
　
　
　

あ
と
が
き　
～
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
言
語
～

　
「
女
性
」、「
在
日
朝
鮮
・
韓
国
人
」、「
障
害
者
」
な
ど
に
対
す
る
差
別
は
い
っ
こ
う
に
な
く
な
り
そ
う

も
あ
り
ま
せ
ん
。
学
校
で
は
、「
人
間
」
み
な
平
等
で
あ
る
と
繰
り
返
し
教
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
う
し
た
人
た
ち
を
軽
視
し
た
り
、
罵
倒
し
た
り
、
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
し
た
り
す
る
言

論
が
跡
を
絶
た
な
い
か
ら
で
す
。「
女
性
」
は
「
男
性
」
以
下
と
み
な
さ
れ
、「
在
日
朝
鮮
・
韓
国
人
」

や
「
中
国
人
」、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
来
た
人
た
ち
は
、
い
ろ
い
ろ
な
現
場
で
「
日
本
人
」
と
は
同
等

に
あ
つ
か
わ
れ
ず
、
自
己
決
定
権
は
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
た
ぶ
ん
多
く
の
人
た
ち
は
「
差

別
は
よ
く
な
い
」、「
相
手
の
立
場
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
思
っ
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

権
力
を
可
視
化
す
る
た
め
の
学
問

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
差
別
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
の
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
、
あ
る
い
は
引
き
起

こ
す
語
彙
を
、
私
た
ち
が
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
男
・
女
は
平
等
で
あ
る
と
主
張

し
つ
つ
も
、
無
自
覚
的
に
男
言
葉
を
使
い
、「
男
性
」
的
な
ふ
る
ま
い
を
し
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
平
等

へ
向
け
て
と
し
て
設
計
さ
れ
た
施
策
が
、
実
は
格
差
を
助
長
し
て
い
る
こ
と
を
見
抜
け
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
差
別
に
よ
り
割
を
食
う
側
に
い
る
者
に
し
て
も
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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た
と
え
こ
う
し
た
矛
盾
に
気
づ
い
て
も
、
自
分
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
「
日
本
人
」
だ
か
ら
、「
健
常
者
」

だ
か
ら
、「
男
性
」
だ
か
ら
、
と
し
て
こ
れ
ら
を
自
然
化
し
つ
つ
、
だ
か
ら
つ
い
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
と

反
省
す
る
の
が
や
ま
や
ま
で
し
た
。「
民
族
」
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
も
の
で
あ
り
、
男
と
女
は
生
物
学
的

に
も
生
理
学
的
に
も
違
う
し
、「
目
が
見
え
な
い
」「
耳
が
聴
こ
え
な
い
」
と
い
う
の
は
事
実
で
、
こ
れ

は
誰
が
見
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
互
い
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
文
化
」
を
尊
重
し
、
あ
る
い

は
そ
の
違
い
が
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う
な
設
備
を
つ
く
り
あ
げ
、「
障
害
者
」
に
は
つ
と
め
て
手
を
差
し

伸
べ
る
必
要
が
あ
る
、
と
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
差
別
は
、
い
っ
こ
う
に
な
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
は
あ
る
意
味
、
差
別
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
既
存
の
学
問
が
解
明
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。
も
の
ご
と
に
は
実
体
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
科
学
的
・
実
証
的
・
中
立
的
方
法
で
解
き
明
か
す

こ
と
を
標
榜
し
て
き
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
矛
盾
の
根
源
は
み
ず
か
ら
の
中
に
あ
る
社
会
認
識
の
方
法
に

あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
解
明
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
対
象
を
実
体
化
し
、
客
観
性
や

中
立
性
を
う
た
う
学
問
は
、
近
代
社
会
の
生
成
と
と
も
に
出
現
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
を
作
り
あ
げ
維

持
す
る
こ
と
に
奉
仕
し
て
き
た
学
問
に
よ
っ
て
、
誕
生
時
に
胚
胎
し
た
陥
穽
を
見
抜
く
こ
と
な
ど
で
き

る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

漸
進
的
改
革
を
標
榜
す
る
保
守
に
よ
っ
て
、
今
や
こ
の
社
会
は
悪
く
な
る
ば
か
り
で
す
。
現
在
の
権

力
体
制
を
よ
し
と
す
る
も
の
に
、
矛
盾
の
根
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま

せ
ん
。
社
会
の
変
革
に
は
、
従
来
と
は
発
想
を
異
に
す
る
学
問
が
生
み
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

206



コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
よ
る
新
し
い
「
知
」
は
、
こ
れ
ま
で
平
等
と
い
う
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
い
隠
さ
れ
、

虐
げ
ら
れ
周
縁
化
さ
れ
て
き
た
側
に
軸
足
を
お
き
、
こ
の
社
会
を
動
か
し
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
可
視

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

線
を
引
く

　

学
問
や
社
会
で
用
い
ら
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
作
り
あ
げ
、
こ
れ
を
定
義
す
る
の
は
、
第
一
章
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
言
語
で
す
。
無
言
の
行
為
が
あ
っ
て
も
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
か
を
意
味
づ
け
る

の
は
、
や
は
り
言
葉
で
す
。
た
し
か
に
私
た
ち
は
言
葉
で
し
か
、
物
事
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

皆
が
同
じ
言
葉
で
そ
の
人
の
こ
と
を
表
現
し
、
ま
た
そ
の
人
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
し
ま
い
、
あ
る
い

は
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
、そ
の
人
（
あ
る
い
は
動
物
や
物
）
は
実
体
化
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

た
と
え
「
本
質
」
は
そ
う
で
な
い
と
息
巻
い
て
も
、
そ
の
言
葉
が
ま
わ
り
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば

た
だ
の
変
わ
り
者
に
な
る
だ
け
で
す
。

　
「
男
性
」
も
「
女
性
」
も
、「
日
本
人
」
も
「
中
国
人
」
も
、「
健
常
者
」
も
「
障
害
者
」
も
、
ま
ず
そ

う
で
あ
る
と
い
う
本
質
が
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
う
と
思
え
る
ふ
る
ま
い
や
、
言
葉
づ
か
い
が

形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
現
実
は
、
言
語
行
為
の
結
果
、「
男
性
」
に
な
っ
た
り
、

「
日
本
人
」
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
赤
ん
坊
が
、
外
見
は
ど
う
で
あ
れ
、
つ
ま
り
ど
ん
な
遺
伝
子
を
保
持

し
て
い
よ
う
と
も
、
ど
こ
で
、
そ
し
て
誰
の
手
で
ど
ん
な
言
語
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
か
で
、「
～
人じ
ん

」
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と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ
の
こ
と
は
明
白
で
す
。

　

言
葉
は
単
独
で
意
味
を
持
ち
え
ま
せ
ん
。
例
え
ば
私
的
土
地
所
有
と
い
う
い
っ
け
ん
自
分
と
土
地
と

の
あ
い
だ
の
関
係
を
表
現
し
た
も
の
で
も
、
こ
の
「
私
有
」
と
い
う
言
葉
は
、
他
人
の
存
在
が
あ
っ
て

は
じ
め
て
意
味
を
持
ち
ま
す
。
た
と
え
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
て
も
、
こ
の
言
葉
の
意
味
が
他
人
に
諒

解
さ
れ
な
い
と
、
そ
の
土
地
の
排
他
的
所
有
は
実
現
し
ま
せ
ん
。「
私
有
」
の
意
味
を
理
解
し
、
そ
れ
を

受
け
入
れ
る
こ
と
が
す
べ
て
の
構
成
員
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
有
財
産
制
の
社
会
が
出
来

上
が
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、社
会
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、私
た
ち
の
外
側
に
あ
る
「
本
質
」
な
ど
で
は
な
く
、

み
ず
か
ら
が
使
用
す
る
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
第
五
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
ヒ
ト
」
は
遺
伝
子
の
突
然
変
異
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
が
、「
人
間
」
は
言
葉
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ

て
出
現
し
、
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
（
名
前
）
を
使
い
、
形
態
や
習
性
を

参
照
し
つ
つ
、
連
続
し
て
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
自
然
界
を
次
々
に
分
類
し
て
い
ま
す
。
み
ず
か
ら
の
内

部
も
「
人
種
」
に
分
け
ま
し
た
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
分
割
・
分
類
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
は
均
一
と

理
解
し
、
あ
げ
く
の
果
て
に
は
、「
種
」
を
保
存
す
る
た
め
に
個
体
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方
も
生
ま

れ
、「
種
」
に
よ
っ
て
個
を
判
断
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

世
界
は
「
種
」
を
個
々
の
構
成
要
素
と
し
て
成
り
立
ち
、
そ
の
相
互
関
係
の
も
と
に
動
い
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
と
き
誰
が
、
ど
ん
な
意
図
で
「
種
」
の
分
類
を
お
こ
な
う
か
で
、
構
成
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要
素
の
社
会
的
位
置
づ
け
、す
な
わ
ち
「
物
事
の
秩
序
」
が
確
定
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

第
二
章
で
は
こ
れ
が
「
政
治
」
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

上
下
に
わ
け
る
線

　

解
剖
学
的
に
は
、「
ど
こ
ま
で
が
男
で
ど
こ
ま
で
が
女
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

な
の
に
「
人
間
」
を
「
男
性
」
と
「
女
性
」
と
い
う
言
葉
で
二
つ
に
分
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
も

こ
の
分
類
は
、
左
右
対
称
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
（
第
一
章
）。
例
え
ば
子
供
を
産
む
か
産
ま
な
い
か
が
大

き
な
違
い
が
あ
る
と
し
て
、
男
・
女
の
線
が
引
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
労
働
や
仕
事
の
継
続
な
ど
と

い
っ
た
観
点
か
ら
、
こ
れ
は
序
列
化
さ
れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
こ
の
場
合
も
、
第
四
章
で
指
摘
さ
れ
て

い
る
「
国
家
の
集
合
的
利
益
」
を
基
準
に
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

　
「
人
間
」
の
分
類
は
、
言
語
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
風
俗
・
習
慣
等
を
加
味
し
て
お
こ
な
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
従
っ
て
言
語
調
査
や
言
語
学
の
動
向
、
住
民
の
生
活
慣
行
の
変
化
に
よ
り
こ
の
区
分
は

変
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
流
域
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、あ
る「
民

族
」（
人
種
、部
族
）と
し
て
識
別
さ
れ
て
い
た
人
が
、次
回
の
セ
ン
サ
ス
で
は
別
の「
民
族
」と
さ
れ
た
り
、

新
た
に
名
前
を
与
え
ら
れ
た
り
と
、目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
き
ま
し
た
（
第
二
章
）。
そ
し
て
「
国
家
」

（
政
庁
）
へ
の
貢
献
度
に
応
じ
て
、「
文
明
人
」
と
さ
れ
た
り
「
野
蛮
人
」
と
み
な
さ
れ
た
り
も
し
ま
し
た
。

も
し
「
民
族
」
が
生
ま
れ
な
が
ら
の
も
の
で
あ
れ
ば
、こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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カ
ナ
ダ
の
例
で
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
、「
移
民
」
を
、
そ
の
生
活
習
慣
の
違
い
に
着
目
し
、
み
ず
か
ら

と
は
異
な
る
く
く
り
の
中
に
閉
じ
込
め
ま
す
（
第
三
章
）。
と
こ
ろ
が
、
経
済
的
に
成
功
す
る
人
が
で
て

く
る
と
、「
白
人
」
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
人
た
ち
に
違
和
感
を
も
ち
、
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
す
る
と
「
日

系
人
」
と
い
う
く
く
り
で
、
こ
れ
を
排
斥
し
ま
し
た
。「
人
種
」
の
形
成
は
、
そ
の
個
人
が
よ
り
正
確
に

認
定
さ
れ
た
結
果
と
い
う
よ
り
、
そ
の
外
側
で
区
分
と
名
称
が
つ
く
ら
れ
、
管
理
や
支
配
の
対
象
と
し

て
そ
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
「
人
種
」
だ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
済
的
な
「
自
立
」
を
原
則
と
す
る
社
会
で
は
、
こ
れ
を
お
こ
な
え

な
い
人
を
「
障
害
者
」
と
い
う
言
葉
で
囲
い
ま
す
（
第
四
章
）。
そ
し
て
「
福
祉
」
な
る
言
葉
を
編
み
出

し「
健
常
者
」が
手
を
差
し
伸
べ
る
対
象
と
し
ま
す
。
さ
ら
に「
障
害
者
」を「
自
立
」が
可
能
で
あ
る
か
、

そ
う
で
な
い
か
で
、
等
級
分
け
を
し
て
き
ま
し
た
。「
高
齢
者
」
も
「
児
童
」
も
「
自
立
」
で
き
な
い
こ

と
で
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、こ
れ
と
同
じ
に
は
し
ま
せ
ん
。「
高
齢
者
」に
対
し
て
は
、こ
れ
ま
で「
国

家
」
に
貢
献
し
て
き
た
の
で
そ
の
補
償
の
、「
児
童
」
に
対
し
て
は
「
自
立
」
に
向
け
て
の
支
援
の
対
象

と
し
て
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
人
た
ち
を
放
置
す
る
と
社
会
が
不
安
定
に
な
り
産
業
効
率
が

低
下
し
、「
国
民
（nation

）」
に
よ
る
「
国
家
」
の
総
生
産
が
低
下
し
て
、
全
体
の
利
益
が
損
な
わ
れ

る
と
考
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
男
性
」、「
女
性
」、「
日
本
人
」、「
中
国
人
」、「
健
常
者
」、「
障
害
者
」
な
ど
の
用
語
に
よ
る
分
類
は
、

左
右
対
称
で
は
な
く
、「
ヒ
ト
」
が
進
化
の
頂
点
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
上
下
の
関
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係
と
し
て
、
こ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。「
進
化
」
に
は
方
向
性
な
ど
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
は
遺
伝
子

が
本
来
的
に
有
す
る
突
然
変
異
と
環
境
の
組
み
合
わ
せ
で
、
現
状
に
も
っ
と
も
都
合
よ
い
個
体
が
繁
栄

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
第
五
章
）。
環
境
に
対
応
し
て
、
突
然
変
異
が
起
こ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
生
物
間
に
お
い
て
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
人
類
社
会
の
間
に
あ
っ
て
も
、
ど
れ
が

進
ん
で
い
て
、
ど
れ
が
遅
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
現
状
に
適
応
で
き
た
か
否
か
の
問
題

で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
現
状
―
―「
人
間
」で
い
え
ば
社
会
状
況
―
―
こ
そ
が
問
題
で
あ
っ
て
、

生
物
個
体
に
要
因
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

線
は
「
国
家
」
の
都
合

　

そ
う
す
る
と
、
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
言
葉
づ
か
い
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
作
為
に
よ
る
も

の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
一
九
世
紀
以
降
、
地
球
上
に
存
在
す
る
大
多
数
の
社
会
は
、「
国
民
」
と
い
う
、

平
等
な
も
の
た
ち
の
同
志
的
な
結
合
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
観
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
一
つ
の

社
会
は
空
間
的
に
隔
離
さ
れ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
「
自
由
」、「
平
等
」、「
友
愛
」
と
い
っ
た
用
語
も
、

国
境
の
中
、
つ
ま
り
同
じ
「
国
民
」
に
の
み
に
適
用
さ
れ
、「
外
国
人
」
や
準
構
成
員
が
除
外
さ
れ
て
も

あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
も
っ
と
も
先
鋭
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
戦
争
や
植
民
地
支
配
で
、

相
手
方
の
戦
闘
員
や
現
地
の
人
び
と
の
基
本
的
権
利
を
完
全
に
無
視
し
て
も
、
本
国
「
国
民
」
の
中
で

は
問
題
に
さ
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
わ
れ
意
識
を
強
化
・
結
束
し
よ
う
と
し
て
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き
ま
し
た
。

　
「
国
民
」
を
平
等
に
扱
い
、
統
合
す
る
た
め
の
政
策
は
言
語
と
こ
れ
が
生
み
出
す
制
度
、
習
慣
な
ど
の

一
元
化
を
通
し
て
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
生
活
様
式
、
規
範
、
風
習
な
ど
の
中
に
あ
る
共
通
性
や
、
こ

う
し
た
も
の
の
理
念
型
を
描
き
出
し
、こ
れ
を
「
文
化
」
と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
ま
す
。
そ
し
て
、文
学
、

絵
画
、
舞
踊
、
国
家
儀
礼
、
博
物
館
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、
遺
跡
、
博
覧
会
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
つ

う
じ
て
定
式
化
し
、「
我
が
国
固
有
の
価
値
」
と
し
て
、
誇
り
の
源
泉
と
し
て
き
ま
し
た
。

　
「
国
民
」
あ
る
い
は
「
民
族
」
と
い
う
言
葉
は
、成
員
に
情
緒
的
に
関
与
し
、民
主
主
義
、社
会
（
共
産
）

主
義
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
宗
教
な
ど
を
超
越
し
、
成
員
に
と
っ
て
至
高
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て

感
受
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
や
「
仏
教
徒
」、「
資
本
家
」
や
「
労
働
者
」、
そ
し
て
「
男

性
」
や
「
女
性
」
よ
り
「
国
民
」「
民
族
」
と
い
う
言
葉
が
重
視
さ
れ
ま
す
。
高
等
教
育
の
普
及
や
社
会

産
業
基
盤
の
整
備
に
よ
っ
て
、「
文
化
」
の
定
式
化
は
さ
ら
に
進
み
、
住
民
の
知
識
や
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
ー

の
構
造
は
ま
す
ま
す
均
一
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
民
皆
兵
制
度
、
普
通
選
挙
制
度
、
福
祉
制
度
の
確
立
な
ど
に
よ
り
、「
国
民
」
や
「
国
家
」
を
参
照

す
る
用
語
法
が
浸
透
し
て
い
く
過
程
で
、
政
府
や
社
会
に
対
す
る
不
満
は
、
言
語
の
違
い
に
着
目
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
境
界
を
設
定
し
た
集
団
を
作
り
あ
げ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
多
数
者
に
な

ら
い
、
み
ず
か
ら
も
同
一
の
「
文
化
」
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
こ
に
は
根
源
的
紐
帯
が

存
在
し
、
同
胞
と
し
て
の
感
情
は
、
生
ま
れ
る
前
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
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し
た
。
こ
う
し
て
一
つ
の
支
配
空
間
つ
ま
り
政
治
空
間
に
、
均
一
化
か
ら
疎
外
さ
れ
た
小
数
派
が
生
み

出
さ
れ
ま
す
が
、
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
多
数
派
が
使
用
す
る
言
語
体
系
を
受
け
い
れ
、
み
ず
か
ら

を
主
体
化
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　

も
ち
ろ
ん
少
数
派
は
諸
権
利
の
保
護
、
社
会
格
差
の
是
正
を
訴
え
て
い
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
実
現
し

ま
せ
ん
。
多
数
派
と
少
数
派
と
は
、国
内
に
お
い
て
同
一
の
資
源
を
争
奪
す
る
関
係
に
な
っ
て
お
り
、「
国

家
」
の
発
展
な
し
に
は
、
少
数
派
の
存
続
も
あ
り
得
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
た
多
数

派
は
、
同
一
の
政
治
空
間
内
に
存
在
す
る
少
数
派
を
参
照
し
つ
つ
自
画
像
を
形
成
し
、
こ
れ
を
み
ず
か

ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
た
め
、「
国
家
」の
結
束
の
た
め
に
は
、「
外
国
人
」、

「
野
蛮
人
」、「
守
る
べ
き
女
性
」、「
障
害
者
」
な
ど
の
言
葉
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
す
。

線
を
引
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

　

結
局
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
線
を
引
く
の
は
、
個
人
よ
り
「
国
家
」
や
「
民
族
」
を
大
切
に
す

る
人
で
す
。「
国
家
」
を
動
か
し
、「
国
民
」
あ
っ
て
の
住
民
と
考
え
る
者
が
、「
国
家
」
の
都
合
に
合
わ

せ
て
、
境
目
の
な
い
と
こ
ろ
に
線
を
引
き
、
そ
れ
を
上
下
に
配
置
し
て
き
た
の
で
す
。

　

男
が
男
に
な
る
の
は
男
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
女
に
「
男
ら
し
い
」
と
い
わ
れ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
心
が

は
ず
み
ま
せ
ん
。
逆
に
女
を
評
価
す
る
の
は
男
で
、
女
は
男
に
評
価
さ
れ
て
女
に
な
る
（
第
一
章
）。
こ

れ
は
男
が
男
し
か
信
用
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、「
国
家
」
や
組
織
、「
会
社
」
の
存
亡
に
か
か
わ
る
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よ
う
な
仕
事
を
女
に
は
任
せ
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
る
の
は
「
権
力
と
い

う
資
源
を
握
っ
て
い
る
の
が
「
男
性
」
集
団
で
あ
る
か
ら
」
で
、
こ
れ
が
「
国
家
」
を
動
か
し
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
す
。

　

い
っ
た
ん
線
が
引
か
れ
る
と
、
こ
れ
を
維
持
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、「
我
が
国
」、「
我
が
民
族
の
文
化
」、

「
日
本
人
な
ら
」
な
ど
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
作
動
し
ま
す
。
こ
う
し
た
言
葉
は
、「
女
性
」
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
こ
そ
自
発
的
に
こ
の
線
の
存
在
を
意
識
の
外
に
追
い
や
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
男
・
女
と
い

う
い
や
お
う
な
し
の
区
分
と
、
前
者
が
圧
倒
的
優
位
に
立
つ
「
国
家
」
に
あ
っ
て
は
、
後
者
が
生
き
て

い
く
た
め
に
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
、
利
用
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
か
ら
で
す
。

　
「
人
種
」
に
し
て
も
同
様
で
、
住
民
を
「
群
」
や
「
種
」
に
ま
と
め
る
の
は
、
そ
の
性
格
を
実
体
化
し
、

こ
れ
で
も
っ
て
個
々
人
を
直
接
管
理
し
よ
う
と
い
う
植
民
地
主
義
的
住
民
支
配
の
発
想
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
で
し
た
（
第
二
章
）。
エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
流
域
地
方
の
住
民
は
、
は
る
か
昔
、
何
処
か
ら
か
入
っ

て
き
て
、
こ
れ
が
枝
分
か
れ
し
て
い
っ
た
と
い
う
理
解
の
も
と
、
言
語
系
統
や
外
見
、
風
俗
を
参
照
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
類
さ
れ
、
系
統
図
が
描
か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
植
民
地
政
庁
に
よ
る
統
治
（
資

源
配
分
）
は
、
こ
の
分
類
名
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
、
住
民
も
み
ず
か
ら
の

宗
教
や
思
想
・
信
条
・
習
慣
・
伝
統
な
ど
を
独
自
の
言
葉
で
表
現
し
、
他
と
は
異
な
る
と
し
た
同
胞
意

識
を
生
成
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

カ
ナ
ダ
政
府
も
、太
平
洋
戦
争
時
、「
日
本
人
と
日
本
人
の
血
を
ひ
く
人
」と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
、
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こ
れ
を
強
制
的
に
収
容
所
送
り
と
し
ま
す
。
カ
ナ
ダ
国
籍
を
持
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
「
日
本
人
の

血
を
引
く
人
」
と
し
て
、
こ
れ
に
含
め
、
財
産
は
す
べ
て
没
収
し
ま
し
た
。
こ
の
段
階
で
、
カ
ナ
ダ
で

生
ま
れ
、
カ
ナ
ダ
で
育
ち
、
カ
ナ
ダ
の
学
校
に
通
っ
て
お
り
、
カ
ナ
ダ
を
自
分
の
故
郷
で
あ
る
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
人
た
ち
も
、「
血
縁
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
、
例
外
扱
い
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
戦
争
終
了
後
も
、
カ
ナ
ダ
政
府
は
防
衛
上
の
要
請
か
ら
前
居
住
地
に
「
日
系
人
」
が
戻
る
こ
と

は
許
さ
ず
、他
の
「
人
種
」
と
結
婚
す
る
道
を
強
制
し
、逆
に
こ
の
区
分
の
希
薄
化
を
推
進
し
ま
し
た
（
第

三
章
）。

　
「
国
家
」
の
都
合
に
よ
り
、
線
が
引
か
れ
る
の
は
、「
障
害
者
」
も
同
様
で
す
。
何
を
も
っ
て
「
自
立
」

と
す
る
か
は
、歴
史
的
位
相
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
労
働
力
を
売
っ
て
、生
活
の
糧
を
得
る
こ
と
が「
自

立
」
と
さ
れ
る
社
会
で
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
で
き
な
い
と
社
会
に
対
す
る
発
言
権
は
封
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
近
代
資
本
主
義
社
会
の
成
立
と
と
も
に
で
き
あ
が
っ
た
、
き
わ
め
て
歴
史
的
な
制
度
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。
誰
で
も
生
活
の
糧
が
、
何
ら
か
の
方
法
で
得
ら
れ
る
社
会
で
あ
れ
ば
、
意
味
を
な
さ
な
い

か
ら
で
す
。

　

人
の
助
け
を
受
け
な
い
こ
と
を
「
正
常
」
と
す
る
社
会
に
あ
っ
て
は
、「
健
常
者
」
に
よ
っ
て
生
産
が

な
さ
れ
、運
営
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
「
障
害
者
」
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
は
「
健

常
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
な
く
し
て
「
障
害
者
」
は
、
生
活
で
き
な
い
と
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
て
、
そ
の
た
め
の
費
用
が
掛
か
り
す
ぎ
、
国
際
競
争
に
負
け
、「
国
家
」
と
し
て
の
集
合
的
利
益
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が
お
お
き
く
損
な
わ
れ
る
と
な
る
と
、
こ
の
負
担
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
た
め
、「
標
準
」
が
動
か

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
医
学
的
判
断
に
よ
り
等
級
が
定
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　
「
障
害
」は
、私
た
ち
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
障
害
と
な
り
ま
す（
第
四
章
）。「
国
家
」

や
「
会
社
」
の
要
求
に
こ
た
え
ら
れ
な
い
の
は
、
ど
こ
か
に
問
題
が
あ
る
と
み
さ
れ
、
そ
れ
が
特
定
さ

れ
「
障
害
者
」
と
な
り
ま
す
。
従
っ
て
そ
の
要
求
水
準
に
よ
っ
て
「
障
害
者
」
と
な
っ
た
り
、な
ら
な
か
っ

た
り
も
し
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、絶
対
的
障
害
者
は
存
在
せ
ず
、そ
の
と
き
み
ず
か
ら
を
「
健
常
者
」

と
み
な
す
も
の
が
、そ
の
線
引
き
を
お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。
す
べ
て
は
国
の
た
め
、「
国
家
」
や
「
会
社
」

あ
っ
て
の
個
人
だ
か
ら
で
す
。

　
「
進
化
生
物
学
」
が
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
ど
ん
な
生
物
で
も
、
現
在
の
状
況
に
対
応
し
た
最
先
端
の

姿
を
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
し
た
（
第
五
章
）。
生
物
界
の
な
か
に
は
、
か
っ
ち
り
と
線
引
き
で
き

る
よ
う
な
「
種
」
と
い
う
も
の
は
明
確
に
存
在
せ
ず
、
そ
れ
は
「
犬
」
や
「
カ
エ
ル
」
な
ど
の
動
物
に

相
談
す
る
こ
と
な
く
「
人
間
」
が
勝
手
に
分
類
し
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
す
。

そ
し
て
み
ず
か
ら
が
、
食
物
連
鎖
の
頂
点
に
あ
る
と
い
う
自
覚
か
ら
、
形
態
や
習
性
に
よ
っ
て
、「
霊
長

類
」
と
か
「
猛
禽
類
」
と
い
う
名
前
を
つ
け
て
、こ
れ
を
序
列
化
し
た
の
で
す
。
し
か
し
現
実
に
は
「「
種
」

の
な
か
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
「
種
」
が
出
て
」
き
て
、
多
様
化
は
進
ん
で
い
る
の
で
す
。
ど
れ
が
優
性
で

ど
れ
が
劣
性
で
あ
る
か
は
、
誰
に
も
き
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
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カ
テ
ゴ
リ
ー
で
人
を
み
な
い

　
「
国
家
」
や
「
民
族
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
す
る
者
が
、
住
民
を
管
理
し
支
配
す
る
た
め
に
つ
く
っ
た

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
て
暮
ら
し
て
い
る
と
、
自
分
で
自
分
の
首
を
絞
め
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
た
と
え
自
分
は
差
別
す
る
側
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
安
心
し
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
構
造

が
存
在
す
る
限
り
、
い
つ
の
間
に
か
、
自
分
自
身
が
差
別
さ
れ
、
不
利
益
を
被
る
側
に
区
分
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
に
は
、「
男
だ
か
ら
」「
日
本
人
な
ら
」
と
か
「
健
常
者
」
と
か
、こ
う
し
た
言
葉
づ
か
い
（
実

践
）
が
存
在
す
る
理
由
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
如
上
の
文
言
が
、
い
か
な
る
経
緯
に

よ
っ
て
作
り
あ
げ
ら
れ
、
何
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
ま
ず
考
え
て
み
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
相
手
を
判
断
す
る
ば
あ
い
「
ベ
ト
ナ
ム
人
」、「
障
害
者
」、「
男
性
」、「
女
性
」

と
い
う
よ
う
な
言
葉
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
わ
ず
、ま
ず
は
一
人
の
「
人
間
」
と
し
て
み
て
み
る
（
第
一
章
）。

　
「
移
民
」
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
国
家
」
財
政
が
安
定
し
て
い
る
カ
ナ
ダ
は
、
多

文
化
主
義
の
先
進
国
と
さ
れ
、
国
会
で
も
二
言
語
制
が
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
サ
ラ
ダ
・

ボ
ウ
ル
的
で
あ
る
た
め
か
、
フ
ラ
ン
ス
系
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
は
分
離
独
立
運
動
が
依
然
と
し
て
存
在
し

ま
す
。
そ
し
て
、
民
族
差
別
を
認
め
た
政
府
に
よ
る
謝
罪
が
、「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
・
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
建
設
に
結
果
す
る
の
は
、
依
然
と
し
て
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
参
照
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
性
別
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
あ
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る
個
人
の
振
る
舞
い
を
解
釈
す
る
こ
と
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
す
る
」（
第
一
章
）
の
と
同
様
、「
国
際
化
の

た
め
に
は
日
本
の
「
文
化
」
も
よ
く
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
も
、「
民
族
」
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

言
葉
の
用
法
を
知
れ
ば
、
即
こ
う
し
た
思
考
方
法
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
っ

て
起
こ
る
力
の
根
源
が
崩
れ
な
い
限
り
、「
網
の
目
の
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
強
制
力
」
が
働
く
か
ら
で
す
。

ま
ず
は
こ
れ
を
可
視
化
す
た
め
、
自
分
の
中
に
構
築
さ
れ
た
、「
国
家
」
に
よ
る
言
葉
の
体
系
を
相
対
化

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
何
気
な
く
使
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
的
起
源
を
考
え
、
別
の

言
葉
で
表
現
す
る
と
ど
う
な
る
の
か
。「
あ
な
た
」
や
「
わ
た
し
」
を
、「
日
本
人
」
と
か
、「
男
性
」
と

か
「
健
常
者
」
と
か
、「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
認
識
し
よ
う
と
し
た
ら
、
ど
ん
な

言
葉
が
必
要
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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