じ
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
刑
法
一
二
九
条
二
項
、
二
一
一

条
一
項
、
四
九
条
一
項
一
号
）。
そ
れ
以
外
の
テ
ロ
結
社
の
と
こ
ろ
に
列

挙
さ
れ
て
い
る
犯
罪
の
未
遂
減
軽
に
よ
る
刑
は
、
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ

て
い
る
。

刑
法
の
立
法
か
ら
闘
争
の
立
法
へ
、
そ
の
際
、
た
と
え
ば
経

済
犯
罪
、
テ
ロ
犯
罪
、
組
織
犯
罪
ば
か
り
で
な
く
、
徐
々
に
限
界
を
失
い

な
が
ら
、
性
犯
罪
そ
の
他
の
危
険
な
犯
罪
な
ら
び
に
犯
罪
一
般
が
闘
争
の

対
象
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

手
続
的
保
障
の
解
体
、
こ
の
場
合
、
接
見
禁

止
（
裁
判
所
構
成
法
施
行
法
三
一
条
以
下
）
が
、
こ
の
間
の
最
も
典
型
的

な
古
典
的
事
例
で
あ
る
。

前
倒
し
、
重
罰
に
よ
る
闘
争
、
手
続
的
保
障
の
制
限
と
い
っ
た
用
語
に

よ
っ
て
、
国
家
は
、
そ
の
市
民
と
語
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
敵
を
威
嚇
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
誰
が
敵
と
み
な
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が

残
っ
て
い
る
。
敵
と
は
、
そ
の
犯
罪
傾
向
が
一
時
的
で
な
い
か
（
性
犯
罪
、

廃
止
さ
れ
た
刑
法
二
〇

条
に
よ
る
「
危
険
な
」
常
習
犯
罪
者
も
）
あ
る

い
は
そ
の
生
計
が
犯
罪
で
あ
る
か
（
経
済
犯
罪
、
組
織
犯
罪
、
と
り
わ
け

麻
薬
犯
罪
も
）
あ
る
い
は
主
と
し
て
組
織
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
よ
っ

て
（
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
組
織
犯
罪
、
再
び
麻
薬
犯
罪
、
す
で
に
古
く
か
ら
の

「
謀
殺
共
謀
」）、
つ
ま
り
、
継
続
的
に
法
か
ら
逸
脱
し
て
き
た
と
推
定
さ

れ
、
そ
し
て
そ
の
点
で
、
そ
の
人
物
の
潜
在
的
行
動
の
認
知
的
な
最
低
限

度
の
保
証
が
な
く
、
そ
の
欠
如
が
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
例
証
さ
れ
て
い
る

個
人
で
あ
る
。
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必
ず
し
も
す
べ
て
が
見
当
違
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
敵
の
数
は

た
や
す
く
減
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
増
え
て
い
る
。
国
家
に
同
調
的

な
宗
教
や
家
族
制
度
に
よ
る
支
援
を
失
い
国
籍
も
ま
た
偶
然
的
な
性
格
の

も
の
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
は
、
法
を
無
視
し
て
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
す
る
個
々
人
の
夥
し
い
可
能
性
に
対
し
て
、
拘
束
力

の
も
っ
と
強
い
社
会
が
提
供
で
き
た
も
の
よ
り
多
く
の
も
の
を
委
ね
て
い

る
。
加
え
て
、
い
わ
ゆ
る
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
爆
発
力
が
あ
る
。
｜
｜

そ
れ
は
ま
っ
た
く
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。
多
様
な
文
化
は
、
法
的
な
基

盤
的
共
同
性
に
対
す
る
単
な
る
添
え
物
で
あ
る
か
｜
｜
そ
れ
は
、
ひ
と
つ

の
文
化
の
中
の
多
民
族
主
義
で
あ
る
｜
｜
、
あ
る
い
は
、
そ
し
て
こ
れ
は

危
険
な
選
択
肢
な
の
だ
が
、
多
様
性
が
構
成
員
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

に
刻
み
込
ま
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
共
通
の
法
的
基
盤
は
並
列
的
な
生

存
の
た
め
の
単
な
る
道
具
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
道
具

と
同
じ
く
、
そ
れ
が
も
は
や
使
わ
れ
な
く
な
れ
ば
、
放
棄
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
を
大
げ
さ
だ
と
評
す
る
者
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
寛
容
の
手

紙
を
読
む
と
い
い
。

つ
ま
り
、
社
会
は
、
そ
の
中
を
流
浪
す
る
敵
を
持
ち
続
け
る
の
で
あ
る
。

危
険
を
意
識
し
た
社
会
は
、
こ
の
よ
う
な
認
知
的
な
安
全
性
の
欠
如
と
い

う
問
題
性
を
単
純
に
脇
に
片
付
け
た
り
し
な
い
。
ま
た
、
社
会
は
こ
の
問

題
を
政
治
的
な
手
段
だ
け
で
解
決
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
敵

味
方
刑
法
に
対
し
て
は
、
今
日
見
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
対
案
は
な
い
の

で
あ
る
。
市
民
刑
法
で
も
並
列
的
に
重
視
は
で
き
る
の
だ
が
、
認
知
的
な

安
全
性
は
、
敵
味
方
刑
法
で
は
主
た
る
目
標
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
重

要
な
の
は
、
も
は
や
社
会
内
の
苛
立
ち
（

）
に
応
じ
た
人
格
の

秩
序
維
持
で
は
な
く
、
人
々
が
実
際
に
人
格
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
で

き
る
た
め
に
必
要
な
認
知
的
な
最
低
限
度
の
保
証
を
提
供
し
な
い
人
物
は

す
べ
て
冷
遇
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
忍
で
き
る
環
境
的
条
件
を
確
立

す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
敵
で
あ
る
個
人
を
取
り
扱
う
手
続
き
は

法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
排
除
の
法
に
よ
る
規

制
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
敵
は
実
際
上
、
人
格
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
観
念
的
に
言
え
ば
、
敵
味
方
刑
法
は
、
そ
の

あ
る
い

は

が
敵
の
恐
れ
る
す
べ
て
の
こ
と
に
依
存
す
る
戦
争
な
の
で

あ
る
。
市
民
刑
法
で
は
も
っ
と
は
っ
き
り
と
犯
罪
者
を
法
的
人
格
と
し
て

扱
う
こ
と
を
堅
持
す
る
た
め
に
敵
味
方
刑
法
を
定
義
し
か
つ
市
民
刑
法
か

ら
区
別
す
る
こ
と
は
、
刑
法
学
に
と
っ
て
今
に
始
ま
っ
た
任
務
で
は
な
い
。

こ
れ
で
、
刑
法
学
の
自
己
理
解
に
対
す
る
主
た
る
挑
戦
は
明
ら
か
に
さ

れ
た
。
刑
法
学
は
、
刑
法
と
い
う
名
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
区

別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
敵
と
闘
争
す
る
法
に
よ
っ
て
刑
法

が
補
完
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
刑
法
学
が
後
者
の
必
然
性
を
承
認
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
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あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
非
効
率
性
の
ゆ
え
に
、
経
済
の
支
配
す
る
社
会
に

よ
っ
て
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
刑
法
学
が

「
刑
法
」
と
い
う
名
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
こ
と
を
同
等
に

取
り
扱
う
と
き
に
は
、
そ
れ
は
そ
の
区
別
能
力
と
と
も
に
、
政
治
に
屈
服

す
る
、
つ
ま
り
自
ら
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
、
社

会
の
進
む
べ
き
目
標
を
決
定
で
き
な
い
刑
法
学
に
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

進
む
べ
き
複
数
の
方
向
性
を
列
挙
す
る
と
い
う
任
務
し
か
残
ら
な
い
。

国
際
化
に
際
し
て
の
刑
法
学
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
罪
刑
法
定
原
則
問

題
に
だ
け
言
及
す
る
。
罪
刑
法
定
原
則
を
骨
抜
き
に
す
る
つ
も
り
が
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
行
為
地
に
お
い
て
行
為
時
に
そ
の
行
為
が
可
罰
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
は
規
範
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
行
為
時
に
行
為
地
に
お
い
て
国
内
法
化
さ
れ
て
い
な
い
国
際

的
ル
ー
ル
に
依
拠
し
た
り
、
そ
の
国
で
人
権
に
親
和
的
に
扱
わ
れ
て
い
れ

ば
従
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
行
為
地
ル
ー
ル
に
着
目
し
た
り
、
自
然

法
を
援
用
し
た
り
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
不
十
分
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場

合
に
も
、
現
実
の
妥
当
は
要
請
さ
れ
た
妥
当
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

要
請
さ
れ
た
秩
序
が
き
ち
ん
と
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
さ
え
す
れ
ば
現
実

の
秩
序
か
ら
要
請
さ
れ
た
秩
序
へ
と
移
行
す
る
の
は
問
題
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
罪
刑
法
定
原
則
は
破
壊

さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
原
理
は
、
行
為
後
に
そ
れ
を
処
罰
す
べ
き

き
ち
ん
と
し
た
理
由
が
あ
る
と
い
う
場
合
に
だ
け
、
常
に
必
要
と
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
罪
刑
法
定
原
則
は
、
現
に
機
能
し
て
い
る
秩
序
、
現
実
に

存
在
し
て
い
る
形
態
の
社
会
に
対
す
る
犯
罪
に
刑
罰
を
限
定
す
る
と
い
う

機
能
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
犯
行
前
に
打
ち
立
て
ら
れ

た
要
請
で
は
足
り
ず
、
犯
行
前
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
確
立
さ

れ
た
規
範
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
刑
法
は
、
既

存
の
規
範
的
形
態
を
守
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
よ
り
よ
い
時
代
を
導
く
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
至
る
と
こ
ろ
で
明
ら
か
に
疑
い
な
く
、
国
際
刑
事

裁
判
所
の
設
置
が
要
求
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
国
家
に
お
け
る

「
刑
罰
」
と
自
然
状
態
に
お
け
る
「
刑
罰
」
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

た
混
交
で
あ
る
。
前
者
の
国
家
に
お
け
る
刑
罰
は
、
逸
脱
者
に
よ
っ
て
違

背
さ
れ
彼
の
処
罰
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
既
存
の
秩
序
を
前
提
と
す
る
。

後
者
の
自
然
状
態
に
お
け
る
刑
罰
は
、
他
人
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
た
秩
序

に
従
わ
な
い
も
の
に
対
す
る
強
制
手
段
で
あ
る
。
前
者
は
カ
テ
ゴ
ー
リ
ッ

シ
ュ
に
科
さ
れ
る
が
、
後
者
は
賢
明
さ
（

）
の
ル
ー
ル
に
従
っ

て
科
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
行
為
者
が
処
罰
さ
れ
る
者
と
し
て
よ
り
も
条
約

の
当
事
者
と
し
て
の
ほ
う
が
利
用
可
能
で
あ
る
な
ら
、
処
罰
は
放
棄
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
生
の
便
宜
主
義
（

）、
つ
ま
り
賢
明
さ

が
支
配
す
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
刑
法
と
生
の
刑
罰
権
力
と
が
カ
テ
ゴ



現
代
の
挑
戦
を
前
に
し
た
刑
法
学
の
自
己
理
解
（
松
宮
）

一
六
八
九
（
一
二
一
）

リ
カ
ル
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
し
な
い
者
、
つ
ま
り
行
為
者
の
側
面

で
言
え
ば
、
既
存
の
秩
序
か
ら
の
逸
脱
を
ま
だ
達
成
さ
れ
る
べ
き
秩
序
に

帰
依
し
な
い
こ
と
と
混
交
す
る
者
が
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
自
然
状
態
で
の
「
刑
罰
」
と
い
う
名
の
使
用
は
、
服
従
さ
せ
る
こ
と

が
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
で
、
法
形
式
性
（

）
が
あ
る

よ
う
に
暗
示
に
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
必
然
性
が
な
い

と
こ
ろ
で
必
然
性
が
あ
る
よ
う
に
見
せ
か
け
、
ま
だ
証
明
を
要
す
る
資

格
・
権
限
を
、
す
で
に
あ
る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は

確
立
さ
れ
た
法
と
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
正
統
化
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

に
す
ぎ
な
い
権
力
（

）
と
を
混
交
す
る
の
で
あ
る
。
再
度
言
い
換

え
れ
ば
、
他
人
を
一
定
の
法
状
態
へ
と
強
制
す
る
そ
れ
な
り
の
根
拠
は
あ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
、
そ
の
よ
う
な
法
状
態

は
存
在
し
な
い
。
機
能
的
権
力
独
占
の
前
で
の
刑
法
と
い
う
の
は
、
単
な

る
名
前
で
あ
っ
て
、
概
念
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
疑
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
傾
向
は
止
め
ら

れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
刑
罰
の
混
交
に
至
る
強
烈
な
刺
激
が
明
ら
か
に
存

在
す
る
。
そ
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
犯
罪
者
に
対
す
る
被
害
者

の
了
解
可
能
な
報
復
要
求
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
権
を
保
護
す
る
秩
序
で

あ
る
こ
と
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
さ
ら
に
ほ
か
に
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
以
上
す
べ
て
の
こ
と
を
、
刑
法
学
は
単
一
の
構
想
に
ま

と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
現
実
の
秩
序

と
要
請
さ
れ
た
秩
序
と
の
間
の
ほ
こ
ろ
び
を
最
小
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

も
達
成
で
き
な
い
。
法
の
刑
罰
と
｜
｜
必
ず
し
も
正
統
性
の
な
い
も
の
で

は
な
い
が
｜
｜
力
の
刑
罰
（

）
と
を
区
別
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
初
め
て
、
刑
法
学
は
法
学
と
し
て
の
自
己
理
解
の
た
め
の
発
展
の

条
件
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。


