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（一）

2 

問
題
の
提
起

国
家
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
機
能
は
平
和
と
秩
序
の
確
保
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
平
和
と
秩
序
が
確
立
さ
れ
て
は

じ
め
て
分
業
が
実
現
し
、
そ
の
上
に
諸
々
の
活
動
が
営
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
内
乱
に
あ
え
ぐ
国
々
が
い
か
に
悲
惨

な
情
況
に
あ
る
か
を
見
れ
ば
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
文
明
な
る
も
の
の
基
礎
は
平
和
と
秩
序
に
あ
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ

平
和
と
秩
序
を
確
保
す
る
国
家
が
有
用
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
有
用
な
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
々
は
国
家
を
自
発

的
に
形
成
す
る
は
ず
で
あ
る
。
自
発
的
と
い
う
以
上
、
強
制
は
あ
り
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
国
家
の
特
性
は
ま
さ
に
そ
の
強
制
に
あ
る
。

こ
れ
を
ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
が
、
そ
も
そ
も
国
家
の
強
制
と
は
な
に
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
れ
が
成
り
立
つ

条
件
は
な
に
か
。
本
稿
の
目
的
は
こ
れ
ら
の
聞
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
も
と
よ
り
国
家
機
能
が
自
生
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て

国
家
と
強
制
の
結
び
付
き
を
否
定
し
、
こ
の
問
題
設
定
そ
の
も
の
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
を
す
る
向
き
が
あ
る
（
Z
S
W
F
足
立
・

忍・

ω
l
a
・
3
・
H∞∞
l
E
a）
。
勢
い
の
赴
く
と
こ
ろ
、

い
ず
れ
の
主
張
が
正
し
い
か
の
議
論
に
な
り
か
ね
な
い
が
、
そ
の
前
に
そ
れ
ぞ

れ
の
主
張
の
論
理
、
意
義
、
限
界
を
確
認
し
て
お
く
の
が
順
序
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
ま
さ
に
そ
の
確
認
作
業
で
あ
る
。

国
家
が
強
制
に
よ
っ
て
平
和
と
秩
序
を
確
保
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
す
で
に
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン

S
J
a・宅・
5ωlHω
印
・
）
に
よ
っ
て
明
確
な
輪
郭
を
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
ホ
ッ
ブ
ス

（∞
ω窓
口
o
m
w
ロ
色
叶
『
。
話
。
F

（出。
σ
σ
2・
5
臼＼
s
a
c－問者・

8
1
H
N
H
・
）
に
よ
っ

て
彫
琢
を
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
は
、
社
会
契
約
説
の
名
の
下
に
細
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
改
善
と
修
正
を
受
け
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
有

力
な
理
論
と
し
て
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
。
本
稿
も
そ
の
研
究
の
流
れ
を
汲
む
こ
と
を
、
ま
ず
、
明
ら
か
に
し
て
お
き

た
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
関
心
が
、
国
家
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
（

POEmgmWEtω
）
で
は
な
く
国
家
の
あ
る

べ
き
姿
（
任
。

ω
E
g
g
－z
v
g
E
Z）
に
あ
り
、
本
稿
の
関
心
も
後
者
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
本
稿
の

提
起
し
た
問
題
の
う
ち
、
そ
の
前
半
は
と
に
か
く
と
し
て
、
後
半
の
部
分

l
l国
家
に
よ
る
強
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
た
め
の
条



件
ー
ー
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
吟
味
を
し
て
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
ら
は
統
治
に
強
制
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
は

（

1
）
 

い
る
。
が
、
指
摘
す
る
だ
け
で
、
強
制
と
い
う
要
素
が
議
論
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
形
で
効
い
て
く
る
か
を
考
察
し
て
い
な
い
。
本

稿
の
目
的
は
、
単
純
な
理
論
模
型
を
設
定
し
て
、
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

論
述
の
手
順
で
あ
る
が
、
ま
ず
口
に
お
い
て
国
家
が
存
在
し
な
い
場
合
、
ど
う
い
う
情
況
に
な
る
か
を
考
え
る
。
思
考
実
験
に
よ

れ
ば
、
ホ
ッ
プ
ス
の
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
状
態
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
各
人
が
心
底
で
は
平
和
と
秩
序
を
切

望
し
な
が
ら
も
、
そ
の
実
現
に
必
要
な
一
致
協
力
の
段
に
な
る
と
、
そ
れ
を
拒
む
、
他
人
の
協
力
に
只
乗
り
す
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
に
「
囚
人
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
の
定
式
化
を
適
用
し
、
そ
こ
か
ら
の
脱
却
に
は
、
各
人
を
強
制
し
て
協
力
さ
せ

る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

し
か
し
、
誰
が
強
制
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
互
い
が
互
い
を
強
制
す
る
（

B
E
g－
8
2巳
g
B
E
g－
－
可
お
お
包
与
。
ロ
）
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
相
互
強
制
の
シ
ス
テ
ム
を
国
家
と
規
定
し
、
そ
の
仕
組
を
ま
ず
吟
味
す
る
。
が
、
強
制
が
必
要
だ
と

し
て
も
、
そ
れ
が
は
た
し
て
実
現
可
能
か
ど
う
か
。
相
互
強
制
に
は
費
用
が
か
か
る
、

つ
ま
り
、
時
間
や
労
力
を
含
め
た
資
源
の
投

入
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
終
的
に
は
各
人
の
負
担
に
な
る
。
と
な
る
と
、
各
人
は
そ
の
負
担
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
負
担
を
回

避
し
て
他
人
の
犠
牲
に
只
乗
り
し
た
い
と
い
う
動
機
に
駆
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
点
を
解
決
し
て
も
、
相
互
強
制
は

全
体
と
し
て
引
き
合
う
方
策
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
平
和
と
秩
序
の
便
益
を
も
た
ら
す
が
、
費
用
を
カ
ヴ
ァ

l
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
相
互
強
制
｜
｜
い
わ
ゆ
る
国
家
に
よ
る
統
治
ー
ー
を
吟
味
す
る
の
が
臼
で
あ
る
。

統治の理論

（1
）
た
と
え
ば
、
富
・
寸
ω
1
2・L
ヨ∞－
E
y
g
l
H
N
∞・

』・国
ω目
立
。

P
L
S
J可・同恒－
S
I
S・
を
参
照
の
こ
と
。

。・

ω・同町凶〈
w
p
・岡山富。・同》一℃・
N
h
p
m
・－N
J
3
・
ロ
・
∞
各
自
芹
N
・・

5
白
・
同
省
・
∞
H
l
H
C
P

3 
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（二）

闘
争
状
態
と
囚
人
の
デ
ィ
レ
ン
マ

4 

，，旬、

一一． 
一、、．，

国
家
が
な
い
場
合
｜
｜
ひ
と
つ
の
思
考
実
験

人
々
の
生
活
に
は
多
様
な
側
面
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
過
酷
な
競
争
・
闘
争
的
な
一
面
が
あ
る
。
そ
の
一
面
を
取
り
出
し
て
極
端

に
ま
で
話
を
進
め
た
ら
ど
う
な
る
か
。
以
下
は
ひ
と
つ
の
思
考
実
験
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
国
家
が
存
在
し
な
い
と
仮
定
し
た
場

合
に
、
ど
う
い
う
帰
結
が
生
ず
る
か
。
ま
ず
、
人
は
衣
・
食
・
住
の
生
存
手
段
を
は
じ
め
他
人
よ
り
優
越
す
る
こ
と
や
名
誉
に
い
た

る
ま
で
多
く
の
も
の
を
欲
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
人
々
の
欲
求
を
満
た
す
ほ
ど
は
な
い
か
ら
人
々
の
間
に
そ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て

奪
い
合
い
が
お
こ
る
。

が
、
奪
い
合
い
が
奪
い
合
い
に
止
ま
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
競
争
相
手
を
傷
つ
け
た
り
殺
し
た
り
す
る
ま
で

エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
人
の
性
質
が
そ
う
仕
向
け
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
々
に
と
っ
て
他
人
の
支
配
す

る
事
物
を
奪
う
こ
と
は
利
、
同
じ
こ
と
を
他
人
か
ら
さ
れ
れ
ば
害
で
あ
る
。
こ
の
利
と
害
の
い
ず
れ
を
人
々
が
重
視
す
る
か
と
い
え

ば
、
そ
れ
は
後
者
で
あ
る
。
他
人
に
ー
だ
け
奪
わ
れ
た
ら
、
そ
れ
以
上
の
、
た
と
え
ば
、

2
を
奪
わ
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
い
。

2

を
奪
わ
れ
る
他
人
に
し
て
み
れ
ば
、

3
を
奪
わ
な
け
れ
ば
気
が
お
さ
ま
ら
な
い
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
報
復
に
つ
ぐ
報
復
が
な
さ
れ
、

し
か
も
そ
れ
が
拡
大
再
生
産
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
事
態
は
事
物
の
奪
い
合
い
か
ら
競
争
相
手
の
排
除
・
撲
滅
に
ま
で
悪
化
す
る
。

こ
の
極
限
の
状
態
を
ホ
ッ
ブ
ス
は
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
状
態
」
と
呼
ん
だ
（
国
各
σ
o
m－－

e－
R
H
J
3
・

S
l∞ω
・
）
。
こ
こ

で
は
人
は
自
分
の
生
存
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
な
に
を
し
て
も
よ
い
。
他
人
の
手
許
に
あ
る
も
の
を
奪
っ
て
も
よ
い
し
、
他
人
を
傷
つ

け
た
り
、
殺
し
て
も
よ
い
。
こ
れ
を
ホ
ッ
プ
ス
は
「
人
は
万
物
に
対
す
る
権
利
を
も
っ
」
（
図
。

5
2・
we・2
．H・る－
g
・
）
と
い
っ
た
。

こ
こ
に
万
物
と
は
他
人
の
身
体
・
生
命
を
も
含
む
す
べ
て
の
も
の
を
指
し
、
権
利
と
は
財
産
権
で
あ
る
。

財
産
権
と
は
な
に
か
。
あ
る
財
に
対
し
あ
る
人
が
財
産
権
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
だ
け
が
そ
の
財
を
適
当
と
お
も
う
と



き
に
適
当
と
お
も
う
方
法
で
処
理
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
以
外
の
人
が
そ
の
財
の
処
理
に
手
出
し
を
し
て
は
い

け
な
い
、
つ
ま
り
、
そ
の
財
の
処
理
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
し
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
が
万
物
に
対
し
て
権
利

を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
人
々
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
｜
｜
他
人
の
生
命
・
身
体
・
支
配
下
の
事
物
を
も
含
む
ー
ー
に
対
し
て
そ
の
処
理

が
で
き
る
資
格
が
あ
る
の
は
自
分
だ
け
と
い
っ
て
、
互
い
に
他
人
の
手
出
し
を
排
除
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
取
り
合
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
の
特
異
な
表
現
で
あ
る
。

，，岡、

一一． 
一一、』〆

闘
争
状
態
と
危
険
回
避

統治の理論

こ
の
よ
う
な
情
況
を
各
人
は
ど
う
評
価
す
る
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は
先
述
の
人
々
の
性
質
に
あ
る
。
そ
れ
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
人
の

本
来
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
、
他
人
の
手
許
に
あ
る
も
の
を
奪
う
の
は
利
、
逆
に
、
自
分
の
手
許
に
あ
る
も
の
を
他
人
に
奪
わ
れ
る
の

は
害
で
あ
る
。
そ
し
て
害
の
方
を
利
よ
り
も
重
視
す
る
、
と
。
問
題
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
人
々
に
と
っ
て
、
他
人
に
害
を
加
え
な

が
ら
そ
の
報
復
を
受
け
な
い
の
が
最
善
で
、
他
方
、
自
分
が
害
を
受
け
な
が
ら
そ
の
仕
返
し
が
で
き
な
い
の
が
最
悪
で
あ
る
。
そ
し

て
他
人
に
害
を
加
え
な
い
か
わ
り
に
他
人
か
ら
も
害
を
加
え
ら
れ
な
い
の
が
、
そ
の
中
間
で
あ
る
。
も
と
よ
り
各
人
に
と
っ
て
、
そ

の
状
況
が
最
悪
か
最
善
か
中
間
に
な
る
か
は
不
確
実
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
中
間
を
実
現
す
る
よ
う
に
各
人
が
協
定
を
し
た
ら
ど
う
か
。
す
な
わ
ち
、
他
人
に
害
を
加
え
な
い
か
わ
り
に
他
人

か
ら
も
害
を
加
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
妥
協
策
を
各
人
が
と
れ
ば
、
ど
う
か
。
当
然
、
そ
こ
に
は
平
和
と
秩
序
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
各
人
の
協
力
が
あ
れ
ば
確
実
に
実
現
す
る
。
闘
争
状
態
に
お
け
る
不
確
実
性
と
妥
協
策
に
よ
る
確
実
性
の
い
ず
れ
を

各
人
は
選
好
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
後
者
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
人
は
不
確
実
性
を
避
け
、
確
実
性
を
選
好
す
る
。
い
わ
ば
、

危
険
回
避
的
な
性
向
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
（
プ
ラ
ト
ン
一
九
七
八

0
8
2
R・
3
・
5也
l
H
H
0
・
）
。
こ
の
よ
う
に
平
和
と
秩
序
と
対
比
し

て
闘
争
状
態
を
見
る
と
き
、
人
々
は
前
者
を
後
者
よ
り
も
選
好
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

5 
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で
は
、
平
和
と
秩
序
を
も
た
ら
す
妥
協
策
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
各
人
が
そ
の
権
利
を
万
物
に
及
ぼ
す
の
で

は
な
く
自
己
の
生
命
・
身
体
・
支
配
し
て
い
る
事
物
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
方
は
他
人
の
生
命
・
身
体
・

支
配
し
て
い
る
事
物
に
手
を
出
さ
な
い
。
そ
の
か
わ
り
他
人
も
当
方
の
生
命
・
身
体
・
支
配
し
て
い
る
事
物
に
手
を
出
さ
な
い
。
こ

う
い
う
相
互
不
可
侵
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
逆
に
か
か
る
協
定
が
成
り
立
て
ば
、
各
人
の
生
命
・
身
体
・
支
配
し
て
い
る
事
物

の
保
全
が
で
き
、
そ
こ
に
平
和
と
秩
序
が
成
り
立
つ
。
か
く
し
て
人
々
に
と
っ
て
闘
争
状
態
よ
り
も
平
和
と
秩
序
が
望
ま
し
い
と
い

う
こ
と
は
、
財
産
権
の
欠
如
し
た
状
態
よ
り
も
財
産
権
が
施
行
さ
れ
て
い
る
状
態
の
方
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

6 

，，旬、

一一． 
一一一、－
個
と
全
体

人
々
が
闘
争
状
態
に
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
の
状
態
と
比
較
し
て
平
和
と
秩
序
の
方
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
が
そ
れ
に

向
け
て
自
主
的
に
協
力
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
非
協
力
な
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
闘
争
状
態
は
継
続
す
る
の
で
あ
る
。
が
、
な
ぜ
非
協
力
な
の
か
。
各
人
の
胸
の
裡
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
計
算
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
他
人
の
生
命
・
身
体
・
手
許
の
事
物
に
手
出
し
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
他
人
も
当
方
に
対
し
て
同
じ
よ
う
に
手
出
し

を
し
な
い
場
合
に
限
っ
て
引
き
合
う
。
が
、
他
人
が
必
ず
し
も
同
じ
挙
に
出
る
と
は
限
ら
な
い
情
況
で
は
引
き
合
わ
な
い
、
む
し
ろ

手
出
し
を
す
る
方
が
有
利
だ
、
と
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
各
人
が
他
人
と
共
同
で
追
及
す
る
目
標
（
H
平
和
と
秩
序
）
と
自
分

が
単
独
で
追
求
す
る
目
標
（
H

闘
争
状
態
）
と
が
正
反
対
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
人
と
共
同
で
追
求
す
る
な
ら
ば
引
き
合
う
目
標

（

1
）
 

も
、
単
独
で
追
求
す
る
な
ら
ば
引
き
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
々
が
自
発
的
に
共
同
行
動
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う

そ
う
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
人
数
が
多
く
な
れ
ば
、
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
。
が
、
そ
こ
を
百
歩
譲
っ
て
、
い
ま
全
員
が
あ
た
か
も

巨
大
な
一
人
の
人
間
の
よ
う
に
共
同
歩
調
を
と
る
と
仮
定
し
よ
う
。
す
る
と
、
す
べ
て
の
人
が
一
致
協
力
す
る
か
（
こ
の
と
き
平
和

と
秩
序
が
実
現
す
る
）
、
す
べ
て
の
人
が
一
致
し
て
非
協
力
か
（
こ
の
と
き
闘
争
状
態
に
な
る
）
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
各
人
に



と
っ
て
ど
ち
ら
が
望
ま
し
い
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
前
者
で
あ
る
。

が
、
現
実
は
こ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
各
人
が
バ
ラ
バ
ラ
に
個
別
に
行
動
す
る
わ
け
だ
。
こ
の
場
合
各
人
は
こ
う
考
え
る
。
自

分
は
大
海
の
中
の
一
滴
の
よ
う
な
無
力
な
存
在
だ
か
ら
、
他
人
が
す
べ
て
非
協
力
で
あ
れ
ば
自
分
ひ
と
り
が
協
力
し
て
も
平
和
と
秩

序
は
実
現
し
な
い
。
そ
の
上
、
協
力
は
犠
牲
を
と
も
な
う
。
自
分
が
矛
を
納
め
て
も
他
人
が
そ
う
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
だ
。
ま

さ
に
協
力
は
命
懸
け
で
、
割
が
合
わ
な
い
。
ま
た
、
他
人
が
す
べ
て
協
力
す
る
な
ら
ば
、
自
分
が
協
力
し
よ
う
と
し
な
か
ろ
う
と
、

平
和
と
秩
序
は
確
保
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
犠
牲
を
と
も
な
わ
な
い
非
協
力
の
方
が
有
利
で
は
な
い
か
、
と
。
い
ず
れ
に
せ
よ
非
協
力

の
方
が
有
利
で
あ
る
か
ら
各
人
が
非
協
力
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
闘
争
状
態
は
永
続
化
す
る
わ
け
で
あ
る
。

（
二
・
四
）

囚
人
の
デ
ィ
レ
ン
マ
の
定
式
化

正
確
を
期
す
た
め
定
式
化
を
し
て
み
る
。
以
下
は
メ
シ
ッ
ク
（
富

g位
。

F
S誌・

3
・
E
m
l
E∞
）
と
ド
l
ズ
（
U
m巧
2
・
5
a・宅・

5
0
l
H
O
H
）
が
労
働
組
合
に
つ
い
て
考
察
し
た
方
式
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
仮
定
す
る
。

人
々
の
数
が

n
（2
以
上
の
自
然
数
）
で
あ
る
と
し
、
そ
の
ひ
と
り
ひ
と
り
は
す
べ
て
の
点
で
ひ
と
し
い
。

統治の理論

い
っ
た
ん
実
現
す
る
と
、
そ
れ
に
協
力
し
た
人
に
も
、
し
な
い
人
に
も
そ
の
思
恵
が
及
ぶ
。
ま
た
、
そ
れ

が
他
人
に
及
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
分
に
及
ぶ
量
が
減
る
わ
け
で
は
な
い
。
全
体
の
量
が
そ
の
ま
ま
各
人
に
及
ぶ
。
か
く
て
各
人

が
平
和
と
秩
序
か
ら
享
受
す
る
効
用
を
b

（
正
の
定
数
）
と
記
す
こ
と
が
で
き
る
。

3

各
人
は
他
人
の
生
命
・
身
体
・
事
物
を
侵
害
す
る
と
き
効
用
h

（
正
の
定
数
）
を
得
る
も
の
と
す
る
。
協
力
と
は
、
こ
の
効

用
h
の
断
念
を
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
が
協
力
に
と
も
な
う
費
用
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
協
力
と
は
こ
の
費
用
の
負
担

2 

平
和
と
秩
序
は
、

を
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

4 

各
自
は
他
の

m
（
む
肌
遺
肌
手
l
H
）
人
が
協
力
す
る
も
の
と
予
想
す
る
（
m
は
整
数
）
。

7 
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ま
ず
、
各
人
が
バ
ラ
バ
ラ
に
個
別
に
行
動
す
る
場
合
に
つ
い
て
考
え
る
。
い
ま
任
意
の
一
人
に
つ
い
て
み
る
と
、
彼
一
人
が
協
力

回

す
る
と
き
、
平
和
と
秩
序
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
か
ら
の
効
用
b
が
成
立
す
る
確
率
は
（
判
）
だ
か
ら
、
そ
の
期
待
値
は
（
れ
）
で

あ
る
。
平
和
と
秩
序
の
サ
l
ヴ
ィ
ス
は
す
べ
て
の
人
ひ
と
り
ひ
と
り
に
等
分
に
及
ん
で
い
く
。
も
ち
ろ
ん
彼
自
身
に
も
及
ん
で
い
く
。

そ
の
額
か
ら
費
用
負
担
h
を
差
し
引
い
た
、

3
E）
l
除
、
が
自
分
一
人
の
協
力
か
ら
の
純
利
得
で
あ
る
。
こ
の
他
に
他
の

m
人
が
協

力
す
る
と
予
想
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
の
余
沢
、
選
（
ミ
ミ
）
、
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
合
計
が
彼
の
協
力
の
予
想
利
得
、

8 

選
十
回

（
｜
剥
｜
）
守
｜
除

． ． ． ． ． ． 
（ 

ドー
） 

で
あ
る
。
非
協
力
の
場
合
は
ど
う
か
。
ま
ず
費
用
が
か
か
ら
な
い
。
そ
し
て
他
の

m
人
の
予
想
協
力
者
の
恩
恵
の
余
沢
だ
け
が
予
想

利
得
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

（ムヤ）守

：（
N
）
 

で
あ
る
。
さ
て
各
人
は
非
協
力
を
選
択
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
協
力
の
予
想
利
得
よ
り
非
協
力
の
予
想
利
得
の
方
が
大
き
く

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

れ
ー
欠
。

・：（＊）

（

2
）

）

 

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
逆
に
側
が
成
り
立
て
ば
、
各
人
は
非
協
力
を
選
択
す
る
。
先
の
言
葉
で
い
え
ば
、
自
分
一
人
の
協
力
の
も

た
ら
す
純
利
得
が
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
協
力
は
た
し
か
に
利
得
を
も
た
ら
す
が
、
そ
の
う
ち
自
分
に
還
っ
て
く
る
部
分

が
少
な
く
て
費
用
を
カ
バ
ー
で
き
な
い
、

つ
ま
り
、
他
の

m
人
の
予
想
協
力
者
か
ら
の
余
沢
が
な
け
れ
ば
協
力
は
損
だ
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。



共
同
行
動
の
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
場
合
で
も
川
と

ωを
用
い
れ
ば
よ
い
。
全
員
が
協
力
す
る
と
き
の
各
人
の
予
想
利
得
は
川
式

に
、
選
H
a
l
H
、
を
代
入
し
た
と
き
の
値
、

<:Jo 

b‘ 

で
あ
る
。
こ
れ
は
平
和
と
秩
序
か
ら
各
人
が
引
き
出
す
純
効
用
で
あ
る
。
ま
た
、
全
員
が
非
協
力
の
場
合
の
各
人
の
予
想
利
得
は

ω

式
に
、
き
H
O
、
を
代
入
し
た
と
き
の
値
、

o、
で
あ
る
。
こ
れ
が
闘
争
状
態
か
ら
の
各
人
の
引
き
出
す
効
用
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
意
味
は
、
効
用
が
な
に
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
闘
争
状
態
か
ら
の
効
用
を
、
他
の
状
態
か
ら
の
効
用
と
比
較
す
る

た
め
の
基
準
と
し
て

0
と
お
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
効
用
を
基
数
的
で
は
な
く
序
数
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
。
さ

て
、
平
和
と
秩
序
は
闘
争
状
態
よ
り
も
望
ま
し
い
、
と
い
う
の
が
各
人
の
意
向
で
あ
る
か
ら
、

。
｜
除

V
O

：・（＊＊）

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
＊
）
と
（
＊
＊
）
と
か
ら
、

同
八
』
町
八
守

司
悼

：（
ω）

 

（

3
）
 

を
得
る
。
こ
れ
が
闘
争
状
態
が
囚
人
の
デ
ィ
レ
ン
マ
で
あ
る
こ
と
の
必
要
・
十
分
条
件
で
あ
る
。

（
ニ
・
五
）

統治の理論

安
定
均
衡
と
し
て
の
闘
争
状
態

こ
こ
で
以
上
を
図
解
し
て
み
る
。
協
力
、
非
協
力
の
予
想
利
得
を
縦
軸
に
、

m
を
横
軸
に
と
る
。
各
人
は
、

を
と
っ
て
も
、
そ
れ
を
所
与
と
し
て
受
け
容
れ
、
そ
の
下
で
協
力
か
非
協
力
か
を
決
定
す
る
。
明
ら
か
に

m
の
と
る
ど
の
よ
う
な
値

の
下
で
も
、
非
協
力
の
予
想
利
得
が
協
力
の
予
想
利
得
を
上
回
る
か
ら
各
人
は
非
協
力
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
全
員
が

非
協
力
に
な
る
。
早
晩
、
こ
れ
は
各
人
の
予
想
す
る
協
力
者
数
に
反
映
す
る
。
よ
っ
て
、
予
想
協
力
者
数
は
ゼ
ロ
、
す
な
わ
ち
、

9 

m
が
ど
の
よ
う
な
値
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m 

c 

n-1 

図1

（与よ）b

。

b --k n 

b-k 

選
H
O
、
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

m
の
と
る
値
は
個
人
の
立
場
か
ら
は
所

10 

与
で
も
、
全
員
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
変
数
な
の
で
あ
る
。
こ
の
予
想
協
力

者
数
ゼ
ロ
の
下
で
各
人
は
ふ
た
た
び
協
力
か
非
協
力
か
を
決
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
予
想
利
得
が
高
い
非
協
力
を
選
択
す
る
。
つ
ま

り
、
原
点
0
を
選
択
す
る
。
以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
各
人
の
選
択
は
、

当
初
の
出
発
点
が

m
の
と
る
ど
の
よ
う
な
値
か
ら
で
あ
れ
、
最
終
的
に
は
、

遺

H
O
、
に
収
束
す
る
。
こ
の
意
味
で
原
点
は
安
定
的
均
衡
点
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
C
点
は
平
和
と
秩
序
の
状
態
に
対
応
す
る
も
の
で
、
原
点

O
よ
り
も
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
点
に
到
達
す
る
た
め
に
は
各
人
の

協
力
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
る
に
協
力
を
確
保
す
る
に
は
各
自
の
自
主
性

に
侠
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
確
認
済
み
で
あ
る
。

と
な
る
と
、
協
力
は
強
制
に
よ
る
し
か
な
い
。

な
お
、
次
章
へ
の
準
備
と
し
て
協
力
の
予
想
利
得
を
非
負
に
す
る
予
想

協
力
者
数
は
少
な
く
と
も
d

（
正
の
整
数
）
人
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
に

九
可
一
肌
逮
川
肌
ミ

l
H

匂

八
I~ 

町？
｜｜八

匂

で
あ
る
。

（

1
）
 

ホ
ッ
プ
ス
の
闘
争
状
態
を
「
囚
人
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
と
規
定
し
た
も
の
に
、
例
え
ば
、
モ
ス
（
冨

gm・
5
3・E
Y
N
g
l
N斗
N
）
が



あ
る
。

（
2
）
オ
ル
ソ
ン
（
。

z。
P
5
g・
問
者
・
お

l
S）
に
よ
れ
ば
共
通
の
利
益
を
も
っ
人
々
の
集
合
を
グ
ル
ー
プ
と
い
う
。
（
＊
）
を
満
た
す
規

模

n
の
大
き
な
グ
ル
ー
プ
を
大
グ
ル
ー
プ
と
い
い
、
囚
人
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
成
り
立
つ
。
他
方
、
制
”
が
小
さ
く
て
（
＊
）
が
成
立
し
な
い
、

S
E）
｜
除
V
O
、
に
な
る
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
を
小
グ
ル
ー
プ
と
い
い
、
そ
こ
で
は
各
人
が
平
和
と
秩
序
に
自
主
的
に
協
力
す
る
。
と
い
う

の
は
、
グ
ル
ー
プ
が
小
さ
い
か
ら
、
各
自
の
ウ
ェ
イ
ト
が
高
い
。
自
分
一
人
の
協
力
か
非
協
力
か
に
よ
っ
て
平
和
と
秩
序
が
実
現
す
る
か

否
か
が
き
ま
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
各
人
は
自
発
的
に
協
力
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
小
グ
ル
ー
プ
の
場
合
に
は
、
自
分
一
個
の
利
害

と
グ
ル
ー
プ
全
体
の
利
害
が
同
じ
方
向
を
と
る
の
で
あ
る
。
オ
ル
ソ
ン
の
分
類
に
よ
る
な
ら
ば
、
本
稿
は
大
グ
ル
ー
プ
を
想
定
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

（
3
）
以
上
の
議
論
に
対
し
て
ア
ク
セ
ル
ロ
ッ
ド
（
k
r
u
s

－g《
ゲ
戸

L
申
告
・
冨
yωoalω
昆
）
は
こ
う
批
判
す
る
。
大
グ
ル
ー
プ
の
場
合
で

も
、
そ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
繰
り
返
し
の
ゲ
l
ム
で
あ
る
。
繰
り
返
し
の
ゲ
l
ム
で
は
、
プ
レ
ヤ
l
同
士
が
暗
黙
裡
に
互
い
に
意
思

伝
達
を
す
る
。
た
と
え
ば
、
シ
ッ
ペ
返
し
（
立
件
同
。
吋
冨
同
）
を
ち
ら
つ
か
せ
る
こ
と
で
一
致
協
力
に
い
た
る
、
と
。
し
か
し
、
オ
ル
ソ
ン

（。町。

P
5
s－
E
Y
忌
ー
豆
）
は
こ
う
反
論
す
る
。
大
グ
ル
ー
プ
の
下
で
は
、
シ
ッ
ベ
返
し
を
も
含
め
て
す
べ
て
の
プ
レ
ヤ
l
に
情
報
の

伝
達
を
す
る
に
は
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
。
各
プ
レ
ヤ
l
は
と
て
も
こ
の
費
用
の
負
担
に
堪
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

挙
に
出
る
こ
と
は
な
い
、
と
。
繰
り
返
し
ゲ
l
ム
で
も
一
聞
か
ぎ
り
の
ゲ
l
ム
と
同
じ
で
あ
る
、
と
。
本
稿
は
オ
ル
ソ
ン
の
見
解
に
組
す

る
も
の
で
あ
る
。

臼

統
治
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

統治の理論

統
治
と
刑
罰

闘
争
状
態
か
ら
脱
し
、
平
和
と
秩
序
を
実
現
す
る
に
は
各
人
に
協
力
を
強
制
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
非
協
力
の
場

合
、
彼
を
処
罰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
狙
い
は
「
処
罰
さ
れ
る
く
ら
い
な
ら
、
は
じ
め
か
ら
協
力
し
た
方
が
有
利
だ
」
と
彼
に
思

，，司、
一一一． 
一、、”’

11 



わ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
彼
は
事
前
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。

12 
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し
か
し
、
問
題
は
、
だ
れ
が
強
制
す
る
の
か
、

で
あ
る
。
そ
れ
は
人
々
が
互
い
に
強
制
し
合
う
（
B
E
g
－8
0
5
Eロ
B
E
S
－－可

mmsaロ
窓
口
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
任
意
の
一
人
が
非
協
力
で
あ
る
と
し
て
、
彼
を
処
罰
す
る
の
は
彼
以
外
の

（ミ
l
M
）
人
の
結
託
で
あ
る
。
な
ぜ
結
託
か
と
い
え
ば
、
人
は
皆
、
知
力
、
体
力
、
胆
力
が
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
か
ら
だ
。
同
等
で
あ

一
対
一
で
彼
の
生
命
・
身
体
・
事
物
に
罰
と
し
て
害
悪
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
が
そ
れ
に
対
抗
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
が
、
結
託
す
れ
ば
多
数
の
力
（
最
終
的
に
は
腕
力
）
で
彼
の
抵
抗
を
封
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
と
よ
り
同
じ
結
託
と
い
っ
て
も
、
処
罰
の
側
に
複
数
の
結
託
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
競
合
に
よ
っ
て
処
罰
の
効
果
が
殺
が
れ
る
。

ま
た
処
罰
さ
れ
る
側
に
結
託
が
あ
れ
ば
、
そ
の
抵
抗
力
の
増
加
に
よ
り
処
罰
の
効
果
が
減
ず
る
。
こ
こ
に
処
罰
す
る
側
と
さ
れ
る
側

る
以
上
、

の
数
の
比
率
が

（ミ
l
H）
い

】

’

に
な
る
の
が
も
っ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
分
割
し
、
か
つ
統
治
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
だ
れ

が
処
罰
さ
れ
る
か
は
未
だ
わ
か
ら
な
い
。
だ
れ
に
で
も
そ
の
可
能
性
が
あ
る
。
処
罰
さ
れ
る
側
の
一
人
が
甲
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
甲

を
除
く
（
ミ
l
H
）
人
の
結
託
が
処
罰
を
す
る
側
に
な
り
、
か
り
に
処
罰
さ
れ
る
一
人
が
乙
で
あ
れ
ば
、

乙
以
外
の

（ミ
l
H
）
人
の

結
託
が
乙
を
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
起
り
う
る
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
備
え
て
、
事
前
に
そ
の
対
応
を
き
め
て
お
く
、
と
い

の
関
係
は

n
通
り
あ
る
こ
と
に
な
る
。
人
々
が
こ
の
関
係
を
受
け
容
れ
る
な
ら
ば
、

う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
（
ミ
l
H）一回、

（3
1
H）
人
か
ら
な
る
単
一
の
結
託
を
主
権
者

2
Z
8
2
3釘
ロ
）
と
い
い
、
処
罰
さ
れ
る
側
の
孤
立
し
た
ひ
と
り
ひ
と
り
を
被
治

（

1
）
 

者
（

5
0
2
Z
R
Z
2
p
o向
。

4050色
）
と
い
う
。
換
言
す
る
と
、
各
人
に
は
二
つ
の
立
場
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
主
権
者
と
し
て
、

他
の
ひ
と
つ
は
被
治
者
と
し
て
で
あ
る
。
前
者
は
結
託
の
一
員
と
し
て
共
同
行
動
に
服
し
、

一
人
の
被
治
者
の
処
罰
に
あ
た
る
。
後

者
は
被
治
者
と
し
て
単
独
で
他
の

（ミ
l
H
）
人
か
ら
な
る
結
託
に
相
対
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。



も
し
、
こ
の
単
一
の
結
託
が
で
き
な
い
と
す
る
と
、
強
制
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
か
ら
、
そ
の
結
果
は
闘
争
状
態
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
に
単
一
の
結
託
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
。
で
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
そ
れ
は
結
託
に
参
加
す
る
よ
う
に

各
人
を
強
制
す
る
こ
と
｜
｜
参
加
し
な
け
れ
ば
彼
を
処
罰
す
る
こ
と
ー
ー
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
人
の
父
親
が
他
人
の
手
許
に

あ
る
羊
を
奪
っ
た
と
す
る
。
も
と
よ
り
父
親
は
処
罰
さ
れ
る
が
、
肉
親
の
情
に
ひ
か
さ
れ
て
父
親
の
処
罰
に
参
加
し
な
け
れ
ば
、
彼

も
処
罰
さ
れ
る
。
彼
自
身
が
羊
を
奪
わ
な
く
て
も
、
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
各
人
が
協
力
す
る
こ
と
を
「
他
人
の
生
命
・
身
体
・
事
物
を
侵
害
し
な
い
こ
と
と
非
協
力
者
の
処
罰
の
結
託
に
参
加
す

る
こ
と
」
と
あ
ら
た
め
て
規
定
し
直
す
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
非
協
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
少
な
く
と
も
そ
の
一
方
を
欠
く
場

合
」
に
な
る
。
そ
も
そ
も
結
託
へ
の
参
加
は
、
彼
の
時
間
や
労
力
を
必
要
と
す
る
。
結
託
に
参
加
し
な
け
れ
ば
、
彼
は
そ
の
時
間
と

労
力
を
別
途
に
投
じ
て
な
に
が
し
か
の
効
用
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
託
へ
の
参
加
は
そ
の
効
用
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
だ
か
ら
、

こ
れ
が
彼
に
と
っ
て
の
費
用
負
担
に
な
る
。
こ
れ
が
前
章
の
末
尾
で
い
う
強
制
の
費
用
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
費
用
と
先
述
の
h
と

の
双
方
を
負
担
す
る
こ
と
が
協
力
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
方
を
負
担
し
な
い
こ
と
が
非
協
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
強
制
と
い
う
と
き
具
体
的
に
は
刑
罰
を
考
え
て
い
る
。
そ
の
刑
罰
は
、
人
々
が
、
個
別
に
行
動
す
る
と
き
ひ
と
り
ひ
と
り

に
と
っ
て
は
与
件
で
あ
る
が
、
共
同
で
行
動
す
る
と
き
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
｜
｜
変
数
ー
ー
で
あ
る
。
刑
罰
の
も
つ
こ
の
二

面
性
は
、
個
別
行
動
と
共
同
行
動
と
い
う
各
人
の
二
面
性
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
着
服
し
て
説
明
を
以
下
の
よ
う
な
手
順
で

お
こ
な
う
。

統治の理論

ま
ず
、
各
人
が
、
ど
の
よ
う
な
程
度
の
刑
罰
で
あ
れ
、
そ
れ
を
所
与
と
し
て
受
け
入
れ
た
上
で
、
協
力
か
非
協
力
か
の
選
択
を

個
々
別
々
に
お
こ
な
う
こ
と
を
み
る
。
個
別
に
行
動
す
る
と
き
刑
罰
は
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
各
人
を
協
力
さ
せ
る
の
に

必
要
・
最
小
限
の
程
度
の
刑
罰
が
あ
る
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
合

7
二
）
。
こ
の
最
小
限
の
刑
罰
が
あ
る
と
き
各
人
の
個
別
の
決

定
が
全
体
で
合
成
化
さ
れ
、
そ
こ
に
（
共
同
行
動
を
前
提
と
し
た
場
合
の
）
各
人
の
情
況
が
、
刑
罰
の
程
度
に
応
じ
て
変
化
す
る
と
い

13 



う
関
係
が
浮
び
出
て
く
る
。
そ
の
関
係
の
中
か
ら
人
々
が
共
同
で
（
H

単
一
の
結
託
と
し
て
）
各
人
の
情
況
を
最
善
に
す
る
よ
う
に

14 
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刑
罰
の
度
合
い
を
選
択
す
る
。
そ
の
最
適
な
度
合
い
の
刑
罰
が
実
施
さ
れ
て
実
際
の
刑
罰
に
な
る
。
そ
れ
が
、
各
人
を
協
力
さ
せ
る

上
で
必
要
・
最
小
限
の
刑
罰
よ
り
小
さ
い
の
か
、
大
き
い
の
か
、

ひ
と
し
い
の
か
。
小
さ
け
れ
ば
各
人
は
非
協
力
と
な
っ
て
単
一
の

結
託
は
成
り
立
た
な
い
。
ひ
と
し
い
か
大
き
い
な
ら
ば
、
結
託
は
成
り
立
つ
（
三
・
一
二
）
。
最
後
に
こ
れ
ら
の
議
論
を
ま
と
め
て
全

体
が
ひ
と
つ
の
体
系
と
し
て
ど
う
作
動
す
る
か
（
君
。
長
与
庄
司
）
を
吟
味
す
る
（
三
・
四
）
。

い
か
に
し
て
結
託
が
成
り
立
つ
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
人
々
の
協
力
に
よ
る
と
い
い
、
そ
の
協
力
を

可
能
に
す
る
の
は
な
に
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
結
託
に
よ
る
強
制
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
を
聞
け
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
循
環
論
法

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

で
は
な
い
か
と
お
も
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
託
に
よ
る

強
制
と
各
人
の
協
力
と
は
互
い
に
因
と
な
り
果
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
両
者
は
、
最
終
的
に
は
、
同
時
に
決

定
さ
れ
る
。
基
本
的
に
は
、
ま
ず
、
結
託
が
存
在
す
る
と
仮
定
し
て
論
を
進
め
る
。
す
る
と
、
因
果
の
連
鎖
が
一
巡
し
た
と
き
結
託

が
存
続
す
る
か
ど
う
か
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
れ
が
結
託
成
立
の
条
件
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

（1
）
こ
の
点
に
つ
い
て
フ
ォ
レ
ッ
ト
は
い
う
「
多
く
の
人
が
単
一
の
行
動
主
体
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
が
主
権
の
創
出
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
（
司
。
ロ
2
L
S∞
＼
巴
∞
∞
・
司
・
匂
N

）
」
と
。
ま
た
、
ボ
サ
ン
ケ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
統
治
は
事
実
の
上
か
ら
も
原
理
の
上
か
ら
も
一
人
に
対

す
る
そ
の
他
の
者
の
強
制
と
し
て
現
わ
れ
る
（
回
。

gロ
S
5
F
5
5・
司
・
芯
）
」
。
さ
ら
に
い
う
「
自
治
と
は
各
自
が
自
己
を
統
治
す
る
こ

と
で
は
な
く
各
自
を
そ
の
他
全
員
が
統
治
す
る
こ
と
で
あ
る
（
も
－
Q

．F・唱・
8
）
」
、
と
。
な
お
、
潮
田
（
一
九
四
九
。
問
者
・

5
a
l
E∞）

の
国
家
団
体
と
は
、
こ
こ
に
い
う
（
ミ
l
H
）
人
か
ら
な
る
単
一
の
結
託
で
あ
る
。

，，．、

一一一． 
一一、』J

刑
罰
と
個
別
行
動



任
意
の
一
人
に
焦
点
を
合
せ
、
彼
が
協
力
す
る
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
。
任
意
と
い
う
以
上
、
彼
に
つ
い
て
成
り
立
つ
こ
と
は
、

他
の
人
々
に
も
ひ
と
し
く
成
り
立
つ
。
彼
が
協
力
す
る
か
ど
う
か
は
、
協
力
の
予
想
利
得
が
非
協
力
の
予
想
利
得
を
上
回
る
か
ど
う

か
に
よ
る
。
上
回
れ
ば
協
力
し
、
下
回
れ
ば
非
協
力
と
な
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

ま
ず
、
非
協
力
の
場
合
か
ら
は
じ
め
る
。
非
協
力
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
と
、
彼
は
処
罰
さ
れ
る
。
単
純
化
の
た
め
処
罰
は
体
罰

｜
｜
石
抱
き
の
刑
ー
ー
の
み
と
す
る
。
こ
れ
は
鋸
の
刃
の
形
を
し
た
ギ
ザ
ギ
ザ
の
木
組
み
の
上
に
罪
人
を
正
座
さ
せ
、
そ
の
膝
の
上

に
石
を
一
個
、
二
個
、
：
：
：
、
と
積
み
重
ね
て
い
く
刑
を
い
う
。
置
く
石
の
数
を

x
と
し
、
そ
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
処
罰
の
程
度
を

示
す
。
石
の
数
が
多
く
な
る
ほ
ど
罪
人
の
苦
痛
は
大
き
く
な
る
か
ら
、
そ
れ
を
効
用
の
減
少
分
、
－
刊
誌
（
U
は
正
の
定
数
）
、
で
示
す
。

こ
れ
が
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
で
あ
る
。
こ
こ
に
非
協
力
と
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
ケ
l
ス
の
う
ち
の
、
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
で
あ
る
。

ω他
人
の
生
命
・
身
体
・
事
物
を
侵
害
し
、
非
協
力
者
の
処
罰
に
は
参
加
す
る
。

仰
他
人
の
生
命
・
身
体
・
事
物
を
侵
害
し
な
い
が
、
非
協
力
者
の
処
罰
に
は
参
加
し
な
い
。

ω他
人
の
生
命
・
身
体
・
事
物
を
侵
害
し
、
非
協
力
者
の
処
罰
に
も
参
加
し
な
い
。

議
論
の
単
純
化
の
た
め
に
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
科
さ
れ
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
同
じ
、
ー
ミ
、
と
す
る
。
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
同
じ

l

（

1
）
 

で
あ
れ
ば
、
予
想
利
得
が
一
番
大
き
い
り
を
彼
は
選
択
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
和
と
秩
序
か
ら
受
け
る
彼
の
効
用
は
（
守
i
ミ）

に
な
る
。
こ
れ
を
前
節
の

ωの
b
の
か
わ
り
に
代
入
す
る
と
、
彼
の
非
協
力
の
予
想
利
得
、

w
sー
ミ
）

：・（品）

統治の理論

を
得
る
。
他
方
、
協
力
の
予
想
利
得
だ
が
、
そ
れ
は
h
の
負
担
の
他
に
非
協
力
者
の
処
罰
に
参
加
す
る
費
用
（
H

結
託
に
参
加
す
る

費
用
）
を
ふ
く
む
。
こ
の
後
者
の
費
用
を
処
罰
の
程
度
に
正
比
例
す
る
も
の
と
し
て
、
実
（
u
は
正
の
定
数
）
で
示
す
。
す
る
と
、

平
和
と
秩
序
か
ら
の
彼
の
効
用
は
、
守
｜
雲
、
に
な
る
か
ら
、
こ
れ
を
前
節
の
川
式
の
b
の
か
わ
り
に
代
入
す
る
と
、
協
力
の
予
想

15 



リ
H
リ
宝
孟

a
、

手
↑
の
恒
ド
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き
＋
H

｜
判
｜
（
。

l
S）
｜
除

（ 

U司

を
得
る
。

さ
て
、
前
節
の
図
1
で
述
べ
た
よ
う
に
闘
争
状
態
で
あ
る
原
点
0
は
安
定
均
衡
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
予
想
協
力
者
数

m
の
値

は
0
で
、
そ
の
条
件
の
下
で
彼
が
選
択
す
る
の
が
非
協
力
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
予
想
利
得
は
0
で
あ
る
。
彼
が
自
発
的
に
国
家

形
成
の
ゲ
l
ム
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
で
の
予
想
利
得
が
、
こ
の
予
想
利
得
0
よ
り
大
き
い
か
、
少
な
く
と
も
ひ
と
し
く
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
非
負
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
彼
は
国
家
形
成
の
ゲ
l
ム
に
参
加
せ
ず
闘
争
状

態
に
止
ま
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
は
、
彼
が
強
制
あ
る
い
は
統
治
を
す
す
ん
で
受
け
容
れ
る
た
め
の
条

件
で
あ
る
。

こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
に
縦
軸
に
予
想
利
得
、
横
軸
に
置
石
の
数

x
を
と
っ
た
図
解
を
し
て
み
る
。
ま
ず
、
凶
が
非
負
で
あ
る

た
め
に
は
、

0 

llA 
~ 

llA 

ぉ｜§｜ミ｜達
也 I c;:,.. 

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
逆
に
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
凶
は
非
負
で
あ
る
。
他
方
、
同
が
非
負
で
あ
る
た
め
に
は
、



岩手
匂
一
肌
遠
山
肌
ロ

l
H

（

2
）
 

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
逆
に
、
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
聞
は
非
負
で
あ
る
。
凶
の
非
協
力
の
予
想
利
得
は
縦
軸
の
切
片
が
正

の
右
下
り
の
直
線
で
あ
る
。
他
方
、
同
の
直
線
は
右
下
り
で
は
あ
る
が
、
縦
軸
上
の
切
片
の
位
置
が
変
わ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
三
つ

の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
側
よ
り
縦
軸
上
の
切
片
に
関
し
て
は
非
協
力
の
予
想
利
得
の
そ
れ
よ
り
下

位
に
あ
る
。

図
2
で
は
、
協
力
の
予
想
利
得
同
の
縦
軸
上
の
切
片
が
負
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
図
1
で
い
え
ば
、
予
想
協
力
者
数
が
最
小
限
の

6

x
 

x 

(4) 

図2

図3

(5) 

統治の理論

m -b  n 

。

m 
b n 

（ザ）b-k

。

’h阿川一
n
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図4

η1 
-b  n 

「一一一→

（今l)b-k

人
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

V
A

が
非
負
の
範
囲
で
は
、
非
協
力
の
予

18 

想
利
得
が
協
力
の
予
想
利
得
を
上
回
る
か
ら
彼
は
非
協
力
を
選
択
す
る
。

図
3
で
は
、
協
力
の
予
想
利
得
の
縦
軸
の
切
片
が
正
で
あ
る
。
こ
れ
は
予
想
協
力
者

χ。（m)

数
が
最
小
限
fo
人
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
が
、
横
軸
上
の
切
片
に
関
し
て

は
、
非
協
力
の
予
想
利
得
の
切
片
の
方
が
協
力
の
予
想
利
得
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
い
場

合
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
刑
罰
の
上
限
定
H
守
＼
ゼ
）
に
お
い
て
協
力
の
予
想
利

得
が
非
協
力
の
予
想
利
得
（
0
）
と
ひ
と
し
い
か
、
そ
れ
よ
り
小
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

。

ミ l~I~ I達
。I <:::I" 

llV 

~J~I~~ +I ... 
」グI <::::r-
ミ｜｜

為崎

で
あ
る
。
こ
の
式
の
左
辺
は
、
非
協
力
の
場
合
の
「
予
想
利
得
」
対
「
処
罰
に
よ
る
予

想
犠
牲
」
の
比
率
を
、
右
辺
は
協
力
の
場
合
の
「
予
想
利
得
」
対
「
予
想
費
用
」
の
比
率
を
示
す
。
そ
し
て
前
者
が
後
者
よ
り
大
で

あ
る
か
ら
前
者
の
方
が
有
利
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
彼
は
非
協
力
を
選
択
す
る
。

図
4
で
は
、
横
軸
上
の
切
片
に
関
し
て
は
協
力
の
予
想
利
得
が
非
協
力
の
予
想
利
得
よ
り
大
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
刑
罰
の

上
限
定
H
守
＼
。
）
に
お
い
て
非
協
力
の
予
想
利
得
（
0
）
よ
り
も
協
力
の
予
想
利
得
が
大
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

？＼ 

手｜？

：
（
岱
）

で
あ
る
。
倒
は
、
協
力
の
場
合
の
「
予
想
利
得
」
対
「
予
想
費
用
」
の
比
率
が
、
非
協
力
の
場
合
の
「
予
想
利
得
」
対
「
処
罰
に
よ



る
予
想
犠
牲
」
の
比
率
よ
り
も
大
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
交
点
が
第
一
象
限
内
に
あ
る
。
交
点
の
横
軸

上
の
点
、
ね
、
を
境
に
、
そ
れ
に
満
た
な
い
水
準
に
実
際
の
刑
罰
の
程
度
、

x
、
が
設
定
さ
れ
る
と
、
非
協
力
の
予
想
利
得
が
協
力

の
予
想
利
得
を
上
回
る
か
ら
彼
は
非
協
力
を
選
択
す
る
。

x
が
ぬ
以
上
に
設
定
さ
れ
る
と
協
力
の
予
想
利
得
が
非
協
力
の
予
想
利
得

を
上
回
る
か
ら
、
彼
は
協
力
を
選
択
す
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
品
が
人
々
を
協
力
さ
せ
る
に
必
要
・
最
小
限
の
刑
罰
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
実
際
の
刑
罰
が
ど
の
水
準
に
な
る
か
は
未
定
で
あ
る
。
ど
の
水
準
に
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
彼
は
所
与
と
し
て

協
力
か
非
協
力
か
を
決
定
す
る
。
実
際
の
刑
罰

z
は
彼
に
と
っ
て
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
「
予
想
協
力
者
数
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
各
人
を
協
力
さ
せ
る
に
必
要
・
最
小
限
の
刑
罰

ね
は
小
さ
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
う
な
る
の
か
。
ま
ず
、

0
3
T
A

、
zl 

ミ
除

l
b

o（

S）

H

I

－

－

 

se｜
（
き
＋
H

）ミ

（ 

h司
） 

で
あ
る
。
倒
か
ら
、
聞
の
右
辺
の
分
母
が
正
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

§
e
｜
（
逮
＋
H

）ミ

V
O

が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
は
凶
の
直
線
の
傾
き
が
聞
の
直
線
の
傾
き
よ
り
も
急
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
聞
の
右
辺
の
分
子
は
側
よ
り
正
で

あ
る
か
ら
聞
は
正
で
あ
る
。
側
か
ら
、
選
。
V
（
選
十
回
）
ミ
、
し
た
が
っ
て
、

e
Vミ
、
で
あ
る
か
ら
、

。
八
匂
？
i

（
匂
＋
同
）
ミ
八
（
匂
＋
同
）
。
｜
（
匂
＋
N
）
ミ
八
：
：
：
八
（
ミ
l
H
V
l
s
h
w

：（∞） 

統治の理論

が
成
り
立
つ

o
mに
こ
れ
を
代
入
す
る
と
、

hF（3
v
h
g（匂十回）

V
：：：

V

F（ミ
l
H）
V
O

19 

と
な
る
。



以
上
を
ま
と
め
る
と
、
図
2
、
図
3
の
場
合
、
各
人
は
刑
罰
の
程
度
が
ど
う
で
あ
れ
、

つ
ね
に
非
協
力
を
選
択
す
る
か
ら
結
託
は

20 
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形
成
さ
れ
な
い
、

つ
ま
り
闘
争
状
態
が
継
続
す
る
。
こ
れ
に
対
し
図
4
の
場
合
に
は
刑
罰
の
程
度
に
よ
っ
て
は
結
託
形
成
が
あ
り
う

る
の
で
あ
る
。

非
協
力
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
予
想
利
得
は
、

官
）
（
遺
＼
ミ
）
（
守
ー
ミ
｜
実
）

S）
（
遺
＼
ミ
）
（
守
ー
ミ
）
｜
砕

（
可
）
（
遺
＼
ミ
）
（
守
ー
ミ
）

で
示
さ
れ
る
。

ωの
場
合
の
予
想
利
得
が
も
っ
と
も
大
き
い
か
ら
、
各
人
は
削
を
選
択
す
る
。

（

2
）
同
が
非
負
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
同
が
右
下
り
の
直
線
で
あ
る
か
ら
同
は
縦
軸
上
の
切
片
が
最
大
に
な
る
。
そ
の
切
片
が
非
負
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

（
S
＋
N
）
（
守
＼
ミ
）

l
w
W
C

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
成
り
立
つ
よ
う
な

m
の
値
が
、

九
可
一
肌
達
川
肌
ミ

l
H

匂
l
H八
（
ミ
除
｜
～
v
）
＼
守
肌
匂

（

1
）
 で

あ
る
。

刑
罰
と
共
同
行
動

本
節
は
、
主
と
し
て
図
4
の
場
合
に
つ
い
て
、
結
託
が
各
人
を
し
て
共
同
行
動
を
と
ら
せ
る
こ
と
を
考
察
す
る
。
国
家
が
刑
罰
の

，’h、
一一一． 
一一一、、ー’

程
度
を
、
各
人
を
協
力
さ
せ
る
に
必
要
・
最
小
限
の
水
準
以
上
に
設
定
す
る
と
、
各
人
は
協
力
す
る
か
ら
、

は
同
式
に
、
選
H
3
l
H
、
を
代
入
し
た
値
、
す
な
わ
ち
、

一
人
当
り
の
予
想
利
得

。

｜

除

ー

ミ

U
R
W
U
S（
き
）



と
な
る
。
こ
れ
は
結
託
が
各
人
に
共
同
行
動
を
と
ら
せ
た
場
合
の
、
一
人
当
り
の
予
想
利
得
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
図
5
の
右
下
り
の

太
い
直
線
の
実
線
部
分
で
示
す
。
他
方
、
聞
の
直
線
は
、

m
の
と
る
値
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
右
上
方
へ
と
移
動
す
る
が
、
そ
の
も

っ
と
も
右
上
方
に
位
置
す
る
の
が
こ
の
太
い
直
線
で
あ
る
。

図5

A
 

Z
L、
＼

姐
司
’

I
’

t

，，，，、

統治の理論

b-k 

ικ L
U
 

7
i
一

＋一

n
m一

x 

χ。（m)
。

こ
れ
に
対
し
、
刑
罰
が
必
要
・
最
小
限
未
満
の
水
準
に
設
定
さ
れ

る
な
ら
ば
、
各
人
は
非
協
力
と
な
る
か
ら
、
一
人
当
り
の
予
想
利
得

は
凶
式
に
、
き
H
O
、
を
代
入
し
た
値
、
す
な
わ
ち
、

。
川
肌
h
R

臥
h
R
O

（選）

0
・

に
な
る
。
こ
れ
は
結
託
が
各
人
に
非
協
力
の
共
同
行
動
を
と
ら
せ
た

場
合
の
、
一
人
当
り
の
予
想
利
得
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

を
図
5
の
横
軸
上
の
太
い
実
線
部
分
で
示
す
。

こ
れ
ら
太
線
の
部
分
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
結
託
に
よ
っ
て
強
制

的
に
共
同
行
動
を
と
ら
さ
れ
る
場
合
の
、
予
想
利
得
｜
｜
ひ
と
り
ひ

と
り
の
予
想
利
得
ー
ー
で
あ
り
、
そ
れ
が
刑
罰
の
程
度
に
応
じ
て
ど

う
変
化
す
る
か
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
以
下
の
よ
う
に
関
数
、

ぬ（
N
）
、
で
あ
ら
わ
す
。「。

l
除

l

s

G
安）
H
｛

。

U
R
W
h
R
O
（§） 

。
山
肌
い
円
八
h
R
O

（き）

－av

，・

J

、

f
f
I
L
 九

可
一
肌
き
肌
お
l
H
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で
あ
る
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22 

こ
れ
は
メ
ニ
ュ
ウ
で
あ
っ
て
、
こ
の
中
か
ら
結
託
が
刑
罰
の
最
適
な
程
度
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
結
託
は
、
こ
の
メ
ニ
ユ
ウ
の

中
の
ど
の
水
準
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
も
そ
も
結
託
と
は
、
人
々
が
共
同
行
動
を
と
る
と
き
の
形
態
で
あ
り
、
し
た
が
っ

（

1
）
 

て
、
人
々
が
共
同
行
動
に
よ
っ
て
達
成
で
き
る
と
考
え
る
目
標
が
結
託
の
目
標
に
な
る
。
か
く
て
結
託
は
、
各
人
の
厚
生
、
す
な
わ

ち
、
平
和
と
秩
序
の
サ
l
ヴ
ィ
ス
の
最
大
化
、
言
い
換
え
れ
ば
、
お
（
る
を
最
大
化
す
る
よ
う
に
刑
罰
の
程
度

x
を
操
作
す
る
と
考
え

て
差
し
支
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、

豆
、
（
守
ー
ャ
ー
ミ
）
w

h

R

W

F
（遺）

で
あ
る
。
す
る
と
、
図
5
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
つ
ぎ
の
答
を
得
る
。

句
－

H
4

hRHURO（
さ
）
に
お
い
て
最
大
値
は
守
｜
』
W
B
I
S－
（
遺
）
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
結
託
は
刑
罰
の
最
適
な
程
度
を
、
非
協
力
防
止
に
必
要
・
最
小
限
の
水
準
に
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

全
員
が
協
力
し
、
結
託
は
存
続
す
る
。

こ
の
場
合
、
図
5
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
各
人
の
最
終
利
得
は
、

守

l
F
l
S
A
S）

V
O

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
各
人
の
最
終
的
な
予
想
利
得
が
、
闘
争
状
態
で
の
予
想
利
得
よ
り
大
き
い
、

り
に
合
う
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
が
、
こ
れ
に
対
し
、
川
、
同
の
場
合
に
は
、

つ
ま
り
、
結
託
に
よ
る
強
制
が
割

？
l
守
l
s
o
（
選
）
八
。

で
あ
る
。
こ
れ
は
各
人
の
最
終
的
な
予
想
利
得
が
闘
争
状
態
で
の
予
想
利
得
よ
り
小
さ
い
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
、
結
託
の
強
制
が

（

2
）
 

割
り
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
例
の
場
合
に
話
を
も
ど
す
と
、
ひ
と
つ
の
論
点
が
浮
び
上
る
。
と
い
う
の
は
、
全
員
協
力
が
な
り
、
そ
れ
が
周
知
と
な
る



と
各
人
の
予
想
協
力
者
数

m
が
（
ミ
l
H
）
、

bg
（
逮
）
、
か
ら
、
u
s
S
l
H
）
、

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
協
力
に
必
要
な
最
小
限
の
刑
罰
は
、

へ
と
減
少
す
る
は
ず
で
あ
る
。
結
託
の
最
適
化
行
動
が
変
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
値
が
そ
の
ま
ま
最

平
和
と
秩
序
か
ら
各
人
が
受
け
る
予
想
利
得
は
、
守
ー
除
E
I
S
A
選）、

適
刑
罰
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

か
ら
、

守
ー
除
l
s
o
（
ミ
l
H
）
、

へ
と
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
図
5
の
A
↓
Z
の
動
き
が
そ
れ
で
あ
る
。

（1
）
こ
の
仮
定
の
立
て
方
は
、

2
－ol
z
S
E
E
S町
自
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
各
人
が
他
の
人
々
と
同
一
の
戦
略
を
と
る
と
の
前

提
の
下
に
社
会
的
厚
生
の
最
大
化
を
は
か
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
出
向
ω
8
1・
5
8・
E
y
z
m
l
ロω
・
）
。
そ
し
て
こ
れ
は
政
治
学
の

国
家
理
性
（
S
O
河
内
出

gロ
oご
宮

ω
g
g）
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
中
世
の

S
E。司
Z
E
W
S
E
E
s
z
m
で
あ
る
も
。

E
L∞2
・
3
・

NmωlN印一
Yω
∞品ー
ω
∞斗）。

（2
）
前
稿
（
田
中
、
二
O
O
二
）
で
は
、
図
2
、
3
、
4
の
帰
結
が
守
l

！？
l

義
人
選
）
の
正
負
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
る
と
、
前
者
が
後

者
の
ミ
ク
ロ
的
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
な
い
。

（
三
・
四
）

統
治
の
作
動
様
式

統
治
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ど
う
作
動
す
る
か
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
み
る
と
左
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

(3) 

統治の理論

m
l↓
各
人
一
非
協
力
↓
必
要
・
最
小
限
の
刑
罰

lψ
各
人
一
協
力
｜
↓
結
託

つ臼

ま
ず
、
任
意
の
予
想
協
力
者
数

m
の
値
が
与
え
ら
れ
る
と
、
各
人
は
非
協
力
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
。

そ
こ
で
結
託
が
必
要
・
最
小
限
の
刑
罰
、

F
（
き
）
を
科
す
。
そ
の
結
果
、
各
人
は
協
力
を
選
択
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
託
は

23 
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存
続
す
る
。
全
員
協
力
の
情
報
は
早
晩
ゆ
き
わ
た
る
か
ら
、
予
想
協
力
者
数
は
（
ミ
l
H
）
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
協
力
に
必
要

な
最
小
限
の
刑
罰
は
、
主
（
さ
）
か
ら
S
S
l
H
）
に
な
る
。
ま
た
、
各
人
の
最
終
の
予
想
利
得
は
、
？
l

除
ー
ミ
人
選
）
、
か
ら
、

24 

。
！
？
l
S
O
S－

H

）
へ
と
増
加
す
る
。

こ
の
段
階
で
結
託
の
刑
罰
を
な
く
し
た
ら
ど
う
か
。
こ
の
と
き
に
も
各
人
は
非
協
力
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
。
と
い
う
の
は
、

各
人
の
非
協
力
の
予
想
利
得
、
（
ミ
l
H
）
（
守
＼
ミ
）
が
、
協
力
の
予
想
利
得
、
（
守
｜
除
）
を
上
回
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
結
託

は
存
続
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ゆ
こ
の
動
き
を
封
ず
る
た
め
に
結
託
の
刑
罰
が
引
き
続
い
て
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
員
協
力
と
結
託
の
強
制
と
は
相
互
に

依
存
、
相
互
に
補
強
し
合
っ
て
、
文
字
通
り
ワ
ン
・
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。

も
と
よ
り
予
想
協
力
者
数
は
体
系
内
部
で
の
み
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
体
系
外
の
要
因
に
よ
っ
て
も
変
化
さ
せ
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、
敵
対
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
っ
て
予
想
協
力
者
数
が
宮
l
H
）
以
下
に
減
ぜ
ら
れ
る
場
合
、
協
力
に
必
要
な
最
小
限

の
刑
罰
は
上
昇
す
る
。
他
方
、
結
託
の
最
適
刑
罰
は
そ
れ
を
下
回
る
い
え
お
l
H
）
に
据
え
置
れ
た
ま
ま
で
あ
る
か
ら
各
人
は
非
協

力
を
選
択
し
、
た
め
に
結
託
は
崩
壊
す
る
。

（四）

論

一
．
一
般
に
衣
・
食
・
住
を
は
じ
め
と
し
て
人
々
の
欲
求
充
足
手
段
は
稀
少
で
あ
る
か
ら
、
国
家
が
な
い
場
合
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
っ

て
人
々
の
聞
に
争
い
が
お
こ
る
。
こ
の
争
い
は
競
争
相
手
の
排
除
・
撲
滅
に
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
。
こ
の
状
態
に
対
し
人
々
は

マ
イ
ナ
ス
の
評
価
を
下
し
、
そ
れ
か
ら
の
脱
却
、
つ
ま
り
、
平
和
と
秩
序
を
切
望
す
る
。
平
和
と
秩
序
の
確
保
に
は
、
各
人
の
協
力

｜
｜
他
人
の
生
命
・
身
体
・
手
許
に
あ
る
事
物
を
侵
さ
な
い
こ
と
ー
ー
が
不
可
欠
に
な
る
。
し
か
し
、
人
々
は
す
す
ん
で
協
力
し
ょ



う
と
は
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
闘
争
状
態
が
継
続
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
、
人
々
は
協
力
し
な
い
の
か
。

い
っ
た
ん
実
現
す
る
と
、
そ
の
実
現
に
協
力
し
た
人
に
も
非
協
力
で
あ

っ
た
人
に
も
ひ
と
し
く
及
ん
で
い
く
。
ま
た
、
他
人
が
享
受
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
分
、
自
分
の
享
受
可
能
量
が
減
る
わ
け
で

平
和
と
秩
序
は
一
種
の
サ
l
ヴ
ィ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
人
々
は
、
他
人
の
協
力
に
只
乗
り
す
る
方
が
有
利
と
判
断
し
、
非
協
力
を
き
め
込
む
（
た
だ
し
、
こ
れ
は

人
々
の
数
が
多
く
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
ら
を
大
海
の
中
の
一
滴
と
感
ず
る
ほ
ど
な
ら
ば
、
の
話
で
あ
る
）
。
か
く
て
平
和
と
秩
序
は
実
現

せ
ず
に
終
わ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
確
保
に
は
、
人
々
の
問
で
只
乗
り
を
し
な
い
よ
う
に
互
い
に
強
制
し
合
う
こ
と
が
必
要
と
な

る。ニ
．
こ
こ
に
互
い
が
互
い
を
強
制
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
協
力
者
を
そ
れ
以
外
の
人
々
が
単
一
の
結
託
と
な
っ
て
処
罰
す
る
こ
と

を
い
う
。
こ
の
結
託
が
で
き
な
け
れ
ば
処
罰
は
不
可
能
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
結
託
に
加
わ
ら
な
い
人
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
非

協
力
者
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
。
処
罰
を
す
る
の
は
単
一
の
結
託
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
協
力
を
、
他
人
の
生
命
・
身
体
・
事
物
を

侵
害
し
な
い
こ
と
と
単
一
の
結
託
へ
の
参
加
の
双
方
と
規
定
し
直
し
、
非
協
力
と
は
、
こ
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
一
方
を
欠
く
場
合

を
指
す
も
の
と
す
る
。

三
．
こ
の
よ
う
な
相
互
強
制
は
は
た
し
て
可
能
か
、
ま
た
、
そ
の
た
め
の
条
件
は
な
に
か
。
ま
ず
、
相
互
強
制
の
下
で
の
、
ひ
と
り

ひ
と
り
の
協
力
と
非
協
力
の
そ
れ
ぞ
れ
の
予
想
利
得
が
、
闘
争
状
態
の
均
衡
下
で
の
非
協
力
の
予
想
利
得

l
oー
と
ひ
と
し
い
か
、

あ
る
い
は
、
そ
れ
よ
り
も
よ
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
と
、
人
々
は
相
互
強
制
の
ゲ
l
ム
へ
の

参
加
を
見
合
せ
、
闘
争
状
態
に
止
ま
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
非
協
力
の
予
想
利
得
（
相
互
強
制
下
の
、
以
下
同
様
）
に
つ

統治の理論

い
て
は
問
題
は
な
い
。
他
方
、
協
力
の
予
想
利
得
（
相
互
強
制
下
の
、
以
下
同
様
）
に
つ
い
て
は
、

a
、
予
想
協
力
者
が
少
な
く
と
も
あ
る
人
数
、

6
人
は
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
し
、
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
と
、
非
協
力
の
予
想
利
得
が
予
想
利
得
を
上
回
る
か
ら
、
人
々
は
非
協
力
を
選
択
し
、
相
互

25 
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強
制
は
成
立
し
な
い
（
図
2
）
。
が
、
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
た
と
し
て
も
、
さ
ら
に
、

b
、
刑
罰
の
上
限
定
H
守
＼
三
に
お
い
て
非
協
力
の
予
想
利
得

ωよ
り
も
協
力
の
予
想
利
得
が
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
協
力
の
「
予
想
利
得
」
対
「
予
想
費
用
」
の
比
率
が
、
非
協
力
の
「
予
想
利
得
」
対
「
処
罰
に
よ
る
予
想
犠
牲
」
の
比

26 

率
、
よ
り
も
大
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

も
し
、
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
と
、
や
は
り
非
協
力
の
予
想
利
得
が
協
力
の
予
想
利
得
を
つ
ね
に
上
回
る
か
ら
人
々
は
非
協
力

を
選
択
し
、
相
互
強
制
は
成
立
し
な
い
（
図
3
）。

a
と
b
の
双
方
の
条
件
が
成
り
立
つ
と
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
人
々
を
協
力
さ
せ
る
に
必
要
な
最
小
限
の
刑
罰
の
存
在
を
確
認
で
き

る
（
図
4
）
。
し
か
し
、
実
施
さ
れ
る
刑
罰
の
程
度
が
必
要
・
最
小
限
の
刑
罰
の
程
度
以
上
で
な
け
れ
ば
、
非
協
力
の
予
想
利
得
が

協
力
の
予
想
利
得
を
上
回
り
、
人
々
は
非
協
力
を
選
択
す
る
。
こ
こ
に
実
施
さ
れ
る
刑
罰
と
は
、
単
一
の
結
託
が
最
適
刑
罰
と
し
て

決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
互
強
制
の
実
現
の
た
め
に
は
「
最
適
刑
罰
が
必
要
・
最
小
限
の
刑
罰
と
ひ
と
し
い
か
、
そ
れ

よ
り
大
き
い
」
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
た
し
て
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
か
ど
う
か
。
単
一
の
結
託
が
、
各
人
の

厚
生
（
H
平
和
と
秩
序
の
サ
l
ヴ
ィ
ス
）
を
最
大
化
す
る
よ
う
に
刑
罰
の
程
度
を
決
定
す
る
と
い
う
行
動
準
則
を
と
る
な
ら
ば
、

c
、
最
適
刑
罰
は
必
要
・
最
小
限
の
刑
罰
に
ひ
と
し
い
。

と
い
う
結
果
に
な
り
、
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
。

四
、
相
互
強
制
は
全
体
と
し
て
割
り
が
合
う
か
ど
う
か
。
答
は
必
要
・
最
小
限
の
刑
罰
が
実
施
さ
れ
る
場
合
の
、
各
人
の
予
想
利
得

（守｜除

lso（
逮
）
）
が
闘
争
状
態
の
場
合
の
各
人
の
予
想
利
得

ωよ
り
も
大
き
い
か
、
小
さ
い
か
、
に
よ
る
。
大
き
い
な
ら
ば
割
り

が
合
い
、
小
さ
い
な
ら
ば
割
り
が
合
わ
な
い
。

a
と
b
と

c
が
同
時
に
満
た
さ
れ
る
場
合
が
前
者
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
か
ら

a
か
b

か
ど
ち
ら
か
一
方
が
欠
け
る
場
合
が
後
者
で
あ
る
。
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