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）

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
周
知
の
と
お
り
、
地
球
上
で
人
・

物
・
カ
ネ
が
国
境
を
越
え
て
自
由
に
動
き
回
り
、
世
界
全
体
が
障
壁

の
な
い
市
場
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
く
現
象
で
あ
る
。
こ
こ
四
半
世

紀
以
上
ほ
ぼ
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
拡
大
し
て
き
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
が
、
本
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に

抑
え
ら
れ
、
急
停
止
し
て
い
る
。

た
し
か
に
一
昨
年
か
ら
、
米
中
貿
易
摩
擦
な
ど
の
影
響
で
世
界
の

財
・
サ
ー
ビ
ス
貿
易
量
が
や
や
減
速
・
減
少
し
て
は
い
た
が
、
こ
の

度
の
コ
ロ
ナ
・
シ
ョ
ッ
ク
が
も
た
ら
す
変
化
は
そ
の
比
で
は
あ
る
ま

い
。
な
に
し
ろ
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
経
済
活
動

の
ロ
ー
カ
ル
な
循
環
を
失
っ
た
世
界
の
弱
点
―
―
先
進
国
の
脱
工
業

化
、
緊
縮
経
済
に
よ
る
医
療
イ
ン
フ
ラ
の
脆
弱
化
、
製
造
業
サ
プ
ラ

イ
チ
ェ
ー
ン
の
分
断
な
ど
―
―
が
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
状
況
の
二
〇
二
〇
年
四
月
下
旬
、
人
類
学
者
・
歴
史
家
の

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
が
、フ
ラ
ン
ス
の
ニ
ュ
ー
ズ
マ
ガ
ジ
ン
『
レ

ク
ス
プ
レ
ス
』
誌
の
求
め
に
応
じ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、「
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
下
っ
た
最
後
の
審
判

だ
」
と
断
定
し
た１ 

。

ト
ッ
ド
は
、
世
界
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
の
間
で
圧
倒
的

に
優
勢
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
を
、
す
な
わ
ち
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
を
幸
い
な
も
の
と
し
て
肯
定
し
、推
進
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、

か
れ
こ
れ
三
〇
年
ほ
ど
も
前
か
ら
批
判
し
続
け
て
き
た
。
彼
の
胸
中

に
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
奇
貨
と
し
て
各
国
と
も
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ

ー
シ
ョ
ン
へ
の
（
盲
信
と
い
う
よ
り
も
）
逃
走
を
や
め
る
べ
き
だ
と
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の
思
い
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

本
稿
は
、
該
博
な
知
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
ト
ッ
ド
の
グ
ロ
ー
バ
リ

ズ
ム
批
判
の
全
貌
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
所

見
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

Ⅰ
．
ト
ッ
ド
の
ス
タ
ン
ス
、
視
座
、
方
法

ま
ず
、
ト
ッ
ド
の
知
識
人
と
し
て
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
を
確
認
し
、

続
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
考
察
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム

を
論
じ
る
と
き
の
彼
の
視
座
と
方
法
を
見
て
お
き
た
い
。

ト
ッ
ド
は
フ
ラ
ン
ス
屈
指
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
、

誰
に
も
遠
慮
し
な
い
直
言
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
の

観
念
を
先
行
さ
せ
る
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
歴
史
研

究
者
、
社
会
科
学
者
と
し
て
、
い
わ
ば
、
正
義
よ
り
も
真
実
に
仕
え

て
い
る
。
同
時
代
と
向
か
い
合
う
場
合
も
、
彼
は
価
値
中
立
的
な
研

究
者
と
し
て
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
考
察
し
、
診
断
を
下

し
、
可
能
な
範
囲
で
中
期
的
未
来
を
予
測
す
る
。

そ
の
上
で
、
科
学
者
も
市
民
に
は
違
い
な
い
の
で
、
ト
ッ
ド
は
、

公
共
空
間
で
自
ら
の
主
観
に
基
づ
く
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
を
控
え

は
し
な
い
。
こ
れ
は
社
会
参
加
・
政
治
参
加
で
あ
り
、
科
学
的
真
実

の
探
究
と
は
異
質
の
行
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
際
に
、
彼

が
自
分
の
意
見
を
科
学
の
帰
結
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
／
騙
る
こ

と
は
な
い
。
尤
も
、
そ
れ
で
い
て
、
彼
の
意
見
は
非
常
に
し
ば
し
ば
、

一
般
人
に
と
っ
て
は
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
よ
う
な
科
学
的
事
実
を
土

台
に
し
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
の
ト
ッ
ド
の
発
言
に
独
特
の
説

得
力
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
基
本
的
に
経
済
現
象
で
あ

る
。
一
方
、
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
は
経
済
学
者
で
は
な
い
。
そ

れ
な
ら
ト
ッ
ド
は
、
専
門
領
域
外
に
口
を
出
す
門
外
漢
な
の
だ
ろ
う

か
。こ

の
疑
問
に
関
し
て
は
、
ト
ッ
ド
が
口
を
出
す
対
象
が
経
済
現
象

で
あ
っ
て
、経
済
学
で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ト
ッ
ド
は
、
一
般
に
経
済
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
現
象

に
、
し
ば
し
ば
経
済
学
の
外
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
彼
が
歴
史
家

で
あ
り
、
人
類
学
者
で
あ
る
か
ら
自
ず
か
ら
そ
う
な
る
の
だ
と
も
い

え
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

と
も
あ
れ
、
ま
ず
は
、
彼
が
マ
ク
ロ
経
済
学
や
経
済
史
に
も
通
じ

て
お
り
、
そ
の
方
面
を
参
照
し
た
り
、
論
じ
た
り
し
な
い
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

た
と
え
ば
、
国
家
に
よ
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
調
整
手
段
と
し
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て
の
保
護
主
義
、
自
由
主
義
経
済
理
論
の
一
つ
と
し
て
の
保
護
主
義

を
推
奨
す
る
と
き
に
は
、
ト
ッ
ド
は
好
ん
で
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
リ

ス
ト
（
一
七
八
九
〜
一
八
四
六
年２

）
を
引
用
す
る
し
、
二
〇
〇
八
年

発
表
の
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
以
後３

』
で
は
、
当
時
の
世
界
経
済
危
機
の

真
の
原
因
が
、
行
き
過
ぎ
た
自
由
貿
易
に
よ
る
世
界
全
体
の
需
要
縮

小
に
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
、「
協
調
的
保
護
主
義
」
を
提
唱
し
た
。

ま
た
折
々
に
、
南
北
戦
争
後
の
米
国
の
産
業
的
離
陸
や
十
九
世
紀
末

の
ド
イ
ツ
の
そ
れ
が
両
国
に
よ
る
保
護
主
義
の
選
択
の
お
蔭
だ
っ
た

こ
と
に
言
及
し
た
り
、
保
護
主
義
が
戦
争
を
導
く
と
い
う
紋
切
り
型

の
議
論
を
歴
史
的
考
察
に
よ
っ
て
打
破
し
た
り
も
し
て
い
る
。

以
上
、
念
押
し
を
し
た
上
で
、
や
は
り
次
の
点
を
強
調
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

人
間
社
会
の
理
解
を
め
ざ
す
と
き
、
そ
の
対
象
が
経
済
現
象
で

あ
っ
て
も
、
ト
ッ
ド
が
主
に
活
用
す
る
の
は
、
彼
の
専
門
領
域
で

あ
る
人
類
学
、
歴
史
人
口
学
、
社
会
学
の
知
見
だ
。
よ
り
具
体
的

か
つ
特
定
的
に
は
、
一
九
九
九
年
刊
行
の
『
世
界
の
多
様
性４

』
や
、

二
〇
一
一
年
の
『
家
族
シ
ス
テ
ム
の
起
源
』
第
一
巻５

を
は
じ
め
と
す

る
浩
瀚
な
学
術
書
を
と
お
し
て
、
彼
自
身
が
そ
の
科
学
的
な
正
し
さ

と
的
確
性
を
確
立
し
て
き
た
歴
史
的
法
則
や
、
分
析
格
子
や
、
い
く

つ
か
の
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
る
。

こ
の
認
識
方
法
を
総
合
的
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
か
、
領
域
横
断
的
ア

プ
ロ
ー
チ
だ
と
か
呼
ぶ
こ
と
に
、
さ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
と
は
思
わ
な

い
。
そ
れ
よ
り
重
要
な
の
は
、
次
の
一
点
で
あ
ろ
う
。

実
は
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
は
、
人
類
学
に
立
脚
す
る
が
ゆ
え

に
、
経
済
学
を
特
権
化
す
る
通
俗
的
唯
物
論
の
社
会
観
に
反
し
て
、

ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
に
も
反
し
て
、
経
済
を
人
間
集
団
の
さ

ま
ざ
ま
な
営
み
の
下
部
構
造
と
は
見
做
さ
な
い
。
そ
し
て
、
経
済
に

固
有
の
普
遍
的
法
則
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
、
下
部
構
造

で
な
い
経
済
の
実
態
を
経
済
学
だ
け
で
理
解
で
き
る
わ
け
が
な
い
と

考
え
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
経
済
は
明
ら
か
に
上
部
構
造
だ
と
い
う
の
が
、

人
類
学
者
ト
ッ
ド
の
確
信
だ
。
彼
は
経
済
活
動
を
人
間
集
団
の
〝
意

識
〞
の
次
元
に
位
置
づ
け
、
ち
ょ
う
ど
個
人
の
意
識
が
下
意
識
に
方

向
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
集
団
の
場
合
も
、
意
識
的
な
活
動
は
、
教

育
を
含
む
社
会
文
化
的
要
素
の
次
元
で
あ
る
〝
下
意
識
〞
に
影
響
さ

れ
る
と
見
る
。
し
か
も
、
下
意
識
の
下
に
は
〝
無
意
識
〞
が
横
た
わ

っ
て
お
り
、
こ
れ
が
経
済
活
動
を
類
型
化
す
る
と
言
う
。
で
は
、
人

間
集
団
の
無
意
識
に
相
当
す
る
の
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
膨
大

な
歴
史
的
事
例
を
参
照
す
る
ト
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
の
地

域
に
よ
っ
て
多
様
な
人
類
学
的
与
件
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
家
族
シ
ス
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テ
ム
に
由
来
す
る
価
値
観
や
精
神
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
、
自
由
貿
易
と
自
由
貿
易
主
義
を
、

ま
た
よ
り
一
般
的
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム

を
考
察
す
る
と
、
何
が
ど
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

Ⅱ
．
自
由
貿
易
主
義
は
「
平
等
嫌
い
」
に
由
来
す
る

親
日
家
の
Ｅ
・
ト
ッ
ド
は
、
日
本
人
記
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
も

し
ば
し
ば
応
じ
る
。
二
〇
一
九
年
四
月
、
朝
日
新
聞
社
の
「
Ｇ
Ｌ
Ｏ

Ｂ
Ｅ
＋
」と
い
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
彼
の
談
話
の
中
に
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
主
要
な
様
相
で
あ
る
自
由
貿
易
に
関
し

て
、
こ
ん
な
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
。

《
自
由
貿
易
は
格
差
を
拡
大
す
る
道
具
で
は
あ
っ
て
も
、
要
因
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
格
差
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
自
由
貿
易
政
策
が
進
め

ら
れ
る
の
で
す６

》

う
っ
か
り
読
み
落
と
し
か
ね
な
い
あ
っ
さ
り
し
た
言
葉
だ
が
、
こ

こ
で
ト
ッ
ド
は
、
一
つ
目
の
フ
レ
ー
ズ
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
混

同
さ
れ
る
二
つ
の
事
柄
を
峻
別
し
つ
つ
、
一
般
的
に
流
通
し
て
い

る
テ
ー
ゼ
を
退
け
、
そ
の
上
で
二
つ
目
の
フ
レ
ー
ズ
に
よ
り
、
彼
が

思
う
と
こ
ろ
の
自
由
貿
易
の
本
質
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、「
格

差
」
と
は
、
ト
ッ
ド
の
言
葉
な
ら
仏
語
のinégalité

か
英
語
の

inequality

で
あ
り
、日
本
で
昔
は「
不
平
等
」を
訳
し
て
い
た
の
を
、

近
年
な
ぜ
か
「
格
差
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
も

の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
文
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
直

し
て
も
、
文
意
を
損
ね
る
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

《
自
由
貿
易
は
、
①
不
平
等
拡
大
の
手
段
で
は
あ
る
が
、
②
不
平
等

拡
大
の
原
因
で
は
な
く
、
③
自
由
貿
易
政
策
は
不
平
等
を
容
認
す
る

こ
と
で
進
め
ら
れ
る
》

嚙
み
砕
け
ば
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、
①
自
由
貿
易
を
お
こ
な
え
ば
必

然
的
に
国
内
の
経
済
的
不
平
等
が
拡
大
す
る
が
、
②
自
由
貿
易
自
体

が
経
済
的
不
平
等
の
拡
大
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
③

現
実
に
経
済
的
不
平
等
が
拡
大
す
る
の
は
、
自
由
貿
易
政
策
を
採
用

す
る
者
が
そ
の
拡
大
を
容
認
す
る
か
ら
だ
、と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
自
由
貿
易
に
国
内
の
経
済
格
差
を
拡
げ
る
傾
向
が
あ
る
こ

と
は
、
マ
ク
ロ
経
済
理
論
的
に
自
明
だ
し
、
事
実
と
し
て
も
確
認
さ

れ
て
い
る
。
早
い
話
、
自
由
貿
易
を
拡
大
す
れ
ば
、
労
働
力
も
需
要
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も
海
外
に
求
め
や
す
く
な
る
の
で
、
従
来
購
買
力
に
転
じ
る
も
の
と

了
解
さ
れ
て
い
た
賃
金
が
単
な
る
コ
ス
ト
と
見
な
さ
れ
、
労
働
分
配

率
が
押
し
下
げ
ら
れ
や
す
い
。
す
る
と
総
需
要
が
伸
び
ず
、
デ
フ
レ

傾
向
が
深
ま
り
、
経
済
格
差
が
拡
が
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
分
か
り
き

っ
て
い
て
、
簡
単
に
予
測
が
つ
く
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
自
由
世
界
」
各
国
の
指
導
層
は
押
し
並
べ
て
自
由
貿
易
に

前
の
め
り
で
、
国
の
門
戸
開
放
を
推
進
し
て
き
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
な

の
か
？

ト
ッ
ド
の
答
え
は
明
快
だ
。
自
由
貿
易
論
者
た
ち７

自
身
が
―
―
た

と
え
明
晰
な
自
覚
は
な
い
と
し
て
も
―
―
格
差
を
是
と
し
、
欲
し
て

い
る
か
ら
だ
、「
平
等
嫌
い
」
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
帯
び
て
い
る
か

ら
だ
、
と
彼
は
喝
破
す
る
。
自
由
貿
易
を
あ
た
か
も
理
想
の
追
求
の

よ
う
に
求
め
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、
経
済
格
差
を
心
な
ら
ず
も
容
認

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
は
好
ん
で
国
内
に
、
す
な
わ
ち
自
ら
が

帰
属
し
て
い
る
は
ず
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
（
国
民
集
団
）
の
内
部
に
、
ネ

イ
シ
ョ
ン
の
一
体
感
を
損
な
う
要
素
で
あ
る
格
差
を
呼
び
込
ん
で
い

る
の
だ
、
と
。

こ
の
よ
う
に
看
て
取
る
た
め
の
歴
史
的
根
拠
を
、
ト
ッ
ド
が
明
示

し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。一
九
九
八
年
に
上
梓
し
た
著
作『
経

済
幻
想８

』
で
、
彼
は
、
良
く
も
悪
し
く
も
現
代
史
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ

ー
で
あ
る
米
国
の
一
九
六
〇
年
以
降
の
動
向
を
分
析
し
、
一
九
六
三

年
か
ら
七
〇
年
に
か
け
て
と
い
う
早
い
時
期
に
、
米
国
社
会
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
転
換
点
を
見
出
し
た
。
ミ
ル
テ
ィ
ン
グ
ポ
ッ
ト
的
な
普

遍
主
義
的
同
化
の
理
想
か
ら
、
民
族
的
な
差
異
を
超
え
が
た
い
も
の

と
見
る
多
文
化
主
義
に
基
づ
く
サ
ラ
ダ
ボ
ー
ル
的
共
存
の
要
求
へ
の

転
換
点
で
あ
る９

。
年
代
的
に
見
て
、
こ
の
社
会
文
化
次
元
の
変
容
の

方
が
、
い
わ
ゆ
る
経
済
領
域
の
変
化
、
す
な
わ
ち
国
内
の
不
平
等
を

拡
大
す
る
自
由
貿
易
の
徹
底
や
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
新
自
由
主

義
で
始
ま
る
累
進
課
税
率
の
大
幅
な
引
き
下
げ
や
、
本
格
化
す
る
高

所
得
層
の
い
っ
そ
う
の
富
裕
化
よ
り
も
先
立
っ
て
い
た
と
い
う
。

つ
ま
り
、
世
界
に
先
駆
け
て
、
同
世
代
の
国
民
人
口
の
二
〇
％
程

度
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
米
国
の
高
学
歴
層
が
反
普
遍
主
義
的
・

多
文
化
主
義
的
傾
向
に
転
じ
た
の
は
、
米
国
社
会
の
下
意
識
に
発
生

し
た
文
化
的
細
分
化
の
表
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
そ
の
事
実
を

反
映
す
る
よ
う
に
ま
も
な
く
平
等
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
優
位
が

崩
れ
、
自
由
貿
易
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
擡
頭
し
、
自
由
貿
易
が
実
施
さ

れ
、
維
持
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
国
内
の
経
済
的
不
平
等
が
ま
す
ま
す

拡
大
し
た
。
ト
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
の
連
続
展
開
パ
タ
ー
ン
が
、
や

が
て
世
界
の
先
進
各
国
で
、
ロ
ー
カ
ル
な
無
意
識
を
支
配
し
て
い
る

価
値
観
と
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
影
響
を
被
り
な
が
ら
、
多
様
な
ヴ
ァ
リ
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エ
ー
シ
ョ
ン
を
と
も
な
っ
て
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

Ⅲ
．
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
は
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
嫌
い
」
に
由
来
す
る

さ
て
、経
済
が
人
間
の
集
団
生
活
の
下
部
構
造
で
な
い
と
す
れ
ば
、

格
差
社
会
の
第
一
原
因
が
自
由
貿
易
で
な
い
よ
う
に
、
今
日
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
「
お
蔭
だ
」
と
か
、「
せ
い
だ
」
と
か
言
わ
れ

て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
の
第
一
原
因
も
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
で
は
な
い
わ
け
だ
。
つ
ま
り
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
あ
り
き
、

で
は
な
い
わ
け
だ
。
そ
れ
な
ら
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
い
う
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
も

し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
歴
史
の
あ
る
時
期
に
、
何
に
よ
っ
て
グ
ロ

ー
バ
リ
ズ
ム
な
る
も
の
が
生
成
・
擡
頭
し
た
の
か
を
、
経
済
的
要
因

以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
が
そ
の
説
明
を
見
事
に
や
っ
て
の
け

た
の
は
、
一
九
九
八
年
初
版
の
書
『
経
済
幻
想
』
の
第
五
章10

に
お

い
て
で
あ
る
。
邦
語
訳
で
は
、
こ
の
章
の
タ
イ
ト
ル
は
「
不
平

等
へ
の
逆
流
と
国
民
の
分
裂
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
原
典
で
は 

《Retour de l’inégalité et fragm
entation des nations

》
な
の

で
、
む
し
ろ
「
不
平
等
の
再
来
と
国
民
の
細
分
化
」
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

刮
目
に
値
す
る
こ
の
章
で
、
ト
ッ
ド
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら

九
〇
年
に
か
け
て
の
各
国
デ
ー
タ
を
参
照
し
、
こ
の
時
期
に
米
国
、

英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
順
で
国
内
の
経
済
格
差
が
拡
大
し
た

事
実
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
拡
大
が
特
に
急
速
か
つ
大
幅
だ

っ
た
米
国
で
は
、
格
差
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
ド
ク
ト
リ
ン
が
支
配

的
に
な
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
不
平
等
の
事
実
と

教
義11

」
の
出
現
が
、
ト
ッ
ド
の
い
う
「
不
平
等
の
再
来
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
な
ぜ
「
再
来
」
な
の
か
と
い
う
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

か
な
り
の
年
月
に
わ
た
っ
て
経
済
的
不
平
等
の
解
消
が
進
ん
だ
後

に
、
俄
に
戦
前
の
よ
う
な
不
平
等
が
、
不
平
等
正
当
化
の
言
説
を
と

も
な
っ
て
復
活
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ト
ッ
ド
は
こ
の
変
化
を
、「
も
の
ご
と
の
表
面
、
表
層
を
表
す
に

す
ぎ
な
い12

」
経
済
で
は
な
く
、
文
化
的
要
因
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。

実
は
、
ト
ッ
ド
の
か
ね
て
よ
り
の
人
類
学
的
・
人
口
学
的
知
見
の

一
つ
に
、
識
字
な
い
し
初
等
教
育
の
普
及
が
進
む
と
、
人
び
と
が
平

等
へ
導
か
れ
る
の
で
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
（
国
民
集
団
）
が
均
質
化
し
て

共
同
性
が
強
化
さ
れ
、
や
が
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
民
主
制
）
が
擡
頭

す
る
、
と
い
う
法
則
が
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
〜
一
二
年
の
「
ア
ラ
ブ

の
春
」
を
ト
ッ
ド
が
「
予
言
」
す
る
こ
と
に
も
繫
が
っ
た
知
見
だ13

。
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と
こ
ろ
が
、
先
進
社
会
で
そ
の
後
、
高
等
教
育
も
発
展
し
、
教
育

格
差
が
拡
が
る
と
、
そ
れ
と
正
反
対
の
推
移
が
始
ま
る
。
高
学
歴
者

が
世
代
人
口
の
二
〇
〜
三
〇
％
を
占
め
る
人
口
層
を
形
成
す
る
と
、

あ
る
意
味
で
は
「
大
衆
的
」
と
も
い
え
る
こ
の
イ
ン
テ
リ
層
が
、
よ

り
下
位
の
学
歴
層
か
ら
離
反
し
、
そ
の
下
位
層
を
同
じ
ネ
イ
シ
ョ
ン

（
国
民
集
団
）
の
仲
間
と
思
う
度
合
い
が
低
く
な
る
。
そ
れ
が
「
勝

ち
組
」
的
な
思
い
上
が
り
の
せ
い
か
、
吸
収
さ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
れ

の
せ
い
か
、
あ
る
い
は
都
市
へ
の
人
口
の
集
中
に
も
起
因
す
る
社
会

的
な
視
野
狭
窄
な
の
か
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
て
階
層
分
離
が
起
こ

り
、
社
会
全
体
の
下
意
識
が
不
平
等
を
正
常
と
感
じ
る
方
へ
と
転
じ

る
。そ

の
結
果
、
社
会
の
意
識
の
次
元
で
あ
る
経
済
領
域
で
も
不
平
等

を
許
容
な
い
し
は
当
然
視
す
る
価
値
観
が
優
勢
と
な
り
、
か
く
し
て

格
差
の
現
実
が
深
刻
化
す
る
。
そ
う
な
る
と
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
内
に
階

層
的
な
文
化
的
亀
裂
が
生
じ
、
一
体
感
が
失
わ
れ
が
ち
と
な
り
、
そ

の
一
体
感
・
共
同
意
識
に
依
存
す
る
民
主
制
も
実
践
し
に
く
く
な
る
。

こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
こ
そ
が
、国
に
よ
っ
て
早
い
遅
い
が
あ
る
も
の
の
、

一
九
七
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
時
期
に
す
べ
て
の
先
進

国
で
確
認
さ
れ
た
「
不
平
等
の
再
来
」
の
真
相
だ
と
い
う
の
が
、
ト

ッ
ド
の
見
方
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
は
、
経
済
面
で
の
「
不
平

等
の
再
来
」
現
象
の
背
景
に
、あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
の
川
上
の
源
に
、

教
育
制
度
お
よ
び
文
化
の
も
た
ら
す
「
国
民
の
細
分
化
」、
す
な
わ

ち
国
民
の
共
同
幻
想
の
稀
薄
化
な
い
し
喪
失
を
指
摘
す
る
。
経
済
格

差
と
い
う
物
質
的
な
も
の
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
注
目
す
べ
き

は
、
む
し
ろ
「
国
民
の
細
分
化
」
と
い
う
精
神
的
な
も
の
だ
と
い
う

の
で
あ
る
、
前
者
で
は
な
く
、
後
者
の
ほ
う
が
よ
り
深
層
の
現
象
で

あ
り
、
先
行
現
象
で
あ
り
、
根
元
の
現
実
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
リ
ア

ル
を
こ
そ
捕
捉
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
。
さ
ら
に
、「
そ
う
す
る
と
」

と
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
は
書
い
て
い
る
。

《
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史
的
過
程
が
逆
転
回
で
見
え
て
く

る
。
国
民
集
団
の
細
分
化
は
内
発
的
な
現
象
だ
が
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
が
経
済
の
枠
組
み
の
開
放
と
な
っ
て
現
れ
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
と
い
う
目
に
見
え
る
意
識
レ
ベ
ル
の
現
象
に
到
る
の
で
あ

る14

。》つ
ま
り
、
ト
ッ
ド
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

の
せ
い
で
諸
国
民
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
と
ま
り
が
脅
か
さ
れ
る
の
で
は
な

い
。
順
序
が
逆
で
、
先
に
起
こ
る
の
は
、
諸
国
民
の
側
の
内
発
的
変
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化
、
教
育
格
差
を
は
じ
め
と
す
る
要
因
に
よ
る
内
破
な
の
だ
。
具
体

的
に
は
、
人
口
学
的
・
社
会
学
的
に
変
容
し
た
エ
リ
ー
ト
層
の
間
に
、

自
ら
の
帰
属
す
る
国
民
集
団
の
括
り
を
疎
ま
し
く
感
じ
る
、
個
人
主

義
的
な
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
嫌
い
」
の
気
風
が
擡
頭
す
る
。
そ
の
メ
ン
タ

リ
テ
ィ
が
国
民
集
団
を
旧
弊
な
も
の
と
感
じ
、
そ
こ
か
ら
精
神
的
に

離
脱
し
た
が
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
の
国
境
越
え
や
国
境
撤
廃
を

推
奨
す
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
誘
惑
さ
れ
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
超
え
た

上
方
に
拡
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
世
界
に
ユ
ー

ト
ピ
ア
を
見
る
、
と
い
う
順
序
な
の
で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
た
し
か
に
、
金
持
ち
も
貧
乏
人
も
同
じ
一
つ
の

連
帯
の
網
の
中
に
閉
じ
込
め
て
均
質
化
を
図
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う

集
団
へ
の
恨
み
や
反
感
に
お
い
て
は
、
社
会
の
内
発
的
現
象
で
あ
る

意
識
下
の
細
分
化
を
反
映
し
て
不
平
等
を
正
当
化
し
が
ち
な
人
び
と

（
右
派
？
）
と
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
も
っ
ぱ
ら
画
一
性
な
集
団
主
義
と

排
外
的
な
国
家
エ
ゴ
の
産
物
と
見
て
拒
否
す
る
人
び
と
（
左
派
？
）

が
一
致
す
る
。
い
ず
れ
も
、
民
主
的
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
理
想
の
脱

構
築
を
欲
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
等
し
く
、「
ネ

イ
シ
ョ
ン
嫌
い
」
の
人
び
と
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
種
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
嫌
い
」
を
、
Ｅ
・
ト
ッ
ド
は
、
思
想
史

家
の
ピ
エ
ー
ル
＝
ア
ン
ド
レ
・
タ
ギ
エ
フ
に
倣
っ
て
「
反
ネ
イ
シ
ョ

ン
主
義15

」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
偏
狭
な
国
粋

主
義
や
排
外
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
反
対
す
る
意
味
の
「
反

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
彼
の
見
る
と
こ
ろ
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
正
体
は
、
抽
象
的
な
全
世
界
融
和
の
夢
ど
こ
ろ

か
、
経
済
的
連
帯
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
実
践
の
た
め
に
不
可
欠
な
具
体

的
枠
組
み
で
あ
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
忌
避
す
る「
反
ネ
イ
シ
ョ
ン
主
義
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
歴
史
家
・
人
類
学
者
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ

ド
の
こ
の
同
時
代
認
識
を
顧
み
ず
、
純
然
た
る
経
済
理
論
の
次
元
で

の
み
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
を
論
議
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
闘
牛
場
で
闘
牛

士
が
派
手
に
翻
す
あ
の
鮮
や
か
な
赤
い
布
（
ム
レ
ー
タ
）
に
昂
奮
す

る
観
客
や
、
毎
度
ム
レ
ー
タ
に
向
か
っ
て
突
進
し
、
闘
牛
士
が
利
き

腕
に
持
つ
剣
（
エ
ス
ス
ト
ッ
ク
）
を
突
き
刺
さ
れ
る
牛
に
も
比
せ
ら

れ
る
愚
行
で
あ
ろ
う
。

注1　

Em
m
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publié le 27/04/2020 à 10:42, m
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