
な
ん
ぴ
と

L
t
政
情
の
安
定
を
期
し
'
機
会
均
等
主
義
を
現
実
に
実
行
す
る
も
の
｣
で
あ
れ
ば
'
何

人

を

間
は
ず
歓
迎
L
t
支
持
す
る
と
の
不
偏

不
党
の
立
場
を
表
明
し
て
ゐ
る
｡

以
上
が
東
方
会
議
の
結
論
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
支
那
本
土
に
関
し
て
は
幣
原
の
方
策
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
と
云
へ

よ
う
｡
支
那
の
民
意
を
尊
重
し
'
国
民
的
要
望
に
満
腔
の
同
情
を
も
ち
'
穏
健
分
子
を
支
持
し
､
統

一
政
府
の
発
達
を
助
成
す
る
と
い

ふ
基
本
方
針
は
､
幣
原
外
交
の
姿
勢
を

一
歩
も
超
え
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
｢対
支
政
策
綱
領
｣
の
後
段
に
'
共
産
分
子
に
よ

る
我
が
在
支
権
益
や
居
留
民
の
生
命
財
産
の
侵
害
に
は
断
乎
自
衛
措
置
を
と
る
こ
と
､
動
乱
満
蒙
に
波
及
し
て
我
が
特
殊
地
位
権
益
が

脅
か
さ
れ
た
時
に
は
'
機
を
逸
せ
ず
こ
れ
を
防
護
す
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
ゐ
る
点
は
'
確
か
に
幣
原
の
消
極
無
為
の
政
策
と
異
な
る

も
の
で
'
｢
田
中
積
極
外
交
｣
な
る
名
称
も
'
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
｡

だ
が
､
こ
の
在
支
権
益
自
衛
論
や
満
蒙
特
殊
地
域
論
も
'幣
原
外
交
時
代
に
無
為
と
消
極
が
如
何
な
る
惨
害
を
我
が
在
支
権
益
や
居

留
民
の
安
全
の
上
に
も
た
ら
し
た
か
を
反
省
す
る
時
'
起
り
得
べ
-
し
て
起
っ
て
来
た
主
張
な
の
で
あ
っ
た
｡
決
し
て
幣
原
外
交
か
ら

隔
絶
し
た

｢積
極
｣
的
新
政
策
が
唐
突
に
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
｡

東
方
会
議
終
了
後
'
芳
沢
公
使
は
北
京
帰
任
前
'
南
京
に
立
寄
っ
た
｡
彼
は
国
民
党
の
南
京
奪
取
後
'
当
地
を
訪
れ
た
最
初
の
外
国

公
使
で
あ
り
'
外
交
部
や
総
司
令
部
に
大
歓
迎
さ
れ
た
｡
胡
漢
民
は
歓
迎
の
辞
の
中
で
'
東
方
会
議
の
精
神
は
国
民
政
府
に
対
し
同
情

を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
述
べ
'
蒋
介
石
も
同
様
の
ス
ピ
ー
チ
を
行
な
っ
た
の
で
あ
り
'
東
方
会
議
の
方
針
が
支
那
に
と

っ
て
も
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
｡

そ
れ
故
'
我
国
の
歴
史
教
科
書
に
共
通
す
る
次
の
や
う
な
山
東
出
兵
や
東
方
会
議
に
つ
い
て
の
記
述
が
'
い
か
に
歴
史
の
事
実
と
か

け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
多
言
を
要
す
ま
い
｡

｢
1
九
二
七

(昭
和
二
)
年
四
月
'
蒋
介
石
の
ひ
き
い
る
中
国
国
民
党
が
南
京
に
国
民
政
府
を
樹
立
L
t
北
方
軍
閥
を
打
倒
し
て
中

国
を
統

1
す
る
た
め
の
軍
事
行
動

(北
伐
)
を
強
化
し
た
｡
中
国
の
統

1
に
よ
っ
て
満
蒙
の
権
益
を
失
う
こ
と
を
お
そ
れ
た
田
中
内

閣
は
'
山
東
省
の
在
留
日
本
人
の
保
護
を
名
目
に
山
東
出
兵
を
お
こ
な
い
'
北
伐
へ
の
武
力
干
渉
を
-
わ
だ
て
る
と
と
も
に
'
東
方
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会
警

開
い
て
強
硬
外
交
の
方
針
を
決
定
し
た
｣
(東
京
書
籍

『改
訂
日
本
史
…

成
元
年
二
月
発
行
)

第
四
節

怪
文
書
〟

田
中
上
奏
文
″

･

歴
史
的
資
料
″
に
な
り
お
ほ
す

東
方
会
警

め
ぐ
っ
て

一
つ
の
怪
文
書
が
ひ
ろ
-
-

さ
れ
,
大
東
亜
戟
争
後
の
東
京
裁
判
に
ま
で
登
場
し
た
の
で
付
言
し
て
お

く
｡
そ
れ
は
東
方
会
議
の
議
決
に
基
づ
い
て
田
中
首
相
が
天
皇
に
密
奏
し
た
と
云
は
れ
る

｢
上
奏
文
｣
で

｢
田
中
上
奏
文
｣
｢
田
中
メ

モ
リ
ア
ル
｣
｢
田
中
摺
奏
｣
な
ど
種
々
に
呼
ば
れ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
は
昭
和
二
年
七
月
二
↑
五
日
付
の
田
中
首
相
よ
り

一
木

(善
徳
郎
=
呂

しようそう

内
大
臣
宛
の

｢対
満
蒙
積
極
政
策
執
奏
立
件
｣
を
依
頼
す
る
書
簡
と

｢我
帝
国
於
満
蒙
積
極
根
本
政
策
立
件
｣
と
苧

る

｢
田
中
華

の
日
皇
に
上
る
奏
章
｣
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
文
書
で
あ
る
｡

こ
の
怪
文
書
が
世
に
出
た
の
は
日
付
よ
り
二
年
余
り
後
の
昭
和
四
年
十
二
月
｡
南
京
で
出
版
さ
れ
た

｢時
事
月
報
｣
誌
上
に
漢
文
の

姿
で
出
現
し
,
つ
い
で
英
文
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
な
っ
て
全
世
界
に
ば
ら
ま
か
れ
た
｡
こ
の
や
う
に
二

上
奏
文
｣
は
初
め
か
ら
漢
文
と

英
文
の
テ
キ
ス
ト
の
み
が
嘉

及
び
欧
米
各
地
に
流
伝
し
た
が
,
天
皇

へ
の
上
奏
文
な
ら
ば
当
然
あ
る
べ
き
等
の
日
本
文
テ
キ
ス
ト

(た
と
へ
草
稿
な
り
と
も
)
は
,
遂
に
片
讐

に
そ
の
姿
を
現
す
こ
と
が
な
か
っ
た
｡
そ
の
た
め
,
当
初
か
ら
偽
造
文
書
の
疑
ひ
が
持
た

れ
は
し
た
も
の
の
､
中
国
に
於
け
る
激
し
い
排
日
運
動
の
期
間
を
通
じ
て
,
絶
好
の

｢
排
日
資
料
｣
と
し
て
繰
返
し
宣
伝
さ
れ
た
の

で
,
こ
の
文
書
は
ひ
と
か
ど
の
歴
史
的
存
在
に
な
-
お
は
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る

(稲
生
典
太
郎
論
文

｢曽

上
奏
文
』
を
め
ぐ
る
二

三
の
問
題
｣)｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
,
｢南
京
虐
殺
三
十
数
万
｣
と
云
ふ
虚
構
の
数
字
が
､
中
国
の
世
界
的
宣
伝
に
よ
っ
て
､
今
や
ま
ん
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ま
と
｢
歴
史
的
事
実
｣
と
し
て
人
々
の
心
の
中
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
現
象
と
見
事
に

1
致
対
応
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
0

日
本
文
と
な
っ
た

｢上
奏
文
｣

さ
て
日
本
文
の

｢
田
中
上
奏
文
｣
と
し
て
は
'
漢
文
の

｢上
奏
文
｣
が
出
版
さ
れ
た
翌
昭
和
五
年
,
日
華
倶
楽
部
刊
行
の

｢支
那
人

の
観
た
る
わ
が
満
蒙
政
策
｣
に
訳
出

･
発
表
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
｡
こ
れ
が
依
拠
し
た
原
本
は
前
記

｢時
事
月
報
｣
第

壷

第
二

期
所
収
の

｢驚
心
動
塊
之
日
本
満
蒙
積
極
政
策
=

田
中
義

7
上
目
皇
之
奏
章
｣
(漢
文
)
で
あ
る
.

日
本
語
版
は
も
う

1
種
類
あ
る
o
昭
和
二
十

1
年
'
イ
ス
ク
ラ
叢
書

(
-
)
と
し
て
出
版
さ
れ
た

｢
日
本
帝
国
主
義
の
陰
謀
-

田

中
義

1
首
相
の
満
洲
侵
略
の
上
奏
覚
書
全
訳
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
は
昭
和
六
'
七
年
に
日
本
共
産
党
が

｢
コ
ム
ニ
ス
ー

･
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
｣
第
八
巻
二
十
二
号
か
ら
訳
出
せ
る
も
の
の
復
刻
版
で
あ
る
と
云
ふ
｡
(な
は

｢
コ
ム
ニ
ス
ト
･
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
｣
掲
載
の

｢上
奏
文
｣
は
英
文
で
へ
そ
の
原
本
は
1
九
三
二
年
九
月
二
↑
四
日
の
｢チ
ャ
イ
ナ
･
ク
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
｣
第
凶
巻
=
宇
九
号
所
載
の
英
文

｢上
奏
文
｣

で
あ
る
)

で
は
日
本
文
に
な
っ
た

｢
田
中
上
奏
文
｣
と
は
い
か
な
る
代
物
か
｡
参
考
ま
で
に
摘
記
し
よ
う
｡

昭
和
二
年

(民
国
十
六
年
)
七
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣
田
中
華

群
臣
を
行
率
L
t
誠
憧
謹
恐
謹
し
み
て
我
が
帝
国
の
満
蒙
に
対
す
る
積
極
的
根
本
政
策
に
関
す
る
件
を

奏
す
｡

満
蒙
に
対
す
る
積
極
政
策

こう
rう

所
謂
満
蒙
と
は
'
即
ち
奉
天
'
書
林
'
里
篭

江
及
内
外
蒙
古
是
な
-
｡
広
君
七
万
四
千
里
'
人
口
二
千
八
百
万
に
し
て
-
-
農
鉱
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森
林
の
豊
富
な
る
こ
と
世
界
に
そ
の
比
を
見
ず
｡
讐

て
我
国
は
そ
の
富
源
を
開
拓
し
､
帝
国
永
久
の
繁
栄
を
培
養
せ
ん
と
欲
し
'

よ

ヽ
ヽ

･乃

特
に
南
清
洲
鉄
道
株
式
会
社
を
設
立
し
,
呈

共
栄
共
存
の
美
名
を
籍
-
て
彼
地
の
鉄
道
'
鉱
山
'
森
林
､
農
業
‥
-
･に
投
資
す
る

こ
と
四
億
四
千
万
円
に
達
す
｡
最

国
企
業
中
組
織
の
最
も
雄
大
な
る
も
の
な
り
｡
-
-
之
に
外
交
､
警
察
及

一
般
政
権
を
賦
与
し

て
帝
国
主
義
を
発
揮
せ
し
め
,
特
殊
の
社
会
を
形
成
せ
し
む
三

回
顧
す
る
に
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
い
て
九
カ
国
条
約
成
立
以

ヽ
ヽ
ヽ
1
1
1
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

よ

､
､
､
､

徳
,
謡

蒙
進
出
悉
-
こ
れ
が
制
限
を
う
-
る
や
､
我
国
の
上
↑
輿
論
騒
然
た
り
｡
大
正
先
帝
密
か
に
山
県
有
朋
及
び
そ
の
他
陸
海

ヽ
ヽ
ヽ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

､

､

軍
の
重
要
人
物
を
召
さ
れ
,
九
カ
国
条
約
に
対
す
る
打
開
策
を
会
警

し
め
ら
れ
L
が
,
当
時
臣
義

高

を
奉
じ
欧

米

を
巡
遊
L
t

ヽ
ヽ
ヽ

密
か
に
欧
米
重
要
政
治
家
の
意
見
を
探
索
せ
る
が
‥
-
痛

途
上
海
埠
頭
に
お
い
て
支
那
人

の
た
め
に
爆
弾
暗
殺
の
厄
に
道
は
ん
と

し
,
幸
ひ
に
事
無
き
を
得
た
る
が
,
そ
の
際

嘉

婦
人
が
負
傷
せ
り
｡
こ
れ
我
皇
祖
皇
宗
の
神
佑
に
し
て
-
-
鉄
血
主
義
を
も
っ
て

東
三
省
の
保
全
を
実
行
せ
ん
と
欲
せ
ば
,
第
三
国
の
米
国
は
支
那
の
夷
を
以
て
夷
を
制
す
る
の
煽
動
手
段
に
乗
ぜ
ら
れ
'
起
ち
て
我

国
を
制
御
す
る
の
挙
に
出
る
や
必
せ
り
｡
こ
の
時
に
当
り
て
,
勢
ひ
我
国
は
米
国
と
角
逐
す
る
の
己
む
な
き
に
至
る
､へ
し
｡
換
言
す

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
1
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

れ
ば
,
臣
義

㌫

,
上
海
埠
讐

お
い
て
支
那
人
の
爆
弾
を
喫
し
た
る
際
,
転
じ
て
米
国
人
の
生
命
を
脅
か
し
'
而
し
て
支
那
人
は

ヽ
ヽ

安
全
無
事
た
り
し
が
如
-
に
作
為
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
,
我
国
運
の
発
展
望
む
べ
-
も
あ
ら
ず
｡
-
-
嘉

を
征
服
せ
ん
と
欲
せ
ば

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ま
づ
満
警

征
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
｡
世
界
を
制
服
せ
ん
と
欲
せ
ば
必
ず
ま
づ
支
那
を
征
服
せ
ざ

る

べ
か
ら
ず
｡
も
し
'
支
那
に
し
て

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

完
全
に
我
国
の
為
に
征
せ
ら
れ
ん
か
,
他
の
中
小
亜
翌

,
イ
ン
ド
,
南
洋
等
の
如
き
異
服
の
民
族
は
'
必
ず
誓

敬
畏
し
て
我
に

降
服
す
べ
も

世
界
を
し
て
我
国
の
東
洋
た
る
べ
き
を
知
ら
し
め
,
永
久
に
我
国
を
侵
害
す
る
こ
と
な
か
ら
し
む
る
に
至
る
べ
し
｡

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

こ
れ
す
な
は
ち
,
明
治
大
帝
の
遺
策
に
し
て
,
亦
我
帝
国
の
存
在
上
必
要
事
た
る
な
-
0
-
･-
我
対
満
蒙
利
権
に
し
て
真
に
我
が
有

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に
帰
せ
ば
,
滴
警

根
拠
と
し
貿
易
の
仮
面
を
以
て
支
那
四
百
余
州
を
風
廃
し
,
な
ほ
満

蒙

の
利
権
を
司
令
塔

と
し
て
全
支
那
の
利

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

源
を
擢
取
し
､
支
那
の
富
源
を
以
て
,
イ
ン
ド
及
び
南
洋
各
島
,
進
ん
で
は
中
小
ア
ジ
ア
及
び

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
征
服
す
る
の
資
と
な

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

す
べ
-
､
我
が
大
和
民
族
が
ア
ジ
ア
大
陸
に
歩
武
せ
ん
と
す
る
第

一
の
大
関
鍵
は
満
蒙
の
利
権
を
把
握
す
る
に
あ
り
｡
-

(以
下

略

･
傍
点
筆
者
)｡
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中
国
側
の
奇
妙
な
論
法

遂
に
東
京
裁
判
に
ま
で
登
場
し
た

｢
上
奏
文
｣
は
本
物
な
の
か
,
偽
物
な
の
か
｡
同
裁
判
で
検
察
側
証
人
と
し
て
出
廷
し
た
秦
徳
純

(産
溝
橋
事
件
当
時
北
京
市
長
兼
二
十
九
軍
副
軍
長
)
は

｢
上
奏
文
｣
に
言
及
し
た
も
の
の
,
弁
護
側
の
質
問
に
対
し
て

｢私
は
そ
の
原
文

が
あ
る
か
ど
う
か
存
じ
ま
せ
ぬ
O
原
文
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ぬ
｣
と
答
へ
て
,
自
ら
が
言
及
し
た

｢
上
奏
文
｣
の
信
悪
性
を
疑
は

し
め
た
の
で
あ
っ
た
｡
ウ
ェ
ッ
ブ
裁
判
長
が
秦
証
人
に
対
し
て

｢
田
中
覚
書
｣
と
云
ふ
も
の
の
真
実
性
に
対
し
て
何
ら
か
の
確
信
が
あ

る
か
否
か
を
問
う
た
と
こ
ろ
'
秦
は
'
自
分
は
覚
書
の
真
否
は
証
明
で
き
な
い
が

｢
し
か
し
な
が
ら
事
実
上
に
於
て
日
本
軍
が
そ
の
後

中
国
に
於
て

l
歩

妄

行
な
っ
た
事
実
は
'
あ
た
か
も
田
中
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
は
著
者
で
あ
る
田
中
が
予
言
者
で
あ
る
か
の
如
-
感
ぜ
ら

れ
る
点
が
あ
り
ま
す
｣
と
答
へ
た
｡

因
に
'
満
洲
事
変
を
討
議
し
た
国
際
連
盟
第
六
十
九
回
理
事
会

(昭
和
七
年
十
-

で
中
国
代
表

･
顧
維
鈎
は

｢上
奏
文
｣
に
言
及

こ
い
きん

し
て
日
本
代
表

･
松
岡
洋
右
か
ら
'
そ
れ
を
真
実
と
す
る
根
拠
を
追
及
さ
れ
た
時
,
｢
こ
の
間
題
の
最
善
の
証
明
は
,
実
に
今
日
の
満

洲
に
於
け
る
仝
事
態
で
あ
る
｣
と
陳
弁
し
た
｡

｢
上
奏
文
｣
の
実
在
証
明
に
窮
す
る
と
'
そ
の
後
の
事
態
の
進
展
-

そ
れ
で
さ
へ

｢
上
奏
文
｣
の
内
容
と
は
程
遠
い
が
ー

か
ら

文
書
は
真
実
で
あ
る
と
云
ふ
過
去
と
未
来
を
錯
倒
し
た
論
法
で

｢
上
奏
文
｣
の
本
物
な
る
こ
と
を
強
弁
し
よ
う
と
す
る
奇
妙
な
論
法

が
'
満
洲
事
変
当
時
も
東
京
裁
判
に
於
て
も
中
国
側
に
よ
っ
て
便
ほ
れ
た
の
で
あ
る
｡

偽
物
と
断
ず
る
論
拠

昭
和
五
年
二
月
'
我
が
外
務
省
は

｢
上
奏
文
｣
を
偽
物
と
断
じ
て
国
民
政
府
に
抗
議
を
申
込
ん
だ
の
を
は
じ
め
,
同
年
六
月
,
日
華
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倶
楽
部
が

｢
上
奏
文
｣
を
漢
文
テ
キ
ス
ト
か
ら
訳
出
し
た
時
も
こ
れ
を
偽
物
と
し
た
｡
以
後
も
'
英
修
道
､
清
沢
例
な
ど
の
外
交
史
家

まもる

は
何
れ
も
偽
作
と
断
定
し
て
ゐ
る
｡
そ
の
他
'
当
時
現
職
外
交
官
で
あ
っ
た
重

光

葵

は
じ
め
外
務
省
関
係
者
は
何
れ
も

｢
上
奏
文
｣
を

偽
物
と
し
て
ゐ
る
｡

｢
上
奏
文
｣
を
偽
物
と
断
定
す
る
根
拠
は
い
-
つ
も
あ
る
が
､
主
と
し
て
前
記
引
用
個
所
(傍
点
部
分
参
照
)に
依
っ
て
若
干
を
指
摘

し
よ
､つ
｡

(
l
)
大
正
十

l
年

二

九
二
二
二

1月

1
日
に
死
去
し
た
山
県
有
朋
が
同
年
十

一
月
下
旬
の
九
カ
国
条
約
打
開
策
の
た
め
の
会
議
に

出
席
し
て
ゐ
る
｡

.

(二
)
上
奏
者
の
田
中
義

一
が
欧
米
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
が
､
田
中
が
訪
問
し
た
の
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
あ
っ
た
｡

(

≡)

上
海
に
於
け
る
田
中
暗
殺
未
遂
犯
人
は
中
国
人
で
は
な
-
'
ソ
連
共
産
党
の
指
令
を
受
け
た
金
益
相
'
呉
成
寄
な
る
二
名
の

朝
鮮
人
で
あ
っ
た
｡

こ
の
他
'
前
記
引
用
個
所
と
は
関
係
な
い
が
'

(四
)
昭
和
四
年
五
月
に
竣
工
し
た
吉
海
線
が
'
上
奏
日
付
の
昭
和
二
年
七
月
二
十
五
日
に
は
す
で
に
完
成
し
た
こ
と
に
な
っ
て
ゐ

る
｡

(五
)
上
奏
文
に
は
宛
名
を
つ
け
ず
に

｢内
大
臣
｣
経
由
で
差
出
す
の
が
普
通
な
の
に

｢宮
内
大
臣
｣
の
宛
名
が
あ
る
｡

右
の
如
き
事
実
や
形
式
の
誤
り
だ
け
を
考
え
て
み
て
も
'
｢上
奏
文
｣
が
偽
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
ひ
な
い
｡
ま
た
こ
の
他
､
｢群
臣

を
行
率
し
｣
｢美
名
を
籍
り
て
｣
｢帝
国
主
義
｣
｢征
服
｣
｢異
服
の
民
族
｣
｢降
服
｣
｢利
権
｣
｢貿
易
の
仮
面
｣
｢満
蒙
の
利
権
を
指
令
塔

と
し
て
｣
｢仝
支
那
の
利
権
を
擢
取
し
｣
等
の
用
語
の
異
様
な
ま
で
の
ど
ぎ
つ
さ
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
｡
或
い
は
爆
弾
事
件
に
関
し
て

｢転
じ
て
米
国
人
の
生
命
を
脅
か
し
｣
な
ど
米
国
を
殊
更
に
敵
視
す
る
表
現
を
'
滑
々
た
る
対
米
協
調
主
義
時
代
の
首
相
が
'
天
皇

へ

の
上
奏
文
に
於
て
用
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
｡

こ
れ
ら
の
具
体
的
論
拠
を
離
れ
て
も
'
前
記

｢上
奏
文
｣
の
文
章
の
措
辞
用
語
に
於
け
る
品
位
と
謙
抑
の
欠
如
は
'
日
本
人
の
文
章
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感
覚
に
と
つ
て
は
如
何
に
も
特
殊
か
つ
異
質
の
観
を
拭
ひ
き
れ
ず
'
い
や
し
-
も

｢
上
奏
文
｣
に
ふ
さ
は
し
い
措
辞
行
文
と
は
云
へ
な

6

い
｡
原
作
者
は
日
本
人
に
あ
ら
ず
t
と
断
定
し
て
間
違
ひ
あ
る
ま
い
｡
｢
上
奏
文
｣
偽
作
は
中
国
人
の
世
界
的
嘘
言
癖
の
表
は
れ
と
見

26

る
べ
-
'
所
謂

｢
南
京
大
虐
殺
｣
の
実
否
検
討
の
際
に
も
'
有
力
な
判
断
材
料
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

さ
い
な
ん

第
五
節

済

南

事
件

田
中

･
蒋
会
談

既
述
の
如
く

一
九
二
七
年
八
月
'
蒋
介
石
は
国
民
革
命
軍
総
司
令
を
辞
職
し
た
｡
下
野
し
た
の
ち
'
彼
は
張
群
と
共
に
九
月
末
に

来
日
L
t
十

一
月
五
日
'
青
山
の
私
邸
に
田
中
首
相
を
訪
問
'
約
二
時
間
会
談
し
た
｡
張
群
も
同
席
し
た
｡
会
談
の
要
旨
は
次
の
通
り

で
あ
る

(外
務
省

『主
要
文
書
』
下
)｡

田
中
が
薄
に
説
い
た
第

三

迂

'
こ
の
際
ま
づ
長
江
以
南
を
ま
と
め
る
の
が
急
務
で
あ
り
､
｢
も
し
長
江
以
南
に
し
て
ま
と
ま
ら
ざ

ま
つ

ら
ん
か
'
そ
の
間
に
共
産
党
は
成
長
す
べ
し
｣
と
云
ふ
の
で
あ
っ
た
｡
｢
先
づ
長
江
以
南
を
ま
と
め
'
基
礎
の
確
実
な
る
を
侯
て
始
め

て
北
伐
に
着
手
す
べ
き
方
策
は
依
然
最
善
の
道
に
し
て
､
之
を
行
ひ
得
る
人
は
貴
下
を
措
い
て
他
に
な
し
｣
と
薄

へ
の
信
頼
を
披
渡

し
'
薄
が
南
方

一
帯
の
統

一
に
専
念
す
べ
き
を
要
望
し
た
｡

次
に
田
中
は

｢
列
強
中
貴
国
に
最
も
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
は
日
本
な
-
｡
日
本
は
貴
国
の
内
争
に
は

一
切
干
渉
せ
ざ
る
べ
き

は
つ二

も
'
貴
国
に
共
産
党
の
抜
居
す
る
こ
と
は
断
じ
て
傍
観
し
難
し
｡
こ
の
意
味
に
於
て
反
共
産
主
義
の
貴
下
が
南
方
を
堅
む
る
こ
と
は
日

<
<
[r,

本
と
し
て

大

に

望
む
所
に
し
て
'
こ
れ
が
た
め
国
際
関
係
の
許
す
限
り
'
又
日
本
の
利
権
そ
の
他
を
犠
牲
と
せ
ざ
る
限
り
に
於
て
貴
下

の
事
業
に
対
し
充
分
の
援
助
を
惜
し
ま
ざ
る
べ
し
｣
と
述
べ
る
と
共
に
'
張
作
森
に
対
す
る
日
本
の
態
度
に
つ
い
て

｢
世
間
や
や
も
す

れ
ば
日
本
が
張
を
助
く
る
も
の
の
如
-
称
道
す
る
も
の
あ
れ
ど
仝
-
事
実
に
相
違
す
｡
日
本
は
絶
対
に
張
を
助
け
居
ら
ず
｡
物
資
は
勿

(註
)

論
,
助
言
そ
の
竺

切
の
援
助
を
な
し
居
ら

ず

｡

日
本
の
願
ふ
所
は
唯
々
満
洲
の
治
安
維
持
に
あ
る
の
み
安
心
あ
り
度
し
｣
と
確
言
し

た
｡藩

は
,
今
直
ち
に
北
伐
を
行
な
ふ
の
で
な
-
､
南
方
を
堅
め
て
か
ら
後
に
北
伐
す
べ
L
と
の
田
中
の
言
に
同
感
し
な
が
ら
も
'
革
命

軍
の
内
容
複
雑
に
し
て
,
当
時
も
し
北
伐
を
行
な
は
な
か
っ
た
な
ら
南
方
は
分
裂
を
免
れ
難
く

禍
乱
は
か
へ
っ
て
南
方
に
起
る
憂
ひ

′

が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
答
へ
た
｡

(註
)
会
議
に
通
訳
と
し
て
同
席
し
て
ゐ
た
張
群
は
,
そ
の
回
想
録
で
同
会
談
に
ふ
れ
て

｢私
の
記
憶
に
よ
る
と
'
田
中
は
か
つ
て
張
作
霧
は
嫌
ひ

ようう
てい

だ
と
率
直
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
,
張
作
霧
の
総
参
議
で
あ
る
楊
芋
窪
の
方
を
支
持
し
て
ゐ
た
や
う
だ
｣
と
記
し
て
ゐ
る

(冒

華
･
風
雪
の
七

十
年
-

張
群
外
交
秘
録
』)｡

ま
た
蒋
介
石
が
共
産
党
の
軍
隊
内
侵
入
に
つ
い
て

｢
指
揮
官
は
別
に
怖
る
る
に
足
ら
ざ
る
も
軍
隊
内
に
共
産
主
義
者
の
侵
入
す
る
こ

と
は
寒
心
に
堪

へ
ざ
る
な
り
｣
と
述
べ
た
の
に
対
し
'
田
中
は
同
憂
で
あ
る
と
答

へ
て

｢
日
本
に
於
け
る
共
産
主
義
の
蔓
延
は
そ
の
原

や
かま

因
支
那
共
産
党
の
増
長
に
あ
り
｡
日
本
側
よ
り
貴
国
の
赤
化
を
常
に
八
釜
し
-
反
対
し
居
る
は
畢
寛
自
衛
の
た
め
に
外
な
ら
ず
｣
と
'

日
本
が
支
那
の
赤
化
を
憂

へ
る
の
は
結
局
は
自
衛
の
た
め
で
あ
る
と
述
べ
た
｡

藤
は
,
田
中
総
理
の
言
の
中
に
支
那
に
於
け
る
日
本
の
利
権
を
犠
牲
に
す
る
を
得
ず
と
あ
つ
た
が
'
｢自
分
も
支
那
に
於
け
る
日
本

士{

の
利
益
安
全
な
れ
ば
支
那
の
国
利
民
福
も
亦
た
安
全
に
し
て
畢
寛
両
国
の
利
害
は
共
通
な
り
と
信
ず
る
も
の
な
り
｣
と
述
べ
'
そ
の
た

め
に
は
早
-
革
命
を
成
就
し
時
局
を
安
定
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
'
支
那
国
民
の
排
日
は
日
本
が
軍
閥
張
作
霧
を
助
け
て
ゐ
る
も
の
と

誤
解
し
て
ゐ
る
た
め
な
の
で
,
日
本
は
革
命
勢
力
を
助
け
て
支
那
国
民
の
誤
解
を

蒜

す
る
こ
と
が
必
要
で
､
さ
う
す
れ
ば
満
蒙
問
題

も
解
決
し
'
排
日
は
跡
を
絶
つ
で
あ
ら
う
と
述
べ
た
｡

次
い
で

｢
も
し
そ
れ
が
列
強
に
対
す
る
関
係
上
日
本
が
支
那
に
何
等
の
援
助
を
な
し
得
ず
と
云
ふ
が
如
き
は
日
支
の
特
殊
関
係
を
没

267 第 9章 赤色支那への対応




