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は
、
遅
れ
て
つ
い
て
い
く
、
あ
る
い
は
、

い
く
つ
か
は
拒
否
す
る
│
│
こ
う
し
た
意

識
的
な
防
御
策
を
と
る
こ
と
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。

言
葉
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る

最
近
は
人
々
の
言
葉
が
力
を
持
た
な
く

な
り
ま
し
た
。
政
治
家
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
昨
日
言
っ
た
こ
と
が
今
日
は
も
う

変
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
発
言
が
、
な
ん
と

多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
も
そ
れ
を
咎

め
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
私
た
ち
一
般

生
活
者
の
姿
も
似
た
り
寄
っ
た
り
で
す
。

私
た
ち
の
社
会
の
文
化
や
教
養
の
あ
り
よ

う
が
、
鏡
の
よ
う
に
、
政
治
に
映
っ
て
い

る
の
で
す
。

言
葉
と
文
字
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
問
題

は
、
テ
レ
ビ
に
象
徴
的
で
す
。
ニ
ュ
ー
ス

や
報
道
番
組
で
は
、
毎
日
の
よ
う
に
字
幕

は
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん
。

情
報
機
器
に
代
表
さ
れ
る
現
代
商
品
と

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
文
化
を

破
壊
す
る
一
方
、
人
間
自
身
が
育
て
る
べ

き
能
力
を
も
削
い
で
い
ま
す
。

車
を
運
転
す
る
と
き
に
カ
ー
ナ
ビ
に
頼

っ
て
い
れ
ば
、
街
の
地
図
が
頭
に
浮
か
ん

で
こ
な
く
な
り
ま
す
。
カ
ー
ナ
ビ
の
出
現

に
よ
っ
て
、
道
順
や
街
の
様
子
を
記
憶
し
、

覚
え
て
い
た
能
力
が
す
っ
か
り
失
わ
れ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。

新
し
い
技
術
と
そ
の
商
品
は
、
も
う
少

し
、
い
ま
ま
で
の
文
化
と
美
し
く
馴
染
む

ス
ピ
ー
ド
と
距
離
感
を
保
つ
こ
と
が
必
要

で
す
。

私
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
を
持
た
な
い
こ
と
で
、
自
分
自

身
を
、
情
報
通
信
や
消
費
の
端
末
機
関
に

堕
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い

ま
す
。
現
在
の
よ
う
な
、
さ
し
た
る
必
要

も
な
い
商
品
が
過
剰
に
氾
濫
す
る
時
代
に

い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
築
い
て
き
た
文
化
が
、
通
信

機
械
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
ば
、

膨
大
な
時
間
を
か
け
て
築
い
て
き
た
文
化

と
は
、
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
い
ま
の
日
本
人
は
そ
れ
を
問
う
気
力

さ
え
、
な
く
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。現

代
人
は
、
ネ
ッ
ト
空
間
に
存
在
す
る

膨
大
な
量
の
情
報
か
ら
必
要
な
内
容
を
ピ

ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
、
文
化
的
に
生

き
て
い
る
と
い
う
錯
覚
を
持
っ
て
い
ま
す
。

が
、
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
は
自
分
独
自

の
判
断
力
や
思
考
力
、
知
識
体
系
か
ら
か

け
離
れ
た
手
段
で
一
時
的
に
得
ら
れ
た
、

し
か
も
「
過
去
」
の
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

一
度
の
検
索
で
ヒ
ッ
ト
す
る
情
報
は
何

百
、
何
千
と
い
う
単
位
な
の
に
、
ど
う
し

て
世
の
中
の
一
人
ひ
と
り
が
、
そ
の
人
に

と
っ
て
本
当
に
必
要
な
情
報
を
ネ
ッ
ト
か

ら
選
び
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
私
に

ま
る
で
そ
れ
が
不
可
逆
な
流
れ
だ
と
い
わ

ん
ば
か
り
に
、
幅
を
き
か
せ
て
い
ま
す
。

今
日
の
世
に
氾
濫
す
る
パ
ソ
コ
ン
や
携

帯
電
話
な
ど
の
情
報
機
器
に
象
徴
さ
れ
る

現
代
商
品
は
、
歴
史
的
な
文
化
を
崩
壊
さ

せ
て
い
る
側
面
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
日
本
語
仮
名
書
き
論
や
ロ

ー
マ
字
化
論
は
文
化
的
な
決
着
が
つ
か
ぬ

ま
ま
消
失
し
て
し
ま
い
、
ま
た
必
要
の
な

い
手
紙
の
領
域
ま
で
横
書
き
が
浸
透
し
て

は
、
現
代
社
会
を
心
静
か
に
生
き
る
た
め

の
最
善
の
策
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
は
文
部
科
学
省
関
係
の
書
類
な
ど

は
電
子
メ
ー
ル
で
送
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
そ
う
い
う
面
で
は
周
り
の
人
に

迷
惑
を
か
け
て
申
し
訳
な
く
思
う
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
電
子
機
器
の
発
達

は
、
た
か
だ
か
こ
こ
四
半
世
紀
以
内
の
近

年
の
出
来
事
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

過
剰
な
情
報
氾
濫
社
会

私
は
パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

携
帯
電
話
も
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
も
持

っ
て
い
な
い
。
会
社
勤
め
な
ら
職
場
で
は

必
要
で
し
ょ
う
が
、
仕
事
柄
、
私
に
は
必

要
な
い
も
の
で
す
し
、
家
庭
や
教
育
の
場

で
は
で
き
る
限
り
遠
ざ
け
る
の
が
賢
明
で

す
。
こ
れ
ら
を
持
た
ず
に
生
活
す
る
こ
と
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最
近
、人
々
の
言
葉
が
力
を
持
た
な
く
な
っ
た
、と
お
っ
し
ゃ
る
石
川
九
楊
さ
ん
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
は
、次
か
ら
次
へ
と
上
書
き
さ
れ
る
情
報
が
洪
水
の
如
く
溢
れ
、

テ
レ
ビ
を
つ
け
れ
ば
、政
治
家
に
代
表
さ
れ
る
人
々
の
朝
令
暮
改
の
言
葉
が
虚
し
く
響
く
…
…
。

人
間
が
紙
と
向
き
合
い
、責
任
あ
る
文
字
を
紡
い
で
ゆ
く
手
書
き
復
権
へ
の
提
言
を
聞
い
た
。

手
書
き
文
字
が
言
葉
を
実
ら
せ
る

言
葉
を
精
神
の
糧
に
、縦
に
書
け
！




