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「
心
で
っ
か
ち
」
が
人
を
殺
す 

 

小
田 

亮 
 

  

１ 

感
染
症
と
環
境
問
題 

 

感
染
症
は
、
こ
れ
ま
で
も
人
類
の
歴
史
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
有
名
な
例
と
し
て
は
、
コ
ロ

ン
ブ
ス
に
始
ま
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
支
配
が
あ
る
。
人
口
密
度
の
低
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
先
住

民
の
あ
い
だ
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
様
々
な
感
染
症
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
達
は
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
天

然
痘
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
容
易
に
ア
メ
リ
カ
先
住
民
を
駆

逐
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
不
幸
な
こ
と
で
は
あ
っ
た

が
、
こ
れ
ま
で
歴
史
上
の
話
と
し
て
し
か
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
感
染
症
の
脅
威
を
実
体
験
で
き
た
、
非

常
に
貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
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感
染
症
の
脅
威
に
つ
い
て
の
経
験
や
知
識
が
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
南
極
に
至
る
ま
で
の
全
て
の
大
陸
に
拡

大
し
、
社
会
経
済
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
ウ
イ
ル
ス
は
目
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
悪
影
響

は
時
間
差
を
伴
っ
て
じ
わ
じ
わ
と
及
ん
で
い
く
こ
と
、
ま
た
社
会
経
済
活
動
が
盛
ん
に
な
る
ほ
ど
拡
大
し
て

い
き
、
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
何
か
に
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
、
環
境
破
壊
で
あ
る
。
環
境
破
壊
も
ま
た
、
目
に
見
え
な
い

原
因
に
よ
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
進
行
し
て
い
く
。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
分
か
っ
て
い
る
の
に
な
か
な
か
防
ぐ
こ

と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
地
球
温
暖
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
温
室
効
果
ガ
ス
だ
が
、
二
酸
化
炭
素
は
目
に
見

え
ず
、
そ
の
増
加
は
実
感
で
き
な
い
。
結
果
と
し
て
起
こ
る
温
暖
化
も
ゆ
っ
く
り
と
進
行
し
て
い
く
の
で
、

な
か
な
か
危
機
感
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。 

な
ぜ
環
境
破
壊
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
ヒ
ト
は
そ
の
よ
う
な
問
題

を
考
え
る
よ
う
に
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
類
は
約
六
〇
〇
万
年
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の

大
半
を
狩
猟
採
集
、
つ
ま
り
野
生
の
動
物
を
狩
っ
て
肉
を
食
べ
た
り
、
木
の
実
や
根
茎
を
採
集
し
て
食
べ
た

り
す
る
こ
と
で
生
活
し
て
い
た
。
現
在
の
よ
う
な
農
耕
牧
畜
が
始
ま
っ
た
の
は
わ
ず
か
一
万
年
前
の
こ
と
だ
。

手
や
歯
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
ヒ
ト
の
行
動
も
ま
た
、
環
境
に
適
応
し
て
現
在
の
し
く
み
を
も
っ
て
い
る
。
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ヒ
ト
は
生
物
の
一
種
だ
が
、
生
物
の
進
化
は
何
世
代
も
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
起
こ
る
。
環
境
へ
の
適
応
は
、

遺
伝
情
報
に
ば
ら
つ
き
が
生
じ
、
そ
の
な
か
か
ら
あ
る
環
境
に
お
い
て
よ
り
多
く
の
遺
伝
子
を
次
世
代
に
残

す
特
徴
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
と
い
う
自
然
淘
汰
に
よ
っ
て
進
む
。
あ
る
身
体
の
器
官
や
行
動
が
環
境
に
適

応
し
た
も
の
に
な
る
に
は
、
か
な
り
の
世
代
を
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ト
の
よ
う
に
世
代
交
代
が

遅
い
種
な
ら
な
お
さ
ら
だ
。
農
業
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
人
類
を
取
り
巻
く
環
境
は
か
な
り
変
わ
っ
た
が
、
一

万
年
と
い
う
時
間
は
私
た
ち
の
特
徴
に
何
ら
か
の
大
き
な
進
化
が
起
こ
る
に
は
短
す
ぎ
る
。
つ
ま
り
、
私
た

ち
の
身
体
的
な
特
徴
は
農
耕
牧
畜
以
降
の
環
境
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
と
い
え
る
の
だ
。
で
は
、
行
動
の
起

き
る
し
く
み
が
何
に
対
す
る
適
応
な
の
か
と
い
う
と
、
進
化
的
適
応
環
境
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。 

進
化
的
適
応
環
境
（E

nvironm
ent of E

volutionary A
daptedness; 

略
し
てE

E
A

）
と
は
、
具
体
的
に
は

約
一
八
○
万
年
前
か
ら
約
一
万
年
前
の
更
新
世
に
お
い
て
人
類
が
暮
ら
し
て
い
た
環
境
で
あ
る
。
約
一
万
年

前
に
農
耕
牧
畜
が
始
ま
り
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
文
明
が
築
か
れ
た
こ
と
で
、
人
類
を
取
り
巻
く
環
境
と
生

活
様
式
は
激
変
し
た
。
し
か
し
、
一
万
年
と
い
う
の
は
心
の
し
く
み
が
進
化
す
る
に
は
短
い
時
間
な
の
で
、

ヒ
ト
の
心
は
農
耕
牧
畜
以
前
の
環
境
に
適
応
し
て
そ
の
し
く
み
が
で
き
て
い
る
に
違
い
な
い
。
進
化
的
適
応

環
境
に
お
い
て
ヒ
ト
が
直
面
し
た
課
題
か
ら
、
心
の
し
く
み
に
つ
い
て
予
想
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
れ
を
調
査

や
実
験
に
よ
っ
て
検
証
し
て
い
こ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
進
化
的
適
応
環
境
と
し
て
は
、
ヒ
ト
属
（
ホ
モ
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属
）
が
現
れ
て
か
ら
現
代
ま
で
の
約
二
○
○
万
年
間
の
環
境
を
考
え
る
こ
と
が
一
般
的
だ
。
脳
容
量
が
大
き

く
な
り
、
現
代
人
に
つ
な
が
る
い
わ
ゆ
る
ヒ
ト
ら
し
い
特
徴
が
現
れ
て
き
た
の
が
こ
の
時
期
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。 

物
理
的
な
進
化
的
適
応
環
境
は
、
お
そ
ら
く
サ
バ
ン
ナ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
実
は
進
化
的
適
応
環
境
と
い

っ
て
も
か
な
り
気
候
変
動
な
ど
が
激
し
か
っ
た
と
い
う
話
も
あ
り
、
長
期
に
安
定
し
た
物
理
的
環
境
が
あ
っ

た
の
か
ど
う
か
疑
問
視
す
る
声
も
あ
る
。
し
か
し
、
ヒ
ト
は
他
の
類
人
猿
と
比
べ
て
は
る
か
に
開
け
て
乾
燥

し
た
土
地
に
適
応
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
ヒ
ト
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
問
題
は
、
い
か
に
生
き
延
び
て
繁
殖
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
い
か
に
生
き
延
び
る
か
、
と

い
う
こ
と
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
い
か
に
食
糧
を
得
て
、
捕
食
者
か
ら
逃
れ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
現
代

に
生
き
る
私
た
ち
は
、
よ
っ
ぽ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
肉
食
動
物
に
捕
ら
え
ら
れ
て
食
べ
ら
れ
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
が
、
サ
バ
ン
ナ
に
暮
ら
す
ヒ
ト
属
に
と
っ
て
は
捕
食
と
い
う
の
は
大
き
な
問
題
だ
っ

た
に
違
い
な
い
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
ヒ
ト
に
限
ら
ず
、
他
の
種
と
も
共
通
し
た
問
題
で
あ
る
。
ヒ
ト
の
場
合

は
特
に
、
さ
ほ
ど
速
く
走
れ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
力
も
強
く
な
い
。
初
期
人
類
は
か
な
り
の
割
合
で
ヒ
ョ

ウ
や
ラ
イ
オ
ン
な
ど
の
大
型
肉
食
獣
の
餌
食
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 

狩
猟
採
集
を
し
て
い
た
私
た
ち
の
祖
先
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
問
題
は
、
常
に
短
期
的
で
具
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体
的
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
今
日
捕
食
者
か
ら
逃
れ
、
獲
物
を
得
て
生
き
延
び
ら
れ
な
い
者
は

そ
の
遺
伝
子
を
残
せ
な
か
っ
た
。
逆
に
い
う
と
、
私
た
ち
は
長
期
的
で
抽
象
的
な
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
に

は
進
化
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ご
先
祖
様
は
、「
一
○
回
狩
猟
に
出
か
け
た
が
、
そ
の
う
ち
イ
ン
パ
ラ

を
見
た
の
は
一
回
だ
け
だ
」
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
こ
こ
に
イ
ン
パ
ラ
が
い
る
確
率
は
○
・
一
だ
」

と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

二
○
○
三
年
の
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
に
お
い
て
長
編
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
賞
を
と
り
、
話
題
に
な
っ
た
映
画

『
ボ
ウ
リ
ン
グ
・
フ
ォ
ー
・
コ
ロ
ン
バ
イ
ン
』
の
な
か
に
印
象
的
な
シ
ー
ン
が
あ
る
。
監
督
の
マ
イ
ケ
ル
・

ム
ー
ア
が
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
も
最
も
物
騒
と
さ
れ
る
交
差
点
を
歩
く
シ
ー
ン
が
あ
る
の
だ
が
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
名
物
で
あ
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
看
板
が
、
そ
こ
か
ら
は
大
気
汚
染
で
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
テ
レ
ビ

番
組
で
は
連
日
の
よ
う
に
街
頭
で
の
犯
罪
が
報
道
さ
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
ス
モ
ッ
グ
に
つ
い
て
は
話
題
に

な
ら
な
い
の
だ
、
と
ム
ー
ア
は
問
い
か
け
る
。
傷
害
事
件
の
騒
ぎ
に
駆
け
つ
け
た
警
官
に
、
ど
う
し
て
汚
染

の
関
係
者
を
逮
捕
し
な
い
の
だ
、
と
詰
め
寄
る
場
面
も
あ
る
。 

こ
の
シ
ー
ン
で
ム
ー
ア
が
図
ら
ず
も
描
い
た
の
は
、
人
間
の
認
知
特
性
だ
っ
た
。
正
確
な
数
字
は
知
ら
な

い
が
、
お
そ
ら
く
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
は
犯
罪
の
被
害
者
よ
り
も
、
大
気
汚
染
が
原
因
の
障
害
や
死
亡
の
方
が

多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
気
汚
染
は
広
い
範
囲
に
じ
わ
じ
わ
と
影
響
し
て
い
く
。
よ
ほ
ど
ひ
ど
い
状
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態
に
な
り
、
喘
息
で
も
出
な
い
限
り
は
そ
の
影
響
を
直
接
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
犯
罪
は
被
害

も
直
接
的
で
、
非
常
に
分
か
り
や
す
い
も
の
だ
。
人
間
ど
う
し
の
争
い
は
、
進
化
的
適
応
環
境
に
お
い
て
も

あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
産
業
革
命
以
降
に
初
め
て
人
類
が
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ
た
公
害
に
比
べ
て
、
私
た

ち
が
人
間
ど
う
し
の
争
い
に
敏
感
な
の
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
映
画
の
な
か
に
は
、
ス
モ
ッ
グ
の
問
題

も
暴
力
事
件
の
よ
う
に
視
聴
率
が
取
れ
る
の
な
ら
番
組
に
す
る
さ
、
と
い
う
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
も
出
て
く
る
。

地
球
規
模
の
環
境
破
壊
に
対
処
す
る
に
は
、
個
々
人
の
感
情
や
直
感
で
は
な
く
、
人
類
が
そ
の
知
性
に
よ
っ

て
築
き
上
げ
て
き
た
方
法
で
あ
る
科
学
に
頼
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。 

 

２ 

行
動
免
疫 

 

ウ
イ
ル
ス
の
悪
影
響
は
実
感
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
意
識
的
な
対
処
は
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
病

気
に
か
か
る
と
適
応
度
が
下
が
る
の
で
、
病
気
は
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
淘
汰
圧
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
な

か
で
も
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
感
染
症
は
手
強
い
も
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
ウ
イ
ル
ス

や
細
菌
と
い
っ
た
病
原
体
は
遺
伝
子
を
持
っ
て
お
り
、
進
化
を
す
る
。
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
最
中
に
も
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
変
異
体
が
確
認
さ
れ
て
騒
ぎ
に
な
っ
て
い
た
。
宿
主
が
病
原
体
へ
の
抵
抗
性
を
身
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に
つ
け
る
と
、
さ
ら
に
そ
の
上
を
行
く
よ
う
な
性
質
を
も
つ
病
原
体
が
現
れ
る
。
す
る
と
宿
主
の
方
も
そ
れ

に
対
す
る
抵
抗
性
を
進
化
さ
せ…

と
い
う
よ
う
に
、
進
化
の
い
た
ち
ご
っ
こ
が
起
こ
る
。
こ
れ
を
進
化
の
軍

拡
競
争
と
い
う
。
冷
戦
時
代
に
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
が
互
い
の
上
を
行
く
よ
う
な
核
兵
器
を
開
発
し
合
い
、
結

果
と
し
て
必
要
以
上
の
核
兵
器
が
地
球
上
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ト
に
と
っ
て
感
染
症
は
主
要
な
淘
汰
圧
の
ひ
と
つ
な
の
で
、
私
た
ち
に
は
対
抗
策
と
し

て
の
免
疫
シ
ス
テ
ム
が
備
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
自
然
免
疫
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ヒ
ト
の
体
で
は
侵
入
し
て

き
た
病
原
体
に
対
し
て
マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ
や
リ
ン
パ
球
な
ど
が
捕
食
・
破
壊
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
ヒ
ト
は
多
種
多
様
な
感
染
症
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
よ
う
な
生
理
的
な

反
応
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
行
動
も
ま
た
免
疫
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ

れ
が
行
動
免
疫
理
論
だ
。 

行
動
免
疫
理
論
と
は
要
す
る
に
、
ヒ
ト
の
社
会
行
動
が
病
原
体
へ
の
対
応
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
私
た
ち
は
感
染
源
や
病
原
体
の
手
が
か
り
を
検
出
す
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
嫌
悪

感
情
が
誘
発
さ
れ
る
。
そ
の
感
情
に
よ
っ
て
、
対
象
か
ら
の
回
避
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
に
は

感
染
源
と
な
る
人
へ
の
差
別
や
偏
見
で
あ
る
。
行
動
免
疫
の
原
則
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と

つ
は
「
煙
感
知
器
原
則
」
だ
。
私
た
ち
の
間
違
い
に
は
二
つ
種
類
が
あ
り
、
ひ
と
つ
は
、
本
当
は
無
い
も
の
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を
あ
る
、
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
本
当
は
あ
る
も
の
を
無
い
、
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と

で
あ
る
。
統
計
学
で
は
、
前
者
を
第
一
種
過
誤
、
後
者
を
第
二
種
過
誤
と
い
う
。
エ
ラ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

理
論
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
進
化
の
結
果
と
し
て
二
つ
の
間
違
い
の
う
ち
よ
り
適
応
的
な
方
に

認
知
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
種
過
誤
の
場
合
は
本
当
は
感
染

し
て
い
な
い
の
に
感
染
し
て
い
る
と
思
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
う
す
る
と
不
必
要
な
、
過
剰

な
回
避
行
動
を
と
っ
て
し
ま
う
。
一
方
、
第
二
種
過
誤
だ
と
本
当
は
感
染
し
て
い
る
の
に
感
染
し
て
い
な
い
、

と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
、
感
染
症
リ
ス
ク
が
増
大
す
る
。
二
つ
め
の
原
則
が
、
機
能
的
柔
軟
性
原
則
だ
。
こ

れ
は
つ
ま
り
、
感
染
源
に
接
近
す
る
か
回
避
す
る
か
は
、
文
脈
次
第
で
柔
軟
に
変
化
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
過
剰
な
回
避
行
動
と
接
近
に
よ
る
リ
ス
ク
増
大
が
も
た
ら
す
コ
ス
ト
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
、

接
近
す
る
か
回
避
す
る
か
が
決
ま
る
。 

個
人
が
ど
の
程
度
感
染
対
象
へ
の
回
避
行
動
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
が
自
分
の
感
染
脆
弱
性

を
ど
う
自
覚
し
て
い
る
か
に
よ
る
。
こ
れ
を
定
量
的
に
測
定
す
る
の
が
「
感
染
脆
弱
意
識
尺
度
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
感
染
症
に
対
す
る
脆
弱
性
を
、
風
邪
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
へ
の
感
染
し
や
す
さ
の
自
覚
に
関
す

る
「
易
感
染
性
（perceived infectability

）
」
と
、
不
衛
生
な
物
品
に
触
る
な
ど
、
病
原
体
が
付
着
し
や
す
い

状
況
に
お
け
る
不
快
感
の
自
覚
に
関
す
る
「
感
染
嫌
悪
（germ

 aversion

）
」
の
二
側
面
か
ら
測
定
す
る
も
の
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だ
。
い
く
つ
か
の
国
に
お
い
て
翻
訳
さ
れ
研
究
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
日
本
語
版
も
作
成
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
感
染
脆
弱
意
識
尺
度
を
用
い
て
、
行
動
免
疫
理
論
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
研
究
が
い
く
つ
か
あ
る
。

代
表
的
な
も
の
を
紹
介
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
人
を
対
象
と
し
た
研
究
で
は
、A

m
erican E

thnocentrism
 S

cale
と
い
う
、
民
族
中
心
主
義
が
ど
れ
く
ら
い
強
い
か
と
い
う
尺
度
の
得
点
と
、
先
の
感
染
脆
弱
意
識
尺
度
の
得

点
と
の
あ
い
だ
に
正
の
相
関
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
分
は
感
染
症
に
か
か
り
易
い
と
思
っ
て
い
る
人
ほ
ど
、

自
分
の
属
す
る
民
族
を
他
よ
り
も
上
だ
と
思
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
ら
に
、
カ
ナ
ダ
人
を
対
象
と

し
て
、
東
ア
フ
リ
カ
、
東
ア
ジ
ア
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
を
ど
の
く
ら
い
容
認
す
る
か
と
い
う
程
度

と
、
感
染
脆
弱
意
識
尺
度
の
得
点
と
の
相
関
が
調
べ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
東
ア
ジ
ア
や
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
の
移
民
に
比
べ
て
、
カ
ナ
ダ
人
に
と
っ
て
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
東
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
移
民
に
つ
い
て
は
、

感
染
症
に
か
か
り
や
す
い
人
ほ
ど
拒
絶
意
識
が
み
ら
れ
た
。 

性
格
特
性
と
の
関
連
も
研
究
さ
れ
て
い
る
。
世
界
の
様
々
な
地
域
を
単
位
に
し
て
調
べ
て
み
る
と
、
過
去

に
感
染
症
が
蔓
延
し
た
地
域
ほ
ど
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
外
交
性
と
開
放
性
が
低
い
、
つ
ま
り
内
向
き
だ
と

い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
や
は
り
過
去
に
感
染
症
が
蔓
延
し
た
地
域
ほ
ど
、
そ
こ
の
住
人
の
個

人
主
義
傾
向
が
低
く
、
集
団
主
義
傾
向
が
強
い
、
さ
ら
に
政
治
的
に
は
伝
統
主
義
的
だ
と
い
う
こ
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
向
き
の
社
会
性
を
近
縁
的
社
会
性
、
と
い
う
。
近
縁
的
社
会
性
は
、 

出
生
地
に
根
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ざ
し
た
再
生
産
性
、
内
集
団
び
い
き
、
そ
し
て
外
集
団
嫌
い
お
よ
び
外
集
団
回
避
の
三
つ
の
要
素
か
ら
な
る
。

こ
う
い
っ
た
近
縁
的
社
会
性
は
、
外
集
団
と
の
接
触
に
よ
っ
て
生
じ
る
新
奇
な
感
染
源
へ
の
暴
露
を
予
防
す

る
機
能
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
行
動
に
は
感
染
症
と
い
う
淘
汰
圧
に
対
抗
し
て
進
化
し
て
き
た
面
が
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
行
動
免
疫
が
進
化
し
た
環
境
は
お
そ
ら
く
進
化
的
適

応
環
境
で
あ
り
、
現
代
の
環
境
と
は
か
な
り
異
な
る
。
地
域
集
団
が
あ
る
程
度
隔
離
さ
れ
た
状
態
で
、
あ
ま

り
交
流
が
な
か
っ
た
よ
う
な
時
代
に
は
、
こ
の
よ
う
な
行
動
免
疫
に
よ
る
対
応
は
あ
る
程
度
有
効
だ
っ
た
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
今
や
人
類
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
大
規
模
な
社
会
を
形
成
し
、
地
球
規
模
で
盛
ん
に
往
来
を

し
て
い
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
あ
っ
と
い
う
間
に
世
界
中
に
広
が
っ
た
が
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
航

空
機
や
鉄
道
な
ど
の
交
通
手
段
が
発
達
し
た
の
は
、
人
類
史
に
お
い
て
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
環
境
問
題
と
同
様
に
、
も
は
や
心
理
的
な
適
応
だ
け
で
は
対
処
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。 

 

３ 

心
で
っ
か
ち
な
私
た
ち 

 

強
力
な
行
動
制
限
を
か
け
る
法
的
根
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
政
府
や
自
治
体
の
感
染
防
止
策
は
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自
粛
要
請
や
マ
ス
ク
・
手
洗
い
の
励
行
を
呼
び
か
け
る
と
い
っ
た
、
個
人
の
心
が
け
に
頼
る
も
の
に
終
始
し

た
。
行
政
的
な
対
応
と
し
て
は
せ
い
ぜ
い
時
短
要
請
に
答
え
た
店
な
ど
に
わ
ず
か
な
補
償
金
を
出
す
、
医
療

機
関
へ
の
財
政
的
支
援
を
行
う
と
い
う
程
度
の
こ
と
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
小
池
都
知
事
に
至
っ
て
は
、

都
内
の
小
中
学
生
に
「
医
療
従
事
者
へ
の
感
謝
の
手
紙
」
を
書
け
と
呼
び
か
け
た
ら
し
い
。
二
○
二
一
年
一

月
に
二
回
目
の
緊
急
事
態
宣
言
が
出
た
も
の
の
、
国
や
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
戦
略
的
な
取
り
組
み
は
何
も
行

わ
れ
て
い
な
い
。 

個
人
の
心
が
け
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
典
型
的
な
「
心
で
っ
か
ち
」
で
あ
る
。「
心

で
っ
か
ち
」
と
は
、
「
頭
で
っ
か
ち
」
と
い
う
言
葉
を
も
と
に
し
て
山
岸
俊
男
が
つ
く
っ
た
言
葉
だ
。
「
頭
で

っ
か
ち
」
は
知
識
と
行
動
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
な
い
状
態
だ
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
心
と
行
動
の
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
て
い
な
い
状
態
を
指
し
て
い
る
。
山
岸
に
よ
る
と
、「
心
の
持
ち
方
さ
え
変
え
れ
ば
す
べ
て
の
問

題
が
解
決
さ
れ
る
、
と
考
え
る
『
精
神
主
義
』
が
そ
の
極
端
な
例
」
で
あ
り
、「
だ
れ
に
で
も
受
け
入
れ
ら
れ

そ
う
な
『
も
っ
と
も
ら
し
い
説
教
』
を
垂
れ
て
い
る
一
部
の
評
論
家
」
が
心
で
っ
か
ち
な
人
の
典
型
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
と
か
く
行
動
の
原
因
を
個
人
の
心
に
求
め
が
ち
だ
。
例
え
ば
刑
事
責
任
の
判
断
に
お
い
て
は
、

故
意
、
つ
ま
り
罪
を
犯
す
意
思
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
私
た
ち
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
「
動
機
」
や
「
意

図
」
と
い
っ
た
心
の
働
き
を
重
視
す
る
の
だ
ろ
う
か
。 
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そ
も
そ
も
心
に
は
実
体
が
な
い
。
私
た
ち
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
電
気
信
号
の
パ
タ
ー
ン
を
「
心
」
と
呼
ん

で
い
る
だ
け
だ
。
し
か
し
、
行
動
を
起
こ
さ
せ
る
至
近
要
因
、
つ
ま
り
「
動
機
」
や
「
意
図
」
が
自
分
以
外

の
他
者
に
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
ど
の
よ
う
な
行
動
が
み
ら
れ
る
の
か
、
ま

た
そ
れ
に
ど
う
対
処
す
れ
ば
い
い
の
か
を
考
え
や
す
く
な
る
。
そ
れ
を
も
と
に
、
他
者
に
接
近
す
る
べ
き
な

の
か
回
避
す
る
べ
き
な
の
か
適
切
に
判
断
で
き
れ
ば
適
応
的
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
方
略
と
し
て
、
日
常
生

活
の
な
か
で
形
成
し
て
き
た
心
に
関
す
る
「
理
論
」
を
当
て
は
め
て
い
る
の
だ
と
い
う
「
理
論
説
」
と
、
自

分
自
身
の
心
を
手
が
か
り
に
し
て
推
論
を
行
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
説
」
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
両
者
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
行
動
の
原
因
を
心
に
帰
属
さ
せ
て

い
る
の
で
、
心
の
も
ち
方
を
変
え
れ
ば
行
動
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
人
間
に
首
尾
一
貫
し
た
働
き
を
す
る
「
心
」
な
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

心
が
環
境
へ
の
適
応
と
し
て
進
化
し
て
き
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
個
別
の
課
題
を
解
決
す
る
た

め
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
適
応
の
た
め
に
は
、
食
物
を
見
つ
け
、
配
偶
者
を
獲

得
し
、
外
敵
か
ら
逃
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
を
解
決
す
る
汎
用
的
な
心
の
働
き
が
あ
る
の
で
は
な

く
、
個
別
の
課
題
に
特
化
し
て
素
早
く
解
決
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
が
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
心
を
構
成
す
る
モ
ジ

ュ
ー
ル
の
あ
い
だ
に
は
、
必
ず
し
も
連
結
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
間
が
し
ば
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し
ば
矛
盾
し
た
行
動
を
と
っ
た
り
、
あ
る
い
は
偽
善
的
な
行
為
を
し
た
り
す
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
と
進
化

心
理
学
者
の
ロ
バ
ー
ト
・
ク
ル
ツ
バ
ン
は
主
張
し
て
い
る
。
ク
ル
ツ
バ
ン
に
よ
る
と
、
道
徳
を
判
断
す
る
モ

ジ
ュ
ー
ル
も
複
数
あ
る
た
め
、
同
一
人
物
の
な
か
で
も
道
徳
的
判
断
が
矛
盾
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
例
え

ば
他
人
に
対
し
て
あ
る
行
為
を
禁
止
し
た
り
非
難
し
た
り
す
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
と
、
自
身
が
そ
れ
を
す
る
か
ど

う
か
に
関
わ
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
他
人
の
不
貞
を
非
難
し
つ
つ
自
分
自
身
は
浮
気

を
す
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
行
動
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
説
は
、
自
己
欺
瞞
に
つ
い
て
も
説
明
を
与
え
る
。
人
間
は
、
事
実
と
は
異
な
る
信
念
を

も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
な
ど
の
残
虐
行
為
に
お
い
て
は
、
そ
の
道
徳
的
な
痛
み
を

感
じ
な
く
す
る
た
め
に
、
被
害
者
を
人
で
は
な
く
害
獣
や
害
虫
の
よ
う
に
扱
う
と
い
う
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

ク
ル
ツ
バ
ン
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
「
報
道
官
モ
ジ
ュ
ー
ル
」
が
「
戦
略
的
誤
認
」
を
し
て
い
る
と
解
釈
で
き

る
。
報
道
官
モ
ジ
ュ
ー
ル
と
は
、
大
統
領
報
道
官
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
ら
を
戦
略
的
に
他
の
人
々

に
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
す
べ
て
の
情
報
を
正

し
く
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
そ
れ
が
有
利
に
働
く
の
で
あ
れ
ば
、
偏
っ
た
偽
り
の
情
報
を
取

得
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
実
際
の
大
統
領
報
道
官
が
、
余
計
な
（
不
利
と
な
る
）
情
報
を
知
ら
な
け
れ

ば
マ
ス
コ
ミ
に
嘘
を
つ
か
ず
に
済
む
の
と
同
じ
だ
。
戦
略
的
誤
認
と
は
、
あ
る
事
柄
が
真
で
あ
る
と
他
者
に
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思
わ
せ
る
よ
う
自
ら
の
行
動
を
導
く
こ
と
で
、
自
分
に
都
合
の
よ
い
情
況
を
作
り
出
す
た
め
に
、
お
そ
ら
く

は
進
化
に
よ
っ
て
備
わ
っ
た
能
力
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
他
者
に
共
感
し
協
力
を
促
進
す
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
は

正
し
い
働
き
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
一
方
で
報
道
官
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
正
当
化
の
た
め
の
戦
略
的
誤
認
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
に
「
統
一
さ
れ
た
自
己
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
無
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

大
規
模
で
複
雑
な
社
会
を
形
成
し
て
い
る
現
代
人
に
と
っ
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
あ
る
種
の
社
会
的
ジ
レ

ン
マ
を
孕
ん
だ
問
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ウ
イ
ル
ス
は
主
に
飛
沫
感
染
に
よ
っ
て
広
が
る
の
で
、
各
自
が
、

自
分
は
感
染
者
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
自
覚
の
も
と
に
行
動
す
れ
ば
拡
大
は
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
損
失
を
被
っ
た
人
達
に
は
公
的
な
保
証
を
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
マ
ス
ク
を
し
た
り
会
食
を

自
粛
し
た
り
す
る
の
は
嫌
だ
し
、
公
的
な
保
証
を
し
よ
う
と
す
る
と
莫
大
な
税
金
が
か
か
る
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
感
染
対
策
は
モ
ラ
ル
の
問
題
で
も
あ
る
。
で
は
、
各
自
が
道
徳
的
に
振
る
舞
え
ば
解
決
す
る
の
だ
ろ
う

か
。 「

心
で
っ
か
ち
」
な
考
え
方
で
道
徳
的
行
動
を
考
え
る
こ
と
の
問
題
点
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
研
究
が
あ

る
。
最
近
は
日
本
で
も
運
転
免
許
証
な
ど
に
臓
器
提
供
の
意
思
表
示
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
あ
る
研
究

で
は
一
二
の
国
に
お
い
て
、
臓
器
提
供
の
意
思
表
示
を
す
る
ド
ナ
ー
・
カ
ー
ド
で
ど
れ
く
ら
い
の
人
が
同
意

を
し
て
い
る
の
か
調
べ
た
。
す
る
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
フ
ラ
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ン
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
ほ
ぼ
全
員
が
同
意
を
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
デ
ン
マ

ー
ク
、
ド
イ
ツ
、
英
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
そ
し
て
合
衆
国
で
は
な
ん
と
三
割
以
下
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
国
民

は
、
困
っ
て
い
る
他
人
を
助
け
よ
う
と
い
う
道
徳
心
に
欠
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

実
は
そ
う
で
は
な
く
、

ど
う
や
ら
ド
ナ
ー
・
カ
ー
ド
の
様
式
に
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。
臓
器
提
供
希
望
者

が
多
い
七
つ
の
国
で
は
、「
臓
器
提
供
を
し
た
く
な
い
の
な
ら
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
様
式

に
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
希
望
者
の
少
な
い
五
つ
の
国
で
は
、「
臓
器
提
供
を
し
た
い
の
な
ら
チ
ェ
ッ
ク

を
入
れ
て
く
だ
さ
い
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

私
た
ち
は
常
に
合
理
的
に
物
事
を
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
直
観
的
か
つ
簡
単
な
方
法
を
使
う
こ

と
が
よ
く
あ
る
。
こ
れ
を
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
呼
ん
で
い
る
。
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
必
ず
し
も
正

し
い
答
え
に
た
ど
り
着
け
る
こ
と
を
保
障
し
な
い
が
、
短
い
時
間
で
、
あ
る
程
度
の
水
準
で
正
解
に
近
い
答

え
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
四
桁
の
暗
証
番
号
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
ど
う
す
る
だ
ろ
う

か
？ 

確
実
に
正
解
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
数
字
の
組
み
合
わ
せ
を
試
し
て
み
れ
ば
よ
い
。

そ
の
な
か
に
は
絶
対
に
ひ
と
つ
正
解
の
番
号
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
四
桁
の
数
字
の
組
み
合

わ
せ
は
膨
大
な
数
に
な
り
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
試
し
て
い
く
の
は
ど
う
考
え
て
も
現
実
的
で
は
な
い
。
で
は
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
私
た
ち
が
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
誕
生
日
や
記
念
日
、
あ
る
い
は
何
か
の
語
呂
合
わ



58 
 

せ
な
ど
、
い
か
に
も
暗
証
番
号
に
使
い
そ
う
な
数
字
の
列
を
選
ん
で
優
先
的
に
試
し
て
み
る
は
ず
だ
。
必
ず

し
も
合
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
よ
り
短
い
時
間
と
少
な
い
手
間
で
正
解
に
た
ど
り
着
く
可
能
性
が
高

い
。 ヒ

ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
が
、
上
記
の
臓
器
提
供
問
題
に
つ
い
て
は
「
デ
フ

ォ
ル
ト
・
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
が
働
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ヒ
ュ

ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
は
、「
も
し
標
準
の
設
定
（
デ
フ
ォ
ル
ト
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
何
も
す
る
な
」
と
い
う

判
断
だ
。
な
ぜ
私
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
備
え
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
特
に
社
会

的
な
意
思
決
定
に
つ
い
て
、
み
ん
な
が
デ
フ
ォ
ル
ト
に
従
っ
て
い
れ
ば
集
団
の
結
束
を
固
め
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
、
状
況
が
異
な
れ
ば
異
な
る
結
果
を

も
た
ら
す
。
臓
器
提
供
希
望
者
が
多
か
っ
た
七
つ
の
国
で
は
、
臓
器
提
供
を
希
望
す
る
こ
と
が
デ
フ
ォ
ル
ト

に
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
希
望
者
の
少
な
か
っ
た
五
つ
の
国
で
は
希
望
し
な
い
こ
と
が
デ
フ
ォ
ル
ト
で
あ
っ

た
。
そ
れ
だ
け
の
違
い
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
多
く
の
人
の
命
を
救
う
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
は
、
必
ず
し
も
「
心
が
け
」
な
ど
で
は
な
く
、
単
に
デ
フ
ォ
ル
ト
が
ど
う
設
定
さ
れ
て
い
る
か
に

か
か
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

政
府
は
心
で
っ
か
ち
な
対
策
し
か
打
て
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
全
く
国
民
の
心
を
読
め
て
い
な
い
と
し
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か
思
え
な
い
政
策
を
推
進
し
た
。
そ
れ
が
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
れ
は
心
理
的
な
意
味
で
は

む
し
ろ
逆
効
果
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
原
資
は
税
金
で
あ
り
、
皆
が
コ
ス
ト
を
払
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
恩
恵
を
得
る
の
は
利
用
し
た
人
た
ち
だ
け
だ
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
旅
行
業
界
や
飲
食
業
界
は

恩
恵
を
得
て
い
る
が
、
そ
う
い
っ
た
特
定
の
業
界
の
関
係
者
を
除
い
た
話
で
あ
る
。
人
間
は
不
公
平
に
対
し

て
非
常
に
敏
感
だ
。
こ
れ
も
ま
た
互
恵
的
利
他
行
動
へ
の
適
応
と
し
て
進
化
し
て
き
た
感
情
で
あ
る
が
、
Ｇ

Ｏ
Ｔ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
場
合
、
利
用
し
た
人
た
ち
だ
け
が
恩
恵
を
受
け
る
の
で
、
当
然
「
利
用
し
な
い
と

損
だ
」
と
い
う
感
情
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
利

用
者
が
増
え
る
こ
と
は
業
界
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
不
公

平
感
を
煽
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、「
自
分
は
自
粛
し

て
い
る
の
に
、
自
分
以
外
の
人
た
ち
は
楽
し
く
宴
会
を
し
て
い
る
に
違
い
な
い
」
と
い
っ
た
感
情
を
必
要
以

上
に
刺
激
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

二
○
二
○
年
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
年
で
あ
る
と
同
時
に
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
注
目
を
集
め
た
ア
メ
リ
カ

大
統
領
選
挙
の
年
で
も
あ
っ
た
。
実
は
、
こ
の
「
心
で
っ
か
ち
」
を
巧
妙
に
利
用
し
た
の
が
ド
ナ
ル
ド
・
ト

ラ
ン
プ
で
あ
る
。
先
に
感
染
対
策
は
モ
ラ
ル
の
問
題
で
も
あ
る
、
と
述
べ
た
が
、
あ
る
一
連
の
研
究
で
、
私

た
ち
の
道
徳
は
い
く
つ
か
の
基
盤
か
ら
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
政
治
的
信
条
と
も
関
連
し
て
い
る
こ
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と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。 

心
理
学
者
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ハ
イ
ト
の
研
究
に
よ
る
と
、
人
間
の
道
徳
心
は
五
つ
の
基
盤
か
ら
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
、H

arm

（
傷
つ
け
な
い
こ
と
）
、Fairness

（
公
平
さ
）
、Ingroup

（
内
集
団
へ
の
忠
誠
）
、A

uthority 

(

権
威
へ
の
敬
意
）
、P

urity

（
神
聖
さ
・
純
粋
さ
）
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
も
つ
こ
と
に
は
適
応
的
な

基
盤
が
あ
る
の
で
、
進
化
の
産
物
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
味
覚
が
い
く
つ
か
の
要

素
に
分
か
れ
、
そ
れ
ら
を
ど
れ
く
ら
い
強
く
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
個
人
の
味
覚
が
出

来
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
道
徳
基
盤
の
そ
れ
ぞ
れ
を
ど
れ
く
ら
い
強
く
も
つ
か
と
い
う
程
度
に

よ
っ
て
個
人
の
道
徳
心
が
で
き
て
い
る
と
、
ハ
イ
ト
ら
は
考
え
て
い
る
。
道
徳
基
盤
尺
度
と
い
う
も
の
に
よ

っ
て
、
あ
る
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
盤
を
ど
れ
く
ら
い
強
く
も
っ
て
い
る
の
か
定
量
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

同
時
に
、
政
治
的
に
リ
ベ
ラ
ル
か
保
守
的
か
と
い
う
こ
と
も
調
べ
る
と
、
非
常
に
リ
ベ
ラ
ル
な
人
た
ち
は
「
傷

つ
け
な
い
こ
と
」
と
「
公
平
さ
」
を
重
視
し
、
他
の
三
つ
は
ほ
と
ん
ど
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

保
守
的
に
な
る
に
つ
れ
て
「
傷
つ
け
な
い
こ
と
」
と
「
公
平
さ
」
の
程
度
が
下
が
っ
て
い
き
、「
内
集
団
へ
の

忠
誠
」
、
「
権
威
へ
の
敬
意
」
、
そ
し
て
「
神
聖
さ
・
純
粋
さ
」
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
ら
し
い
。

つ
ま
り
、
民
主
党
支
持
者
は
「
傷
つ
け
な
い
こ
と
」
と
「
公
平
さ
」
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
り
、
一
方
共
和

党
支
持
者
は
「
内
集
団
へ
の
忠
誠
」
、
「
権
威
へ
の
敬
意
」
、
「
神
聖
さ
・
純
粋
さ
」
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
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と
い
う
こ
と
だ
。 

ト
ラ
ン
プ
の "M

ake A
m

erica G
reat A

gain" 

と
い
っ
た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
、
保
護
主
義
的
な
政
策
、

そ
し
て
人
種
差
別
的
な
態
度
は
、
共
和
党
を
支
持
す
る
層
の
感
情
に
強
く
訴
え
か
け
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
民
主
主
義
は
利
益
と
感
情
で
動
く
の
で
、
再
選
だ
け
を
目
的
と
す
る
な
ら
、
政
策
な
ど
よ
り
も
有
権
者

の
感
情
に
訴
え
た
方
が
有
効
だ
。
身
も
蓋
も
な
い
こ
と
だ
が
、
ト
ラ
ン
プ
は
そ
も
そ
も
が
政
治
家
で
は
な
い

の
で
、
本
来
な
ら
分
か
っ
て
い
た
と
し
て
も
あ
え
て
利
用
し
な
い
そ
の
カ
ー
ド
を
臆
面
も
な
く
利
用
で
き
た

の
だ
ろ
う
。
幸
か
不
幸
か
、
ト
ラ
ン
プ
の
よ
う
な
狡
猾
さ
を
日
本
の
政
治
家
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。

た
だ
、
専
門
家
の
見
解
や
将
来
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
よ
り
も
今
の
民
意
の
方
を
重
視
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は

変
わ
り
が
な
い
。 

 

４ 

北
風
と
太
陽 

 

で
は
、
ど
う
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
山
岸
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
イ
ソ
ッ
プ
童
話
の
「
北
風
と
太
陽
」

を
使
っ
て
解
決
策
を
提
案
し
て
い
る
。 

有
名
な
童
話
だ
が
、
こ
の
話
で
は
北
風
と
太
陽
が
力
比
べ
を
し
よ
う
と
す
る
。
ど
ち
ら
が
旅
人
の
上
着
を
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脱
が
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
競
い
合
う
の
だ
が
、
北
風
は
力
い
っ
ぱ
い
吹
い
て
上
着
を
吹
き
飛
ば
そ
う
と
す

る
。
し
か
し
、
旅
人
は
抵
抗
し
て
上
着
を
し
っ
か
り
押
さ
え
て
し
ま
い
、
脱
が
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

次
に
太
陽
が
燦
々
と
照
り
つ
け
る
と
、
旅
人
は
暑
さ
で
自
分
か
ら
上
着
を
脱
い
で
し
ま
っ
た
。 

人
間
の
行
動
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
山
岸
の
主
張
だ
。
つ
ま
り
、

気
持
ち
に
訴
え
た
り
強
制
し
た
り
す
る
こ
と
で
人
々
に
特
定
の
行
動
を
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
人
々
が
そ
れ

を
す
る
よ
う
に
制
度
や
環
境
を
整
え
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

ヒ
ト
が
ど
の
よ
う
な
心
の
は
た
ら
き
を
持
ち
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
刺
激
に
対
し
て
ど
う
反
応
す
る
の
か
、

と
い
う
知
見
が
必
要
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
使
い
よ
う
に
よ
っ
て
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
下
の
米
国
の
よ
う
に
、
排

外
主
義
と
科
学
の
否
定
と
い
う
暗
黒
面
に
も
行
き
か
ね
な
い
の
だ
が
、
一
方
で
ヒ
ト
が
本
性
と
し
て
も
っ
て

い
る
「
よ
り
善
き
天
使
」
を
生
か
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
そ
う
い
え
ば
、
こ
の
言
葉
も
米
国
大
統
領
リ
ン

カ
ー
ン
の
も
の
だ
。
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
勘
や
思
い
つ
き
で
は
な
く
、
科
学
的
な
観
点
か
ら
社
会
経

済
や
政
治
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
、
多
く
の
犠
牲
に
よ
っ
て
知
ら
し
め
て
く
れ
る
も
の

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

ウ
イ
ル
ス
は
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
環
境
破
壊
に
特
効

薬
は
な
い
。
今
回
の
教
訓
を
生
か
し
て
、
こ
れ
以
上
「
心
で
っ
か
ち
」
に
よ
る
犠
牲
を
増
や
さ
な
い
よ
う
に
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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“Kokoro-dekkachi” (“Mind-heavy” Attitude) 

Is Killing Japanese Citizens 
 

“Kokoro-dekkachi” refers to the attitude that gives too much 

weight to an individual's heart/mind like “top-heavy” which means a 

state of imbalance between knowledge and action. Studies on 

behavioral immunology have revealed functions of our mind and 

behavior adapted to the selective pressure of infectious disease. 

These functions, however, evolved in the past environment that was 

quite different from the modern environment in which we have 

formed unprecedentedly large societies. That is, the spread of 

COVID-19, like the global environment issue, can no longer be dealt 

with by our psychological adaptation alone. The Japanese 

government and local authorities did not take any effective measures, 

but tried to solve the problem by individual efforts, which was a 

typical “kokoro-dekkachi”. Instead of trying to force people to 

behave in a certain way by appealing to their feelings or coercing 

them, it would be better to create systems and environments that 

encourage people to do so. 
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