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自
治
と
民
主
政
治
を
考
え
る 

― 

衆
愚
を
避
け
る
た
め
に

　
佐
　
藤
　
克
　
廣

と
は
な
ん
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
筆
者
の
苦
悩
ぶ
り
を

書
き
連
ね
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

民
主
政
治
と
衆
愚
政
治

　
民
主
政
治
の
負
の
側
面
と
し
て
「
衆
愚
政
治
」
が
指
摘

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
民
主
政
治
に
つ
い
て
考
え
る
端
緒

と
し
て
、
ま
ず
、「
衆
愚
政
治
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
」

と
の
指
摘
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
し
か
し
、
素
直
に
考
え
て
み
る
と
、
独
裁
政
治
や
専
制

政
治
に
お
い
て
こ
そ
衆
愚
政
治
は
成
り
立
つ
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
い
や
、
衆
愚
政
治
は
専
制
政
治
を
成
り

立
た
せ
て
い
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
え
る
。
専
制
政

治
、
独
裁
的
支
配
が
成
り
立
つ
の
は
、
衆
愚
政
治
あ
っ
て

こ
そ
で
あ
る
。
統
治
を
担
う
独
裁
者
に
多
く
の
被
治
者

（
衆
）が
従
わ
な
い
な
ら
ば
、独
裁
政
治
は
成
り
立
た
な
い
。

一
部
の
被
治
者
（
衆
）
が
賢
明
と
な
り
、
独
裁
者
に
逆
ら

う
機
運
を
見
せ
る
な
ら
ば
、
強
大
な
権
力
と
暴
力
装
置
を

持
っ
た
専
制
政
治
機
構
は
、
そ
れ
ら
の
不
満
分
子
を
圧
倒

は
じ
め
に

　
民
主
政
治
も
自
治
も
、
現
代
に
お
い
て
は
当
た
り
前
の

よ
う
に
存
在
し
て
い
る
現
実
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
と

こ
ろ
が
、「
民
主
政
治
と
は
、
国
民
が
政
治
を
動
か
す
仕

組
み
で
あ
る
」
と
か
、「
自
治
と
は
、
自
分
た
ち
の
こ
と

を
自
分
た
ち
で
処
理
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
一
般
的
な
簡

単
な
説
明
を
さ
れ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
数
々
の
疑
問
が

わ
い
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
説
明
は
、
い
わ
ば
ハ
ー
ド
ウ
エ

ア
的
説
明
、
な
い
し
、
計
算
式
の
説
明
に
似
て
い
る
。
あ

る
い
は
、ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
説
明
と
同
じ
と
言
っ
て
良
い
。

具
体
的
に
そ
こ
で
何
が
起
こ
る
か
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
計
算
式
は
計
算
式
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
ど
ん
な
値
を
入
れ
る
か
で
結
果
は
大
き
く

異
な
っ
て
く
る
。
将
棋
の
コ
マ
の
動
か
し
方
や
手
順
の
説

明
を
受
け
た
か
ら
と
言
っ
て
、
将
棋
に
勝
て
る
わ
け
で
は

な
い
。
右
記
の
民
主
政
治
や
自
治
の
説
明
も
、
そ
の
政
治

や
自
治
の
結
果
を
内
包
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

　
単
純
に
、
な
い
し
、
意
図
的
に
、「
国
民
の
多
数
が
支

持
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
政
体
は
民
主
政
体
で
あ
り
、

行
わ
れ
る
政
治
は
民
主
政
治
で
あ
る
」、
と
さ
れ
て
も
右

記
の
説
明
で
は
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
要
す
る

に
、
民、

衆、

が、

支、

持、

す、

る、

独
裁
政
治
も
専
制
政
治
も
民
主
政

治
の
範
疇
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。
ど
う
見
て
も
独
裁
政
治
・
専
制
政
治
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
政
治
体
で
あ
っ
て
も
、「
民
主
」
を
国
名
に

含
め
て
い
る
国
が
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
第
二

次
世
界
大
戦
敗
戦
前
の
日
本
の
天
皇
主
権
や
軍
国
主
義
と

さ
れ
る
政
治
で
も
、
そ
れ
が
民
衆
の
支
持
を
背
景
に
し
て

い
た
と
す
る
と
民
主
政
治
で
あ
る
と
さ
れ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
。
現
に
民
衆
支
持
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
こ

そ
、
敗
戦
後
「
一
億
総
懺
悔
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
が

許
容
さ
れ
た
と
も
言
え
る
。

　「
民
主
政
治
」
や
「
自
治
」
を
語
る
の
は
、
大
変
な
冒

険
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
た
ま
た
ま
本
号
の
紙
幅
を
埋
め

る
必
要
が
で
て
き
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
、
折
々
に
苦
悩

し
て
い
る
「
民
主
政
治
」
と
は
な
ん
で
あ
る
の
か
、「
自
治
」
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的
な
力
で
抑
え
よ
う
と
す
る
し
、
初
め
の
う
ち
は
そ
れ
は

可
能
で
あ
る
。
多
く
の
被
治
者
の
側
に
、
独
裁
者
に
逆
ら

う
〈
賢
明
〉
な
不
満
分
子
へ
の
共
感
が
な
け
れ
ば
、
独
裁

者
は
い
と
も
容
易
に
不
満
分
子
の
抵
抗
を
抑
え
つ
け
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
多
く
の
被
治
者
が
、
最
初
は
一
部
に
過
ぎ

な
か
っ
た
〈
賢
明
〉
さ
を
備
え
た
不
満
分
子
に
共
鳴
す
る

よ
う
に
な
り
、
衆
が
〈
愚
〉
で
な
く
な
る
な
ら
、
い
か
な

強
大
な
権
力
と
暴
力
装
置
を
持
っ
た
独
裁
者
と
い
え
ど

も
、〈
愚
〉
で
な
い
多
数
の
衆
を
抑
え
尽
く
す
こ
と
は
で

き
な
く
な
る
。
最
後
に
は
「
革
命
」
や
体
制
変
革
が
起
こ

る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
つ
ま
り
、
独
裁
政
治
・
専
制
政
治
と
い
え
ど
も
、
権
力

は
、
被
支
配
者
・
被
治
者
の
受
容
圏
内
に
あ
る
限
り
に
お

い
て
の
み
有
効
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
。
権
力
の

受
容
圏
、
す
な
わ
ち
権
力
の
受
容
を
成
り
立
た
せ
て
い
る

重
要
な
要
素
は
、
専
制
政
治
に
お
い
て
は
、
被
支
配
者
層

が
〈
衆
愚
〉
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
被
支
配
者
層
が
“
目

覚
め
”
て
し
ま
え
ば
、
支
配
者
へ
の
疑
い
が
生
じ
る
。
疑

い
は
、
い
く
つ
か
の
小
競
り
合
い
を
生
み
、
拡
大
さ
れ
、

や
が
て
体
制
変
革
に
至
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
要

す
る
に
、独
裁
政
治
・
専
制
政
治
こ
そ
が
、〈
衆
愚
〉
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
る
政
治
な
の
で
あ
る
。

　
東
久
邇
宮
総
理
大
臣
が
「
一
億
総
懺
悔
」
を
唱
え
た
の

は
、
あ
る
い
は
、
対
米
戦
争
突
入
を
賢
明
さ
を
も
っ
て
阻

止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
民
衆
へ
の
警
告
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
専
制
政
治
を
推
進

す
る
側
は
、
な
ん
と
し
て
も
民
衆
が
〈
賢
明
〉
に
な
ら
な

い
よ
う
に
、
宣
伝
・
懐
柔
・
脅
迫
・
洗
脳
に
手
練
手
管
を

弄
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
民
主
政
治
の
負
の
側
面
と
さ
れ
る
衆
愚

政
治
は
、む
し
ろ
専
制
政
治
と
親
和
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、

衆
愚
政
治
は
、
民
主
政
治
が
産
み
出
す
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
衆
愚
政
治
を
排
し
た
と
こ
ろ
に
民
主
主
義
、
民
主

政
治
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
民
主
政
治
は
衆
愚
政
治
に
陥
る

危
険
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
民
主
政
治
は
衆
愚
政
治
を
排

し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
衆
愚
政
治
を
排
除

し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
、
と
す
る
の
が
論
理
的
で
あ

る
。

　
で
は
な
ぜ
民
主
政
治
、
民
主
主
義
が
衆
愚
政
治
を
産
み

出
す
か
も
し
れ
な
い
、と
懸
念
さ
れ
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、

賢
者
に
よ
る
支
配
こ
そ
が
、
良
い
支
配
で
あ
る
、
と
い
う

暗
黙
の
了
解
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。だ
が
、

本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
賢
者
に
よ
る
支
配
は
良
い
支
配

な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
良
い
支
配
と
は
何
か
。
支
配

に
〈
良
い
〉
と
い
う
形
容
詞
は
付
き
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

自
然
権
と
民
主
政
治

　
民
主
政
治
を
、
被
治
者
が
統
治
者
に
な
り
う
る
政
治
、

統
治
者
と
な
る
人
を
被
治
者
が
選
択
で
き
る
政
治
と
言
っ

て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
内
実
が
独
裁
政
治
や
専
制
政
治

で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
独
裁
政
治
や
専
制
政

治
と
民
主
政
治
を
分
か
つ
基
準
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

　
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
人
」（
個
人
）
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
一
般
に
近
代
民
主
主
義
・
民
主
政
治
の
嚆
矢
と
さ

れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
独
立
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
個
人

と
し
て
の
「
人
」
を
基
盤
に
し
た
。「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権

利
章
典
」（
一
七
七
六
年
）
や
「
人
間
と
市
民
の
権
利
の

宣
言
」（
一
七
八
九
年
）
が
、〈
人
権
宣
言
〉
と
し
て
発
せ

ら
れ
、
近
代
民
主
政
治
は
始
ま
る
。
そ
こ
で
は
、
個
人

は
、
誰
で
も
生
ま
れ
な
が
ら
に
等
し
く
、
人
と
し
て
独
立

し
て
お
り
、
自
由
を
享
受
し
、
財
産
を
獲
得
し
所
有
し
、

幸
福
と
安
寧
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
宣
言
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
上
で
、
例
え
ば
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利

章
典
に
は
、
第
二
条
で
「
あ
ら
ゆ
る
権
力
は
人
民
に
与
え

ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
人
民
か
ら
導
か

れ
る
も
の
で
あ
る
。」（That all pow

er is vested in, and 

consequently derived from
, the people;

）
と
記
さ
れ
て

い
る
。

　
近
代
民
主
政
治
は
、
平
等
に
独
立
し
た
個
人
に
よ
っ
て

営
ま
れ
る
営
為
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、

平
等
な
個
人
（
人
）
同
士
が
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
お
互

い
協
力
し
あ
う
こ
と
が
民
主
政
治
の
基
本
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
方
が
君
主
制
や
封
建
制
な
ど
と
比
べ
て
人
間
社

会
の
発
展
に
貢
献
す
る
仕
組
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
こ

の
よ
う
な
民
主
政
治
を
行
っ
た
社
会
の
方
が
経
済
的
に
も

発
展
し
て
き
た
と
言
え
る
。

　
し
か
し
、
民
主
政
治
と
い
え
ど
も
、
そ
の
実
現
の
た
め
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に
は
、
社
会
の
維
持
発
展
へ
の
協
力
を
拒
む
者
に
対
し
協

力
す
る
よ
う
改
心
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
一
定

の
限
ら
れ
た
条
件
の
も
と
で
は
非
協
力
者
を
排
除
す
る
こ

と
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
仕
組
み
で
あ

る
の
は
、
他
の
政
治
体
制
と
同
様
で
あ
る
。
非
協
力
者
を

協
力
者
に
改
心
さ
せ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
非
協
力
者
を
排

除
す
る
権
力
は
、民
主
的
に
選
出
さ
れ
た
政
府
に
帰
属
し
、

そ
う
し
た
権
力
行
使
は
、
民
主
的
に
選
出
さ
れ
た
政
府
の

み
に
許
さ
れ
る
と
い
う
の
が
民
主
政
治
の
根
幹
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
だ
と
、
専
制
政
治
と
の
境
目
は
そ
れ
ほ
ど
明
瞭

に
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
重

要
な
の
は
、政
府
と
い
え
ど
も
基
本
的
な
個
人
の
権
利（
人

権
）
は
犯
し
得
な
い
と
し
た
、
人
権
宣
言
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
政
府
の
権
力
行
使
は
、
各
個
人
の
自
然
権
的
人
権
を

毀
損
し
な
い
必
要
最
小
限
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

民
主
政
治
と
自
治

　
民
主
政
治
は
、
突
き
詰
め
て
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
人
権

を
保
障
さ
れ
た
平
等
な
個
人
同
士
が
、
集
ま
っ
て
自
分
の

行
動
を
律
し
つ
つ
、
そ
の
属
す
る
集
団
を
「
自
ら
治
め
る

こ
と
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
「
自
治
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
民
主
政
治
を
標
榜
す
る
な
ら
、
ま
ず

は
「
自
治
」
を
標
榜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　「
自
治
」
の
基
本
は
、
自
分
を
律
す
る
規
律
・
規
範
を
自

分
で
決
め
て
、
決
め
た
こ
と
を
守
る
こ
と
を
言
う
。
一
人

で
過
ご
す
に
は
、
ど
の
よ
う
な
規
律
を
作
ろ
う
が
、
そ
れ

を
守
ろ
う
が
守
る
ま
い
が
、
結
果
は
自
身
に
帰
結
す
る
の

み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
周
り
に
誰
も
い
な
い
一
人
だ

け
の
生
活
で
あ
れ
ば
、敢
え
て
自
治
を
言
う
必
要
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
人
間
は
、
集
団
を
作
っ
て
生
活
す
る
の
で
、

そ
の
集
団
に
お
い
て
は
、「
自
治
」
が
問
題
と
な
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
集
団
の
規
律
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
の
か
、
定

め
た
規
律
を
ど
の
よ
う
に
守
ら
せ
る
の
か
が
「
自
治
」
の

問
題
と
な
る
。
ま
た
、
他
の
集
団
と
接
触
す
る
機
会
が
あ

る
な
ら
、
そ
し
て
他
の
集
団
に
対
し
て
自
分
た
ち
を
独
立

さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
他
集
団
と
の

関
係
で
「
自
治
」
が
問
題
と
な
る
。

　
他
集
団
と
の
関
係
と
し
て
の
「
自
治
」
に
つ
い
て
は
、

後
日
を
期
す
こ
と
と
し
、
前
者
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
集
団

内
部
の
自
治
に
つ
い
て
言
え
ば
、
集
団
を
構
成
す
る
一
人

ひ
と
り
の
自
律
性
を
確
保
し
な
が
ら
集
団
の
規
律
を
確
定

し
て
い
く
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
る
。個
人
の〈
自
由
〉、

〈
平
等
〉、
そ
し
て
〈
博
愛
〉
が
、
集
団
自
治
の
課
題
を
ひ

も
と
く
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
。

　
集
団
自
治
に
お
け
る
規
律
は
、
個
人
の
自
由
を
で
き
る

だ
け
尊
重
す
る
よ
う
に
、
個
人
の
自
由
を
妨
げ
な
い
範
囲

で
で
き
る
だ
け
小
さ
な
、
最
低
限
の
規
律
で
あ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
そ
の
基
準
は
、
他
人
の
自
由
を
妨
げ
る
こ
と

に
な
る
活
動
を
禁
ず
る
も
の
と
す
る
程
度
の
も
の
と
な
る
。

他
人
の
幸
福
を
奪
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。そ
し
て
、

平
等
は
、
そ
う
し
た
規
律
の
適
用
、
す
な
わ
ち
、
法
の
適

用
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
個
人
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
個
性
を
持
っ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
平
等
を
必
要
以
上
に
強
調
す
る

こ
と
は
、
個
人
の
個
性
を
矯
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
由
と
平
等
を
こ
の
よ
う
に
措
定

す
る
と
、
そ
の
範
囲
で
は
幸
福
を
享
受
で
き
な
い
人
々
が

生
じ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
当
該
集
団
に
属
す
る
か
ら

に
は
、皆
が
幸
福
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
な
ら
、

他
人
を
思
い
や
る
博
愛
精
神
が
、
そ
こ
に
必
要
に
な
る
。

　
博
愛
、
す
な
わ
ち
、
当
該
集
団
に
属
す
る
人
々
の
幸
福

を
最
大
に
重
視
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
集
団

成
員
皆
が
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

規
律
は
煩
雑
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
個

人
の
自
由
と
、
博
愛
を
重
ん
じ
る
規
律
と
が
衝
突
す
る
可

能
性
が
高
ま
る
。
ま
た
、
集
団
成
員
が
皆
同
等
の
幸
福
を

追
求
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
平
等
は
法

の
下
の
平
等
の
範
囲
に
収
ま
る
と
し
て
も
、
法
（
規
律
）

が
実
質
的
平
等
を
目
指
し
個
人
の
自
由
を
制
限
す
る
方
向

に
働
く
よ
う
に
作
ら
れ
る
の
で
、
平
等
と
自
由
は
対
立
す

る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
あ
る
事
象
や
あ
る
人
々
の
た
め

に
他
の
人
々
を
含
め
て
強
制
的
に
税
金
を
徴
収
す
る
こ
と

は
、
個
人
の
経
済
活
動
の
自
由
へ
の
侵
害
と
な
る
。
ど
の

程
度
の
自
由
へ
の
侵
害
（
課
税
）
な
ら
、
許
さ
れ
る
の
か

が
自
治
の
重
要
な
論
点
と
な
る
。
何
ら
か
の
基
準
で
税
を

集
め
、そ
れ
を
配
分
す
る
機
構
を
「
政
府
」
だ
と
す
る
と
、

多
額
の
税
金
を
集
め
て
配
分
す
る
の
が
大
き
な
政
府
、
税

の
徴
収
を
最
低
限
に
抑
え
る
の
が
小
さ
な
政
府
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
ま
た
、
博
愛
の
精
神
を
実
現
す
る
の
に
、
政
府
機
構
を
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る
。
日
本
で
は
、
地
方
分
権
や
地
方
自
治
は
、
ど
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
が
見
る
と
こ

ろ
、
比
較
的
わ
か
り
や
す
く
、
し
か
も
古
い
の
は
、
福
井

淳
『
市
町
村
制
問
答
詳
解
』（
一
八
八
八
年
）
で
あ
る
。

福
井
淳
は
一
八
八
八
年
公
布
の
市
制
町
村
制
を
一
般
の
読

者
向
け
に
解
説
す
る
書
の
中
で
「
偖さ

て

中
央
集
権
と
地
方
分

権
の
二
種
類
が
あ
り
ま
し
て
」（
二
頁
）
と
書
き
出
す
。

福
井
の
地
方
分
権
の
解
説
を
引
用
し
て
み
よ
う
（
旧
漢
字

は
新
漢
字
に
変
更
し
適
宜
句
読
点
を
補
足
し
た
。
ま
た
、

本
書
で
は
漢
字
す
べ
て
に
振
り
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、

煩
雑
を
避
け
る
た
め
一
部
の
漢
字
に
の
み
振
り
仮
名
を
附

し
た
。）。

　「
地
方
分
権
と
申
す
は
、
政
治
の
権
は
中
央
政
府
に
て
支

配
す
れ
ど
も
、
地
方
の
事
務
を
我
々
人
民
に
分
任
し
自
主
自

由
の
権
を
持
た
し
て
、
政
府
か
ら
少
し
も
干
渉
を
受
け
ず
と

申
す
わ
け
に
は
参
ら
ね
ど
も
、
法
律
の
範き

ま
り
の
う
ち

囲
内
に
於お

い

て
す

る
事
は
皆
人
民
の
気
儘
勝
手
に
相
談
し
て
事
務
を
執

と
り
お
こ
な行
い
、

政
府
は
た
だ
之
を
監め

つ
け督

を
す
る
許ば

か

り
に
止と

ど

ま
る
を
地
方
分

権
と
申
し
ま
す
、
又ま

た
こ
れ之
を
地
方
自
治
権
と
も
申
し
ま
す
。」

（
同
書
二
―
三
頁
）

　
こ
れ
に
対
し
、中
央
集
権
は
、次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　「
中
央
集
権
と
申
す
は
、
政
治
の
権
を
大
政
府
に
握
り
て
、

政
府
に
於
い
て
重お

も
だ立
ち
た
る
役
人
が
相
談
し
て
万
事
を
取

り
決
め
て
布
令
を
出
し
て
、
少
し
も
人
民
の
上
の
事
に
は

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
営
為
は
面
倒
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
多
く
の
人
々
か
ら
は
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
も
あ
る
。

み
ん
な
が
そ
ん
な
に
賢
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
賢
く
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
疑
問
が
膨
ら
む
と
、
自
治
で
は
な

く
、
偉
人
に
よ
る
専
制
政
治
を
望
む
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
さ
ら
に
問
題
を
難
し
く
す
る
の
は
、「
自
治
を
尊
重
し

な
い
」「
民
主
主
義
を
尊
重
し
な
い
」
と
考
え
て
行
動
す

る
こ
と
も
「
個
人
の
自
由
」
で
は
な
い
の
か
、
自
律
し
た

個
人
の
自
由
を
言
う
（
主
張
す
る
）
の
で
あ
れ
ば
、
自
治

や
民
主
主
義
（
民
主
政
治
）
を
否
定
す
る
自
由
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
す
る
人
々
が
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

自
治
や
民
主
政
治
の
自
爆
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
に
論

理
的
に
反
駁
す
る
の
は
難
し
い
。
た
だ
、言
え
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
の
人
類
の
歴
史
で
は
、
そ
う
し
た
偉
人
賢
人
が

独
裁
的
に
社
会
を
統
治
し
た
場
合
に
は
、
長
期
的
な
意
味

で
の
社
会
的
発
展
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
権
力
の
簒
奪
を

巡
る
闘
争
は
あ
っ
て
も
、
集
団
構
成
員
の
多
く
に
と
っ
て

幸
福
を
追
求
す
る
よ
う
な
社
会
に
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

を
人
類
の
歴
史
が
ほ
ぼ
証
明
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

「
自
治
」
の
使
わ
れ
方

　「
自
治
」
は
こ
の
よ
う
に
、
民
主
政
治
を
専
制
政
治
か
ら

分
か
つ
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
言
え
る
が
、「
自
治
」
は
、

従
来
、
地
方
分
権
と
ほ
ぼ
同
義
で
使
わ
れ
て
き
た
と
言
え

使
う
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
も
論
点
と
な
る
。つ
ま
り
、

経
済
的
に
裕
福
な
篤
志
家
が
政
府
を
経
由
す
る
こ
と
な
く

社
会
に
生
じ
る
経
済
的
不
平
等
を
な
く
す
よ
う
に
資
金
を

拠
出
し
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
不
利
益
を
蒙
っ
て
い
る
と
み

ら
れ
る
人
々
に
分
配
さ
れ
る
な
ら
、
平
等
の
確
保
に
敢
え

て
政
府
機
構
を
経
由
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
奨
学
金
を
提
供
す
る
財
団
の
よ
う
な
組
織

は
、
政
府
機
構
な
し
の
博
愛
や
平
等
の
提
供
機
関
で
あ
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
府
機
構
と
そ
れ
ら
財
団
と
を

分
か
つ
基
準
は
、必
要
な
財
の
徴
収
・
蓄
積
が
強
制
的
（
政

府
）
で
あ
る
か
、自
発
的
（
財
団
等
）
で
あ
る
か
で
あ
る
。

も
し
、
こ
う
し
た
非
強
制
的
自
発
的
資
金
に
頼
る
財
団
が

社
会
に
生
ず
る
不
平
等
を
う
ま
く
解
決
で
き
る
の
で
あ
れ

ば
、
政
府
機
構
が
そ
れ
に
口
を
出
さ
な
い
、
出
し
過
ぎ
な

い
の
が
「
自
由
」
と
の
調
和
点
に
な
り
う
る
。

　
自
治
や
民
主
政
治
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
る
〈
自
由
〉〈
平

等
〉〈
博
愛
〉
は
、
お
題
目
の
よ
う
に
唱
え
て
い
る
と
き

に
は
さ
し
て
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
内
容

を
具
体
的
に
集
団
自
治
と
し
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
、

途
端
に
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
の
か
、

そ
れ
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
規
律
す
る
の
か
を
巡
る
対

立
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
自
治
や
そ
れ
を
基
本
と

す
る
民
主
政
治
は
、
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
立
つ

仕
組
み
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
は
、
維
持
し
続

け
る
の
は
、非
常
に
面
倒
で
根
気
の
必
要
な
営
為
で
あ
る
。

こ
れ
に
参
加
す
る
人
々
に
は
、
相
当
程
度
の
叡
智
が
必
要
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が
大
日
本
帝
国
憲
法
改
正
の
形
式
を
と
り
制
定
さ
れ
、
第

八
章
に
地
方
自
治
の
四
条
が
新
に
加
わ
っ
た
。「
地
方
自

治
の
本
旨
」
の
文
言
が
入
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
「
地
方
自
治
」
が
ど
の
よ
う

な
意
味
で
考
え
ら
れ
使
わ
れ
た
の
か
を
筆
者
は
調
べ
き
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
民
主
政
治
と
自
治

と
の
関
係
（
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
す
る
関
係
）
を
考

慮
す
る
な
ら
、「
自
治
」
に
「
地
方
」
を
つ
け
た
意
味
が

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。「
地
方
」
に
は
「
自
治
」
を

認
め
る
が
、
国
レ
ベ
ル
で
は
「
国
民
主
権
」
で
あ
る
と
す

る
の
は
、
単
に
同
じ
こ
と
を
言
い
換
え
た
だ
け
の
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
先
人
た
ち
が
述
べ
る
よ
う
に
、

中
央
政
府
（
国
）
が
〈
国
民
〉
の
信
託
の
も
と
に
成
立
す

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
地
方
政
府
（
地
方
自
治
体
）
は
当

該
地
域
に
在
住
す
る
〈
国
民
〉（
国
内
の
あ
る
地
方
に
居

住
す
る
人
た
ち
を
「
住
民
」
と
呼
ば
わ
る
の
が
通
常
で
あ

る
が
、
地
方
政
府
に
選
挙
権
な
ど
を
持
ち
関
わ
れ
る
の
は

残
念
な
が
ら
「
国
民
」
で
あ
る
）
の
信
託
の
も
と
に
成
立

す
る
と
日
本
国
憲
法
は
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
一
八
八
八
年
に
福
井
が
述
べ
た
こ
と
、
す
わ
な

ち
「
責せ

め
て
自
分
等
の
住す

ま
い居

す
る
市
町
村
丈だ

け

の
事
務
に
付つ

い

て
は
政
府
の
厄
介
に
成
ら
ぬ
様
」
と
い
う
自
治
観
、「
政

府
の
補
助
を
な
し
政
府
の
混
雑
を
省
く
」、
す
な
わ
ち
、

国
家
行
政
を
補
完
す
る
の
が
自
治
で
あ
る
と
す
る
自
治
観

は
、
敗
戦
を
契
機
に
直
ち
に
払
拭
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
徐
々
に
払
拭
さ
れ
て
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
地
方
自
治
体
は
、
戦
後
も
国
の
仕
事
を
分
担
し
て
行
う

構
わ
ぬ
。
そ
こ
で
人
民
は
こ
れ
に
対
し
て
は
如
何
な
る
事

に
もく

ち
ば
し
嘴
を
容い

る

る
事
は
で
き
ぬ
故
に
、
動や

や

も
す
れ
ば
勝
手
気

儘
の
こ
と
に
引
き
廻
さ
れ
て
、
如
何
に
苦
情
を
鳴
ら
す
と

も
聞
入
れ
て
は
呉
れ
ず
、
御ご

む
り
ご
も
っ
と
も

無
理
御
尤
で
置
く
を
中
央
集

権
の
政
と
申
し
ま
す
。」（
同
書
二
頁
）

　
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
中
央
集
権
の
説
明
は
、
主
立
っ

た
役
人
が
勝
手
に
万
事
を
決
め
て
人
民
に
構
わ
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
専
制
政
治
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め

る
。
そ
れ
に
対
し
、
地
方
分
権
は
地
方
自
治
権
と
も
言
う

と
し
、
人
民
に
自
主
自
由
の
権
を
与
え
、
法
律
の
範
囲
と

い
う
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
人
民
が
気
儘
勝
手
に
相
談
し

て
事
を
決
め
て
執
行
す
る
こ
と
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
あ

た
か
も
、「
地
方
分
権
」「
地
方
自
治
権
」
は
民
主
政
治
で
、

中
央
集
権
は
、
専
制
政
治
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に

も
読
め
な
く
は
な
い
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
解
説
書
の
目
的
は
、
地
方
分
権
・
地

方
自
治
を
進
め
る
の
は
、
あ
く
ま
で
国
会
開
設
に
向
け
て

人
民
を
政
治
に
慣
れ
さ
せ
啓
蒙
す
る
た
め
だ
と
し
て
い
る
。

　「
先ま

ず
国
会
で
も
開
こ
う
と
思
へ
ま
す
れ
ば
地
方
人
民

に
自
主
自
由
の
権
を
与
へ
ま
し
て
責せ

め
て
自
分
等
の
住す

ま
い居

す
る
市
町
村
丈だ

け

の
事
務
に
付つ

い

て
は
政
府
の
厄
介
に
成
ら
ぬ

様
、
各め

い
め
い自
共
が
相
談
し
て
政
治
の
幾
分
を
負う

け
も
ち擔
て
人
民
に

政
治
の
思
想
を

や
し
な養
は
さ
し
て
於
け
ば
、
少
し
く
政
治
の
端は

緒し

も
分
か
り
そ
の
中
に
は
事
務
の
何
た
る
も
分わ

別か

る
も
の

が
出
来
て
、
国
会
の
開
け
る
時
は
余
程
裨た

す
け益
に
も
な
る
事こ

と

故ゆ
え

、
我わ

が
く
に邦
に
於お

い

て
も
今
度
此こ

の

制
度
を
設
け
ら
れ
た
事
で
ご

ざ
り
ま
す
。」（
同
書
三
―
四
頁
）

　「
永な

が
な
が々

と
中
央
集
権
の
下も

と

に
立た

っ

て
徒

い
た
ず
ら
に
役
人
の
命
令

に
従
い
そ
の
干
渉
保
護
の
政
治
に
支
配
さ
る
る
様
の
事
を

止や

め
、
大

お
お
い
に
分
権
自
治
のま

つ
り
ご
と
政
を
施

ほ
ど
こ

し
て
我
等
人
民
に
政
治

の
思
想
を
発
達
せ
し
め
ん
と
、
今
や
非
常
の
大お

お
き
ば
り

気
張
で
地

方
制
度
確
立
の
端は

緒し

を
開
き
、
茲こ

こ

に
先
ず
市
町
村
に
関
す

る
制
度
を
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
。
偖さ

て
此こ

の

市

町
村
制
度
を
設
け
ら
れ
た
る
は
、
政
府
に
於お

い

て
取
扱
ひ
ま

す
事
務
を
地
方
に
分
け
て
、
此
事
務
を
取
扱
は
し
て
政
府

の
補た

す
け助
を
な
し
政
府
の
混
雑
を
省
く
は
人
民
の
義
務
な
り

と
し
ま
す
。
而し

か

し
て
政
府
は
其
事
務
を
全
く
放う

ち
ま
か任
す
で
は

な
く
矢や

は
り張
政
治
の
本も

と

た
る
大お

お
づ
な綱
を
握
り
指さ

し
ず揮
を
し
て
国
家

を
統

す
べ
く
く
る

御
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。」（
同
書
五
―
六
頁
）

　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
一
見
民
主
政
治
を
体
現
し
た

か
の
よ
う
な
地
方
分
権
や
地
方
自
治
が
、実
の
と
こ
ろ
は
、

国
・
中
央
政
府
の
統
治
の
補
完
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
地
方
分
権
、
地
方
自

治
の
考
え
は
、
こ
の
よ
う
に
、
国
・
中
央
政
府
が
統
治
を

行
う
た
め
の
補
完
と
し
て
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。
各
地
方

の
些
事
は
自
治
に
任
す
、
そ
れ
に
よ
り
中
央
政
府
の
負
担

を
少
な
く
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

戦
後
の
地
方
自
治

　
太
平
洋
戦
争
（
十
五
年
戦
争
）
敗
戦
後
、
日
本
国
憲
法
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治
機
構
・
政
府
が
他
の
政
治
体
制
に
お
け
る
政
府
と
ど
の

よ
う
に
異
な
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
統
治
機
構
・
政
府
を
構
成
す
る
人
々
は
、
当
然
な
が
ら
、

そ
の
社
会
に
存
す
る
人
々
の
多
数
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら

多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
罷
免
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
国
憲
法
第
一
五
条
は
、
そ
の
原
則
を
掲
げ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
独
立
宣
言
に
先
立
っ
て
制
定
さ
れ
た

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
章
典
は
、
そ
の
第
二
条
後
段
で
、「
行

政
官
（m

agistrates

）
は
、
人
民
の
被
信
託
者
で
あ
り
人

民
の
使
用
人
（servants

）
で
あ
っ
て
、
常
に
人
民
に
従

う
も
の
で
あ
る
。」
と
定
め
る
。
要
す
る
に
、
民
主
政
治

の
も
と
で
は
、
政
府
を
構
成
す
る
人
々
は
、
そ
の
政
府
が

置
か
れ
て
い
る
地
域
内
の
人
々
に
奉
仕
し
、
貢
献
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
地
域
内
の
あ
る
特

定
の
人
た
ち
に
奉
仕
し
、
貢
献
す
る
の
で
は
な
い
。
全
体

の
奉
仕
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
民
主
政
治
に
お
け
る
政
府
構
成
員
は
、
人
々
か
ら
委
任

さ
れ
た
範
囲
内
で
権
力
行
使
な
ど
の
活
動
が
で
き
る
の
で

あ
っ
て
、
民
主
政
治
で
は
、「
重お

も
だ立
ち
た
る
役
人
が
相
談

し
て
万
事
を
取
り
決
め
て
布
令
を
出
し
て
、
少
し
も
人
民

の
上
の
事
に
は
構
わ
ぬ
。」
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
今
日
で
は
、
政
府
を
構
成
す
る
人
々
は
、
概
ね
三
種
類

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
有
権
者
に
よ
っ
て

直
接
選
挙
で
選
ば
れ
る
人
々
、
第
二
に
、
直
接
に
選
挙
で

選
ば
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
直
接
に
選
挙
で
選
ば
れ
た

人
た
ち
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
、
任
期
で
就
任
期
間
が
縛
ら

と
こ
ろ
な
ん
だ
よ
。
日
本
で
は
内
閣
と
い
う
仕
組
み
が
作

ら
れ
、
そ
の
長
と
な
る
内
閣
総
理
大
臣
が
責
任
を
も
っ
て

そ
う
し
た
仕
事
を
指
示
し
、
監
督
し
て
い
る
ん
だ
。」
こ

れ
で
、
つ
ま
り
政
府
と
い
う
の
は
大
事
な
仕
事
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
な
の
だ
と
理
解
し
て
も
ら
え
る
な
ら
、
そ
れ
に

越
し
た
こ
と
は
な
い
、
と
普
通
は
考
え
る
。

　「
統
治
機
構
」
と
い
う
言
葉
も
「
政
府
」
と
同
じ
よ
う

に
使
わ
れ
る
。「
統
治
」と「
機
構
」に
分
け
て
み
よ
う
。「
統

治
」
は
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
、
国
家
を
構
成
す
る
一
部

の
人
々
（
統
治
者
）
が
、
他
の
多
く
の
人
々
（
被
治
者
）

に
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
望
む
望
ま
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
無

理
矢
理
言
う
こ
と
を
聞
か
せ
た
り
（
無
理
矢
理
の
度
合
い

が
強
い
と
「
支
配
」
と
も
呼
ば
れ
る
）、
自
然
に
存
在
す

る
も
の
を
無
理
矢
理
変
形
さ
せ
た
り
（
河
川
管
理
や
道
路

管
理
な
ど
を
想
起
せ
よ
）す
る
行
為
を
指
し
て
い
る
。「
機

構
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
行
為
を
行
う
仕
組

み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
統
治
機
構
」は
、一
部
の
人
々

が
、
他
の
多
く
の
人
々
や
も
の
を
傅

か
し
ず
か
せ
る
た
め
の
仕
組

み
、
組
織
だ
と
言
え
よ
う
。

　
当
然
な
が
ら
、「
政
府
」
も
「
統
治
機
構
」
も
、
民
主

政
治
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
政
治
の
各
種
形
態
を
問

わ
ず
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
王
政
だ
ろ
う
が
、
独
裁
制

だ
ろ
う
が
、
専
制
だ
ろ
う
が
、
民
主
制
だ
ろ
う
が
、
社
会

主
義
体
制
だ
ろ
う
が
、
共
産
主
義
体
制
だ
ろ
う
が
、「
政

府
」「
統
治
機
構
」
は
、
ど
ん
な
政
治
体
制
に
お
い
て
も
、

共
通
し
て
存
在
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
民
主
政
治
を
標
榜
す
る
に
は
、
こ
の
統

こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
福
井
の
述
べ
た
よ
う

な
自
治
観
が
そ
う
簡
単
に
後
景
に
退
く
と
も
思
え
な
い
の

だ
が
。
ま
た
、
地
方
自
治
体
政
府
の
中
で
中
央
政
府
の
仕

事
（
事
務
）
と
自
ら
の
自
治
体
の
仕
事
（
事
務
）
が
明
確

に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
か
つ
分
け
て
行
わ
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
仮
に
地
方
自
治
体
政
府
の
首
長
・
議
員
・

職
員
は
そ
れ
ら
を
弁
別
し
え
た
と
し
て
、
当
該
地
域
の
住

民
は
、
そ
れ
を
分
別
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
分
別
し
う
る

と
し
て
、
自
治
体
政
府
が
中
央
政
府
に
成
り
代
わ
っ
て
行

う
仕
事
に
は
、
当
該
地
域
に
居
住
す
る
人
々
の
「
自
治
」

が
ど
の
程
度
発
揮
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
逆
に
、
全
国
の

国
民
が
信
託
し
た
中
央
政
府
の
決
め
事
（
法
律
等
）
に
対

し
て
、
当
該
地
域
に
居
住
す
る
国
民
の
み
の
信
託
を
受
け

た
自
治
体
政
府
は
「
自
治
」
に
基
づ
い
て
そ
の
自
律
性
を

発
揮
し
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

民
主
政
治
で
の
「
政
府
」

　
つ
い
に
「
政
府
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
て
き
た
。「
政
府
」
は
、
あ
る
政
治
体
の
中
で
権
力

を
行
使
す
る
部
分
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で

あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
仮
に
小
学
生
に
先
生
が
説
明
す
る

と
な
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。「
政
府

と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
に
難
し
い
も
の
で
は
な
い
よ
。
政

府
と
い
う
の
は
、
み
ん
な
の
生
活
が
良
く
な
る
よ
う
に
い

ろ
ん
な
仕
事
を
し
た
り
、
み
ん
な
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

よ
う
に
悪
い
人
を
取
り
締
ま
る
仕
事
を
し
た
り
し
て
い
る
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う
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
新
聞
を
読
ま
な
い
人
は
全
部
○
○
党
で
あ
り
、
新
聞
を

取
る
の
に
協
力
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
」「（
投
票
態
度
を
決

め
て
い
な
い
無
党
派
層
は
）
そ
の
ま
ま
寝
て
し
ま
っ
て
く

れ
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
」
と
い
っ
た
発
言
は
、
大

衆
は
「
衆
愚
」
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
本
音
が
図
ら
ず

も
露
呈
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
時
の
統
治
機
構（
政
府
）

を
担
う
人
々
は
、自
分
た
ち
が
正
し
い
と
い
う
思
い
か
ら
、

持
っ
て
い
る
権
力
を
手
放
し
た
く
な
い
と
思
う
か
も
し
れ

な
い
。

　
し
か
し
、
政
府
の
活
動
の
「
正
し
さ
」
は
、
長
い
年
月

が
経
過
し
た
あ
と
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多

い
。
あ
る
時
点
で
は
良
か
れ
と
多
く
の
人
々
が
考
え
る
手

立
て
（
政
策
）
が
、
後
年
に
な
り
長
期
的
に
は
正
し
く
は

な
か
っ
た
と
わ
か
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る

政
策
が
、
そ
れ
を
真
摯
に
考
え
た
人
々
の
手
を
離
れ
、
ま

さ
に
実
施
さ
れ
る
と
き
に
担
当
者
の
誤
解
・
無
知
に
よ
っ

て
歪
め
ら
れ
て
執
行
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
の
よ
う

な
薬
に
も
副
作
用
が
あ
る
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
政
策
手

段
に
も
良
い
面
が
あ
る
と
同
時
に
副
作
用
も
あ
る
。
道
路

を
直
線
的
に
作
れ
ば
、
交
通
の
円
滑
が
図
ら
れ
る
が
、
運

転
者
は
つ
い
つ
い
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
す
ぎ
た
り
、
単
調
さ

に
居
眠
り
を
誘
発
さ
れ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
路
を
作
れ
ば
、
目
的

地
に
到
着
す
る
ま
で
の
距
離
が
伸
び
、
燃
料
消
費
が
上
乗

せ
さ
れ
、ま
た
、ち
ょ
っ
と
し
た
運
転
者
の
不
注
意
が
カ
ー

ブ
へ
の
激
突
を
招
く
な
ど
の
不
具
合
が
生
じ
る
か
も
し
れ

れ
て
い
る
人
々
、
第
三
に
、
試
験
な
ど
に
よ
っ
て
一
定
の

専
門
技
能
を
有
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

選
出
が
な
さ
れ
る
人
々
で
あ
る
。
第
三
の
人
々
に
つ
い
て

は
、
任
期
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
終
身
職
と
な

る
の
が
普
通
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
ど
の
類
型
の
政
府

構
成
員
で
あ
ろ
う
と
も
、
人
々
に
奉
仕
し
、
貢
献
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
対
価
と
し
て
、
人
々
が
収
め
た

税
金
か
ら
給
与
が
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
民
主
政
治
を
貫
く
に
は
、
政
府
構
成
員
が
当
該
地
域
の

人
々
に
よ
っ
て
正
統
に
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
政
府
構

成
員
の
活
動
が
人
々
に
よ
っ
て
き
ち
ん
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
政
府
構
成
員
の
活
動
が
当
該
地
域
の

人
々
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
常
に
検
証
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
で
き
な
く
な
れ
ば
、
最
悪
の
場

合
は
泥
棒
政
治
（
ク
レ
プ
ト
ク
ラ
シ
ー
）
と
な
る
か
も
し

れ
な
い
。

お
わ
り
に
―
自
治
が
機
能
す
る
に
は

　
民
主
政
治
や
自
治
が
「
衆
愚
」
に
陥
る
可
能
性
は
あ
る
。

し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
衆
愚
」
は
、
む
し
ろ

民
主
政
治
を
破
壊
し
、
専
制
政
治
を
導
く
可
能
性
を
秘
め

て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
す
る
と
民
主
政
治
や
自
治
は
「
衆

愚
」
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
が
悲
し
い
こ
と
に
、
民
主
政
治
の
も
と
、
あ
る

時
期
に
正
統
に
選
出
さ
れ
た
政
治
勢
力
が
、
事
実
上
の
専

制
政
治
を
目
指
し
て
「
衆
愚
」
を
画
策
す
る
こ
と
も
あ
り

な
い
。
　

　
社
会
の
各
種
課
題
を
解
決
す
る
単
純
な
解
は
そ
れ
ほ
ど

多
く
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ぞ
れ

の
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
持
っ
て
い
る
の
が

普
通
で
あ
る
。「
衆
愚
」
を
避
け
る
に
は
、
良
さ
そ
う
に

見
え
る
何
か
に
熱
狂
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
社
会
問

題
解
決
の
解
が
簡
単
に
見
つ
か
る
と
考
え
る
の
で
も
な
い

思
考
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
考
察
は
、
自
由
権
的
民
主
政
治
に
や
や
偏
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
共
和
的
民
主
政
治
も
考
察
し
た
い
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
予
定
の
字
数
を
そ
ろ
そ
ろ
満
た
し
た
よ
う

な
の
で
、
後
日
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
期
し
た
い
。
た
だ
、
共

和
的
民
主
政
治
は
、
人
々
が
一
定
程
度
協
力
し
あ
わ
な
い

と
生
産
活
動
・
経
済
活
動
が
成
立
し
に
く
い
社
会
（
一
時

期
に
種
ま
き
や
収
穫
が
集
中
し
た
り
、
緻
密
な
用
水
管
理

の
た
め
に
た
く
さ
ん
の
人
手
が
必
要
だ
っ
た
農
村
社
会
）

で
は
、
大
い
な
る
意
義
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
個

人
単
位
で
生
産
活
動
や
経
済
活
動
を
行
う
こ
と
に
そ
れ
ほ

ど
支
障
が
な
く
な
っ
て
い
る
現
代
に
お
け
る
共
和
的
民
主

政
治
の
価
値
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。

＜

さ
と
う
　
か
つ
ひ
ろ
・
北
海
学
園
大
学
法
学
部
教
授
／
当
研
究
所
理
事
長＞


