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予ト
レ
イ
ラ
ー

告
編
は
短
く
―
―
序
文
に
代
え
て

本
書
は
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い
う
題
目
の
も
と
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
、
ク

ィ
ア
理
論
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
切
り
口
で
ア
メ
リ
カ
映
画
を
論
じ
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

ま
ず
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
何
か
。
タ
イ
ト
ル
が
ズ
バ
リ
の
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
著
書
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
は
何
か
』
を
繙ひ

も
とい
て
み
る
と
、
と
て
も
こ
こ
で
は
要
約
で
き
な
い
錯
綜
し
た
意
味
に
面
食
ら
っ
て
し
ま
う
。
で
は
、

手
っ
取
り
早
く
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
当
た
っ
て
み
る
と
、「
物
事
に
対
す
る
包
括
的
な
観
念
」、「
日
常
生
活
に
お
け

る
、
哲
学
的
根
拠
」、「
社
会
に
支
配
的
な
集
団
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
観
念
」、
と
お
手
軽
さ
が
売
り
の
ネ
ッ
ト
百

科
事
典
で
も
ス
カ
ッ
と
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
意
味
の
増
殖
に
こ
そ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
本
質
が
隠
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

簡
単
か
つ
暴
力
的
に
︵
そ
れ
こ
そ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
？
︶
定
義
し
て
し
ま
え
ば
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
は
錯
綜

し
た
社
会
・
歴
史
的
文
脈
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
意
味
作
用
を
発
生
さ
せ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
こ
と

で
あ
る
、
と
。

し
た
が
っ
て
、
立
ち
位
置
の
数
だ
け
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
存
在
し
、「
社
会
に
支
配
的
な
集
団
」
が
普
遍
性
の
名
の
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も
と
に
押
し
付
け
て
く
る
観
念
だ
け
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
暴
力
に

晒
さ
れ
る
周
縁
的
な
グ
ル
ー
プ
の
皮
膚
感
覚
あ
ふ
れ
る
生
活
意
識
︵
あ
る
い
は
無
意
識
︶
も
、
あ
る
視
座
か
ら
の
観

念
の
産
物
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
言
え
る
の
だ
︵
こ
の
特
定
の
観
念
が
「
土
着
性
」
や
「
民
族
性
」
の
よ
う
に
本
質
主
義
化

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
縁
的
な
集
団
の
な
か
に
さ
ら
に
周
縁
化
さ
れ
る
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
が
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︶。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
体
制
／
反
体
制
、
白
人
／
有
色
人
種
、
男
性
／
女
性
、
と
い
っ
た
単
純
な
図
式
で
は
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
単
一
方
向
の
主
従
関
係
で
は
な
く
、
各
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
め
ぐ
る
闘
争
と
交
渉
で
あ
り
、
そ
う
し
た
重
層
的
な
運
動
に
よ
っ
て
中
心
と
周
縁
の
関
係
性
が

複
雑
に
変
換
・
交
錯
し
合
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
な
の
だ
。

ア
メ
リ
カ
映
画
も
そ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
展
開
さ
れ
て
き
た
場
で
あ
っ
た
し
、
今
で
も
そ
う
で
あ
る
。

『
イ
ー
ジ
ー
・
ラ
イ
ダ
ー
』︵E
asy R

ider, 1969

︶
を
は
じ
め
と
す
る
ニ
ュ
ー
シ
ネ
マ
の
反
体
制
的
な
身
振
り
に
孕
ま

れ
る
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
男
性
中
心
主
義
、『
羊
た
ち
の
沈
黙
』︵T

he Silence of the L
am

bs, 1991

︶
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
的
な
身
振
り
に
潜
む
抜
き
差
し
難
い
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
、
そ
し
て
『
ミ
ル
ク
』︵M

ilk, 2008

︶
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
的
な
身

振
り
に
紛
れ
て
再
導
入
さ
れ
る
古
典
的
な
女ミ

ソ
ジ
ニ
ー

性
嫌
い
。
そ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
、
対
抗
が
抑
圧
へ
と
変
転
し
、

さ
ら
に
そ
れ
へ
の
対
抗
が
ま
た
新
た
な
抑
圧
を
産
み
出
し
て
い
く
解
放
と
回
収
の
弁
証
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
で
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
と
は
、
わ
か
り
や
す
く
安
定
し
た
構
図
の
背
後
で
諸
々
の
力
が
せ
め
ぎ
合
う
陣

取
り
合
戦
の
競ア

リ
ー
ナ

技
場
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
映
像
の
力
学
を
ク
ィ
ア
の
視
座
か
ら
な
ぞ
っ
て
い

る
の
が
、
ト
ッ
ド
・
ヘ
イ
ン
ズ
の
『
ポ
イ
ズ
ン
』︵Poison, 1991

︶
と
『
エ
デ
ン
よ
り
彼
方
に
』︵Far from

 H
eaven, 
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2002

︶
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
・
ク
ィ
ア
・
シ
ネ
マ
系
の
『
ポ
イ
ズ
ン
』
は
、「
ヒ
ー
ロ
ー
」︵“H

ero ”

︶、「
ホ
ラ
ー
」︵“H

orror ”

︶、「
ホ

モ
」︵“H

om
o ”

︶
と
Ｈ
の
韻
を
踏
む
三
つ
物
語
で
構
成
さ
れ
る
。「
ヒ
ー
ロ
ー
」
は
郊
外
の
平
凡
な
家
庭
で
起
こ
っ

た
七
歳
の
男
の
子
に
よ
る
父
親
殺
し
を
、
ロ
ー
カ
ル
・
ニ
ュ
ー
ス
の
ザ
ラ
つ
い
た
画
像
で
綴
る
。
犯
人
の
少
年
は
姿

を
見
せ
ず
、
動
機
も
ま
っ
た
く
解
明
さ
れ
な
い
が
、「
ホ
ラ
ー
」、「
ホ
モ
」
と
い
う
一
見
し
て
関
連
の
な
い
物
語
と

パ
ラ
レ
ル
に
展
開
す
る
こ
と
で
、
そ
の
意
味
が
炙
り
出
さ
れ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。

「
ホ
ラ
ー
」
は
五
〇
年
代
の
Ｂ
級
Ｓ
Ｆ
の
手
法
を
用
い
た
︵
加
え
て
、『
マ
タ
ン
ゴ
』
の
影
響
大
︶
エ
イ
ズ
問
題
の
ア

レ
ゴ
リ
ー
、「
ホ
モ
」
は
そ
の
名
の
と
お
り
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ネ
の
『
薔
薇
の
奇
蹟
』
が
元
ネ
タ
の
ゲ
イ
囚
人
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、「
ヒ
ー
ロ
ー
」
を
こ
れ
ら
同
性
愛
の
挿
話
と
接
続
す
る
こ
と
で
、
郊
外
住
宅
地
と
い
う
異
性
愛
の

砦
を
内
側
か
ら
食
い
破
り
、
形
骸
化
さ
せ
て
い
く
不
気
味
な
諸
力
の
存
在
が
ク
ィ
ア
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、『
ブ
ル
ー
ベ
ル
ベ
ッ
ト
』︵B

lue Velvet, 1986

︶
の
郊
外
住
宅
地
と
同
じ
で
あ
る
。
充
足

し
た
中
流
家
庭
の
象
徴
で
あ
る
芝
生
の
表
層
を
ひ
と
皮
剝
い
で
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
昆
虫
が
お
互
い
を
食
い
潰
し
て

い
く
弱
肉
強
食
の
世
界
が
露
呈
さ
れ
る
の
だ
。

安
定
し
た
表
層
に
潜
在
す
る
諸
力
間
の
闘
争
。
こ
の
す
ぐ
れ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
テ
ー
マ
を
、
ヘ
イ
ン
ズ
は

メ
ジ
ャ
ー
で
さ
ら
に
追
及
す
る
。『
エ
デ
ン
よ
り
彼
方
に
』
は
、
ダ
グ
ラ
ス
・
サ
ー
ク
の
『
天
は
す
べ
て
許
し
給
う
』

︵A
ll T

hat H
eaven A

llow
s, 1955

︶
を
鮮
や
か
に
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
し
た
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
で
あ
る
。
当
然
、
メ
ロ
ド

ラ
マ
の
前
提
と
し
て
異
性
愛
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
延
長
線
上
に
は
家
庭
が
あ
る
が
、
ヘ
イ
ン
ズ
は
そ
の
前
提
を
徹
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底
し
て
突
き
崩
す
。

舞
台
は
再
び
五
〇
年
代
の
郊
外
住
宅
地
、
ア
メ
リ
カ
の
豊
か
さ
と
安
定
を
象
徴
す
る
時
代
と
場
所
。
し
か
し
、
そ

れ
は
ま
た
赤
狩
り
の
時
代
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
暴
力
と
抑
圧
の
う
え
に
成
立
し
た
安
定
と
豊
か
さ
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
抑
圧
の
構
造
は
、
黒
人
の
庭
師
と
同
性
愛
者
の
夫
と
い
う
二
人
の
他
者
を
媒
介
と
し
て
可
視
化
さ
れ
る
。
こ
う

し
て
郊
外
住
宅
地
と
い
う
「
エ
デ
ン
︵heaven

︶」
は
、
そ
の
表
層
の
安
定
を
維
持
す
べ
く
、
外
部
︵
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
︶

の
み
な
ら
ず
内
部
︵
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
︶
に
も
巣
食
う
拮
抗
す
る
諸
力
を
か
ろ
う
じ
て
制
し
て
い
る
パ
ワ
ー
ゲ
ー

ム
の
場
で
あ
る
こ
と
が
剝
き
出
し
に
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
論
集
に
通
底
す
る
の
も
、
こ
う
し
た
力
学
へ
の
考
察
で
あ
る
。
以
下
、
簡
単
な
が
ら
各
章
の
紹
介

︵
以
下
、
煩
雑
に
な
る
の
で
、
各
論
で
扱
わ
れ
る
映
画
の
原
題
と
公
開
年
は
省
略
︶。

三
添
篤
郎
は
五
〇
年
代
の
短
編
映
画
『
ダ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
カ
ヴ
ァ
ー
』
に
着
目
し
、
今
で
は
ナ
ン
セ
ン
ス
に
見

え
る
そ
の
啓
蒙
映
画
を
起
点
と
し
て
、
冷
戦
下
ア
メ
リ
カ
の
「
核
」
と
「
学
」
と
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
関
係
を
明
ら

か
に
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
〇
分
足
ら
ず
の
短
編
に
は
、
核
開
発
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
面
の
み
な
ら
ず
、
核
時
代
に

お
け
る
知
の
育
成
と
い
う
ソ
フ
ト
面
も
推
進
し
て
き
た
冷
戦
下
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
が
集
約
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ア

ト
ミ
ッ
ク
パ
ワ
ー
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
「
マ
ン
パ
ワ
ー
」
育
成
計
画
は
能メ

リ
ト
ク
ラ
シ
ー

力
主
義
を
偏
重
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は

Ｉ
Ｑ
テ
ス
ト
の
開
発
や
、
私
た
ち
に
お
馴
染
み
の
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
、
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
と
い
っ
た
資
格
試
験
の
起
源
も
あ
っ

た
。
さ
ら
に
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
冷
戦
や
核
開
発
と
は
無
縁
と
思
わ
れ
て
き
た
小
説
、
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
の
『
ラ
イ
麦
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畑
で
つ
か
ま
え
て
』
を
こ
の
文
化
的
な
文
脈
に
接
続
さ
せ
、
ホ
ー
ル
デ
ン
少
年
の
ア
ウ
ト
ロ
ー
的
な
言
説
が
如
何
に

「
核
」
／
「
学
」
と
シ
ン
ク
ロ
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
時
代
性
を
詳
ら
か
に
す
る
。

越
智
博
美
は
、
冷
戦
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
地
政
学
的
な
変
容
が
、
０
０
７
シ
リ
ー
ズ
に
ど
の
よ
う
に
反
映

さ
れ
て
い
っ
た
か
を
辿
っ
て
い
く
。『
ロ
シ
ア
よ
り
愛
を
こ
め
て
』
の
︵
と
り
わ
け
、
ダ
ニ
エ
ラ
・
ビ
ア
ン
キ
の
︶
印

象
が
強
い
せ
い
か
、
こ
の
ス
パ
イ
映
画
か
ら
は
冷
戦
時
代
の
米
ソ
対
立
が
つ
い
連
想
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、

筆
者
に
よ
れ
ば
、
シ
リ
ー
ズ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
は
冷
戦
体
制
の
解
消
で
は
な
く
維
持
に
こ
そ
あ
り
、
そ
の

た
め
仮
想
敵
が
ソ
連
で
は
な
く
、
米
ソ
関
係
を
攪
乱
す
る
第
三
項
と
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
︵
た
し
か
に
、
ビ

ア
ン
キ
を
操
る
の
は
ソ
連
で
は
な
く
ス
ペ
ク
タ
ー
だ
︶。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
映
画
の
極
東
な

ら
ぬ
極
北
『
二
度
死
ぬ
』
で
米
ソ
間
を
仲
介
す
る
日
本
の
役
割
も
合
点
が
い
く
。
し
か
し
、
冷
戦
終
結
後
、
ス
ペ
ク

タ
ー
は
そ
の
身
体
性
を
喪
失
し
て
い
き
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
実
体
の
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
隠
喩
と
な
っ
て
い
く
。

ボ
ン
ド
が
対
峙
す
る
の
は
ペ
ル
シ
ャ
猫
を
な
で
る
禿と

く
と
う頭

の
悪
の
権
化
で
は
も
は
や
な
く
、
文
字
通
り
見
え
な
い
権
力

と
し
て
の
亡ス

ペ
ク
タ
ー霊な
の
だ
。

村
上
東
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ル
ト
マ
ン
の
『
バ
ー
ド
★
シ
ッ
ト
』
を
対
抗
文
化
へ
の
批
判
的
テ
ク
ス
ト
と
し
て

読
み
解
い
て
い
く
。
七
〇
年
代
初
頭
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
史
に
お
け
る
飛
び
地
の
よ
う
な
作
家
主
義
の
時
代
、『
Ｍ
★
Ａ

★
Ｓ
★
Ｈ 

マ
ッ
シ
ュ
』
や
『
ナ
ッ
シ
ュ
ビ
ル
』
の
監
督
が
撮
っ
た
作
品
、
と
言
え
ば
誰
で
も
反
体
制
的
な
ニ
ュ
ー

シ
ネ
マ
を
連
想
す
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
そ
こ
に
対
抗
文
化
の
挫
折
が
先
取
り
さ
れ
た
形
で
表
象
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
イ
カ
ロ
ス
神
話
に
基
づ
い
た
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
の
「
飛
ぶ
」
行
為
は
、
地
上
の
束
縛
か
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ら
「
跳
ぶ
」
こ
と
、
社
会
改
革
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ア
ス
ト
ロ
ド
ー
ム
と
い
う
シ

ェ
ル
タ
ー
内
で
の
飛
翔
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
敷
衍
し
て
核
シ
ェ
ル
タ
ー
で
防
備
さ
れ
た
超
大
国
の
庇
護
の
も
と
で
の

反
抗
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
対
抗
文
化
が
ロ
ッ
ク
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
の
商
品
と
し
て
、
い
と
も
簡
単
に

市
場
に
回
収
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
同
じ
論
理
に
よ
る
。
最
後
に
筆
者
は
現
在
に
至
る
対
抗
文
化
の
蹉
跌
を
総
括
し
、

そ
の
「
跳
ぶ
」
行
為
が
あ
ら
か
じ
め
失
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
歴
史
的
に
概
観
し
て
い
く
。

大
田
信
良
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
キ
ャ
プ
ラ
の
『
或
る
夜
の
出
来
事
』
を
新
旧
グ
ロ
ー
バ
ル
パ
ワ
ー
の
交
渉
と
い
う
地

政
学
的
文
脈
に
接
続
さ
せ
て
読
む
。
ロ
マ
ン
ス
と
言
え
ば
性
の
政
治
学
が
お
約
束
だ
が
、
こ
こ
で
は
逆
説
的
に
も

―
―
い
や
、
正
統
的
に
も
と
言
う
べ
き
か
―
―
筆
者
は
こ
の
映
画
に
政
治
学
そ
の
も
の
を
見
出
し
て
い
く
。
具
体
的

に
は
、
哲
学
者
ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ヴ
ェ
ル
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
論
を
参
照
枠
と
し
つ
つ
、
イ
ギ
リ
ス
の
劇
作
家
ノ
エ

ル
・
カ
ワ
ー
ド
原
作
の
映
画
『
私
生
活
』
を
媒
介
と
し
て
、
こ
の
ス
ク
リ
ュ
ー
ボ
ー
ル
・
コ
メ
デ
ィ
の
古
典
を
米
国

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
新
し
い
社
会
共
同
体
の
寓
意
と
し
て
読
み
解
い
て
い
く
。
三
〇
年
代
、
世
界
大
恐
慌
の
洗

礼
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
発
信
源
と
な
る
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
は
超
大
国
と
し
て
の
自
ら
の
地
位
を
は
か

ら
ず
も
立
証
し
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
ハ
リ
ウ
ッ
ド
は
黄
金
期
を
迎
え
る
。
新
勢
力
ア
メ
リ
カ
と
旧
勢
力

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
・
文
化
・
市
場
を
め
ぐ
る
対
立
と
矛
盾
、
そ
し
て
交
渉
が
、
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
ロ
マ
ン
ス
の

プ
ロ
ッ
ト
を
重
層
決
定
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
丁
寧
に
辿
ら
れ
て
い
く
。

宇
津
ま
り
子
は
『
ハ
ッ
シ
ュ
パ
ピ
ー
～
バ
ス
タ
ブ
島
の
少
女
～
』
を
取
り
上
げ
る
が
、
映
画
と
い
う
テ
ク
ス
ト
自

体
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
受
容
の
分
析
、
い
わ
ば
映
像
に
お
け
る
「
読
者
反
応
論
」
を
試
み
て
い
る
。
筆
者
に
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よ
れ
ば
、
こ
の
映
画
を
め
ぐ
る
批
評
言
説
は
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
マ
ジ
ッ
ク
・
リ
ア
リ
ズ

ム
の
手
法
を
用
い
た
そ
の
寓
話
的
な
構
成
か
ら
、
環
境
破
壊
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
エ
コ
ロ
ジ
ー
神
話
と
し
て
解
釈
す
る

言
説
が
あ
る
。
他
方
、
そ
の
神
話
的
な
表
象
の
装
い
の
も
と
、
無
知
と
偏
見
に
捉
わ
れ
た
黒
人
低
所
得
者
層
と
い
う

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
強
化
す
る
、
抑
圧
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
糾
弾
す
る
言
説
が
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
両
者
を

批
判
対
象
と
し
て
、
人
種
問
題
を
白
人
／
黒
人
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
対
立
軸
に
還
元
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
批

評
言
説
自
体
が
多
様
な
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
抑
圧
す
る
政
治
的
な
効
果
を
も
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
指
摘
す
る
。
以
上

の
よ
う
に
こ
の
論
で
は
、
一
本
の
映
画
が
錯
綜
し
た
文
化
・
社
会
的
な
文
脈
に
投
げ
込
ま
れ
、
災
害
、
階
級
、
人
種

を
め
ぐ
る
諸
言
説
が
拮
抗
す
る
力
の
場
と
な
っ
て
い
く
過
程
が
明
快
に
綴
ら
れ
て
い
く
。

伊
達
雅
彦
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
映
画
の
系
譜
を
辿
り
つ
つ
、『
デ
ィ
フ
ァ
イ
ア
ン
ス
』
と
『
縞
模
様
の
パ
ジ
ャ
マ
の

少
年
』
を
テ
ク
ス
ト
に
二
一
世
紀
に
お
け
る
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
質
的
な
変
化
を
論
じ
て
い
く
。『
デ
ィ
フ
ァ
イ
ア

ン
ス
』
は
「
戦
う
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
前
景
化
す
る
こ
と
で
、「
犠
牲
者
」
と
い
う
従
来
の
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
を
解
体
し
て
い
く
。
た
し
か
に
、『
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
』︵M

unich, 2005

︶
や
『
イ
ン
グ
ロ
リ
ア
ス
・
バ
ス
タ
ー
ズ
』

︵Inglourious B
asterds, 2009

︶
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
表
象
の
ベ
ク
ト
ル
は
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

筆
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
政
治
的
・
軍
事
的
力
学
の
変
容
が
深
く
影

響
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
視
点
を
ド
イ
ツ
人
の
少
年
に
据
え
る
『
縞
模
様
の
パ
ジ
ャ
マ
の

少
年
』
は
手
法
的
に
は
斬
新
だ
が
、
テ
ー
マ
的
に
は
お
約
束
の
域
を
出
な
い
。
む
し
ろ
、
筆
者
も
こ
ち
ら
の
方
に
強

意
を
置
い
て
い
る
の
だ
が
、
衣
服
＝
「
パ
ジ
ャ
マ
」
で
ガ
ス
室
送
り
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
残
酷
な
ナ
ン
セ
ン
ス
に
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こ
そ
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
無
根
拠
を
露
呈
さ
せ
る
こ
の
寓
話
の
衝
撃
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

中
尾
信
一
は
『
黒
い
罠
』
を
中
心
に
、
映
画
に
お
け
る
「
境
界
線
」
の
意
味
作
用
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
オ
ー
ソ

ン
・
ウ
ェ
ル
ズ
監
督
・
出
演
の
フ
ィ
ル
ム
・
ノ
ワ
ー
ル
の
舞
台
は
文
字
通
り
境
界
線
、
ア
メ
リ
カ
と
メ
キ
シ
コ
の
国

境
で
あ
る
。
有
名
な
ロ
ン
グ
・
テ
イ
ク
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
陽
気
な
ラ
テ
ン
・
ナ
ン
バ
ー
を
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
、
国
境
は
異

民
族
が
自
由
に
交
通
す
る
祝
祭
的
な
空
間
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
自
動
車
爆
破
事
件
を
契
機
と
し
て
、
そ

れ
は
「
文
明
」
／
「
野
蛮
」、「
善
」
／
「
悪
」
の
境
界
線
と
し
て
前
景
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ

う
し
た
国
家
・
民
族
的
な
境
界
線
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
境
界
線
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
、
差
異
は
い
っ
そ
う
強
化

さ
れ
て
い
く
。
だ
が
、
ウ
ェ
ル
ズ
の
面
目
躍
如
た
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
よ
う
に
映
像
の
政
治
学
を
実
践
し
つ
つ
、
そ

れ
を
異
化
せ
ず
に
は
お
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
筆
者
が
論
じ
る
よ
う
に
、「
差
異
の
普
遍
化
」
を
体
現
す
る
刑
事

ク
イ
ン
ラ
ン
に
よ
る
事
件
の
で
っ
ち
上
げ
は
、
境
界
線
を
引
く
行
為
の
恣
意
性
と
、
そ
の
行
為
自
体
が
「
善
」
／

「
悪
」
の
境
界
線
を
侵
犯
し
て
し
ま
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
暴
露
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

松
崎
博
は
『
ウ
エ
ス
ト
・
サ
イ
ド
物
語
』
を
「
色
」
と
「
他
者
」
と
い
う
切
り
口
で
再
解
釈
す
る
。
た
し
か
に
、

こ
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
古
典
で
際
立
つ
の
は
、
音
楽
や
踊
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
高
速
道
路
の
赤
い
鉄
骨
な
ど
鈴

木
清
順
を
思
わ
せ
る
キ
ッ
チ
ュ
な
カ
ラ
ー
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
の
様
式
美
は
ジ
ェ
ッ
ト
団
と
シ
ャ
ー
ク
団
の
白
と

黒
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
お
い
て
、
文
字
通
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
色
彩
を
帯
び
て
く
る
。
今
で
は
失
笑
を
禁
じ
得
な

い
ナ
タ
リ
ー
・
ウ
ッ
ド
の
「
黒
さ
」
は
、
ア
メ
リ
カ
独
自
の
「
人
種
」
の
定
義
、
有
色
人
種
の
血
が
一
滴
で
も
混
じ

れ
ば
「
黒
人
」
と
定
義
さ
れ
る
ワ
ン
ド
ロ
ッ
プ
・
ル
ー
ル
の
デ
フ
ォ
ル
メ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
筆
者
は
、
エ
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ニ
ィ
ボ
デ
ィ
ズ
と
い
う
抑
圧
さ
れ
た
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
色
の
政
治
学

を
さ
ら
に
敷
衍
さ
せ
る
。
伝
統
的
に
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
は
同
性
愛
と
密
接
な
繫
が
り
が
あ
る
が
、
舞
台
版
が
制
作
さ
れ

た
五
〇
年
代
、
同
性
愛
者
は
共
産
主
義
の
走
狗
と
し
て
赤
狩
り
の
標
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
エ
ニ
ィ
ボ
デ
ィ
ズ

の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
的
欲
望
は
ト
ニ
ー
と
リ
フ
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
欲
望
へ
と
置
換
さ
れ
、
同
性
愛
カ
ラ
ー
の
ラ
ヴ
ェ
ン

ダ
ー
が
極
彩
色
の
物
語
を
支
配
す
る
色
の
無
意
識
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
析
さ
れ
る
。

細
谷
等
は
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
お
け
る
ク
ィ
ア
の
表
象
を
歴
史
的
に
概
説
、
そ
の
抑
圧
と
解
放
の
弁
証
法
を
解
明

し
て
い
く
。
黄
金
期
の
三
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
ま
で
、
ヘ
イ
ズ
・
コ
ー
ド
の
規
定
に
よ
り
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
で

は
同
性
愛
を
あ
か
ら
さ
ま
に
描
く
こ
と
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
映
画
産
業
の
斜
陽
化
が
決
定
的
と
な

る
六
〇
年
代
、
倫
理
規
制
の
緩
和
に
伴
っ
て
、
セ
ッ
ク
ス
や
暴
力
と
並
ん
で
同
性
愛
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
カ
ミ
ン
グ
ア

ウ
ト
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
バ
ッ
シ
ン
グ
の
た
め
の
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
、
異
性
愛
中
心
主
義
を
強
化
す
る
た
め
の
装

置
と
し
て
で
あ
っ
た
。
エ
イ
ズ
危
機
を
迎
え
た
八
〇
年
代
以
降
も
事
情
は
変
わ
ら
ず
、『
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
』
に

典
型
を
見
る
よ
う
に
、
同
性
愛
者
は
病
と
同
一
視
さ
れ
、
他
者
と
し
て
表
象
さ
れ
続
け
る
。
九
〇
年
代
に
入
る
と
ニ

ュ
ー
・
ク
ィ
ア
・
シ
ネ
マ
が
台
頭
、
そ
の
影
響
か
ら
『
ブ
ロ
ー
ク
バ
ッ
ク
・
マ
ウ
ン
テ
ン
』
の
よ
う
な
同
性
愛
映
画

が
メ
ジ
ャ
ー
で
も
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
解
放
の
身
振
り
の
背
後
で
、
ク
ィ
ア
の
脱
ク
ィ
ア
化

と
い
う
巧
妙
な
回
収
の
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
筆
者
は
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

照
沼
か
ほ
る
は
、『
ユ
ー
・
ガ
ッ
ト
・
メ
ー
ル
』
な
ど
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
で
知
ら
れ
る
ノ
ー
ラ
・

エ
フ
ロ
ン
の
諸
作
品
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
時
代
の
女
性
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
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い
る
か
を
辿
っ
て
い
く
。
エ
フ
ロ
ン
の
描
く
女
性
た
ち
は
、
恋
愛
や
結
婚
を
自
己
選
択
・
自
己
実
現
の
対
象
と
す
る

個
人
主
義
者
で
あ
る
。
恋
愛
・
結
婚
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
実
践
と
し
て
批
判
し
て
き
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
面
影
は
、

も
は
や
そ
こ
に
は
な
い
。
し
か
し
、
ロ
マ
ン
ス
と
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
両
立
さ
せ
る
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
の
姿
は
、
あ
く
ま

で
理
想
的
な
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
、
映
画
的
な
願
望
充
足
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
、
筆
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
エ
フ
ロ
ン

の
作
品
は
つ
ね
に
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
以
降
の
解
放
が
、
自
己
責
任
の
ネ
オ
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
と
容
易
に
転
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
想
起
さ
せ
る
瞬
間
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
エ
フ
ロ
ン
の
脱

政
治
的
な
ロ
マ
ン
ス
は
、
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
直
面
し
て
い
る
ア
ポ
リ
ア
を
提
起
す
る
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な

テ
ク
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

塚
田
幸
光
は
、「
プ
ー
ル
」
の
表
象
と
リ
ン
ク
さ
せ
つ
つ
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
お
け
る
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
変

遷
を
辿
っ
て
い
く
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
黄
金
期
の
三
〇
年
代
、
プ
ー
ル
は
恐
慌
時
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
的
理
想
の
イ
コ

ン
と
し
て
機
能
、
そ
れ
は
『
タ
ー
ザ
ン
』
映
画
に
も
反
映
さ
れ
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
河
は
プ
ー
ル
の
隠
喩
と
な
り
、
安

全
と
快
適
さ
へ
の
欲
望
の
表
象
と
化
し
て
い
く
。
そ
れ
に
呼
応
し
て
タ
ー
ザ
ン
の
身
体
も
、
文
化
的
か
つ
多
分
に
優

生
学
的
な
「
健
全
性
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
眼
差
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
以
降
、
ニ
ュ
ー
シ
ネ
マ
の

時
代
に
入
る
と
、
男
性
は
性
／
政
治
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
喪
失
し
、
そ
の
身
体
は
ロ
ー
ラ
・
マ
ル
ヴ
ィ
言
う
と
こ
ろ

の
視
線
の
政
治
学
の
生
贄
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
異
色
の
ニ
ュ
ー
シ
ネ
マ
『
泳
ぐ
ひ
と
』
で
晒
さ
れ
る
の
は
ワ
イ
ズ

ミ
ュ
ラ
ー
の
安
定
し
た
身
体
で
は
な
く
、
バ
ー
ト
・
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
の
老
い
て
震
え
る
巨
体
、
不
安
と
不
能
に
苛
ま

れ
る
ア
メ
リ
カ
の
身
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
プ
ー
ル
は
、
そ
の
朽
ち
た
男
性
の
身
体
を
く
っ
き
り
と
浮
か
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び
上
が
ら
せ
る
映
像
内
の
ス
ク
リ
ー
ン
と
な
っ
て
い
く
。

細
か
い
経
緯
は
忘
れ
た
が
、
本
書
の
出
発
点
は
深
作
欣
二
の
『
解
散
式
』
に
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
鶴
田
浩

二
と
丹
波
哲
郎
が
扮
す
る
古
風
な
ヤ
ク
ザ
が
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
を
背
景
に
ド
ス
を
交
え
る
シ
ー
ン
が
鮮
烈
な
初
期
深

作
映
画
の
傑
作
だ
。
編
者
の
一
人
で
あ
る
村
上
氏
に
こ
の
映
画
の
話
を
し
た
と
き
、「
映
画
、
好
き
な
の
？　

ウ
チ

の
大
学
に
も
中
尾
と
い
う
映
画
に
詳
し
い
ヤ
ツ
が
い
る
か
ら
、
一
度
会
っ
て
み
る
？
」
と
な
り
、
そ
れ
で
は
三
人
で

何
か
を
残
し
ま
し
ょ
う
、
と
な
っ
て
本
書
が
日
の
目
を
見
た
わ
け
で
あ
る
。

映
画
や
本
が
二
〇
世
紀
の
遺
物
と
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
映
画
に
つ
い
て
の
本
を
出
す
こ
と
な
ど
、
そ
れ
こ
そ
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
を
背
景
に
ド
ス
を
交
え
る
の
と
同
じ
く
ら
い
ア
ナ
ク
ロ
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
私

が
二
人
の
前
近
代
的
な
ヤ
ク
ザ
に
名
状
し
が
た
い
意
気
を
感
じ
た
よ
う
に
、
本
書
に
何
か
を
感
じ
て
く
れ
る
読
者
が

い
る
と
信
じ
て
、
さ
あ
い
ざ
活
字
の
ド
ス
を
抜
き
︙
︙
と
い
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
持
ち
込
み
企
画
を
快
諾
、
出
版
ま
で
適
切
に
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
し
て
い
た
だ
い
た

論
創
社
の
松
永
裕
衣
子
さ
ん
に
は
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
改
め
て
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

二
〇
一
六
年
夏

細
谷　

等



　20

核
と
学
の
遭
遇
―
―
『
ダ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
カ
ヴ
ァ
ー
』、
コ
ナ
ン
ト
、
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー

三　

添　

篤　

郎

は
じ
め
に

一
九
五
一
年
、
合
衆
国
政
府
民
間
防
衛
局
︵
Ｆ
Ｃ
Ｄ
Ａ
︶
は
、
九
分
一
五
秒
の
短
編
映
画
『
ダ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・

カ
ヴ
ァ
ー
』︵D
uck and C

over

︶
を
大
々
的
に
公
開
し
た
。
映
画
の
公
開
は
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
初
の
核
実
験
に
成
功
し
た
二
年
後
、
核
機
密
を
合
衆
国
外
に
流
出
さ
せ
た
と
し
て
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー

グ
夫
妻
が
逮
捕
さ
れ
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
核
攻
撃
に
よ
っ
て
本
土
爆
撃
さ
れ
る
可
能
性
は
、
ま
さ
に
現
実
の

も
の
と
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
状
況
下
で
本
映
画
は
、
ソ
連
か
ら
核
弾
頭
が
合
衆
国
本
土
に
飛
ん
で
き
た
際
、

即
座
に
机
の
下
や
塀
な
ど
に
「
逃
げ
て
︵duck

︶」、「
頭
を
覆
っ
て
い
れ
ば
︵cover

︶」、
爆
風
か
ら
も
放
射
能
か
ら



21　核と学の遭遇（三添篤郎）

も
自
衛
で
き
る
こ
と
を
、
高
ら
か
に
強
調
し
た
。
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代
の
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
る
と
、
あ
ま
り
に
滑

稽
で
杜
撰
な
論
理
に
立
脚
し
た
啓
蒙
映
画
で
あ
っ
た
。

し
か
し
物
語
の
滑
稽
さ
は
、『
ダ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
カ
ヴ
ァ
ー
』
の
文
化
的
価
値
が
低
い
こ
と
を
全
く
意
味
し
な

い
。
事
実
は
逆
で
あ
る
。『
六
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
』
で
有
名
な
社
会
学
者
ト
ッ
ド
・
ギ
ト
リ
ン
は
、
学
生
時
代
に
こ

の
映
像
に
則
し
た
避
難
訓
練
を
何
度
も
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
鮮
や
か
に
記
憶
し
て
い
る
︵G

itlin 22-23

︶。
さ
ら
に
ス

タ
ン
リ
ー
・
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
監
督
『
博
士
の
異
常
な
愛
情
』︵D

r. Strangelove or: H
ow

 I L
earned to Stop W

orrying 

and L
ove the B

om
b, 1964

︶
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ユ
ー
モ
ア
を
彷
彿
と
さ
せ
る
核
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
ア
ト
ミ
ッ

ク
・
カ
フ
ェ
』︵T

he A
tom

ic C
afe, 1982

︶
や
、
Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
『
サ
ウ
ス
・
パ
ー
ク
』︵South Park

︶
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

「
火
山
」︵“V

olcano ”, 1997

︶、
そ
し
て
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ス
ピ
ル
バ
ー
グ
監
督
の
最
新
作
『
ブ
リ
ッ
ジ
・
オ
ブ
・
ス

パ
イ
』︵B

ridge of Spies, 2015

︶
に
い
た
る
ま
で
、『
ダ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
カ
ヴ
ァ
ー
』
は
ア
ト
ミ
ッ
ク
・
エ
イ
ジ
の

残
像
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
映
像
の
要
所
で
登
場
し
て
き
た
。
二
〇
〇
四
年
、
ア
メ
リ
カ
議
会
図
書
館
は
、「
一
九

五
〇
年
代
に
何
百
万
人
と
い
う
生
徒
た
ち
に
観
賞
さ
れ
た
」
こ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
映
画
を
、「
文
化
的
・
歴
史
的
・

美
学
的
」
重
要
性
の
高
い
映
像
に
認
定
し
、
映
像
を
半
永
久
的
に
保
護
す
る
「
ア
メ
リ
カ
国
立
フ
ィ
ル
ム
登
録
簿

︵T
he N

ational Film
 R

egistry

︶」
に
、『
ベ
ン
・
ハ
ー
』︵B

en-H
ur, 1959

︶
な
ど
と
と
も
に
選
定
し
た
︵“Saving the 

Silver Screen. ”

︶。
文
化
批
評
家
ト
レ
イ
シ
ー
・
Ｃ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
も
述
べ
る
よ
う
に
、
映
像
の
破
天
荒
さ
と
は
裏
腹

に
、『
ダ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
カ
ヴ
ァ
ー
』
は
戦
後
合
衆
国
の
「
集
団
的
記
憶
」
と
な
っ
て
き
た
︵D

avis 9

︶。

滑
稽
極
ま
り
な
い
本
短
編
映
画
が
、
国
家
的
価
値
を
持
ち
え
て
し
ま
う
事
実
を
、
素
直
に
受
け
止
め
る
こ
と
は
難
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