
四
　
現
状
に
対
す
る
基
本
的
認
識
と
将
来
へ
の

展
開

四
―
１
　
〔
国
民
的
合
意
の
成
立
〕
―
―
『
国
民
の
合
意
の

上
に
』

『
議
会
制
民
主
主
義
、
自
由
市
場
経
済
体
制
、
そ
し
て
現

行
安
全
保
障
体
制
な
ど
今
日
の
社
会
の
基
本
的
秩
序
は
、
い

ま
や
与
野
党
を
通
し
て
ほ
と
ん
ど
の
国
民
の
合
意
と
な
っ
た
。

い
か
な
る
施
策
も
、
こ
れ
を
守
り
、
こ
れ
を
強
化
し
、
こ
の

上
に
発
展
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。』

「
こ
れ
ま
で
先
人
が
達
成
し
て
き
た
事
績
は
大
事
に
し
て

い
き
た
い
。
議
会
制
民
主
主
義
、
自
由
市
場
経
済
、
総
合
的

な
安
全
保
障
体
制
を
守
っ
て
い
く
こ
と
は
、
国
民
的
合
意
と

し
て
定
着
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
着
実
に
保
守
し
、
発
展

さ
せ
て
い
き
た
い
。」（
10
・
28
・
東
京
）

「
で
き
る
だ
け
先
輩
が
や
っ
て
き
た
よ
き
も
の
を
保
存
し
、

保
持
し
て
い
く
。
そ
れ
を
土
台
に
し
て
、
だ
ん
だ
ん
発
展
さ

せ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い

く
。」（
10
・
22
・
サ
ン
ケ
イ
）

「
硬
直
化
し
た
対
立
、
抗
争
の
政
治
は
も
は
や
過
去
の
も

の
で
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
。」（
10
・
26
・
サ

ン
ケ
イ
な
ど
）

こ
れ
か
ら
の
政
治
は
、
こ
の
国
民
的
合
意
を
基
礎
に
、
こ

れ
を
確
実
に
未
来
に
引
き
継
ぎ
、
発
展
さ
せ
う
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
―
２
〔
日
本
の
見
直
し
〕
―
―
「
家
庭
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
の
見
直
し
」

『
私
た
ち
が
享
受
し
て
い
る
自
由
や
平
和
や
繁
栄
は
、
先

進
西
欧
諸
国
に
比
べ
て
も
決
し
て
ひ
け
を
と
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。』

「
家
庭
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
（
共
同
体
）
は
日
本
を
支
え

る
柱
だ
。
…
こ
こ
で
新
し
い
難
局
に
あ
た
っ
て
、
家
庭
、
企
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業
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
実
態
を
見
直
し
た
い
。
つ
ま
り
、

経
済
的
側
面
で
な
く
、
人
間
的
な
側
面
を
取
り
上
げ
た
い
。」

（
11
・
8
・
東
京
）

わ
が
国
は
恵
ま
れ
た
国
で
あ
る
。
緑
な
す
自
然
と
美
し
い.

四
季
、
伝
統
と
文
化
に
恵
ま
れ
、
民
族
は
均
質
、
国
民
は
勤

勉
で
活
気
に
溢
れ
、
資
質
が
秀
れ
、
教
育
水
準
は
高
い
。
目

上
を
敬
い
、
兄
弟
や
友
人
を
大
切
に
し
、
他
人
に
親
切
で
、

思
い
や
り
や
い
た
わ
り
の
気
持
が
強
い
。
戦
後
は
長
ら
く
平

和
な
生
活
と
自
由
を
享
受
し
て
い
る
。
経
済
的
に
豊
か
で
、

し
か
も
世
界
で
最
も
均
等
な
所
得
の
分
配
が
行
わ
れ
て
い
る
。

社
会
に
は
階
級
制
が
な
く
開
か
れ
て
お
り
、
国
民
は
限
り
な

い
向
上
の
意
欲
と
旺
盛
な
生
活
力
を
持
っ
て
、
環
境
の
変
化

に
も
秀
れ
た
対
応
力
を
見
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
わ
が
国
に
も
、
戦
後
の
高
度
成
長
の
中
で
、

多
く
の
問
題
を
生
じ
て
い
る
。

四
―
３
　
「
量
的
拡
大
」
か
ら
「
生
活
の
質
の
向
上
、
充

実
」
へ
―
―
「
物
質
か
ら
精
神
へ
」、「
経
済
」
か
ら
「
文
化
」

の
時
代
に

『
高
度
経
済
成
長
の
成
功
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
は
、
所
得

の
面
で
は
世
界
の
一
流
と
な
っ
た
が
、
社
会
や
生
活
の
基
盤

は
脆
弱
さ
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
の
不
足
面
を
充
実
し
、
社

会
や
生
活
の
質
的
向
上
を
は
か
り
、
均
衡
の
と
れ
た
国
家
を

創
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。』

「
適
正
な
成
長
の
道
を
模
索
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら

な
い
が
、
す
べ
て
の
政
策
の
方
向
を
量
よ
り
質
の
改
善
の
方

向
に
持
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
国
民
生

活
、
教
育
、
産
業
面
で
も
量
的
拡
大
よ
り
質
的
に
改
善

し
、
″ゆ
と
り
と
落
ち
着
き
″
を
求
め
る
よ
う
提
唱
し
た
。

（
10
・
29
・
日
経
）

「
内
政
面
で
は
、
量
的
拡
大
よ
り
も
、
質
的
向
上
が
国
民
の
側
か

ら
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
事
実
、
今
は
経
済
の
成
長
力

か
ら
考
え
て
も
、
質
的
な
充
実
の
方
向
に
政
策
を
考
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
む
や
み
に
量
的
拡
大
を
図
れ

る
時
代
で
は
な
い
。
生
活
の
質
の
向
上
、
充
実
と
い
う
と
、

文
化
も
あ
り
、教
育
も
あ
れ
ば
、
物
的
生
活
も
あ
る
。
も
っ
と
、

い
わ
ば
落
ち
着
い
た
ゆ
と
り
の
あ
る
健
康
的
な
精
神
生
活
を

追
求
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
政
策
の
力
点
を
置

か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。」（
10
・
28
・
東
京
）
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「
経
済
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
た
時
代
か
ら
「
文
化
」

の
時
代
に
な
っ
て
き
た
と
思
う
。
目
に
見
え
る
も
の
か
ら
見

え
な
い
も
の
へ
、
物
質
か
ら
精
神
へ
、
国
民
の
関
心
が
文
化

に
移
っ
て
い
る
時
代
だ
。
高
度
経
済
成
長
の
夢
を
追
う
政
治

は
終
わ
っ
た
と
思
う
。」（
10
・
28
・
朝
日
）

四
―
４
　
「
生
き
が
い
の
あ
る
社
会
づ
く
り
」
―
―
い
き

い
き
と
し
た
〔
心
も
豊
か
な
社
会
〕
を

「
内
政
面
で
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
「
地
方
田
園
都

市
構
想
」
に
続
い
て
、
新
た
に
「
家
庭
基
盤
の
充
実
」
を
あ

げ
、
生
き
が
い
の
あ
る
社
会
づ
く
り
を
め
ざ
す
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
…
…
（
こ
の
「
家
庭
基
盤
の
充
実
」
を
）
大
平

氏
は
、
生
き
が
い
の
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
め
ざ
し

た
「
地
方
田
園
都
市
構
想
」
と
と
も
に
、
″量
か
ら
質
″
へ
の

政
策
転
換
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
の
道
標
、
と
し
て
い
る
。」

（
10
・
29
・
サ
ン
ケ
イ
）

「
国
民
に
も
、
家
庭
基
盤
を
充
実
す
る
こ
と
が
い
ち
ば
ん

の
生
き
が
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
だ

き
…
…
」（
11
・
4
・
共
同
会
見
）

「
家
庭
こ
そ
が
安
ら
ぎ
の
オ
ア
シ
ス
で
あ
り
、
生
き
が
い

の
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
10
・

29
・
読
売
）

い
ま
や
人
々
は
、
経
済
的
、
物
質
的
な
豊
か
さ
の
中
で
、

精
神
的
な
豊
か
さ
、〔
心
の
豊
か
さ
〕
を
、〔
生
き
が
い
〕
を

求
め
て
い
る
。
豊
か
さ
と
は
何
か
、〔
生
き
る
喜
び
〕
と
は
何

か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
反
省
が
行
わ
れ
て
い
る
。

〔
豊
か
さ
〕
と
は
、
心
の
面
で
も
飢
餓
感
を
な
く
す
こ
と

で
あ
ろ
う
。
自
分
だ
け
が
豊
か
に
な
る
の
で
は
な
く
、
分
か

ち
合
う
こ
と
に
よ
り
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
は
社
会
の

た
め
に
何
を
し
た
か
を
見
直
し
て
み
る
。
そ
し
て
、
自
分
は

社
会
の
た
め
に
人
の
た
め
に
、
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
と
言

え
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
を
認
め
ら
れ
る
、
そ
こ
に
〔
生

き
が
い
〕
が
あ
り
、〔
生
き
る
喜
び
〕
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

「
み
ず
み
ず
し
い
人
間
関
係
」、
ゆ
と
り
と
思
い
や
り
の
あ

る
、
そ
う
い
う
社
会
を
つ
く
る
こ
と
が
、「
生
活
の
質
の
向
上
」

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
―
５
　
〔
総
合
の
政
治
〕
と
『
日
本
社
会
固
有
の
問
題

解
決
能
力
』
の
採
用
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『
一
つ
の
戦
略
、
二
つ
の
計
画
、
す
な
わ
ち
総
合
安
全

保
障
戦
略
、
家
庭
基
盤
の
充
実
計
画
お
よ
び
田
園
都
市
計
画

を
重
点
施
策
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
展
開
す
る
こ
と

に
よ
り
所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
施
策

に
は
、
日
本
社
会
固
有
の
問
題
解
決
能
力
を
十
分
に
と
り
入

れ
る
よ
う
配
慮
し
た
い
。』

い
ま
最
も
望
ま
れ
て
い
る
も
の
は
、
流
動
化
し
て
い
る
時

代
へ
の
柔
軟
な
対
応
で
あ
る
。
硬
直
的
な
発
想
に
捉
わ
れ
る

こ
と
な
く
、
広
く
国
民
の
声
を
反
映
し
衆
知
を
結
集
し
た
先

見
性
の
確
立
で
あ
り
、
多
様
化
し
て
い
る
国
民
の
要
望
（
ニ

ー
ズ
）
に
応
え
る
〔
総
合
の
政
治
〕
で
あ
る
。

四
―
６
　
『
社
会
的
、
経
済
的
公
正
』
の
確
保

『
政
策
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
社
会
的
、
経
済
的
公
正

が
は
か
ら
れ
る
よ
う
細
心
に
配
慮
す
る
。
と
く
に
、
税
制
や
、

行
政
面
に
お
け
る
不
公
正
の
放
置
は
、
国
民
の
政
治
に
対
す

る
信
頼
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ね
に
諸
施
策
、

諸
制
度
の
見
直
し
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。』

「
経
済
的
、
社
会
的
に
公
正
を
実
現
し
て
い
く
の
は
、
政

治
の
根
本
だ
。
…
…
そ
の
中
で
も
税
制
上
の
不
公
正
と
か
、

官
民
間
の
不
公
正
、
そ
れ
か
ら
中
央
と
地
方
の
不
公
正
な
ど

は
、
今
後
も
精
力
的
に
是
正
し
ま
す
。」（
10
・
28
・
東
京
）

五
　
政
治
と
行
政
の
運
営

「
行
政
府
優
位
の
姿
勢
を
改
め
て
、
立
法
府
の
権
威
を
た

か
め
、
安
く
つ
く
効
率
的
な
政
府
を
つ
く
る
。」（
10
・
21
・

メ
モ
）

五
―
１
　
国
会
運
営
―
野
党
と
の
対
応
―
「
部
分
連
合
」

「
党
の
結
束
を
維
持
し
つ
つ
野
党
と
も
精
力
的
に
話
し
合

い
、
円
熟
し
た
実
行
力
の
あ
る
政
治
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」（
10
・
21
・
日
経
・
夕
）

「
保
守
の
安
定
、
…
…
が
望
ま
し
い
、
そ
う
い
う
方
向
で

努
力
す
べ
き
だ
が
、
…
そ
れ
が
で
き
な
い
今
日
は
、
私
の
言

う
部
分
連
合
で
対
応
す
る
し
か
な
い
。」（
10
・
22
・
日
経
）

「（
現
状
に
お
い
て
は
野
党
と
）
連
立
政
権
は
お
ろ
か
、
政

策
協
定
も
で
き
な
い
。
で
き
る
こ
と
は
個
々
の
案
件
に
つ
い
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て
き
わ
め
て
部
分
的
に
協
調
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

だ
け
だ
。
国
会
対
策
は
私
ば
か
り
で
な
く
、
過
去
も
ず
っ
と

こ
の
部
分
連
合
で
や
っ
て
き
た
。
そ
れ
以
外
に
道
は
な
い
で

し
ょ
う
。（
数
の
）
力
で
抑
え
て
ゆ
く
こ
と
は
、
い
う
だ
け
で

実
行
で
き
な
い
。
不
毛
、
非
生
産
的
な
考
え
だ
。
国
民
は
そ

ん
な
考
え
を
過
去
の
も
の
と
受
け
と
め
て
い
る
し
、
望
ん
で

も
い
な
い
。
国
民
の
方
が
進
ん
で
い
る
よ
。
…
…
」

「
自
民
党
が
安
定
過
半
数
を
も
っ
て
い
て
も
、
こ
う
い
う

思
想
で
政
局
を
運
営
し
て
い
く
べ
き
だ
。
政
策
は
た
だ
つ
く

る
だ
け
で
な
く
、
実
行
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

そ
の
た
め
に
は
、
反
対
陣
営
に
も
理
解
を
求
め
る
し
か
な
い

と
思
う
。」（
10
・
28
・
朝
日
）

米
国
な
ど
に
あ
る
ク
ロ
ス
・
ヴ
ォ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
議
員
の

議
決
権
を
党
議
で
拘
束
し
な
い
制
度
）
に
つ
い
て
―
―
「
日
本

的
政
治
風
土
で
は
満
場
一
致
が
い
ち
ば
ん
い
い
。
そ
う
い
う

国
情
だ
か
ら
、
米
国
方
式
は
な
じ
ま
な
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。」（
10
・
22
・
朝
日
）

五
―
―
２
　
解
散
問
題

「
解
散
し
な
い
と
政
局
が
回
ら
な
い
と
は
判
断
し
て
い
な

い
し
、
い
ま
解
散
し
て
民
意
に
問
う
べ
き
大
き
な
問
題
も
な

い
。
当
面
、
解
散
な
ど
は
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。」

（
10
・
28
・
朝
日
）

「
当
面
の
問
題
は
東
京
都
知
事
を
頂
点
と
す
る
統
一
地
方

選
挙
と
再
来
年
夏
の
参
議
院
選
の
準
備
を
急
ぎ
、
そ
の
勝
利

を
確
実
に
す
る
こ
と
だ
。
衆
議
院
の
解
散
は
考
え
る
べ
き
で

な
い
。」（
11
・
20
・
沖
縄
で
の
記
者
会
見
）

五
―
３
　
政
党
と
派
閥
―
―
党
改
革

「
政
党
と
い
う
の
は
、
″調
和
の
と
れ
た
デ
ィ
ス
ユ
ニ
テ

ィ
″
（
不
統
一
の
な
か
の
調
和
）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
最

終
的
に
は
一
つ
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
自
民
党

は
自
律
的
な
調
整
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。」（
10
・
22
・
日
経
）

「
現
実
の
水
はH

2O

で
は
な
い
。
…
…
蒸
溜
水
で
は
な
い

ん
で
、
人
間
の
社
会
も
そ
ん
な
に
純
粋
じ
ゃ
な
い
。
派
閥
的

活
動
と
い
う
も
の
は
、
い
い
方
向
に
働
け
ば
許
容
で
き
る
の

じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
が
例
え
ば
人
事
そ
の
他
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム

に
走
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
矯
（
た
）
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
派
閥
的
活
動
は
人
間
の
集
団
に
は
あ
る
程
度
、
避
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け
難
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
…
…
歴
史
的
現
実
は
そ
う
い

っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。」（
10
・
22
・
日
経
）

「
い
ろ
い
ろ
な
人
間
の
活
動
様
式
は
い
ろ
ん
な
形
を
と
っ

て
い
る
。
派
閥
的
動
き
は
、
い
い
悪
い
の
判
断
は
別
に
し
て

現
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
…
私
は
い
わ
ゆ
る
派
閥
が
党

の
調
和
、
秩
序
を
乱
し
、
主
体
性
を
こ
わ
す
こ
と
が
あ
っ
て

は
大
変
だ
と
思
う
。
…
自
派
勢
力
の
勝
手
な
拡
大
を
図
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
…
。
そ
れ
は
節
度
、
高
次
元
の
倫
理
に
服

し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
派
閥
有
用
論

を
唱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
的
現
実
に
即
し
た
場

合
は
、
そ
う
…
し
な
け
れ
ば
と
い
っ
て
い
る
わ
け
だ
。」

（
10
・
22
・
読
売
）

戦
後
、
長
ら
く
自
由
民
主
党
が
国
民
の
支
持
を
得
て
政
権

を
担
当
し
て
き
た
の
は
、
絶
え
ず
国
民
の
声
を
吸
収
し
、
変

化
に
対
応
し
て
き
た
〔
党
の
柔
構
造
〕
に
あ
っ
た
。

党
内
に
は
常
に
自
由
で
多
様
な
見
解
が
活
き
活
き
と
息
づ

い
て
お
り
、
そ
れ
が
数
多
く
の
自
由
な
政
策
集
団
、
政
策
グ

ル
ー
プ
を
形
成
し
、
活
発
な
討
議
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

そ
れ
ら
が
無
数
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
、
国
民
各
層
、
職

場
や
家
庭
と
つ
な
が
り
、
生
（
な
ま
）
の
声
を
吸
収
し
て
お

り
、
そ
れ
が
党
の
活
力
の
源
泉
と
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
高
度
成
長
期
の
終
り
頃
か
ら
、
自
由
民
主
党
の

得
票
率
は
長
期
低
落
傾
向
を
示
し
、
そ
の
結
果
、
与
野
党
の

議
席
数
は
接
近
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
政

権
を
担
当
し
て
い
る
う
ち
に
党
に
生
じ
て
き
た
奢
り
と
か
惰

性
、
硬
直
化
、
政
策
転
換
の
遅
れ
な
ど
に
対
す
る
国
民
の
厳

し
い
批
判
の
現
れ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
謙
虚
に
反
省

し
、
自
己
改
革
を
行
い
、
み
ず
み
ず
し
い
、
し
な
や
か
な
柔

構
造
を
つ
く
り
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
回
の
総
裁
公
選
は
、
開
か
れ
た
党
づ
く
り
の
た
め
の
、

そ
う
し
た
党
改
革
の
第
一
歩
で
あ
る
。

新
し
い
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
た
ら
、
ま
ず
―
―
「
政
治
で
は
、

党
改
革
の
推
進
」（
10
・
22
・
読
売
）

「
党
の
改
革
の
根
本
は
、
党
に
権
威
を
も
た
せ
、
力
を
持

た
せ
、
党
に
政
策
企
画
力
を
持
た
せ
て
、
そ
れ
を
行
動
に
移

す
活
力
を
持
た
せ
て
い
く
…
、
そ
う
い
う
方
向
で
進
め
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
11
・
4
・
共
同
会
見
）

五
―
４
　
憲
法
改
正

「
改
憲
論
議
は
け
っ
こ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
憲
法
を
改
正
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す
る
と
い
う
国
民
の
憲
法
制
定
意
思
と
い
う
の
を
考
え
て
み

ま
す
と
、
ま
だ
改
正
す
る
と
こ
ろ
ま
で
熟
し
て
お
る
よ
う
に

は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。」（
11
・
4
・
共
同
会
見
）

「
改
憲
論
議
は
結
党
以
来
の
問
題
だ
か
ら
あ
っ
て
も
よ
い

が
、
い
ま
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
熟
し
て
い
る
と
は
思
わ

な
い
。」（
10
・
28
・
朝
日
）

五
―
５
　
『
安
く
つ
く
効
率
の
よ
い
政
府
を
実
現
』

『
権
力
志
向
に
根
ざ
す
行
政
府
の
硬
直
し
た
姿
勢
を
戒
め

ね
ば
な
ら
な
い
。』

『
行
政
の
肥
大
化
と
タ
テ
割
り
主
義
に
よ
る
非
能
率
化
を

改
め
、
安
く
つ
く
効
率
の
よ
い
政
府
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。』

「
安
く
つ
く
政
府
で
な
い
と
い
か
ん
…
。
い
ま
は
少
し
重

た
く
な
り
す
ぎ
た
。」（
11
・
2
・
日
経
）

「
政
府
に
も
国
民
に
対
す
る
甘
え
が
…
、
国
民
に
も
政
府

に
対
す
る
甘
え
が
あ
る
。
そ
れ
が
政
府
へ
の
過
剰
な
期
待
に

な
っ
た
り
、（
政
府
の
経
済
や
国
民
生
活
に
対
す
る
過
剰
な
）

力
量
以
上
の
介
入
に
な
っ
た
り
し
て
、
…
行
政
機
構
が
重
い

も
の
に
な
り
、
財
政
の
ピ
ン
チ
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い

か
。
こ
う
い
う
甘
え
に
対
し
て
、
国
民
の
側
も
政
府
の
側
も

自
省
し
て
い
か
な
い
と
、
安
く
つ
く
政
治
は
で
き
な
い
。
政

府
も
国
民
も
、
そ
こ
を
考
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

期
に
き
て
い
る
し
、
そ
う
し
た
自
覚
が
熟
し
つ
つ
あ
る
時
期

だ
と
思
う
。」（
10
・
22
・
読
売
）

「
高
度
成
長
期
に
た
く
さ
ん
つ
く
っ
た
政
府
機
関
の
中
に

は
役
割
を
終
え
た
も
の
と
か
、
少
し
重
荷
に
な
っ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
か
ら
（
政
府
は
）
手
を
引
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。」（
11
・
2
・
日
経
）

高
度
成
長
期
の
行
政
の
あ
り
方
を
徹
底
し
て
見
直
し
、
許

認
可
事
務
、
補
助
金
事
務
を
削
減
し
、
政
策
の
企
画
立
案
調

整
機
能
を
中
心
と
し
た
〔
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
〕
へ
刷
新

を
図
る
。

高
度
成
長
期
の
役
割
を
終
え
、
あ
る
い
は
役
割
の
少
な
く

な
っ
て
き
た
政
府
機
関
に
つ
い
て
は
、
廃
止
な
い
し
縮
小
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
権
力
志
向
に
根
ざ
す
行
政
府
の
硬
直
し
た
姿
勢
』
を
厳

に
戒
め
、「
政
府
の
過
剰
介
入
」
を
廃
止
し
、『
安
く
つ
く
効

率
の
よ
い
政
府
を
実
現
』
す
る
た
め
に
、
許
認
可
事
務
及
び
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補
助
金
事
務
は
、
思
い
き
っ
て
削
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
に
中
央
の
省
庁
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
権
限
に
依
存
し
た

行
政
か
ら
の
脱
皮
を
図
り
、
広
い
視
野
か
ら
の
政
策
の
企
画

立
案
調
整
機
能
を
重
視
し
、
行
政
の
実
施
部
門
は
外
局
（
庁
）

や
部
な
ど
へ
分
離
を
図
り
、
簡
素
で
効
率
的
な
機
構
に
改
め

る
。流

動
的
な
時
代
の
国
民
の
要
請
に
絶
え
ず
弾
力
的
に
対
応

し
て
い
く
た
め
、
特
別
職
や
局
・
部
の
数
の
増
加
を
来
さ
な

い
改
正
は
政
令
に
委
任
す
る
。

部
局
や
定
員
の
増
加
は
厳
に
抑
制
す
る
。
地
方
政
府
に
つ

い
て
も
、『
安
く
つ
く
効
率
の
よ
い
政
府
を
実
現
』
す
る
た
め
、

国
の
場
合
に
準
じ
て
、
簡
素
化
を
要
請
す
る
。

五
―
５
―
付
　
「
行
政
整
理
」

「
行
政
整
理
と
一
言
で
い
う
が
、
過
去
に
も
成
功
し
た
例

は
な
い
ん
で
ね
。
ま
ず
、（
部
局
や
人
員
を
）
ふ
や
さ
ぬ
…
、

多
く
し
な
い
…
、
古
い
も
の
は
ス
ク
ラ
ッ
プ
し
て
い
く
と

（
い
う
）
工
夫
を
…
や
ら
ん
と
…
。
行
政
整
理
…
は
、
と
か
く
、

総
論
賛
成
、
各
論
反
対
で
、
…
私
は
ま
ず
一
利
を
興
す
よ
り

も
一
害
を
除
く
こ
と
を
丹
念
に
や
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ

て
い
る
。」
こ
こ
何
年
か
…
行
政
改
革
も
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン

ド
・
ビ
ル
ド
と
い
わ
れ
な
が
ら
官
僚
…
、
政
治
家
も
と
も
に

抵
抗
し
て
…
つ
ぶ
し
て
い
る
の
が
現
実
で
は
―
―
と
の
問
い

に
対
し
、「
自
民
党
政
府
は
そ
ん
な
不
ま
じ
め
な
も
の
で
は
な

い
で
す
よ
。
過
去
10
年
間
だ
け
で
も
み
て
み
な
さ
い
。
中
央

政
府
で
定
員
を
ふ
や
し
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
た
と
え
ば
外

務
省
の
中
南
米
局
一
つ
つ
く
る
ん
で
も
、
審
議
官
を
局
長
に

す
る
だ
け
…
だ
が
、
こ
れ
が
政
府
を
あ
げ
て
…
の
問
題
に
な

る
ほ
ど
、
…
ふ
や
さ
ぬ
こ
と
に
全
力
を
あ
げ
て
き
て
い
る
。」

（
10
・
22
・
サ
ン
ケ
イ
）

五
―
６
　
『
中
央
集
権
へ
の
傾
斜
を
改
め
』
る
―
―
『
地

方
政
治
』

『
地
方
政
治
に
つ
い
て
は
、
行
政
の
中
央
集
権
へ
の
傾
斜

を
改
め
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
独
自
で
機
動
的
な
行
政
力
に

委
ね
る
よ
う
措
置
す
る
。』

『（
田
園
都
市
計
画
に
よ
っ
て
）
税
財
源
、
雇
用
機
会
、
教

育
文
化
機
能
を
首
都
東
京
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
自
治
体
に

配
分
し
、
福
祉
等
の
行
政
機
能
も
大
幅
に
地
方
に
移
譲
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
高
次
の
自
治
機
能
を
も
た
せ
…
る
。』
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