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は
じ
め
に
⒡
⒢
な
ぜ
今
、
優
生
保
護
法
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か

　
優
生
保
護
法
に
よ
る
強
制
的
な
不
妊
手
術
を
受
け
た
二
人
の
女
性
が
、
子
ど
も
を
生
み
育
て
る
か
ど
う
か
を
自

ら
が
決
め
る
権
利
、
す
な
わ
ち
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
権
が
国
に
よ
り
奪
わ
れ
た
と
し
て
国
家
賠
償
を
求
め
て
い
た

訴
訟
に
対
し
、
二
棚
一
九(

令
和
一)

年
五
月
二
八
日
、
仙
台
地
方
裁
判
所
は
、
優
生
保
護
法
は
幸
福
追
求
権
を
保

障
し
た
日
本
国
憲
法
第
一
三
条
に
違
反
し
て
い
た
と
認
め
つ
つ
も
、
議
員
立
法
と
し
て
優
生
保
護
法
を
可
決
し
、

そ
の
後
、
何
度
も
改
正
し
て
き
た
国
会
の
立
法
不
作
為
の
責
任
は
認
め
ず
、
原
告
へ
の
賠
償
も
否
定
す
る
判
決
を

下
し
ま
し
た
。
優
生
保
護
法
は
違
憲
だ
が
、
国
に
は
そ
の
法
の
下
で
強
制
し
た
不
妊
手
術
に
つ
い
て
は
賠
償
す
る

責
任
は
な
い
と
い
う
、
わ
た
く
し
の
よ
う
な
法
律
の
素
人
に
は
理
解
し
が
た
い
判
決
で
し
た
。

　
判
決
の
直
前
の
四
月
二
四
日
、
国
会
で
は
、
超
党
派
の
議
員
立
法
「
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を

受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
」
が
可
決
成
立
し
、
優
生
保
護
法
に
よ
り
本
人
の
意
思
で

は
な
く
不
妊
手
術
を
受
け
た
ひ
と
び
と
に
一
律
三
二
棚
万
円
の
「
一
時
金
」
を
支
給
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
国
会
が
自
ら
の
責
任
を
認
め
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
は
国
会
の
責
任

も
否
定
し
た
の
で
す
。

　
二
棚
棚
一(

平
成
一
三)

年
五
月
一
一
日
、
熊
本
地
方
裁
判
所
は
、
ら
い
予
防
法
に
よ
り
強
制
隔
離
さ
れ
た
ハ
ン

セ
ン
病
回
復
者
の
訴
え
に
対
し
、
ら
い
予
防
法
を
違
憲
と
認
め
た
う
え
で
、
国
会
の
立
法
不
作
為
の
責
任
を
指
摘

し
、
国
に
謝
罪
と
賠
償
を
命
じ
る
判
決
を
下
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
二
棚
一
九
年
六
月
二
八
日
に
は
、
熊
本
地
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裁
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
、
回
復
者
の
家
族
に
対
し
て
も
強
制
隔
離
政
策
に
よ
る
被
害
を
認
め
、
国
に
賠
償
を
命

じ
る
判
決
を
下
し
て
い
ま
す
。
ら
い
予
防
法
を
め
ぐ
る
熊
本
地
裁
の
二
つ
の
裁
判
と
優
生
保
護
法
を
め
ぐ
る
仙
台

地
裁
の
裁
判
に
は
、
特
定
の
障
害
者
や
病
者
に
対
し
て
違
憲
の
法
律
に
よ
り
な
さ
れ
た
人
権
侵
害
へ
の
国
の
賠
償

を
求
め
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
ま
し
た
が
、
判
決
は
大
き
く
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
仙
台
地

裁
の
判
決
は
国
に
お
も
ね
っ
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
け
れ
ど
も
、
仙
台
地
裁
判
決
が
優
生
保
護
法
を
憲
法
違
反
の
法
律
で
あ
っ
た
と
明
言
し
た
こ
と
は
重
要
で
す
。

な
ぜ
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
高
く
う
た
い
あ
げ
た
日
本
国
憲
法
の
下
で
、
障
害
者
や
病
者
の
生
命
の
価
値
を
軽

ん
じ
る
優
生
思
想
に
基
づ
く
違
憲
の
法
律
が
国
会
で
可
決
さ
れ
、
国
と
自
治
体
は
そ
の
法
律
の
下
に
、
特
定
の
障

害
者
、
病
者
に
不
妊
手
術
を
強
制
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、
一
九
九
六
年
ま
で
優
生
保
護
法
は
維
持
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
ま
さ
に
、
民
主
主
義
の
時
代
と
認
識
さ
れ
て
き
た
戦
後
史
そ
の
も
の
に
対
す
る
歴
史
的
検
証
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
優
生
保
護
法
の
論
理
に
は
、
二
棚
一
六
年
七
月
二
六
日
に
相
模
原
市
の
知
的
障
害
者
施
設
で
起
き
た
入
所
者
へ

の
大
虐
殺
事
件
の
容
疑
者
の
考
え
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
相
模
原
事
件
は
あ
ま
り
に
極
端

で
は
あ
り
ま
す
が
、
知
的
障
害
者
の
存
在
を
生
き
る
価
値
が
な
い
生
命
と
断
じ
た
考
え
は
優
生
保
護
法
の
趣
旨
そ

の
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
ナ
チ
ス
の
思
想
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
書
く
と
、

そ
れ
は
い
た
ず
ら
に
優
生
保
護
法
と
ナ
チ
ズ
ム
を
結
び
付
け
る
一
面
的
な
主
張
だ
と
反
論
さ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
意
見
を
お
持
ち
の
方
も
、
本
書
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
わ
た
く
し
の
考
え

を
少
し
は
ご
理
解
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

3 はじめに



　
本
書
で
は
、
日
本
に
お
け
る
優
生
思
想
の
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
市い
ち

野の

川か
わ

容や
す

孝た
か

さ
ん
、
松
原
洋
子
さ
ん
を
は

じ
め
、
多
く
の
生
命
倫
理
、
科
学
史
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
な
ど
の
研
究
者
の
方
々
の
す
ぐ
れ
た
研
究
を
学
ば
せ
て
い

た
だ
く
な
か
で
、
日
本
近
現
代
史
研
究
者
で
あ
る
わ
た
く
し
の
見
解
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
書
は

優
生
保
護
法
の
通
史
を
述
べ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
目
的
は
松
原
さ
ん

や
市
野
川
さ
ん
、
そ
し
て
、
今
、
も
っ
と
も
精
力
的
に
優
生
保
護
法
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
利と
し

光み
つ

惠け
い

子こ

さ
ん

ら
の
お
仕
事
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
く
し
が
本
書
で
追
究
し
た
い
課
題
は
、
優
生
保
護
法
を
成
立
さ

せ
、
五
棚
年
近
く
も
維
持
し
た
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。
わ
た
く
し
は
、
そ

の
論
理
こ
そ
㍎
公
益
㌢
に
よ
る
人
権
侵
害
の
正
当
化
だ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
論
理
は
過
去
だ
け
で

は
な
く
、
現
在
、
そ
し
て
将
来
の
日
本
の
民
主
主
義
を
危
う
く
す
る
論
理
だ
と
も
考
え
て
い
ま
す
。
優
生
保
護
法

か
ら
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
を
問
い
直
す
、
そ
れ
こ
そ
が
、
今
、
わ
た
く
し
が
直
面
す
る
新
た
な
研
究
課
題
で
あ

り
、
本
書
は
小
さ
な
も
の
で
す
が
、
そ
の
た
め
の
第
一
歩
で
も
あ
り
ま
す
。
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１
　
優
生
保
護
法
に
至
る
前
史

優
生
思
想
の
流
入

　
特
定
の
障
害
者
や
病
者
を
「
不
良
」
な
存
在
と
断
定
し
、
不
妊
手
術
を
強
制
し
て
そ
の
子
孫
を
断
つ
と
い
う
考

え
方
は
優
生
思
想
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
優
生
思
想
が
国
民
の
な
か
に
浸
透
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
優
生

保
護
法
は
成
立
し
ま
し
た
。
一
九
四
八(

昭
和
二
三)

年
に
成
立
し
た
優
生
保
護
法
に
は
そ
の
よ
う
な
前
史
が
あ
り

ま
す
。
ま
ず
、
そ
こ
か
ら
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
優
生
思
想
と
は
、
進
化
論
を
唱
え
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
い
と
こ
に
あ
た
る
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ゴ
ル
ト

ン
が
、
一
九
世
紀
半
ば
の
イ
ギ
リ
ス
で
提
唱
し
た
も
の
で
、
人
為
的
に
優
秀
な
子
孫
を
生
む
こ
と
に
よ
り
、
国
家
、

民
族
が
発
展
す
る
と
い
う
考
え
で
す
。
優
秀
な
男
女
が
子
ど
も
を
つ
く
り
、
優
秀
な
素
質
を
遺
伝
さ
せ
る
こ
と
が

理
想
で
す
が
、
そ
れ
は
難
し
い
の
で
、
現
実
的
に
は
遺
伝
的
に
「
劣
等
」
と
さ
れ
る
ひ
と
び
と
に
は
子
ど
も
を
つ

く
ら
せ
な
い
と
い
う
方
向
に
向
か
い
ま
し
た
。
優
生
思
想
は
、
明
治
維
新
の
頃
、
進
化
論
と
と
も
に
日
本
に
流
入

し
ま
し
た
。

　
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
は
、
一
八
七
七(

明
治
一
棚)
年
に
来
日
し
、
大
森
貝
塚
を
発
見
し
た
こ
と
で
有
名
な
ア

メ
リ
カ
の
動
物
学
者
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
に
よ
り
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
東
京
大
学
で
モ
ー
ス
の
講
義
を
聴
い
た

若
き
日
の
石
川
千
代
松(

の
ち
東
京
帝
国
大
学
教
授
、
動
物
学
者)

は
、
モ
ー
ス
が
人
類
の
戦
争
に
も
進
化
論
を
適
用

5 1　優生保護法に至る前史



し
「
脳
ヲ
労
ス
ル
モ
ノ
」
の
優
越
性
を
指
摘
し
た
と
述
べ
て
い
ま
す(

『
動
物
進
化
論
』
一
八
八
三
年)

。
こ
の
モ
ー

ス
の
講
義
は
、
人
類
も
生
物
で
あ
る
か
ら
進
化
す
る
優
秀
な
人
類
と
進
化
で
き
ず
滅
び
ゆ
く
人
類
が
あ
る
と
い
う

内
容(

社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム)

で
あ
り
、
当
時
福
沢
諭
吉
や
加
藤
弘
之
ら
が
唱
え
た
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
自

由
・
平
等
で
あ
る
と
い
う
「
天て
ん

賦ぷ

人
権
思
想
」
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
天
賦
人
権
論
を
紹
介
し
た
加

藤
は
、
進
化
論
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
天
賦
人
権
論
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
遺
伝
的
素
質
に
よ
り
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
能
力
に
差
が
あ
り
、
平
等
で
は
な
い
と
い
う

認
識
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
い
か
に
、
優
秀
な
日
本
人
を
つ
く
る
か
、
そ
れ
は
医
学
、
遺
伝
学
の
課
題
と
も
な
り
、

こ
こ
に
、
優
生
思
想
を
受
容
す
る
背
景
が
形
成
さ
れ
た
の
で
す
。

優
生
思
想
の
広
が
り
と
賀
川
豊
彦

　
優
生
思
想
は
、
一
九
一
棚
年
代
の
日
本
で
さ
ら
な
る
広
が
り
を
見
せ
ま
す
。
海
外
で
も
著
名
な
近
代
日
本
の
キ

リ
ス
ト
教
指
導
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
賀か

川が
わ

豊
彦
は
、
牧
師
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
運
動
、
農
民
運
動
、
水

平
社
運
動(

被
差
別
部
落
解
放
運
動)

な
ど
の
社
会
運
動
に
も
深
く
か
か
わ
り
、
ま
た
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
へ
の
「
救
き
ゅ
う

癩ら
い

」
運
動
の
先
駆
者
と
も
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
、
社
会
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
特
に
、
一
九
棚
九(

明
治
四
二)

年
か
ら
神
戸
市
の
被
差
別
部
落
に
隣
接
す
る
ス
ラ
ム
新し
ん

川か
わ

で
伝
道
に
従
事

し
た
こ
と
は
、
賀
川
の
社
会
問
題
と
の
関
わ
り
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　
第
一
次
世
界
大
戦
の
渦
中
に
あ
っ
た
一
九
一
五(

大
正
四)
年
、
賀
川
は
新
川
に
お
け
る
経
験
を
基
に
執
筆
し
た

『
貧
民
心
理
の
研
究
ⅴ(

警
醒
社
書
店)

を
刊
行
し
ま
す
。
貧
困
問
題
の
原
因
と
そ
の
解
決
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
を
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記
し
た
こ
の
書
の
な
か
で
、
賀
川
は
、
貧
困
の
原
因
と
し
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
と
「
不
幸
な
る
結
婚
」
を
あ

げ
、
後
者
に
つ
い
て
「
早
婚
、
姦
通
、
悪
質
者
の
婚
姻
、
血
族
結
婚
、
思
慮
な
き
結
婚
、
そ
の
他
貧
民
窟
に
多
く

見
る
肉
慾
の
為
め
の
交
接
」
と
具
体
的
に
事
例
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
重
視
し
た
い
の
は
「
悪
質
者
の
婚

姻
」
で
す
。

　
賀
川
に
と
り
「
悪
質
者
」
と
は
、
ま
ず
、
知
的
障
害
者
・
精
神
障
害
者
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
犯
罪
者
も
ま
た
「
血
族
血
統
を
有
し
て
居
る
」
と
し
て
「
悪
質
者
」
に
数
え
、
被
差
別
部
落

の
住
民
も
ま
た
犯
罪
者
が
多
い
と
い
う
偏
見
に
満
ち
た
理
由
か
ら
「
日
本
人
の
退
化
種
」「
日
本
帝
国
中
の
犯
罪

種
族
」「
日
本
の
売
春
種
族
」
と
呼
び
、「
悪
質
者
」
と
み
な
し
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
者
や
性
感
染
症
の
梅
毒
患
者
も
「
悪
質
者
」
に
含
め
、
こ
れ
ら
の
「
悪
質
者
」

を
一
掃
し
、
貧
困
問
題
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
「
人
種
改
良
」
を
あ
げ
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
賀
川
が
言
う
「
人
種
改
良
」
と
は
、「
悪
質
者
」
と
断
定
さ
れ
た
ひ
と
び
と
か
ら
手
術
に
よ
り
生
殖
機

能
を
奪
う
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
、
強
制
不
妊
手
術
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
悪
質
者
」
に
不
妊
手
術
を

お
こ
な
い
、
子
孫
を
断
つ
と
い
う
優
生
政
策
の
実
施
、
賀
川
は
そ
れ
こ
そ
が
貧
困
問
題
の
有
効
な
解
決
策
と
考
え

ま
し
た
。
賀
川
の
貧
困
問
題
へ
の
認
識
の
根
底
に
は
明
ら
か
に
優
生
思
想
が
あ
り
ま
し
た
。

不
妊
手
術
と
ハ
ン
セ
ン
病

　
賀
川
が
『
貧
民
心
理
の
研
究
』
を
執
筆
し
た
当
時
、
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
生
理
学
教
室
の
永な
が

井い

潜
ひ
そ
む

や
社
会

事
業
家
の
海う
ん

野の

幸ゆ
き

徳の
り

、
さ
ら
に
は
内
務
省
衛
生
局
技
師
の
氏う
じ

原は
ら

佐す
け

蔵ぞ
う

ら
に
よ
り
、
同
様
に
「
悪
質
者
」
へ
の
不
妊
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手
術
の
必
要
が
叫
ば
れ
、
優
生
政
策
の
実
施
を
求
め
る
論
議
が
起
こ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
に
は
、
不
妊
手
術

を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
欧
米
に
対
し
て
、
人
口
の
質
・
量
の
両
面
で
優
位
に
立
ち
た

い
と
い
う
願
望
が
あ
り
ま
し
た
。
す
で
に
、
ア
メ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
州
で
は
州
法
と
し
て
不
妊
手
術
が
開
始
さ

れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
彼
ら
は
日
本
で
も
早
く
実
施
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。
優
生
思
想
は
実
行
の

段
階
へ
、
す
な
わ
ち
優
生
政
策
へ
の
道
を
歩
み
は
じ
め
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
あ
る
東
京
の
全ぜ
ん

生せ
い

病
院(

現
多
磨
全ぜ

ん

生し
ょ
う園え
ん

)

で
、
す
べ
て

の
患
者
を
生
涯
に
わ
た
り
強
制
隔
離
す
る
と
い
う
絶
対
隔
離
政
策
の
推
進
役
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
院
長
の
光み
つ

田だ

健け
ん

輔す
け

が
男
性
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
へ
の
不
妊
手
術
を
開
始
し
た
の
も
、『
貧
民
心
理
の
研
究
』
刊
行
の
年
、
す
な

わ
ち
一
九
一
五(

大
正
四)
年
で
し
た
。

　
一
九
二
七(

昭
和
二)

年
、
賀
川
は
、「
吾
等
は
優
良
な
る
民
族
と
し
て
、
得
々
白
人
と
対
決
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
」
と
嘆
き
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
「
癩
病
人
は
増
加
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
い
う
事
象
を
あ
げ
て
い
ま
す(

「
新

日
本
の
証
言
」『
火
の
柱
』
一
二
号
、
一
九
二
七
年
二
月)

。
優
生
政
策
の
実
施
に
よ
り
、
日
本
人
の
知
力
・
精
神
力
・

体
力
を
欧
米
人
に
対
抗
し
う
る
「
優
良
な
る
民
族
」
の
水
準
に
高
め
る
た
め
に
、
賀
川
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の

一
掃
を
求
め
、「
私
が
何
故
癩
病
問
題
に
喧や
か
まし
く
云
ふ
か
と
云
へ
ば
、
そ
れ
は
国
民
の
社
会
的
能
率
を
上
げ
る
為

に
云
ふ
の
で
あ
る
」
と
明
言
し
て
い
る
よ
う
に(

「
社
会
問
題
と
し
て
見
た
る
癩
病
絶
滅
運
動
」『
雲
の
柱
』
六
巻
三
号
、

一
九
二
七
年
三
月)

、
賀
川
の
目
を
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
向
か
わ
せ
た
遠
因
も
彼
の
優
生
思
想
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

賀
川
は
、
光
田
健
輔
を
擁
し
て
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
る
「
救
癩
」
団
体
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
を
組
織
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者

の
絶
対
隔
離
政
策
を
支
え
て
い
き
ま
す
。
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ま
た
、
一
九
二
二(

大
正
一
一)

年
三
月
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ン
ガ
ー
の
来
日
を
機
に
、
日
本
で
も
山や
ま

本も
と

宣せ
ん

治じ

や
安あ

部べ

磯い
そ

雄お

ら
に
よ
り
産
児
調
節
運
動
が
開
始
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
運
動
に
は
計
画
的
な
出
産
に
よ
り
労
働
者
家

庭
の
生
活
を
守
り
、
女
性
の
健
康
も
守
る
と
い
う
目
的
だ
け
で
は
な
く
、「
不
良
児
」
を
生
ま
な
い
と
い
う
優
生

思
想
に
基
づ
く
目
的
も
あ
り
ま
し
た
。
優
生
思
想
は
、
思
想
信
条
を
越
え
て
、
社
会
に
広
ま
っ
て
い
た
と
言
え
ま

す
。

ナ
チ
ス
の
優
生
思
想
と
不
妊
手
術

　
こ
う
し
た
な
か
、
一
九
三
三(

昭
和
八)

年
一
月
、
ド
イ
ツ
で
は
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が
首
相
と
な
り
ナ
チ
ス

の
政
権
が
成
立
し
ま
す
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
同
年
に
遺
伝
性
疾
患
子
孫
防
止
法
を
公
布
し
、
遺
伝
性
と
断
定
さ
れ
た

障
害
者
、
病
者
へ
の
強
制
不
妊
手
術
を
開
始
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
直
後
の
一
九
三

九
年
九
月
、
い
わ
ゆ
る
Ｔ
４
計
画
を
発
動
し
、
精
神
障
害
者
、
知
的
障
害
者
ら
に
対
す
る
大
量
虐
殺
を
開
始
し
ま

す
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
劣
等
な
民
族
と
決
め
つ
け
た
ユ
ダ
ヤ
人
、
ロ
マ
、
さ
ら
に
は
同
性
愛
者
ら
へ
の
大
量
虐

殺
が
起
こ
さ
れ
ま
す
。
ナ
チ
ス
の
政
策
は
あ
ま
り
に
極
端
と
は
い
え
、
優
生
思
想
は
こ
う
し
た
惨
劇
を
も
た
ら
す

危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。

　
ナ
チ
ス
政
権
が
遺
伝
性
疾
患
子
孫
防
止
法
を
公
布
し
た
こ
と
に
刺
激
さ
れ
、
翌
年(

一
九
三
四
年)

に
は
、
日
本

で
も
民
族
優
生
保
護
法
案
が
一
部
の
議
員
に
よ
り
議
会
に
上
程
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
三
一
年
に
柳
条
湖
事
件
に
よ

り
関
東
軍
が
中
国
東
北
地
方
の
「
満
洲
」
を
占
領
す
る
満
洲
事
変
が
起
こ
り
、
翌
年
「
満
洲
国
」
を
建
国
、
そ
し

て
、
一
九
三
三
年
、
日
本
は
国
際
連
盟
に
脱
退
を
通
告
し
ま
す
。
日
本
が
戦
争
の
道
を
突
き
進
ん
で
い
る
と
き
で
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し
た
。

　
民
族
優
生
保
護
法
案
は
ナ
チ
ス
の
法
を
ほ
ぼ
直
訳
し
た
よ
う
な
粗
雑
な
法
案
で
、
こ
の
と
き
は
、
成
立
し
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
日
本
民
族
衛
生
学
会
が
法
案
作
成
を
主
導
し
、
よ
り
完
成
度
の
高
い
日
本
独
自
の
法
案

が
つ
く
ら
れ
、
何
度
も
議
会
に
上
程
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
過
程
を
重
視
し
、
日
本
の
優
生
法
案
は
、
ド

イ
ツ
の
法
律
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、
ナ
チ
ス
の
政
策
と
の
関
連
を
軽
視
す
る
見
方
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、

ナ
チ
ス
の
法
律
の
公
布
を
契
機
に
、
日
本
で
も
優
生
法
案
が
具
体
化
し
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
軽
視
し
た
見
解

と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

全
面
戦
争
下
に
お
け
る
国
民
優
生
法
の
成
立

　
一
九
三
七(

昭
和
一
二)
年
、
盧
溝
橋
事
件
を
機
に
日
本
は
中
国
と
の
全
面
戦
争
に
突
入
し
ま
す
。
こ
う
し
た
な

か
、
強
い
国
民
、
強
い
兵
士
を
求
め
る
国
民
体
力
の
強
化
が
重
要
な
政
策
と
な
り
、
ま
た
、
人
口
こ
そ
国
力
と
い

う
考
え
方
か
ら
国
民
に
多
産
が
求
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
人
口
の
増
加
を
求
め
る
と
は
い
え
、
弱

い
国
民
が
増
え
て
は
困
る
と
い
う
こ
と
か
ら
優
生
政
策
が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
国
民
体
力
強
化
、
多
産
政
策
と
優

生
政
策
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
な
か
で
、
議
員
立
法
で
は
な
く
政
府
提
案
の
法
案
と
し
て
一
九
四
棚
年
、
徴
兵
以
前
の
男
子
の
体
力
強
化

と
結
核
予
防
を
目
的
と
し
た
国
民
体
力
法
と
と
も
に
国
民
優
生
法
が
成
立
し
、
遺
伝
性
と
み
な
さ
れ
た
障
害
者
、

病
者
へ
の
不
妊
手
術
が
実
施
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
手
術
は
任
意
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
ま
し
た

が
、
本
人
が
一
八
歳
未
満
か
心し
ん

神し
ん

耗こ
う

弱じ
ゃ
く者し
ゃの
場
合
は
、
父
母
や
配
偶
者
な
ど
の
申
請
だ
け
で
手
術
は
可
能
と
さ
れ
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