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一

問

題

の

限

定

戦
後
は
な
ば
な
し
く
お
こ
な
わ
れ
た
社
会
政
策
の

「本
質
論
争
」
自
体
に
つ
い
て
の
、　

一
応
の
紹
介
な
り
整
理
な
り
は
、

既
に
反
々
に

わ
だ
っ
て
試
み
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
改
め
て
く
り
返
す
必
要
は
な
い
。

今
日
な
お
、

か
つ
て
の

「本
質
論
争
」
を

回
顧
す
る
こ
と
に
一
定
の
意
味
を
期
待
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

か
の

「本
質
論
争
」
が
中
断
さ
れ
て
以
降
の
現
在
に
い
た
る
ま
で

の
研
究
状
況
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、

労
働
問
題
、

社
会
政
策
の
分
野
で
の
戦
後
二
〇
年
間
の
研
究
史
に
お
い
て

「本
質
諭
争
」
が
占
め
る

位
置
を
批
判
的
に
吟
味
し
、
そ
れ
か
ち
今
日
わ
れ
わ
れ
が
進
め
る
べ
き
研
究
に
と
っ
て
の
方
法
的
示
唆
を
く
み
と
る
と
い
う
観
点
に
た
っ

て
、
す
ぐ
れ
て
方
法
的
な
回
顧
を
お
こ
な
う
場
合
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

現
在
、
わ
れ
わ
れ
は
、

改
め
て
社
会
攻
策
の

「本
質
」
に
つ

い
て
の
再
論
を
提
唱
し
て
い
る
新
た
な
問
題
提
起
に
接
し
て
い
る
の
で
あ
る（定
、
そ
の
よ
う
な
再
論
を
再
び
不
毛
な
論
争
に
お
ち
い
ら
せ

る
こ
と
な
く
、

問
題
提
起
者
の
望
む
よ
う
な

「社
会
政
策
論
の
再
構
成
」
だ
結
実
さ
せ
う
る
か
否
か
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が

現
在
、

か
つ
て
の

「本
質
諭
争
」
を
ど
の
よ
う
に
批
判
的
に
回
顧
し
う
る
か
、
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ



れ
は
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

新
た
な
時
点
に
お
け
る

「社
会
攻
策
論
の
再
構
成
」
の
た
め
に
、　

一
体
、
ど
の
よ
う
な
方
法
的
反
省
が

前
提
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
「社
会
攻
策
論
の
再
構
成
」
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、

何
故

に
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
余
り
に
漠
然
と
し
た
設
間
に
こ
た
え
る
こ
と
は
、

決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、

労
働
問

題
、

社
会
政
策
の
分
野
で
の
戦
後
二
〇
年
間
の
研
究
費
を
方
法
的
に
回
顧
す
る
と
き
、
ほ
ぼ
昭
和
三
〇
年
頃
を
境
と
す
る
と
こ
ろ
の
、

研

究
史
上
の
重
要
な
屈
折
を
推
定
し
う
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、

人
間
の
認
識
が
歴
史
的
現
実
の
変
化
に
と

も
な
っ
て
変
化
す
る
こ
と
自
体
は
、

極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
は
、

戦
後
の
日
本
資
本
主
義
の
歴
史
的
軌
跡
に
そ
っ

て
、
こ
の
分
野
で
の
研
究
者
の
認
識
が
変
化
し
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
別
段
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
が
、

い
う
ま
で
も
な
く
、

わ
れ
わ
れ
が
ご

こ
で
問
題
と
す
る
研
究
史
上
の
周
折
と
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
認
識
の
変
化

一
般
で
は
な
い
。

研
究
者
を
特
定
の
対

象
に
か
り
た
て
る
問
題
意
識
な
り
価
値
理
念
な
り
に
お
け
る
変
化
、
そ
の
対
象
に
接
近
す
る
場
合
の
研
究
方
法
に
お
け
る
変
化
、
そ
こ
で

定
立
さ
れ
る
基
本
的
命
題
の
変
化
、

総
じ
て
、

認
識
の
基
本
的
な
枠
組
み
に
お
け
る
変
化
が
、
こ
こ
で
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
、

わ
れ
わ
れ
は
、

次
の
よ
う
な
若
子
の
指
標
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

即
ち
、
ま
ず
第

一
に
、

昭
和
二
四
、

二
年

を
頂
点
と
し
て
、
こ
の
分
野
の
多
く
の
研
究
者
の
精
力
的
な
参
加
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
、

社
会
政
策
の

「本
質
論
争
」
が
、
昭
和
二

七
、

八
年
頃
と
も
な
る
と
次
第
に
停
滞
し
、

や
が
て
そ
れ
は
中
断
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を

「中
断
」

と
み
な
す
か

「完
結
」
と
み
な
す
か
に
つ
い
て
は
、

諭
者
に
よ
っ
て
議
論
が
わ
か
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
。

過
去

一
〇
年
間
の
研
究
史
の
な
か
で
、

か
の

「本
質
論
争
」
が
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
は
、

多
く
の
研
究
者
の
新
鮮
な
興
味
の
対
象
と
は

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

昭
和
二
九
年
か
ら
三
〇
年
に

か
け
て
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
従
来
の
研
究
方
法
へ
の
反
省
が
、

社
会
政
策
学
的
接
近
の
有
効
性
に
対
す
る
疑
間
と
し
て
表
明
さ
れ
、

？
島
炉

，

！

ヨ
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毎i
「社
会
政
策
と
い
う
伝
統
の
枠
か
ら
は
な
れ
て
賃
労
働
そ
の
も
の
の
理
論
を
正
面
か
ら
究
明
す
べ
き
こ
と
」
「社
会
政
策
学
か
ら
労
働
問

題
研
究
を
と
き
放
つ
べ
き
こ
と
」
な
ど
の
提
唱
が
あ
い
つ
い
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
変
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
提
唱
が

す
べ
て
の
研
究
者
の
賛
同
を
え
た
わ
け
で
は
な
く
、

今
日
な
お
、
そ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
議
諭
が
予
想
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も

こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
。

事
実
上
、

伝
統
的
な
社
会
政
策
学
の
枠
を
こ
え
た
領
域
に
お
い
て
つ
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、

数
多

く
の
理
論
的
、

実
証
的
研
究
を
無
視
し
て
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
最
近
の
研
究
動
向
を
正
確
に
把
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実

が
重
要
な
の
で
あ
る
や
第
二
に
、

戦
後
暫
く
の
間
、
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
け
る
労
働
問
題
研
究
を
主
導
し
て
き
た

「賃
労
働
に
お
け
る
封
建

性
」
論
に
対
し
て
、

次
第
に
理
論
的
、

実
証
的
な
批
判
が
強
め
ら
れ
、

や
が
て
昭
和
三
〇
年
頃
を
境
と
し
て
、
そ
れ
が
こ
の
分
野
の
研
究

を
主
導
す
る
仮
説
と
し
て
の
意
義
を
急
速
に
失
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
か
つ
て

「賃
労
働
に
お
け
る
封
建
性
」
論

を
唱
え
た
す
べ
て
の
研
究
者
が
自
己
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
な
お
そ
の
正
否
を
め
ぐ
っ
て
論
議
が
予
想

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
。

昭
和
三
〇
年
代
の
日
本
資
本
主
義
の
い
わ
ゆ
る
高
度
成
長
過
程
に
お

け
る
労
働
問
題
に
接
近
す
る
に
あ
た
っ
て
、　

一
般
的
に
、
「賃
労
働
に
お
け
る
封
建
性
」
諭
は
有
効
な
作
業
仮
説
と
し
て
機
能
し
な
か
っ

た
と
い
う
事
実
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
き
わ
め
て
簡
単
な
指
標
に
注
意
す
る
だ
け
で
も
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
な
意
味
で
の
研
究
史
上
の
屈
折
に

つ
い
て
推
定
し
う
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
一
般
的
な
動
向
を
特
徴
づ
け
る
と
す
れ
ば
、

社
会
政
策
の

「本
質
論
」
と

「賃

労
働
に
お
け
る
封
建
性
」
論
と
に
導
か
れ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
戦
後
研
究
の
第

一
期
は
、

か
つ
て
の
宰
き
の
糸
を
む
し
ろ
呪
縛
と
し
て
た

ち
切
ろ
う
と
す
る
批
判
に
媒
介
さ
れ
て
、

戦
後
研
究
の
第
二
期
へ
と
接
続
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
、

今

日
ま
で
の
研
究
史
を
ふ
ま
え
て
「社
会
政
策
論
の
再
構
成
」
を
こ
こ
ろ
ざ
す
場
合
に
、
或
い
は
社
会
政
策
の
「本
質
」
に
つ
い
て
の
再
論

の
す
す
め
に
応
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
す
ぐ
れ
て
方
法
的
な
反
省
を
必
要
と
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
た
め
で
あ
る
。
「本
質
諭
」
に

を
と
簿



限
っ
て
み
て
も
、

第

一
期
に
お
け
る

「本
質
論
争
」
の
中
断
か
ら
、
第
二
期
に
お
け
る
労
働
問
題
プ
ロ
パ
ー
に
つ
い
て
の
研
究
へ
の
移
行

は
、
「本
質
論
争
」
の
深
化
、

発
展
に
と
も
な
う
必
然
的
な
、

い
わ
ば
ポ
ジ
テ
ィ
プ
な
連
関
と
し
て
跡
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
や
や
大
胆
に
い
う
な
ら
ば
、

過
去

一
〇
年
間
に
進
め
ら
れ
て
き
た
研
究
は
、

お
し
な
べ
て
、

か
つ
て

「本
質
論
争
」
を
と
お
し

て
た
ど
り
つ
い
た
一
定
の
理
論
な
り
仮
説
な
り
に
導
か
れ
て
、

意
識
的
、

計
画
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
歴
史
的
、

実
証
的
な
検
証
の
作
業
と

し
て
位
置
づ
け
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、　

一
般
的
に
は
、
「本
質
論
争
」
の
思
弁
的
な
呪
縛
か
ら
と
き
放
た
れ
る
な

か
で
、
第
二
期
に
お
け
る
歴
史
的
、
実
証
的
な
研
究
が
つ
ち
重
ね
ら
れ
て
き
た
と
い
う
、
い
わ
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
連
関
が
そ
こ
に
は
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

わ
れ
わ
れ
の
さ
き
の
設
間
は
、

幾
分
か
明
確
と
な
る
。

社
会
政
策
の

「本
質
論
」
と
労
働
問
題
研
究
と
が
と
り
結
ん
で
き
た

礼
ガ
テ
ヤ
ブ
な
連
関
は
、　

一
体
、

い
か
な
る
方
法
的
反
省
を
と
お
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
プ
な
連
関
に
か
わ
り
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

か
り
に

そ
の
よ
う
な
方
法
的
反
省
を
と
お
し
て

「
社
会
政
策
論
の
再
構
成
」
の
試
み
が
可
能
と
な
る
に
し
て
も
、　

一
体
、

そ
う
し
た
試
み
自
体
は
、

現
時
点
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
よ

っ
て
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
、

戦
後
研
究
史

へ
の

一
定
の
方
法
的
回
顧
を
と
お
し
て
、

右
の
設
聞

へ
の
手
が
か
り
を
見
出
し
た
い
と
考
え
る
。

（
１
）

岸
本
英
太
郎

『
社
会
政
策
論
の
根
本
問
題
』
昭
和
二
五
年
、

後
篇
、
矢
島
悦
太
郎

「社
会
政
策
本
質
論
」
（社
会
政
策
学
会
編

『
産
業
合
理
化
と

労
働
問
題
』
昭
和
三
一
年
）
、

太
陽
寺
順

一
「社
会
政
策
本
質
論
争
の
現
段
階
」
令
一
橋
論
護
』
四
四
巻
四
号
）
、
向
井
喜
典

「社
会
政
策
諭
争
」
（岸

本
英
太
郎

『
社
会
政
策
』
昭
和
四
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
２
）

隅
谷
二
喜
男

「社
会
政
策
論
の
再
構
成
」
翁
経
済
評
論
』
昭
和
四
〇
年

一
月
号
）。

（３
）

隅
谷
三
喜
男

「賃
労
働
の
理
論
に
つ
い
て
」
翁
経
済
学
論
集
』
二
三
巻

一
号
）
、
同

「労
働
問
題
の
研
究
は
こ
れ
で
い
い
の
か
」
（東
大
出
版
会

『
譲
座
　
社
会
学
』
月
報
３
、
昭
和
三
二
年
）
、

氏
原
正
治
郎

「
日
本
の
労
働
問
題
思
想
」
（同

『
日
本
の
労
使
関
係
』
昭
和
三
六
年
）
、
同
「
社
会
政

量

導

予
ｌ
密
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′嶺策
か
ら
労
働
問
題
へ
」
（
弘
文
堂

『
経
済
学
全
集
』
乗
２
、
昭
和
三
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

こ

研

究

の

回

顧

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

第

一
期
に
お
け
る
研
究
史
を
回
顧
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
も
っ
て
円
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、

か
の

「本
質
論
争
」
が
多
く
の
社
会
政
策
学
者
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
な
が
ら
、

数
年
を
へ
ず
し
て
、

お
お
む
ね
、

不
毛
、

不
生
産
的
と

い
う
評
価
の
う
ち
に
中
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
何
故
か
、
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
、

か
の

「本
質
諭
争
」
を

不
毛
、

不
生
産
的
と
評
価
す
る
こ
と
自
体
に
は
、　

一
部
か
ら
の
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。

戦
後
の

「本
質
論
争
」
へ
の
最
も
積
極
的
な
参
加

一衰
で
あ
っ
た
岸
本
英
太
郎
教
授
が
、
諭
争
を
と
お
し
て
到
達
さ
れ
た
御
自
分
の
理
論
を
も
っ
て
論
争
は
基
本
的
に
「完
結
」
し
た
と
し
て
、

そ
の
成
果
を
今
日
な
お
高
く
評
価
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、

周
知
の
事
実
で
あ
る
。

が
、

問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
岸
本
教
授
の
主
張
が
、

き
わ
め
て
真
勢
に
、
き
わ
め
て
執
勤
に
く
り
か
え
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

諭
争
に
参
加
し
た
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、

事
実
上
黙

殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
「
対
話
」
の
成
立
し
な
い

「諭
争
」
と
は
、

実
は

「論
争
」
で
は
な
く
、
「独
自
」
の
応
副
に
す

ぎ
な
い
。

か
り
に
岸
本
教
授
の
総
括
に
し
た
が
う
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
疑
間
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

戦
後
の

「本
質
諭
争
」
は
、

何
故
に
、
「独
自
」
を
も
っ
て

「完
結
」
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
、
と
。

と
こ
ろ
で
、

通
常
、

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
疑
問
へ
の
手
が
か
り
を
、

論
争
参
加
者
た
ち
が
そ
の
諭
争
に
托
し
た
問
題
意
識
を
さ
ぐ

っ
て
い
く
な
か
で
、
あ
る
程
度
、

把
え
う
る
と
期
待
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

が
、

そ
の
よ
う
な
期
待
を
も
っ
て
戦
後
の

「本
質
論
争
」

を
回
顧
す
る
と
き
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
傾
向
性
を
見
出
し
、

や
が
て
か
の

「諭
争
」
へ
の
よ
り
深
い
疑
間
へ
と
導
か
れ
て

い
く
。

そ
れ
は
、

端
的
に
い
っ
て
、

社
会
政
策
の
定
義
や
概
念
を
め
ぐ
る
抽
象
的
論
議
が
、

諭
争
の
す
す
む
に
つ
れ
て
次
第
に
、

そ
の
内

に
ひ
め
ら
れ
た
実
践
的
問
題
意
識
な
り
、

価
値
理
念
な
り
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
吟
味
さ
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
遠
ざ
か
り
、

や
が
て
閉

i f



ざ
さ
れ
た
ス
コ
ラ
の
世
界
へ
と
は
ま
り
こ
ん
で
い
ク
て
し
ま
ク
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
の
こ
Ｌ
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

戦
後
の

「本
質
論
争
」
の
端
緒
自
体
は
、
ス
コ
ラ
的
諭
議
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
た
の
で
は
な
い
。

戦
後
諭
争
の
導
入
線
と
な

っ
た

「社
会
政
策
の
生
産
力
説
へ
の
一
批
判
」
は
、

戦
時
下
に
結
晶
し
た

「社
会
政
策
の
生
産
力
説
」
が
、
「生
産
力

・
生
産
関
係
の
全

機
構
的
把
握
」
を
久
く
理
論
的
性
格
の
故
に
、
「
そ
の
主
観
的
意
図
と
は
全
く
逆
に
客
観
的
に
は
再
び
フ
ァ
ン
ズ
ム
ヘ
の
途
を
拓
か
ず
に

は
お
か
な
い
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

当
時
の
緊
迫
し
た
実
践
的
な
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た

「労
働
組
合
論
」
に
焦
点
を
す
え
て
、

鋭
く

批
判
し
よ
う
と
し
た
労
作
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
「社
会
政
策
の
生
産
力
説
」
が
、
日
本
帝
国
主
義
の
崩
壊
と
い
う
歴
史
的
現
実
を
ま
え

に
し
て
、
日
本
の

「近
代
化
」
へ
の
期
待
を
戦
争
経
済
の
進
展
に
れ
し
た
そ
の
基
本
的
な
認
識
の
枠
組
み
に
つ
い
て
の
厳
正
な
自
己
批
判

へ
と
向
か
う
こ
と
な
く
、
「全
面
的
な
生
産
停
止
と
主
体
的
生
産
意
欲
の
皆
無
、

生
活
の
混
乱
と
額
廃
化
の
下
に
於
て
は
、

資
本
主
義
的

生
産
の
急
速
な
再
開
始
」
以
外
に
と
る
べ
き
道
は
な
い
と
い
う
立
場
に
た
っ
て
、
「派
手
で
俗
年
に
入
り
易
い
分
配
主
義
的

「待
過
改
善

ユど
」
を
厳
し
く
批
判
す
る

「生
産
主
義
の
社
会
政
策
」
の
主
張
へ
と
進
み
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
状
況
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
「社
会
政
策

の
生
産
力
説
へ
の
一
批
判
」
の
意
図
は
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
、

敗
戦
日
本
資
本
主
義
の

「構
造
的
危
機
」

の

「独
占
資
本
家
的
克
服
」
に
は
げ
し
く
反
対
し
、
そ
の

「勤
労
大
衆
的
克
服
」
を
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
批
判
者
の
鮮
明
な
価
値
理
念

が
脈
う
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
て
開
始
さ
れ
た
戦
後
論
争
を
、

批
判
者
の
問
題
提
起
に
こ
た
え
る
実
り
豊
か
な

「対
話
」
と
し
て
進
め
て
い
く

た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、

論
争
参
加
者
の
全
員
が
、

敗
戦
を
契
機
に
拓
け
つ
つ
あ
っ
た
新
た
な
歴
史
的
現
実
が
提
起
し
て
い
た
諸

問
題
、
Ｌ
り
わ
け
、
「構
造
的
危
機
」
の
も
と
に
お
け
る
抑
圧
か
ら
の
解
放
、
「近
代
的
社
会
政
策
」
の
破
綻
、
「社
会
政
策
の
主
体
転
換
と

そ
れ
に
と
も
な
う
形
態
変
化
」
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
把
え
て
い
く
か
、
と
い
う
、

す
ぐ
れ
て
実
践
的
な
問
題
を
、

つ
な
に
論
争
の
枢
要
点

と
し
て
見
定
め
て
い
く
だ
け
の

「緊
張
」
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

不
幸
に
し
て
、
こ
の
枢
要
点
は
多

を
と
昼
専

「

ｗ
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Ｈ
■

く
の
読
争
参
加
者
に
よ
っ
て
明
確
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
や
が
て
看
過
さ
れ
て
い
く
結
果
と
な
っ
た
。

既
に
論
争
の
初
期
に
鋭
敏
な

論
者
に
よ
っ
て
危
倶
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（村
、

少
な
く
と
も
論
争
の
主
流
に
お
い
て
は
、
も
っ
ば
ら
戦
前
に
お
け
る

「本
質
論
争
」

と
の
理
論
的
接
続
と
類
似
性
と
が
強
調
さ
れ
、

論
議
は
、
ひ
た
す
ら
、

資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
の

「本
質
」
と
そ
の

「必
然

性
」
如
何
、
と
い
う
、

す
ぐ
れ
て
抽
象
的
な
レ
プ
キ
ル
ヘ
と
昇
華
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
論
争
の
日
火
を
き
ら
れ
た
か
の
批
判
者

が
、
の
ち
に
こ
の
論
争
経
過
を

「方
法
読
争
へ
の
純
化
Ｈ
矮
少
化
傾
向
」
と
し
て
ふ
り
か
え
り
、

諭
争
の
不
生
産
的
性
格
、

不
毛
性
を
嘆

か
れ
た
意
味
を
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、

特
定
の
価
値
理
念
に
対
し
て
、

他
の
特
定
の
価
値
理
念
を
対
置
す
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
に
と
ど
ま
る
限
り
で
は
、

揖
仰
告
白
的

「対
決
」
で
は
あ
っ
て
も
、

学
問
的

「対
話
」
で
は
な
い
。

だ
が
、

論
者
の
価
値
理
念
と
事
実
認
識
ど
の
内
的
連
関
を
不
問

に
付
す
る
と
き
、

豊
か
な
学
問
的

「対
話
」
へ
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、

論
者
に

よ
っ
て
特
定
の
問
題
が
有
意
味
な
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
た
意
味
自
体
も
、

正
確
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。

論
者

の
価
値
理
念
が
歴
史
的
現
実
と
の
間
に
と
り
結
ん
で
い
る

「緊
張
」
を
つ
き
と
め
る
こ
と
な
く
し
て
、

論
者
の
提
出
し
た
問
題
の
意
味
を

理
解
す
る
こ
と
は
、

お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
、

提
出
さ
れ
た
事
実
認
識
の
正
否
を
事
実
に
て
ら
し
て
検
討
す
る
場

合
に
お
い
て
も
、

事
実
認
識
に
お
け
る
一
定
の
制
約
が
諭
者
に
よ
る
問
題
の
設
定
様
式
と
い
か
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
は
、

そ
の
よ
う
な
問
題
設
定
を
導
い
た
論
者
の
価
値
理
念
と
い
か
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
か
、

総
じ
て
、　

一
定
の
事
実
認
識
に
お
け
る
制
約

が
そ
の
向
背
に
あ
る
価
値
理
念
と
い
か
な
る
内
的
連
関
を
も
っ
て
い
る
か
、
を
と
き
あ
か
す
こ
と
を
通
し
て
、

真
の
学
問
的
な

「対
話
」

へ
と
進
み
う
る
こ
と
を
強
調
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、

戦
後
の

「本
質
論
争
」
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
学
問
的

「対
話
」
と

は
な
り
え
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「社
会
政
策
の
生
産
力
説
へ
の
一
批
判
」
が
、
ど
の
よ
う
に
反
批
判
さ
れ
た
か
を
想
い
お
こ
す

ぶ

ら
ば
、

そ
の
点
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

戦
後
論
争
へ
の
最
も
精
力
的
な
参
加
者
で
あ
っ
た
岸
本
英
太
郎
教
授
の
論
争
的
諮
論
稿
に
た
だ

Ｌ
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よ
う
あ
る
種
の
空
し
さ
は
、

根
本
的
に
は
、
「対
話
」
の
不
在
の
故
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
理
。

因
み
に
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
同
じ

く
社
会
政
策
の

「本
質
」
を
め
ぐ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
戦
前
の
諭
争
が
、
日
本
に
お
け
る

「半
封
建
的
」
抑
圧
の
克
眼
を
共
通
の
課
題
と

し
て
意
識
し
、
そ
の
限
り
で
は

「共
同
戦
線
」
に
た
ち
な
が
ら
、
「近
代
的
社
会
政
策
」
な
り

「本
来
の
社
会
政
策
」
な
り
の
体
系
は
な

に
か
、
そ
の
成
立
要
作
は
な
に
か
、
と
い
っ
た
開
題
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
、

強
烈
な
実
践
的
問
題
意
識
に
導
か
れ
て
進
行
し
て
い
っ
た

事
情
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

戦
後
の

「本
質
論
争
」
が
方
法
論
争
へ
と

「純
化
‐‐
探
少
化
」
し
て
い
く
過
程
が
、

実
は
、

当
初

か
の
問
題
提
起
者
の
意
識
に
そ
の
鮮
明
な
映
像
を
う
つ
し
て
い
た
敗
戦
日
本
資
本
主
義
の

「構
造
的
危
機
」
自
体
の
、
ま
さ
に

「独
占
資

本
家
的
克
服
」
の
過
程
と
照
応
し
て
い
た
と
い
う
事
情
に
ふ
れ
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。

こ
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

「
対
話
」
の
不
在
が
戦
後
諭
争
を
特
徴
づ
け
て
い
る
以
上
、

提
起
さ
れ
た
問
題
へ
の
理
論
的
接
近

が
み
る
べ
き
進
展
を
み
せ
ぬ
ま
ま
で
、

論
争
が

「中
断
」
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
別
に
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

理
論
上
の
問
題
と
し

て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
ま
ず
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
社
会
政
策
の

「本
質
」
な
り

「必
然
性
」
な
り
に
つ
い
て
の
一
般
的
、

抽
象
的
規
定

を
め
ぐ
る
論
争
が
、

本
来
そ
の
規
定
の
真
理
性
を
検
証
す
べ
き
意
味
を
も
つ
と
こ
ろ
の
、

社
会
政
策
現
象
の
歴
史
的
、

実
証
的
研
究
の
進

展
と
ど
れ
は
ど
の
内
的
連
関
を
も
ち
え
て
い
た
か
、
が
反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

諭
争
を
と
お
し
て
到
達
じ
た

「本
質
」

規
定
を
分
析
用
具
と
し
て
使
い
な
が
ら
、

社
会
政
策
現
象
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
い
く
つ
か
の
業
績
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
る
。

岸
本
教

授
の

『窮
乏
化
法
則
と
社
会
政
策
』
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
労
作
で
あ
る
と
も
い
え
よ
〈泄
。
だ
が
ヽ
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
、

実
証
的
研
究
が
か
の
読
争
の
理
論
的
前
進
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
寄
与
を
な
し
え
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を

お
さ
え
る
こ
と
が
で
を
な
い
。
そ
の
疑
開
は
、

か
の
諭
争
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
一
般
的
、

抽
象
的
規
定
が
、
そ
も
そ
も
、

い
か
に
し
て

歴
史
的
、

実
証
的
に
検
証
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う

「本
質
論
」
の
論
理
的
性
格
自
体
に
か
か
わ
る
の
で

あ
り
、
さ
ら
に
す
す
め
て
い
う
な
ら
ば
、

社
会
政
策
の

「本
質
」
な
り
そ
の

「
必
然
性
」
な
り
が
、

資
本
制
社
会

一
般
に
共
通
な
も
の
と
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し
て
、　

一
般
的
、

抽
象
的
に
、
あ
た
か
も
純
粋
な
原
理
的
規
定
と
し
て
展
開
さ
れ
う
る
か
の
よ
う
に
把
え
ら
れ
た
方
法
自
体
に
か
か
わ
る

の
で
あ
る
。

資
本
主
義
の
各
歴
史
段
階
に
お
い
て
、
ま
た
各
国
の
歴
史
的
現
実
に
お
い
て
、
そ
の
現
家
形
態
を
異
に
す
る
社
会
政
策
的
現

象
に
つ
い
て
の
歴
史
的
、

実
証
的
研
究
が
、
ひ
た
す
ら
そ
の
よ
う
な
抽
象
の
レ
ブ
ェ
ル
で
社
会
政
策
の

「本
質
」
を
把
え
よ
う
と
し
た
か

の
論
争
に
対
し
て
、
み
る
べ
き
直
接
の
寄
与
を
な
し
え
な
か
っ
た
の
は
、

当
然
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
の
際
、
「方
法
論
争
」
へ
「純
化
Ｈ
嫁
少
化
」
し
て
い
く
な
か
で
展
開
さ
れ
た

「本
質
論
」
が
、
ど
の
よ
う

な
理
論
的
特
徴
を
も
っ
て
い
た
か
を
、
や
や
立
ち
入
っ
て
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

戦
後
論
争
に
お
い
て
一
見
き
び
し
く
対
立
し

た
大
河
内
、

岸
本
両
教
授
の

「本
質
論
」
は
、
そ
の
た
め
の
惜
好
の
索
材
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
、

両
教
授
の
理
論
構
成
の
細
部
に
わ
た
る
差
異
に
つ
い
て
の
検
討
に
立
入
る
余
裕
は
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
こ
で
の
わ

れ
わ
れ
の
関
心
は
、

既
に
ふ
れ
た
よ
う
な
戦
後
諭
争
の
一
定
の
傾
向
性
と
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、

両
教
授
の
理
論
構
成
が
方
法
的
に
ど

の
よ
う
な
共
通
性
を
も
っ
て
い
た
か
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

次
の
二
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

即
ち
、
ま
ず
第

一
に
、

若
子
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
度
外
視
す
る
な
ら
ば
、

両
教
授
の
理
論
は
、　

一
般
的
に
資
本
制
経
済
社
会
の
再
生
産
に

と
っ
て
、

社
会
政
策
と
い
う
国
家
権
力
の
介
入
を
不
可
欠
な
契
機
と
し
て
把
え
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、

実
は
共
通
の
理
論
的
特
徴
を
そ

な
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、

大
河
内
教
授
の
理
論
に
お
い
て
は
、
「
社
会
的
総
資
本
」
の

「
理
性
」
を
体
現
し

た

「
近
代
国
家
」
が
労
資
関
係
に
強
権
的
に
介
入
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、

労
働
力
の

「自
然
的
限
界
」
を
無
視
し
た
個
別
資
本
の
盲
目

的
搾
取
に
よ
っ
て
、
「総
体
と
し
て
の
資
本
の
循
環
」
な
い
し
は

「蓄
積
そ
の
も
の
の
平
準
的
進
行
」
が
危
殆
に
瀕
す
る
も
の
と
把
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
限
り
で
、

社
会
政
策
は
ま
さ
に

「経
済
社
会
の
再
生
産
の
条
件
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

ま
た
、

他
方
の
岸
本
教
授
の
理
論
に
お
い
て
は
、
「経
済
的
に
は
社
会
攻
策
は
な
く
と
も
総
資
本
の
再
生
産
は
可
能
」
で
あ
る
と
し
な
が

ら
も
、

蓄
積
の
進
行
に
と
も
な
う
窮
乏
化
に
直
面
し
た
労
働
者
階
級
が

「単
に
個
別
資
本
や
集
団
資
本
を
譲
歩
さ
せ
る
態
の
も
の
」
で
は



な
い
よ
う
な
、

国
家
に
対
す
る

「
一
般
的
な
政
治
行
動
」
に
ま
で
闘
争
を
発
展
さ
せ
る
結
果
、
も
し
国
家
が
労
働
者
階
級
の
窮
乏
化
を
抑

制

・
緩
和
す
る
譲
歩
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
「政
治
的
、

階
級
的
支
配
関
係
」
が
不
安
定
と
な
り
、
「総
資
本
の
再
生
産
は
社
会
的
、

政

治
的
に
阻
碍
さ
れ
る
」
Ｌ
把
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、

社
会
政
策
は

「剰
余
価
値
生
産
」
の

「維
持
」
「安
定
」
の
た

め
の
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、

現
代
の
資
本
制
経
済
社
会
に
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、

労
資
関
係
を
含
め
て
経
済
生
活
全
般
に
対
す
る
国
家
権

力
の
直
接
的
、

間
接
的
な
介
入
と
い
う
事
実
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
過
程
を
理
解

す
る
に
あ
た
っ
て
、

国
家
権
力
が
果
た
し
た
積
村
的
役
割
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
、

周
知
の
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
わ

が
国
の
ご
と
く
、

お
く
れ
て
資
本
主
義
発
展
の
途
に
つ
い
た
国
々
に
と
っ
て
、

国
家
権
力
の
介
入
が
そ
の
国
の
資
本
制
経
済
の
発
展
に
と

っ
て
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
、

頭
著
な
事
実
で
あ
る
。

特
定
の
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
、

資
本
制
経
済
社
会
の

順
当
な
再
生
産
が
国
家
権
力
の
介
入
を
不
可
欠
な
契
機
と
し
て
進
行
し
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、

何
人
も
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
わ
れ
わ
れ
が
も
し
、

特
定
の
歴
史
的
条
件
下
に
お
け
る
事
実
か
ら
、

直
ち
に
、

資
本
制
経
済
社
会
の
順
当
な
再
生
産
に
と
っ
て
社
会

政
策
と
い
う
国
家
権
力
の
介
入
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う

一
般
的
命
題
を
導
き
だ
す
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、

資
本
制
経
済
社
会
の
原

理
的
規
定
を
明
確
に
し
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

特
定
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
国
家
権
力
が
介
入
す
る
こ
と
の
意
味
を
解
明
し
え
ず
に

終
わ
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
そ
の
場
合
に
は
ま
ず
、

大
河
内
、

岸
本
両
教
授
の
理
論
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

資
本
制
経
済
の
原
理
的
規
定

は
国
家
論
を
と
お
し
て
は
じ
め
て
自
己
完
結
し
う
る
も
の
と
し
て
指
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、

原
理
的
規
定
に
つ
い
て
の
特

異
な
解
釈
が
生
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

両
教
授
の
理
論
に
お
い
て
、

初
期
工
場
法
と
い
う
国
家
権
力
の
介
入
な
く
し
て
労
働
力
の
価
値
範

疇
は
成
立
し
え
な
い
と
規
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
、

労
働
力
の
価
値
は
社
会
政
策
に
支
え
ら
れ
た
労
働
者
階
級
の
有
効
な
組
織
的
抗
争

に
よ
っ
て
の
み
貫
徹
し
う
る
と
規
定
さ
れ
、
そ
の
社
会
政
策
論
が
原
理
的
規
定
の
特
異
な
解
決
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
展
開
し
て
い
る
の
も

ヽ

ィ
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い
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偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

経
済
学
原
理
論
と
国
家
論
と
の
癒
着
と
で
も
い
う
べ
き
こ
の
よ
う
な
方
法
に

し
た
が
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

資
本
制
経
済
社
会
の
歴
史
的
発
展
に
と
も
な
っ
て
、

経
済
生
活
に
国
家
権
力
が
介
入
す
る
仕
方
様
式
が
歴

史
的
に
変
遷
す
る
こ
と
の
意
味
を
、

歴
史
的
、

実
証
的
研
究
を
と
お
し
て
追
求
す
る
と
い
う
課
題
が
軽
視
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
に
は
、

歴
史
認
識
の
問
題
と
し
て
は
、

い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
段
階
に
お
け
る
政
策
体
系
の
特
質
が
把
え
ら
れ
な
い
だ
け
で
は
な

く
、　

一
般
に
、

特
定
の
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
特
定
の
仕
方
様
式
で
国
家
権
力
が
介
入
す
る
こ
と
の
意
味
を
見
失
う
お
そ
れ
が
多
分
に
あ

る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
河
内
教
授
の
理
論
に
お
い
て
、
か
の
戦
時
統
制
経
済
の
意
味
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
か

を
ふ
り
か
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
危
惧
が
た
ん
な
る
杞
憂
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ第
二
に
、

以
上
の
理
論
的
特
徴
と
関
連
し
て
、

大
河
内
、

岸
本
両
教
授
の
理
論
に
お
い
て
は
、

歴
史

・
具
体
的
な
社
会
攻
策
現
象
を
分

析
す
る
場
合
に
当
然
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、

資
本
制
経
済
社
会
の
歴
史
的
発
展
に
と
も
な
う
階
級
的
対
抗
関
係
の
形
態
変
化
を
、

歴
史

的
、

実
証
的
研
究
を
と
お
し
て
体
系
的
に
把
え
て
い
く
観
点
が
き
わ
め
て
貧
弱
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

戦
後
の

「本
質
諭
争
」
に

お
い
て
は
、

既
に
ふ
れ
た

「方
法
論
争
へ
の

「純
化
」
Ｈ
矮
少
化
傾
向
」
の
な
か
で
、

社
会
政
策
の
成
立
に
と
っ
て
階
級
闘
争
が
必
要
で

あ
る
か
、
と
い
う
抽
象
的
な
設
間
が
な
さ
れ
、

階
級
闘
争
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
多
義
的
な
解
釈
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
解
答
が
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

若
子
の
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
必
要
性
が
意
識
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

資
本
制
経
済
社
会
の
歴
史
的
発
展

に
と
も
な
う
階
級
闘
争
の
歴
史

・
具
体
的
な
形
態
変
化
の
過
程
は
、

理
論
的
に
整
序
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま

い
。

か
の
抽
象
的
な
設
問
へ
の
解
答
に
情
熱
を
も
や
さ
れ
た
岸
本
教
授
が
明
言
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

戦
後
論
争
の
主
流
に
お
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
作
業
は

「社
会
政
策
史
で
は
あ
っ
て
も
社
会
政
策
の
理
論
」
研
究
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
、
ひ
た
す
ら
、

「社
会
政
策
の
一

般
的
概
念
」
を
資
本
制
経
済
社
会
の
各
歴
史
段
階
に
共
通
な
も
の
と
し
て
追
求
す
る
こ
と
に
力
点
が
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

戦
後
諭
争
に
お
い
て
も
、
「社
会
政
策
の
一
般
的
概
念
」
の
追
求
が
単
な
る
形
而
上
学
に
堕
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は
、

階
級
間
争



の
歴
史

・
具
体
的
な
形
態
変
化
の
過
程
を
全
く
無
視
し
て
し
ま
，
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

例
え
ば
、

大
河
内
教
授
の
社
会
政
策
諭
に

お
い
て
も
、
「労
働
力
」
の
歴
史
的
類
型
変
化
に
対
応
す
る
社
会
政
策
の
歴
史
的
形
態
変
化
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
教
授
の
社

会
攻
策
形
態
論
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
た

「労
働
力
」
の
歴
史
的
類
型
の
正
否

に
つ
い
て
の
吟
味
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、

大
河
内
教
授
自
身
の
み
と
め
ら
れ
る
ご
と
く
、
「社
会
的
総
資
本
」
を
歴
史

・
具
体
的
に
、

そ
の
発
展
の
歴
史
的
経
過
に
即
し
て
把
握
す
る
観
点
が
稀
洋
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、

階
級
闘
争
の
歴
史

・
具
体
的
な
形
態
変
化
を

追
求
す
る
上
で
、

重
大
な
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

岸
本
教
授
の
社
会
政
策
諭
に
お
い
て
も
、
「社

会
政
策
史
と
の
関
連
に
お
い
て
窮
乏
化
法
則
を
把
握
す
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
、

階
級
闘
争
と
社
会
政
策
と
の
関
連
を
歴
史

・
具
体
的
に

追
求
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

が
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
の
歴
史

・
具
体
的
迫
求
を
と
お
し

て
捉
示
さ
れ
た
命
題
は
、

窮
乏
化
の
進
展
―
―
階
級
問
争
の
激
化
―
―
護
歩
と
し
て
の
社
会
政
策
―
―
第
乏
化
の
一
層
の
進
展
―
―
階
級

闘
争
の
一
層
の
激
化
―
―
譲
歩
と
し
て
の
新
た
な
社
会
政
策
、
と
い
う
円
環
的
シ
ェ
ー
マ
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

資
本
制
経
済
の
各
歴
史

段
階
に
特
有
な
階
級
的
対
抗
関
係
の
歴
史
的
特
質
、
そ
こ
で
実
現
す
る
談
歩
の
歴
史
的
特
質
は
充
分
に
解
明
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
な
ば
な
ら
な
い
。

総
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
の
社
会
政
策
諭
に
あ
っ
て
は
、

初
期
工
場
法
も
、

労
働
組
合
法
も
、

最
低

賃
金
法
も
、

社
会
保
険
法
も
、
ひ
と
し
く
社
会
政
策
と
し
て
把
え
ら
れ
、

と
も
に
資
本
制
社
会

一
般
に
共
通
な
社
会
政
策
の

「本
質
」
規

定
の
い
わ
ば
例
証
と
し
て
の
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、

戦
後
の
社
会
攻
策
の

「本
質
論
争
」
に
お
け
る
一
定
の
傾
向
性
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
理
論
的
特
徴
に
つ
い
て
、

若
子
の
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、

既
に
ふ
れ
た
よ
う
な
、

戦
後
第

一
期
の
研
究
史
を
導

い
た

「本
質
諭
」
と

「賃
労
働
に
お
け
る
封
建
性
」
論
と
の
内
的
連
関
を
理
解
す
る
こ
と
は
、

容
易
で
あ
ろ
う
。

か
の

「賃
労
働
に
お
け

る
封
建
性
」
論
に
あ
っ
て
は
、

資
本
制
経
済
社
会

一
般
に
お
け
る
原
理
的
規
定
に
て
ら
し
て
、

歴
史
的
現
実
が
も
つ
そ
こ
か
ら
の
偏
命
を
、

≡

ど
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―
時
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直
ち
に

「前
近
代
的
」
「封
建
的
」
な
る
も
の
と
し
て
把
え
、

そ
の
偏
待
の
根
拠
を
、

異
質
的
社
会
構
成
体
の
原
理
＝
封
建
制
に
求
め
る

と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

か
の

「本
質
論
争
」
の
主
流
に
お
い
て
語
ら
れ
た
社
会
政
策
と
は
、

実
は
、

歴
史
的
現
実

に
お
け
る
原
理
的
規
定
か
ら
の
偏
椅
を
除
去
し
、

近
代
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
権
力
的
積
汗
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
限
り
で
は
、
「賃
労
働
に
お
け
る
封
建
性
」
論
と
社
会
政
策
の

「本
質
論
」
と
は
、

不
可
分
離
な
連
関
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
、

支
配
的
な
社
会
政
策
学
者
の
唱
え
た

「本
質
論
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
よ
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

や
や
大
胆
に
特
徴
づ
け
る
と
す
れ
ば
、

大
河
内
教
授
の
社
会
政
策
論
は
、

昭
和
初
葉
に
、
「
止
む
を
え

ざ
る
害
悪
」
と
し
て
の
社
会
政
策
の

「解
剖
と
批
判
」
を
そ
の
課
題
と
し
て
出
発
し
な
が
ら
、

や
が
て
暗
い
戦
争
の
谷
間
に
お
い
て
、
日

本
に
お
け
る

「前
近
代
性
」
の
除
去
を
、

生
産
力
の
展
開
と
そ
れ
に
適
合
的
な
社
会
政
策
の
導
入
に
期
待
す
る
方
向
へ
転
回
し
、
そ
の
限

少
で
、

近
代
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
社
会
政
策
提
案
の
学
へ
と

「発
展
」
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、

岸
本
教
授
の
社
会
政
策
諭
も
ま

た
、

当
初
は
社
会
政
策
の

「解
割
と
批
判
」
の
学
を
め
ざ
し
て
出
発
し
な
が
ら
、

や
が
て

「
現
時
的
問
題
意
識
」
に
導
か
れ
て
、
フ
ァ
シ

ズ
ム
に
対
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
社
会
を
維
持
、

防
衛
す
る
た
め
に
、
「社
会
政
策
的
譲
歩
を
聞
い
と
り
、
こ
れ
を
擁
護
す
る
こ
と
」

の
必
要
を
強
調
す
る
観
点
を
確
定
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ま
た
そ
の
限
り
で
、
「
現
代
の
民
主
主
義
」
を
擁
護
す
る
た
め
の
社
会
政
策
提

策
の
学
へ
と

「発
展
」
し
て
い
く
展
望
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、

わ
れ
わ
れ
が
吟
味
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
、

経
済
学
原

理
論
と
国
家
論
と
の
癒
着
を
も
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
方
法
に
、

い
か
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
が
回
着
し
て
い
る
か
は
ほ
ぼ
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

（４
）

岸
本
英
太
郎

「社
会
政
策
に
お
け
る
理
論
と
実
践
」
（同

『労
働
問
題
の
理
論
的
詣
問
題
』
昭
和
三
四
年
）。

（５
）

服
部
英
太
郎

「社
会
政
策
の
生
産
力
説
へ
の
一
批
判
」
ら
経
済
評
諭
』
昭
和
二
四
年
二
、

三
、
四
月
，
）。

（６
）

大
河
内
一
男

「日
本
資
本
主
義
の
再
出
発
」
「社
会
政
策
の
再
出
発
」
（同

『
日
本
資
本
主
義
と
労
働
問
題
』
昭
和
三
二
年
）。



（
７
）

氏
原
正
治
郎

「
社
会
政
策

の
社
会

理
論

の
た
め

に
」
翁
経

済
評
論
』

昭
和

二
四
年

一
二
月
号
）
。

（
８

）

服
部
英

太
郎

「
社
会
政
策

理
論

と
第

乏
化
法
則
」
翁
経
済
研
究
』

七
巻

二
，
）
。

（
９
）

大

河
内

一
男

「
社
会
政
策

と
階
級

間
争

」
翁
経
済
評
論
』

昭
和

二
四
年

二
月
号
）
。

（
１０
）

た
と
え
ば
岸
本
英
太
郎
前

掲
書
参
照
。

（
１１
）

岸
本
英

太
郎

『
第
乏
化
法

則

と
社
会
政
策
』

昭
和

三
〇
年

、
小
川
喜

一

『
イ
ギ

リ

ス
社
会
政
策
史

論
』

昭
和

三

六
年
、

大
前
朔
郎

『
英
国
労
働

政

策
史
序
説
』

昭
和

三

六
年
、

な
ど
。

（
セ
）

大
河
内

一
男

『
社
会
政
策

の
基

本
問
題
』

昭
和

一
二
年
、

九

二
頁

、
同

『
戦

時
社
会
政
策
論
』

昭
和

一
二
年
、　

一
六
頁

。

（
・３
）

岸
本
英
太
郎
前
掲
諸
論
稿
。

（
・４
）

大

河
内

一
男

『
社
会
政
策
』

（
総
論
）
、

昭
和

二
四
年
、

岸
本
英
太
郎

『
社
会
政
策
論

の
根
末
問
題
』

昭
和

二
五
年
。

≡

（
・５

）

大
河
内
教
授

の

『
戦
時
社
会
政
策
論
』

は
、

「
転
換

期

に
お
け

る
統
制

経
済

の
合
目
的
性

の
優
位
」

を
、

「
交
換

価
値

に
対
す

る
使

用
価
値

の
優

位
」

あ

る

い
は

「
経

済

の
再
生
産
機
構

に
お
け

る
価
値
的
側

面

に
対
す

る
素

材
的
側

面

の
優

位
」

と
し

て
把
え

て
お
り
、

そ
れ
が
資

本
制

経
済
社
会

に
お
い
て
可
能
で
あ
る
か
の
ご
と
く
説
明
し
て
い
る
。
日
本
資
本
主
義
の
戦
時
体
制
下
の
統
制
経
済
の
歴
史
的
特
質

・
宿
命
に
つ
い
て
の
批
判
的
な

省
察
は
至
っ
て
不
充
分
で
あ
る

（『戦
時
社
会
政
策
諭
』

一
七
二
頁
）。

（
・６
）

氏
原
正
治
郎
前
掲
稿
。

（
・７
）

大
河
内

一
男

「
社
会
政
策
と
階
級
閥
争
」
翁
経
済
評
諭
』
昭
和
二
四
年
二
月
号
）
。

（
・８
）

大
河
内

一
男

「
社
会
政
策
概
念
の
史
的
発
展
」
（同

『
社
会
政
策
の
経
済
理
論
』
昭
和
二
七
年
、

三
六
二
貢
）
。
こ
の

「発
展
」
過
程
を
思
想
史

的
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、

高
畠
通
敏

「
生
産
力
理
論
―
―
大
河
内

一
男
　
風
早
八
十
二
十
１

」
（
思
想
の
科
学
研
究
会
編

『転
向
』
（
中
）
昭
和

三
六
年
）
を
参
照
。

（ｐ
）

茸
本
英
大
郎
『窮
乏
化
法
則
と
社
会
攻
策
』
第
二
章

「労
働
岡
層
の
理
論
的
諸
問
題
」
皿
。

与

よ

，

１

１

■

守
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畳

，ま

一二

研

究

の

方

向

今
日
、
わ
れ
わ
れ
が
、

社
会
政
策
の

「本
質
」
に
つ
い
て
の
再
論
を
こ
こ
ろ
ざ
す
と
す
れ
ば
、

以
上
指
摘
し
て
き
た
よ
う
な
、

戦
後
研

究
史
の
第

一
期
に
お
け
る
方
法
的
限
界
を
い
か
に
し
て
克
服
じ
う
る
か
、
と
い
う
問
題
を
さ
け
て
通
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
体
、
そ
れ
は
い
か
な
る
方
向
で
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第

一
期
に
お
け
る
支
配
的
な
認
識
の
枠
組
み
に
対
す
る
方
法
的
懐
疑
を
も
っ

て
は
じ
ま
る
と
こ
ろ
の
、

第
二
期
に
お
け
る
研
究
史
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、

か
の
第

一
期
に
お
け
る
支
配
的
な

「本
質
諭
」
と
不
可
分
離
の
関
連
を
も
っ
て
い
た

「賃
労
働
に
お
け

乙
封
建
性
」
論
が
、

理
論
的
、

実
証
的
に
克
服
さ
れ
て
い
く
過
程
を
想
起
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
過
程
は
多

岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、

簡
単
に
整
理
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
か
つ
て
お
こ
な
っ
た
総
括
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ

こ
で
は
次
の
点
が
重
要
で
あ
る
。

即
ち
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
な
視
角
に
し
た
が
っ
て
検
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の

「賃
労
働
に
お
け
る
封
建

的
な
る
も
の
」
と
は
、
日
本
資
本
主
義
と
と
も
に
古
く
か
つ
新
し
い
固
定
的
な

「型
」
と
し
て
把
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

歴
史
的
、

実
証
的
研
究
は
、
そ
こ
で
構
成
さ
れ
た

「型
」
が
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、

次
第

に
現
実
分
析
に
有
効
な

「理
念
型
」
と
し
て
の
意
義
を
失
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
同
時
に
、
そ
こ
で

検
出
さ
れ
た
よ
う
な

「賃
労
働
に
お
け
る
封
建
的
な
る
も
の
」
は
、
日
本
資
本
主
義
に
の
み
特
有
な

「型
」
と
し
て
お
定
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
方
法
的
反
省
に
し
た
が
え
ば
、
日
本
資
本
主
義
が
資
本
主
義
で
あ
る
以
上
、
そ
こ

に
は
資
本
主
義
経
済
社
会

一
般
に
貫
ぬ
く
運
動
法
則
が
貫
ぬ
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
そ
の

一
般
的
な
運
動
法
則
が
日
本
資
本
主
義
に
お
い
て
貫
徹
す
る
形
態
は
、
日
本
資
本
主
義
に
特
有
な
歴
史
的
条
件
に
制
約
さ
れ
て
、

す
ぐ
れ

て
特
殊
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
異
質
的
な
社
会
構
成
体
の
原



理
‐‐
封
建
制
の
作
用
結
果
と
し
て
日
本
的
特
殊
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
か
つ
て
の
祝
角
は
基
本
的
に
否
定
さ
れ
、

従
来
、
日
本
的
特
殊
と

し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
諸
現
象
を
、
か
の
一
般
的
な
運
動
法
則
の
歴
史
的
貫
徳
形
態
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
把
握
し
な
お
す
必
要
が
自

党
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
問
題
は
、

各
資
本
主
義
経
済
社
会
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
個
別
的
な
も
の
を
、　

一
般

的
な
運
動
法
則
が
特
定
の
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
貫
徹
す
る
場
合
に
と
る
特
殊
的
な
形
態
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、

特
殊
を
と
お
し
て
一
般

と
連
関
す
る
個
別
と
し
て
、

位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
な
反
省
を
前
握
す
る
な
ら
ば
、

当
面
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ま
ず
も
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、

資
本
制
経
済
社
会
に
お
け
る
労

使
関
係
一
般
の
原
理
的
規
定
と
そ
の
歴
史
的
類
型
と
の
連
関
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
観
点
に
た
っ
て
、

資
本
制
経
済
の
生
成
・
発
展
・
消

滅
の
経
過
で
生
起
し
て
い
る
複
雑
で
多
様
な
労
使
関
係
の
態
様
を
整
理
し
て
い
く
こ
Ｌ
で
あ
ど
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

い
う
ま
で

ヽ
な
く
、
そ
の
よ
う
な
課
題
に
接
近
し
て
い
く
た
め
に
は
、

資
本
制
的
労
使
関
係
一
般
の
成
立
要
件
と
そ
の
内
的
本
性
に
つ
い
て
の
、

原

理
的
規
定
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。

む
し
ろ
最
も
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
資
本
制
経
済
の
各
歴
史
的
段
階
に
お
い

て
、

資
本

・
賃
労
働
が
い
か
な
る
実
存
形
態
を
と
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、

資
本
制
的
労
使

関
係

一
般
の
内
的
本
性
が
い
か
な
る
歴
史
的
形
態
規
定
を
う
け
て
現
象
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

の
主
題
に
即
し
て
強
調
す
べ
き
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
、

実
証
的
研
究
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

資
本
制
国
家

の
労
働
政
策
と
資
本
制
的
労
使
関
係
と
の
関
連
を
積
極
的
に
と
き
あ
か
し
て
い
く
展
望
が
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
、

国
家
権
力
が
資
本
制
的
労
使
関
係
に
関
連
す
る
仕
方
様
式
は
、

資
本
制
経
済
の
歴
史
的
経
過
に
即
し
て
変
化
し
て
お
り
、

決
し
て

単
調
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

学
と
し
て
の
政
策
論
に
と
っ
て
は
、

本
来
、
そ
の
仕
方
様
式
が
歴
史
的
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
の

意
味
を
問
う
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
課
題
な
の
で
あ
る
。

従
来
の
支
配
的
な
社
会
政
策
論
は
、

経
済
学
原
理
論
と
国
家
諭
と
が
癒
着
し
て
い

る
理
論
的
性
格
の
故
に
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
積
極
的
に
こ
た
え
て
い
く
う
え
で
、

重
大
な
制
約
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以

■
′
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懸

下
、

若
千
の
歴
史
的
索
材
に
ふ
れ
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
主
張
の
意
味
を
多
分
と
も
具
体
的
に
提
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、

従
来
の
多
く
の
日
本
の
社
会
政
策
学
者
が
、
イ
ギ
リ
ス
を
も
っ
て
近
代
的
社
会
攻
策
の
母
国
と
し
て
想

定
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
の
正
否
を
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

著
名
な
社
会
政
策
学
者
が
最
近
の
著
作
に
お
い

て
、
「社
会
政
策
の
形
態
分
析
を
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史
の
な
か
に
求
め
た
」
根
拠
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
が

資
本
主
義
の

「典
型
」
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史
が
社
会
政
策
史
の

「典
型
」
で
あ
」
る
と
明
言
し
て
い
る
の

続
）
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
想
定
は
、
日
本
の
社
会
政
策
学
者
に
と
っ
て
は
決
し
て
異
例
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
『
独
逸

社
会
政
策
思
想
史
』
の
著
者
に
と
っ
て
も
、
「社
会
政
策
上
の
実
践
は
、

資
本
主
義
経
済
の
母
国
英
吉
利
に
於
て
最
も
高
度
に
発
展
し
た
」

様
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ〈だ
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
、

社
会
政
策
を
社
会
改
良
的
実
践

一
般
と
等
置
し
て
、

そ
の
政
策
な
り
実
践
な
り
の
主
体
が
何
で
あ
る
か
を
度
外
視
す
る
の
で
な
い
限
り
、
こ
の
よ
う
な
想
定
に
対
し
て
は
深
刻
な
疑
問
が
投
げ

か
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
、

既
に
戦
前
に
お
い
て
、
「各
国
の
社
会
政
策
」
の
実
態
を
紹
介
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
た
一

著
作
に
お
い
て
も
、
「英
国
の
社
会
政
策
は
ド
イ
ツ
の
社
会
政
策
と
或
意
味
に
於
て
対
昧
を
な
し
て
ゐ
る
。

前
者
が
―
―
謂
ひ
得
べ
く
ん

ば
―
―
民
主
的
傾
向
を
有
す
る
に
反
し
、

後
者
は
明
ら
か
に
官
僚
的
で
あ
る
。

前
者
は
出
来
得
る
だ
け
社
会
政
策
を
私
的
手
段
に
委
任
し
、

公
的
手
段
は
私
的
手
段
を
基
礎
と
し
て
成
り
立
っ
た
に
反
し
、

後
者
は
最
初
か
ら
国
家
が
指
導
の
任
に
立
ち
、

公
的
手
段
に
初
ま
っ
て
私

的
手
段
に
及
ん
だ
。

従
っ
て
英
国
の
社
会
政
策
は
そ
の
私
的
手
段
を
閑
却
し
て
は
之
を
論
じ
得
な
い
。」
と
、
「英
国
社
会
政
策
の
特
色
」

に
つ
い
て
の
一
定
の
指
摘
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
弘
だ
。
日
本
の
多
く
の
社
会
政
策
学
者
が
共
通
に
う
け
い
れ
て
き

た
か
の
想
定
は
、
そ
こ
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
問
題
を
、

社
会
政
策
の
国
際
比
較
類
型
論
と
し
て
積
極
的
に
展
開
し
て
い
ぐ
こ

と
を
阻
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
反
省
は
、

た
だ
単
に
国
際
比
較
的
観
点
が
久
如
し
て
い
た
と
い
う
ょ
う

な
反
省
に
掘
踏
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
問
題
は
、
あ
る
意
味
で
は
国
際
比
較
的
観
点
が
常
に
意
識
さ
れ
な
が
兜
、
し
か
も
ヽ

そ
れ



が
社
会
政
策
の
国
際
比
較
類
型
論
と
し
て
積
極
的
に
結
実
し
な
か
ク
た
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、

国
際
比
較
的
観

点
か
ら
の
分
析
を
進
め
る
場
合
の
方
法
自
体
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
強
調
す
べ
き
こ
と
は
、

従
来
の
こ
の
分
野
で
の
研
究
史
に
お
い
て
は
、

資
本
制
経
済
社
会
の
歴
史
的
経
過
に
即
し

て
、

国
家
権
力
が
資
本
制
的
労
使
関
係
に
関
連
す
る
仕
方
様
式
が
歴
史
的
に
変
化
し
て
い
く
事
実
経
過
を
整
理
し
、

そ
の
変
化
の
意
味
を

理
論
的
に
検
討
し
て
い
く
と
い
う
観
点
が
、

著
し
く
語
弱
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
は
、

従
来
の
支
配
的
な
社
会
政
策

諭
が
提
示
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
社
会
政
策
の
形
態
論
な
り
史
的
頻
型
諭
な
り
に
お
い
て
、

い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
政
策

の
類
型
的
特
質
が
ど
の
よ
う
に
把
え
ら
れ
て
き
た
か
、
を
ふ
り
か
え
る
な
ら
ば
、

直
ち
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

大
河
内
教
授
の

提
示
さ
れ
た
周
知
の
シ
ェ
ー
マ
に
特
徴
的
な
よ
う
に
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
国
家
権
力
と
資
本
制
的
労
使
関
係
と
が
関
連
す
る
仕
方
様
式

は
、

初
期
工
場
法
の
成
立
過
程
の
な
か
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
、
そ
の
場
合
、

資
本
制
的
労
使
関
係
の
順
当
な
再
生

産
は
、

社
会
政
策
の

「基
底
的
形
態
」
と
し
て
の
初
期
工
場
法
の
立
法
的
介
入
を
と
お
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
シ
ェ
ー
マ
に
対
し
て
は
、

歴
史
的
、

実
証
的
研
究
を
と
お
し
て
既
に
一
定
の
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
ま
ず
、

初
期
工
場
法
に
よ
る
立
法
的
介
入
が
一
定
の
限
度
を，
も
っ
て
い
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

工
場
の
作
業
環
境
に
対
す
る
安
全

・
街
生
規
定
、

幼
少
児
童
の
就
業
禁
止
規
定
、

婦
人
、

年
少
者
、

児
童
の
労
働
時
間
制

限
規
定
、

児
童
に
対
す
る
教
育
条
項
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
初
期
工
場
法
が
当
時
の
労
使
関
係
に
関
し
て
介
入
し
た
領
域
は
、　

一
見
し
て
き
わ

め
て
多
岐
に
お
よ
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
立
法
的
介
入
は
、
わ
れ
わ
れ
が
か
つ
て
吟
味
し
た
よ
う
に
、

成
人
男
子
労
働

力
の
売
買
を
労
使
間
の

「自
由
な
」
取
引
に
委
ね
る
と
い
う
、

当
時
の
政
策
体
系
に
お
け
る
一
般
的
原
則
を
真
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
（把
。　

一
九
世
紀
の
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
世
紀
の
三
〇
年
代
に
い
た
る
イ
ギ
リ
ス
エ
場
立
法

・
行
政
史
を
整
理
し
た

Ｈ
・
Ａ
・
メ
ス
は
、
そ
の
時
期
以
前
の
初
期
工
場
法
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
「成
人
男
子
労
働
に
対
す
る
規
制
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も

球

る

ｔ

島
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―
炉

の
で
あ
れ
、
き
わ
め
て
大
き
な
時
隊
が
み
ら
れ
た
。」
と
、

総
括
し
て
い
電
。

初
期
工
場
法
と
な
ら
ん
で
打
出
さ
れ
た
当
時
の
国
家
の
賃

金
攻
策
が
、

か
の
賃
金
支
払
保
護
法
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

賃
金
支
払
方
法
に
つ
い
て
の
規
制
で
あ
っ
て
、

賃
金
支
払
額
に
つ
い
て
の
規

制
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
Ｌ
を
あ
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、　

一
般
に
こ
の
段
階
に
お
け
る
国
家
の
労
働
政
策
は
、
「労
働

力
」
の
売
買
関
係
に
つ
い
て
極
め
て
控
え
目
な
規
制
介
入
を
お
こ
な
っ
た
に
と
ど
ま
る
、
と
い
う
想
定
を
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
想
定
は
、

初
期
工
場
法
と
い
う
立
法
的
介
入
を
と
お
し
て
、

始
め
て
資
本
制
的
労
使
関
係
の
順
当
な

再
生
産
が
可
能
で
あ
っ
た
と
把
え
る
か
の
想
定
と
は
、

厳
し
く
対
立
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
、

い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
段

階
に
お
け
る
労
働
政
策
の
類
型
的
特
質
を
も
っ
ば
ら
初
期
工
場
法
の
展
開
過
程
に
求
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
な
れ
て
、
よ
り
広
い
視
野

か
ら
産
業
革
命
期
に
お
け
る
労
働
政
策
の
転
回
を
跡
づ
け
る
と
い
う
観
点
に
た
つ
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
想
定
は
い
よ
い
よ
確
か
な
も

の
と
な
る
で
あ
ろ
（理
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
国
家
が
、
「取
引
の
自
由
、
な
い
し

各
人
が
各
自
の
利
益
に
最
適
で
あ
る
と
判
断
す
る
方
法
と
条
件
で
、

各
自
の
時
間
と
労
働
を
処
分
す
る
完
全
な
自
由
に
対
し
て
、

立
法
が

お
こ
な
う

一
切
の
干
渉
は
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
必
ず
、

社
会
の
繁
栄
と
幸
福
と
に
よ
っ
て
第

一
義
的
に
亘
要
な
一
般
的
諸
原
則

を
侵
犯
し
、

最
も
有
害
な
先
例
を
つ
く
り
、
あ
る
い
は
き
わ
め
て
短
期
間
の
う
ち
に
、　

一
般
的
な
困
多
の
圧
力
を
増
大
さ
せ
、
さ
ら
に
そ

の
困
窮
の
除
去
に
対
す
る
障
碍
を
課
す
る
こ
と
に
さ
え
な
る
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
立
場
に
た
っ
て
、

既
に
死
文
化
し
て
い
た
賃
金
裁
定

制
な
り
法
的
徒
弟
規
制
な
り
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
を
、

断
回
と
し
て
拒
絶
し
た
と
い
う
事
実
が
重
視
さ
れ
な
ば
な
る
ま
い
。
ま

た
、　

一
八
二
五
年
の
労
働
組
合
法
が
、

市
民
法
に
お
け
る

「取
引
の
自
由
」
の
原
理
を

「労
働
力
」
取
引
の
領
域
に
ま
で
拡
大
し
、
そ
こ

で
の
価
権
決
定
を
基
本
的
に
労
使
間
の
自
由
な
交
渉
に
委
な
よ
う
と
す
る
理
論
構
成
に
た
っ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な

る
ま
い
。
さ
ら
に
、

労
働
政
策
の
領
域
だ
け
に
つ
い
て
み
て
も
、
「自
由
放
任
」
原
理
は
、
「労
働
力
」
の
売
買
関
係
に
の
み
適
用
さ
れ
た

だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

か
の

「ギ
ル
バ
ー
ト
・
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
制
」
の
廃
実
を
と
お
し
て
打
出
さ
れ
た
新
救
貧
法
体
制
が
、　

一
般
労

Ｔ

を
持



働
者
に
対
す
る
公
的
救
済
を
原
則
的
に
拒
否
し
、

彼
等
に
自
助
的
、

個
人
主
義
的
生
活
倫
理
を
強
制
し
、

そ
の
限
り
で
、
「労
働
力
」
の

再
生
産
過
程
に

「自
由
放
任
」
原
理
を
適
用
す
る
ま
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
な
初
期
工
場

法
に
よ
る
立
法
的
介
入
の
様
式
に
み
ら
れ
る

一
定
の
限
度
と
は
、
こ
の
よ
う
な
産
業
革
命
期
に
お
け
る
労
働
政
策
の
転
回
方
向
と
ま
さ
に

適
合
的
な
連
関
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
支
配
的
な
社
会
政
策
諭
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
、

い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
政
策
の
類
型
的
特
質

に
つ
い
て
、
し
か
る
べ
き
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
特
質
を
も
つ
労
働

政
策
が
順
調
に
機
能
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、

そ
の
政
策
主
体
を
国
家
と
す
る
社
会
政
策
は
む
し
ろ
微
弱
な
展
開
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

労
使
間
の
団
体
交
渉
制
度
の
成
立
が
き
わ
め
て
緩
慢
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、

早
く
か
ら
社
会
保
険
が
成
立

す
る
の
に
対
し
て
、

世
界
に
さ
き
が
け
て
労
使
間
の
団
体
交
渉
制
度
が
定
着
し
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、

社
会
保
険
の
展
開
が
む
し
ろ
緩

慢
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、

象
徴
的
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
、
「労
働
者
階
級
は
常
に
社
会
政
策
を
求
め
て
き
た
」
と
い
う
命
題
や
、

イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史
こ
そ
が
社
会
政
策
史
の
典
型
で
あ
る
と
い
う
想
定
を
前
提
し
て
い
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
の
意
味
を
と
き
あ

か
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
、

か
の

「大
不
況
」
を
迎
え
る
時
期
に
お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
改
民
主
義
思

想
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
な
講
壇
社
会
主
義
思
想
と
し
て
は
開
花
し
な
か
っ
た
根
拠
は
、
ま
さ
に
以
上
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で

把
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ａ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
な
り
、
Ｊ

・
Ｔ
・
ロ
ジ
ァ
ー
ス
な
り
の
思
想
に
お
い
て
は
、

か
の
誰
垣
社
会
主
義
思
想

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

社
会
的
弊
害
の
克
服
手
段
を
も
っ
ぱ
ら
国
家
の
立
法
的
干
渉
に
求
め
る
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
、

労
働
者
の
自

主
的
な
団
結
の
強
化
に
求
め
る
傾
向
が
濃
厚
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
両
国
の
社
会
改
良
思
想
に
み
ら
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、

基
底

的
に
は
、

い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
的
な
労
働
政
策
が
両
国
に
お
い
て
ど
の
程
度
の
有
効
性
を
も
ち
え
た
か
、
と
い
う
、

歴
史
的
現
実
に
お
け

る
差
異
Ｌ
深
く
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

―

も

ｉ

登
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を

ぶ
Ｆ

も
ち
ろ
ん
、

以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
な

「自
由
放
任
」
原
理
を
も
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
労
働
政
策
の
体
系
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て

も
、

固
定
的
、

永
続
的
な
も
の
と
し
て
定
型
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、　

一
九
世
紀
未
葉
か
ら
今
世
紀
に
か
け
て
、
イ
ギ
リ

ス
に
お
い
て
も
国
家
権
力
が
労
使
関
係
に
介
入
す
る
仕
方
様
式
に
顕
著
な
変
化
が
生
じ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

先

に
ふ
れ
た

『
工
場
立
法
と
行
政
』
の
著
者
は
、　

一
九
世
紀
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
を
も
っ
て

「
工
場
立
法
史
の
転
換
点
」
と
把
え
、
そ

の
時
期
以
降
、

立
法
的
干
渉
の
範
囲
、

項
目
が
著
し
く
拡
大
し
、
ま
た
実
効
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、

若

子
の
分
野
で
、
「自
由
放
在
の
原
則
は
、

事
実
上
、

成
人
男
子
に
関
し
て
も
放
棄
さ
れ
る
」
に
い
た
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

い
う
ま
で
も

な
く
、

変
化
は
工
場
法
史
に
つ
い
て
の
み
指
摘
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

国

九
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
法
と
世
論
』
の
著
者
が

一
九

一
四
年
に
そ
の
第
二
版
に
よ
せ
た
序
文
は
、
コ
一〇
世
紀
初
頭
か
ら
の
立
法
の
経
過
」
を
ふ
り
か
え
る
な
か
で
、

一
九
世
紀
に
お
け
る
「自

由
放
任
」
原
理
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
「集
産
主
義
」
な
い
し

「社
会
主
義
」
の
混
蝕
傾
向
に
重
大
な
注
意
を
促
し
て
い
る
の
で
あ

る
（だ
、
そ
こ
で
い
わ
れ
る

「集
産
主
義
」
な
い
し

「社
会
主
義
」
の
瓶
念
の
適
不
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、

著
者
が
そ
の
例
と
し
て
あ
げ

る
Ｌ
こ
ろ
の
、

無
酸
出
老
齢
年
金
法
、

国
民
保
険
法
、

賃
金
審
議
会
法
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、

い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働

政
策
体
系
の
原
理
に
対
す
る
、

重
要
な
修
正
の
契
機
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

今
世
紀
に
入
る
に
つ
れ
て
、
イ
ギ
リ

ス
の
場
合
に
お
い
て
も
、

国
家
権
力
は

「労
働
力
」
の
売
買
関
係
か
ら
そ
の
再
生
産
過
程
に
い
た
る
広
汎
な
領
域
に
お
い
て
、

新
た
な
規

制
干
渉
を
打
出
す
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、

最
後
に
、
な
お
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
事
態
を
そ
の
よ
う
な
方
向
で
の
み
単
純
化
し
て
把
え
る
な
ら
ば
、

労
働

政
策
の
イ
ギ
リ
ス
的
特
質
を
充
分
に
把
握
し
え
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

た
し
か
に
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、

佃
別
的

「労

働
力
」
の
完
買
の
自
由
へ
の
干
渉
を
排
す
る
と
い
う
意
味
で
の

「自
由
放
任
」
の
原
理
は
、

既
に
重
大
な
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
も
な
お
、
コ
一〇
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
法
と
世
論
』
に
お
い
て
「労
働
法
」
を
鳥
敗
し
た
カ
ー
ン
・
フ
ロ
イ
ン



T

卜
に
し
た
が
え
ば
、

か
つ
て
ダ
イ
ン
ー
の
予
測
し
た
よ
う
に
国
家
の
立
法
的
干
渉
が
直
線
的
に
増
大
す
る
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
、

労
使
間

の
諸
問
題
を
基
本
的
に
団
体
交
渉
に
委
ね
、

国
家
の
立
法
的
干
渉
を
自
主
的
な
団
体
交
渉
制
度
の
補
足
と
し
て
の
範
囲
に
限
定
し
よ
う
と

す
る
傾
向
が
、
な
お
根
強
く
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「決
し
て
他
の
資
本
主
義
諸
国
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
い
て
は
、

い
わ
ば

「集
団
的
自
由
放
任
」
が
今
世
紀
の
前
半
期
に
お
け
る
労
働
法
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
と
な
っ
た
」
と
い
う
指
摘
は
、

（
３５
）

示
唆
的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
点
を
労
働
法
学
者
の
業
績
か
ら
具
体
的
に
学
が
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

工
場

法
に
つ
い
て
も
、

た
し
か
に
今
世
紀
に
入
っ
て
そ
の
規
制
範
囲
な
り
項
目
な
り
は
次
第
に
拡
大
し
て
き
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
も
そ
れ

は
な
お
、

基
本
的
に
は
、

団
体
交
渉
に
よ
る
規
制
が
有
効
に
お
よ
び
え
な
い
範
囲
に
と
ど
よ
っ
て
ぉ
り
、

今
日
に
い
た
る
ま
で
、　

一
般
に

敬
人
男
子
労
働
者
の
労
働
時
間
は
、

例
外
的
事
例
を
除
け
ば
、
な
お
法
的
規
制
下
に
お
か
れ
て
い
な
い
事
実
に
注
意
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。

既
に
一
九
世
紀
末
葉
に
お
い
て
、

労
働
組
合
の
存
在
す
る
産
業
分
野
で
の
労
働
条
件
は
、

未
組
織
産
業
分
野
で
の
そ
れ
Ｌ
対
比
し
て
、
な

に
よ
り
も
ま
ず
労
働
時
間
の
点
で
顕
著
な
優
越
を
示
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
つ
で
あ
る
（避
、

労
働
組
合
が
労
働
時
間
規
制
に
一
定
の
成

果
を
収
め
え
た
限
り
に
お
い
て
は
、

労
働
時
間
問
題
に
つ
い
て
さ
え
、

ョ

般
的
に
、

組
合
は
団
体
交
渉
に
依
存
す
る
こ
と
で
滴
足
し
て

い
た
。」
と
、

指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
犯
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な

「集
団
的
自
由
放
任
」
原
理
自
体
が
今
後
と
も
確
回
不
抜
な
も

の
と
し
て
貫
ぬ
か
れ
る
か
の
ご
と
く
想
定
し
て
は
な
る
ま
い
。

そ
れ
は
改
め
て
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て

こ
こ
で
は
、
「産
業
自
治
を
愛
好
す
る
強
力
な
世
論
は
、

恐
ら
く
、

窮
極
的
に
は
国
家
的
弱
点
で
あ
る
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

労
使
関
係
の
領
域
に
お
け
る
計
画
化
の
理
想
を
妨
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
い
う
示
唆
的
な
指
摘
に
ふ
れ
て
お
く
に
と
ど
め
よ

へ３８
〉

う
。

が
、

当
面
の
問
題
と
し
て
は
、

独
占
段
階
に
お
け
る
労
働
政
策
の
類
型
的
特
質
を
同
う
場
合
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の

事
例
を
単
純
に

「典
型
」
と
し
て
想
定
し
え
な
い
こ
と
は
、

既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
、

わ
れ
わ
れ
は
、

多
く
の
日
本
の
社
会
政
策
学
者
が
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史
を
も
っ
て
社
会
政
策
史
の

「典
型
」
と
し
て
想
定
す

，
か
”
は
妥
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
か
く
看
過
せ
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
猪
千
の
問
題
に
つ
い
て
例
示
的
に
ふ
れ
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
べ
き
政

策
研
究
の
方
向
に
つ
い
て
一
定
の
見
解
を
提
示
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、

経
済
学
原
理
論
Ｌ
国
家
論
の
癒
着
を
も
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
か
つ
て
の
方
法
か
ら
枚
別
し
、
こ
こ
に
デ
ン
サ
ン
し
た
よ
う
な
方
法
に
し
た
が
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
諭
の
冒

頭
で
ふ
れ
た
よ
う
な
、

政
策
論
と
労
働
問
題
研
究
と
が
と
り
結
ん
で
き
た
ネ
ガ
テ
ィ
プ
な
連
関
を
、

本
来
の
ボ
ジ
テ
ィ
ブ
な
通
関

へ
Ｌ
き

り
か
え
て
い
く
道
が
拓
か
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

因
み
に
、
こ
の
方
向
で
展
開
さ
れ
る
政
策
論
は
、

言
葉
の
厳
密
な
る
意
味
に
お
い
て
、

政
策
提
案
の
学
で
は
な
く
、

政
策
批
判
の
学
と
し
て
梅
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
、
こ
の
よ
う
な
研
究
方
向
を
誘
導
し
て
い
る
関

心
は
、

現
代
資
本
主
義
の
社
会
改
良
的
政
策
体
系
の
批
判
を
と
お
し
て
、

資
本
制
経
済
社
会
の
歴
史
的
運
命
を
み
き
わ
め
る
こ
と
に
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

（
２０
）

拙
稿

「
賃
労
働
に
お
け
る
封
建
性
論
」
翁
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
昭
和
三
五
年
二
月
号
）
。

（
独
）

岸
本
英
太
郎

『
社
会
政
策
』
は
し
が
き
。

（
効
）

大
河
内

一
男

『
独
逸
社
会
政
策
思
想
史
』
昭
和

一
一
年
、

序
。

（
第
）

協
調
会
編

『
各
国
の
社
会
政
策
』
昭
和
二
年
、　

一
一
買
。

（み
）

風
早
八
十
二

「
社
会
政
策
に
お
け
る
型
の
問
題
」
（同

『
労
働
の
理
論
と
政
策
』
昭
和

一
三
年
）
、
大
河
内

一
男

「原
生
的
労
働
関
係
に
お
け

る
西
洋
と
東
洋
」
「賃
労
働
に
お
け
る
封
建
的
な
る
も
の
」
（同

『
社
会
政
策
の
経
済
理
論
じ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（芥
）

大
河
内
一
男

『
社
会
政
策
』
（総
論
）
第
二
芋
、

第
四
章
。

（％
）

拙
稿

「
イ
ギ
リ
ス
初
期
工
場
法
成
立
史
論
」
０
０
０

（『政
経
論
叢
』

一
八
巻

一
号
、

二
〇
巻
三
号
、

三
〇
巻

一
号
）。

（
ク

）

Ｈ

卜

営

２

Ｐ

由
ミ

ヽ
ミ

ミ

い
Ｓ

矛
ざ

ぃき
さ

や
さ
ヽ

草
オ

ト
ミ
さ
き

球
持
ミ

き
さ

ｂ

潰

ｉ

卜
首
ド

む

き

）
や

ド

（
２８
）

賃
金
支
払
保
護
法
は
、　

一
般
的
通
貨
に
よ
る
賃
金
支
払
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

相
対
的
に
劣
悪
な
労
働
条
件
を
お
し
つ
け
て
い
た
現
物

支
払
雇
用
主

（，
【ド
ｏｒ
Ｂ
以
↑紀
）
に
対
し
て
、

上
向
き
の
圧
力
を
加
え
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
っ
　
く
　
宮
ＨドＳ
Ｆ

、^
つ
す
ｏ

t

い1



吟
【
〓
ｏド
＞
ｏす
ｏ
ヽ
いい
いｒ
▼
時
やヽ
Ｓ
ヽ
ミ
ｏ

Ｈヽ
矛
革Ｓ
ぺ
単
へｏき
ミ
ヽ
い，
ュ
　
リ
ＯＬ
ｏコ
く
ｏ■
いや

（妙
）

軸
稿

「
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
期
に
お
け
る
労
働
政
策
の
転
回
」
翁
吹
経
論
議
』
三
二
巻
三
、
四
、

二
、

六
合
併
号
）。

（
３０

）
　

の
　
。
ド
Ｏ

口

，

ョ
ヽ
ゆ
げ
げ

　ヽ
増
ざ
ｓ

ヽ
母
略
き

ヽ
ぐ

ヘミ
．

哨
東
車
、
ｓ
　
Ｏ
ぎ
ヽ
畳
ミ

蜜
Ｓ
↓　
い
０
い
や

噂
　

０
や

（３．
）

岸
本
英
太
郎

『
労
働
問
題
の
理
論
的
諸
問
題
』

一
九
二
頁
。

（
彰
）

＞

↓
ｏ
】
ｏ
す
ｏ
ｐ

Ｓ
Ｓ
き
さ
“
ｓ
ｓ

車ざ

中
中革
ミ
リ
寸
き
ヽ
出
Ｓ
ｏ
ぎ

きヽ
さ

ｏ
ヽ

き
ｓ
卜
留
車

Ｇ
ばさ
き
ヽ
ぐ
き

ヽ
さ
ミ
ｓ
ｓ
鼻
　
Ｈ
∞
∞
Ｆ

も

い
０
≡
　
中
　
，
　
”
ｏ
い
ｏ
あ
）

卜縦
Ｓ

へざ
Ｓ
ミヽ
ヽ
卜ヽし
Ｓ
ヽ
ヽ
ざ
ヽ
さ
や
ヽ
ミ
　
ミ
ざ
や
コヽ
　
】
∞
∞
や

じ
●
　
０
‐
】
ゃ

盆

）

ロ
ト

貫
ゼ

ミ
ξ

年も

登

“

（
３４

）
　

＞

　
く

　
Ｕ

さ

ｏ
単

い
ｓ
Ｓ

Ｓ
ざ
ミ

、
ミ
ミ
さ

０
ヽ
章
ヽ
ｏ
さ

章
車
、
ヽ
ミ
Ｓ
さ
さ

い
０
い
い

「
Ｆ
す
ｏ
ａ
Ｆ
ｏ
苺
ｏ
≡

さ

↑
げ
ｏ

り
ｏ
ｏ
ｏ
３
ａ

ｂ
ａ
≡
Ｈ
ｏ
，

（
３５

）

〇

肉

や
げ
ｆ

り
，
こ

Ｆ
ュ

中
ｓ
寧
忌
ヽ

い
ｓ
Ｓ

き

い
ｓ
ｓ

ｓ
ド
ヽ

ヽ
ざ
ミ
き

０
も
ヽ
さ
き

さ

車
ｓ

ヽ
さ
ミ

ｓ
さ
ヽ

ヽ
さ

き

や

や
や
き

や
ざ

さ
章
ゞ

】
ｃ
り
や

●

や
い
や

（
３６

）
　

町
す
ｏ
申
噂
∽

口
い
ｏ
当

ド
】

Ｓ

ヾ

０
さ

ミ
監
ヽ
Ｓ
ヽ
ヽ
さ
ミ
ミ
“
や
ヽ
ｓ
ヽ

『
ミ
Ｓ
ミ
ｏ
さ
コ
　
い
０
い
や

ヽ
　
Ｎ
】

（３７
）

○

【
やす
甲
「
８
Ｆ
ｓ
Ｐ

き
、鼻

じ

遥
ド

な
お
、
こ
の
点
は
、　

一
般
に
国
家
の
社
会
政
策
の
増
大
が

「
団
体
交
渉
の
貧
困
化
」
を
招
い
た
国
の
労

働
法
と
対
照
的
な
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
法
の
特
徴
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

既
に

一
九
世
紀
の
末
葉
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
大
陸
諸
国
で
の
工
場
法
や
、

教
育
、

賃
金
な
ど
に
つ
い
て
の
立
法
的
規
制
な
ど
の
発
展
を
予
想
し
た
ウ
ェ
ッ
プ
夫
妻
が
、
団
体
交
渉
に
よ
る
コ

モ
ン
・
ル
ー
ル
の
前
進
に
つ
い
て
は
、

大
睦
諸
国
の

「
独
裁
国
」
で
は
期
待
し
え
な
い
と
語
っ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

の

い
●
〔

ロ

ョ
３
す

車
き
い章
き
申
し
ｏさ
忌
Ｓ
Ｓ

あ
Ю
ド
や

岩
じ

（３８
）
　
○
　
内
Ｈ
ド
ド
！巧
【ｏＦ
ド
ユ
】
中ヽヽ
ミ
・
●
　
やヽ
キ

（
一
九
六
五

・
六

・
一
五
）

■


