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ロ
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En--gg-
の
紹
介
で
あ
る
。
三

O
年

も
ま
え
の
出
版
物
を
訳
出
す
る
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

筆
者
は
、
ニ

O
年
ほ
ど
ま
え
に
、
東
京
か
ら
高
知
へ
移
転
し
た
が
、
東
京
を
離
れ
る
さ
い
に
、
故
戒
能
通
孝
先
生
か
ら
、
記
念
に
み
ぎ
の
書
物
を
頂
戴

し
た
。
地
方
に
い
く
と
文
献
が
た
い
へ
ん
少
な
い
か
ら
、
東
京
で
の
勉
強
の
仕
方
と
は
ち
が
っ
た
や
り
方
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の
方
法
と

し
て
は
、
特
定
の
テ

l
マ
に
つ
き
集
中
し
て
と
り
く
み
、
そ
の
テ
!
マ
に
つ
い
て
は
誰
よ
り
も
豊
富
な
文
献
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
が
あ

る
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ
の
方
法
は
、
翻
訳
に
精
を
だ
す
こ
と
だ
。
と
い
う
よ
う
な
御
教
一
不
と
と
も
に
、
こ
れ
な
ど
が
い
ち
ば
ん
い
い
だ
ろ
う
と
い
わ
れ

て
、
下
さ
っ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

な
に
せ
千
頁
余
の
大
著
な
の
で
、
読
み
は
じ
め
で
は
し
ば
し
ば
途
中
で
"
急
ぎ
の
仕
事
μ

に
妨
げ
ら
れ
て
、
本
書
に
つ
い
て
何
ら
か
の
発
表
を
実
行
し

え
な
い
で
い
る
あ
い
だ
に
、
戒
能
先
生
と
幽
明
界
を
異
に
し
て
し
ま
っ
た
。
怠
慢
を
悔
や
ん
だ
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
ま
た
長
い
年
月
を
徒
ら
に
過
ぎ
さ

ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
先
生
の
御
教
示
に
応
え
る
た
め
に
は
、
き
ち
っ
と
し
た
文
章
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
き
た
が
、
よ
う
や
く
そ
の
条
件
が

本
稿
は
、

H
N
O
Z
与
問
・
の
山
3
・
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で
き
た
。
で
き
る
だ
け
早
く
完
成
し
て
、
戒
能
先
生
の
墓
前
に
供
え
た
い
と
田
ゅ
う
。

大
学
院
生
や
ゼ
ミ
生
と
一
緒
に
読
み
始
め
た
の
で
、
ひ
と
つ
の
ぺ

l
ス
が
で
き
て
い
る
。
な
ん
ら
か
の
義
務
づ
け
が
な
い
と
、
怠
け
者
の
私
に
は
、
つ

い
に
訳
出
を
完
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
院
生
た
ち
を
督
励
し
つ
つ
、
じ
つ
は
自
分
自
身
を
鞭
打
ち
つ
つ
完
成
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
本
書
も
版
を
重
ね
2

改
訂
を
く
り
返
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
さ
い
き
ん
の
も
の
は
、
内
容
が
啓
蒙
的
な
、
要
約
化
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
旧
版
の
学
術
的
高
さ
と
今
日
に
お
け
る
有
用
性
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

読
書
会
の
参
加
者
は
、
】
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
一
九
八
二
年
度
)
中
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
・
北
島
泰
治
、
南
山
大
学
大
学
院
修
士
課
程
・
畔
柳
有
、
同
・
山
本
諭
美
子
、
同
・
林
由
美
、
同
・

加
藤
隆
一
、
四
年
ゼ
ミ
生
・
近
松
え
り
子
、
同
・
林
真
理
、
村
木
正
靖
、
三
年
ゼ
ミ
生
・
寺
島
直
美
、
林
英
美

(
一
九
八
三
年
度
)
南
山
大
学
大
学
院
修
士
課
程
・
加
藤
隆
一
、
同
・
武
田
光
代
、
同
・
田
中
裕
造
、
同
・
近
藤
昭
、
四
年
ゼ
ミ
生
・
寺
島
直
美
、
林

英
美
、
村
瀬
み
ど
り
、
上
回
麻
智
、
木
村
秀
樹
、
新
森
雅
弘
、
佐
藤
徹
、
山
田
幸
美
、
三
年
ゼ
ミ
生
・
中
村
淑
子

第
一
章

政
府
の
意
味

I
l
l
a国
家
の
規
制
機
能
と
給
付
機
能

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
府
の
運
営
は
、
ア
メ
リ
カ
国
民
が
担
っ
て
い
る
事
業
の
な
か
で
、
最
も
大
き
く
、
最
も
困
難
な
事
業
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ

は
、
最
も
重
要
で
、
最
も
高
貴
な
事
業
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
政
府
は
、
他
の
い
か
な
る
機
関
よ
り
も
、
た
く
さ
ん
の
男
や
女
や
子
供
た
ち
の
た
め
に
、

多
く
の
こ
と
を
実
行
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
い
か
な
る
機
関
よ
り
も
多
く
の
人
を
そ
の
事
業
の
た
め
に
一
居
っ
て
い
る
。
他
の
ど
ん
な
企
業
よ
り
も

大
き
な
目
的
を
も
ち
、
広
汎
な
活
動
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
わ
が
政
府
は
、
わ
れ
わ
れ
の
国
家
生
活
、
共
同
体
の
生
活
、
経
済
体
制
お
よ
び
個
人
の
諸
権

利
と
自
由
の
根
幹
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
目
標
は
、
物
質
的
、
精
神
的
に
、
わ
が
国
の
構
成
員
で
あ
る
国
民
の
あ
い
だ
に
、
幸
福
の
水
準
お
よ
び
生
命
の
尊
厳
の
た
え
ざ
る
向
上

(
l〉

を
は
か
り
、
、
国
民
の
所
得
の
安
定
し
た
配
分
を
表
現
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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今
日
の
よ
う
に
、
全
体
主
義
の
恐
怖
に
つ
い
て
多
く
の
不
安
が
語
ら
れ
、
福
祉
国
家
の
も
つ
危
険
性
に
つ
い
て
多
く
の
論
争
が
あ
る
時
代
に
は
、
現
代

の
す
ぐ
れ
た
文
書
の
一
つ
か
ら
引
用
し
た
み
ぎ
の
よ
う
な
思
慮
深
い
一
言
葉
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
研
究
の
適
切
な
出
発
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
ア

メ
リ
カ
人
の
生
活
が
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
特
定
の
瞬
間
に
、
政
府
が
行
な
っ

た
特
定
の
政
策
が
、
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
に
お
け
る
政
府
の
役
割
は
、
一
般
的
に
、
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
政
府
の
意
味
と
そ
の
役
割
を
、
適
切
な
見
通
し
の
な
か
で
、
十
分
に
検
討
す
る
作
業
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
類
の
歴
史
を
概
観
し
て
も
、
政
府
が
、
人
間
の
歴
史
の
未
解
決
の
部
分
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
政
府
は
、
社
会
問
題
の
存

在
と
、
人
聞
が
そ
れ
に
つ
い
て
対
処
す
る
必
要
性
を
反
映
す
る
、
人
間
の
つ
く
っ
た
制
度
で
あ
る
。
政
府
は
、
自
然
状
態
か
ら
文
明
へ
と
人
間
が
到
達
し

た
主
た
る
手
段
で
あ
り
、
ま
た
、
文
明
に
と
も
な
う
複
雑
さ
に
対
処
す
る
最
も
重
要
な
制
度
で
も
あ
る
。
ま
た
政
府
は
、
人
び
と
の
間
の
争
い
を
解
決
し
、

敵
に
た
い
す
る
防
御
を
し
、
正
し
い
社
会
秩
序
を
維
持
し
、
物
質
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
主
な
手
段
で
あ
る
。

(
1
〉
一
九
三
七
年
に
ル
i
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
に
提
出
さ
れ
た
「
行
政
執
行
」
に
か
ん
す
る
委
員
会
報
告
書
の
前
書
。

政
府
の
役
割

ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
は
か
つ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
政
府
の
目
的
は
、
国
民
の
共
同
体
に
と
っ
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の

に
、
個
人
の
能
力
で
は
十
分
に
実
行
で
き
な
い
も
の
を
、
実
行
す
る
こ
と
に
あ
る
」
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

0
・
ダ
グ
ラ
ス

判
事
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
政
府
は
、
人
間
関
係
の
最
も
進
ん
だ
技
術
で
あ
る
。
政
府
は
、
文
明
の
複
雑
さ
が
要
求
し
、
あ
る
い
は
文
明
の

複
雑
さ
に
と
っ
て
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
多
く
の
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
。
政
府
は
、
ど
の
社
会
に
も
存
在
す
る
、
い
ろ
い
ろ
な
対
抗
し
あ
う
力
の
均
衡
を

維
持
す
る
こ
と
お
よ
び
政
府
に
付
託
さ
れ
る
そ
の
時
々
の
有
力
な
要
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
政
府
は
高
次
の

(
2
)
 

目
的
の
た
め
に
奉
仕
す
る
。
そ
れ
は
、
文
明
社
会
に
必
然
的
な
属
性
で
あ
る
」
。

113 

こ
れ
ら
の
人
々
の
所
説
か
ら
、
政
府
は
、
給
付
と
規
制
(
曲

R
i
g
g品

smロ】阻止
O
ロ
)
と
り

Z
一
つ
の
主
た
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
観
察
さ

れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
政
府
は
、
文
明
人
が
期
待
し
、
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
自
身
の
個
人
的
努
力
に
よ
っ
て
は
、
獲
得
し
え
な
い
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
た
め
に
存
在
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
政
府
は
、
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
満
足
さ
せ
る
唯
一
の
社
会
的
機
関
で
は
な
く
、
最
も
重
要
な
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も
の
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
政
府
は
、
規
制
機
能
を
も
っ
。
す
べ
て
の
人
が
、
複
雑
な
社
会
に
お
い
て
彼
ら
の
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
を
探
究
し

て
い
る
の
で
、
人
と
人
と
の
あ
い
だ
の
絶
え
間
の
な
い
衝
突
は
、
個
人
的
・
集
団
的
諸
権
利
と
諸
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
均
衡
を
維
持

す
る
た
め
に
(
ダ
グ
ラ
ス
判
事
)
、
適
切
な
規
制
措
置
を
必
要
な
ら
し
め
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
政
府
は
、
社
会
の
唯
一
の
規
制
力
で
は
な
い
。
と
い
う

わ
け
は
、
平
和
の
な
か
に
生
き
る
と
い
う
人
間
の
必
要
性
が
非
常
に
大
き
い
の
で
、
他
の
人
と
の
衝
突
を
調
整
す
る
多
く
の
手
段
を
見
い
出
し
て
き
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
政
府
は
、
お
そ
ら
く
、
規
制
力
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。

(
2
)

巧
庄
町
田
S
。
・
り

2
色
白
曲
、
切
冊
目
ロ
同
〉
ロ
K
F
8
0
円山町田ロ

(
Z
m司

J

円
。
長
い
寸
Z

H

O

F

ロ
ロ
印
可
。
0
5宮
ロ
u
ご

H
U
A
F

∞)
-

H

V

・臼・

政
府
の
役
割
へ
の
不
信

政
府
へ
の
不
信
は
、
歴
史
上
絶
え
た
こ
と
の
な
い
テ
l
マ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
例
の
、
政
府
の
二
大
機
能

l
l論
理
的
か
つ
必
然
的
に
、
政
府
の
存
在

そ
の
も
の
か
ら
導
か
れ
る
ー
ー
を
考
え
る
と
、
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
政
府
と
い
う
も
の
を
、
人
聞
が
、
絶
え
ず
理
解
し
よ

う
と
し
て
き
た
理
由
を
見
出
す
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
む
つ
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
政
府
は
、
人
び
と
に
害
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
長
い
歴
史
を

つ
う
じ
て
、
政
府
は
た
い
へ
ん
大
き
な
害
を
加
え
て
き
た
。
一
つ
の
極
端
な
場
合
に
は
、
政
府
は
、
そ
の
弱
さ
の
ゆ
え
に
、
付
託
さ
れ
て
い
る
機
能
を
十

分
に
果
さ
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
。
政
府
は
、
国
民
に
サ
ー
ビ
ス
を
不
充
分
に
し
か
供
給
し
な
い
と
か
、
量
的
に
は
充
分
と
し
て
も
非
常
に
高
い
値
段
で

供
給
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
国
民
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
仕
事
で
へ
ま
を
や
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
ま
た
、
政
府
は
、
規
制
機
能
の
遂
行

上
へ
ま
を
や
り
、
社
会
的
無
秩
序
と
暴
力
へ
と
導
く
よ
う
な
利
益
の
衝
突
を
許
す
こ
と
が
あ
り
う
る
。
も
う
一
つ
の
極
端
な
場
合
に
は
、
政
府
は
あ
ま
り

に
も
大
き
す
ぎ
る
権
力
の
保
持
と
そ
の
行
使
に
よ
っ
て
、
自
由
に
た
い
す
る
脅
威
に
な
り
う
る
。
政
府
は
、
い
つ
の
世
で
も
、
人
間
本
性
の
構
成
要
素
の

一
っ
と
思
え
る
権
力
欲
に
と
り
つ
か
れ
た
個
人
や
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
う
る
。
政
府
は
、
多
数
派
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
、
少
数
者
の
利
益
を

増
進
す
る
よ
う
に
用
い
ら
れ
う
る
。
政
府
の
重
要
性
は
、
人
類
の
利
益
の
増
進
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
拡
大
さ
れ
う
る
。

極
端
に
誤
っ
た
傾
向
が
で
て
く
る
場
合
に
は
、
ど
の
方
向
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
政
府
が
、
社
会
の
全
構
成
員
に
苦
難
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
過
ち
を
す

る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
府
が
、
歴
史
の
う
え
に
現
わ
れ
た
も
の
の
う
ち
で
最
も
む
つ
か
し
い
事
業
、
す
な
わ
ち
個
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人
が
繁
栄
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
社
会
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
お
よ
び
秩
序
守
つ
け
る
こ
と
を
、
ま
さ
に
(
ロ
O
岳
山
口
伺

Z
8
5同
ロ
)
ひ
き
う
け
る
と
い
う

理
由
か
ら
く
る
。
政
府
は
、
重
大
な
誤
り
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
政
府
の
政
策
や
方
針
に
か
ん
す
る
適
度
な
不
信
は
、
健
全
な
現
象
で
あ
る
。

政
府
へ
の
不
信
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
面
に
現
わ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
の
大
部
分
に
お
い
て
、
政
府
に
か
ん
す
る
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
的
な
考
え
方

が
、
一
般
に
う
け
い
れ
ら
れ
た
こ
と
じ
た
い
、
政
府
不
信
の
表
現
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
的
考
え
方
と
い
う
の
は
、

n
大
き
な
μ

政
府

(REm--mOE

5
5田
町
三
)
・
中
央
政
府

h
n
g可
也

m
O
2
5
B
E
H
)
へ
の
不
信
、
お
よ
び
地
方
政
府

G
o
g
-
問

0
2
5
B
g仲
)
・
最
小
に
権
力
を
行
使
す
る
政
府

(mO8

2
5
B
O
E
d
q日比
nF
問

0
2
5曲
目

2
2
)
へ
の
好
感
で
あ
る
。
今
日
で
は
、

H

大
き
な
u
社
会
(
£
区
間
3
8
n
E可
)
の
存
在
、

H

大
き
な
μ

企
業

(EEmョ

吉
田

-
5
8
)
と
H

大
き
な
μ

労
働

(R玄
関

3
g
g円
)
の
権
力
の
巨
大
化
、

n
大
い
な
る
μ

時
代

(REm--
白
岡
田
)
と
H

大
い
な
る
μ

世
界

(
d日間

dqRE)
に

お
け
る

n
大
き
な
μ

問
題
(
公
立
問
ョ
言
。
σ
Z
B凹
)
の
発
生
が
、
も
っ
と
も
っ
と
H

大
き
な
“
政
府
を
受
け
い
れ
る
こ
と
を
、
不
可
避
的
な
も
の
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
に
強
い
て
い
る
。
し
か
し
治
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
伝
統
は
、
い
つ
も
、
合
衆
国
に
お
け
る
政
府
の
膨
脹
傾
向
に
た
い
す
る
や
ブ
レ
ー
キ
と
し
て
作
用
し

て
き
た
。
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さ
ら
に
政
府
不
信
は
、
一
九
世
紀
自
由
主
義
の
変
ら
ぬ
人
気
の
な
か
に
、
自
律
的
経
済
秩
序
へ
の
信
念
の
な
か
に
一
不
さ
れ
て
お
り
、
自
然
経
済
の
法
則

か
ら
生
じ
る
非
情
な
作
用
に
干
渉
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
試
み
は
、
よ
い
こ
と
を
な
す
と
い
う
よ
り
も
窓
口
を
及
ぼ
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
確
信
の
な
か

に
、
表
現
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
自
由
放
任
経
済
を
信
用
し
な
い
よ
う
に
も
な
っ
て
き
て
い
る
。
人
び
と
が
、
自
分
た
ち
を
と

り
ま
い
て
い
る
権
力
(
白
ロ
2
8ロ
目
印
巳
同
-
r
R
g
)
に
打
ち
か
っ
た
め
に
、
そ
し
て
ま
た
慎
重
に
計
算
し
、
明
確
な
意
図
の
も
と
に
計
画
し
た
政
策
を
遂

行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
社
会
的
運
命
を
切
り
開
く
た
め
に
、
大
き
な
努
力
を
傾
け
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
人
聞
は
理
性
的
な
存
在
と
は
い
え
な
い

と
結
論
守
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
同
時
に
、
自
然
は
善
で
、
政
府
は
悪
で
あ
る
と
い
う
古
い
観
念
は
、
け
っ
し
て
死
ん
で
い
ず
、
公
権
カ
と
集

団
的
行
動
が
、
よ
り
拡
大
す
る
こ
と
に
た
い
す
る
本
能
的
抵
抗
が
残
存
し
て
い
る
。

さ
い
ご
に
、
政
府
の
費
用
は
、
お
そ
か
れ
、
は
や
か
れ
、
税
金
に
は
ね
か
え
っ
て
く
る
と
い
う
事
実
は
、
政
府
の
拡
大
に
た
い
す
る
阻
止
的
要
因
と
な

り
、
政
府
不
信
の
原
因
と
し
て
作
用
す
る
。
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
、
徴
税
人
は
、
嫌
わ
れ
も
の
で
あ
っ
た
し
、
た
し
か
に
、
時
に
は
、
政
府
の
食

欲
が
、
限
界
の
な
い
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
と
き
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
主
的
な
社
会
に
お
け
る
市
民
は
、
彼
ら
の
政
府
が
、
税
金
と
し
て
と
り

た
て
た
も
の
に
た
い
し
て
、
価
値
の
あ
る
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
だ
ん
だ
ん
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
税
金
取
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立
て
の
現
実
は
、
故
ホ
ー
ム
ズ
判
事
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
有
名
な
話
が
、
最
も
よ
く
そ
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
話
と
い
う
の
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
時
、
彼
は
、
若
い
書
記
か
ら
質
問
さ
れ
た
。
「
判
事
さ
ん
、
あ
な
た
は
、
税
金
を
払
う
の
、
が
い
や
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
。
ホ

ー
ム
ズ
判
事
は
答
え
た
。
「
い
い
や
、
お
若
い
の
。
私
は
喜
ん
で
税
金
を
払
っ
て
い
ま
す
よ
。
税
金
で
文
明
を
買
っ
て
い
る
ん
で
す
」
。

私
企
業
も
、
税
を
徴
収
す
る
と
い
う
現
実
が
増
大
し
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
価
格
」
と
い
う
公
然
か
つ
容
易
に
認
め
ら
れ
う
る
よ
う
な
形
に
お

い
て
か
、
あ
る
い
は
、
企
業
独
占
に
よ
る
超
過
利
潤

(
m
H
8
8
n
v
R
m
m凹
)
と
か
「
水
増
し
雇
用

Q
S
P
R
Z
E
E
m
)
」
の
実
行
な
ど
に
よ
っ
て
強
力
な

労
働
組
合
が
む
り
や
り
実
現
し
て
い
る
利
権

(
E
σ
5
2
)
の
よ
う
な
「
隠
さ
れ
た
」
形
に
お
い
て
で
あ
る
。
さ
い
ご
に
、
収
入
な
い
し
金
銭
は
、
費
消
さ

れ
る
た
め
の
も
の
だ
と
い
う
認
識
や
、
政
府
か
ら
買
う
も
の
の
方
が
、
私
企
業
か
ら
買
う
も
の
よ
り
、
価
格
と
品
質
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
認

識
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
金
へ
の
強
い
嫌
忌
が
存
在
し
、
そ
れ
は
、
政
府
の
活
動
領
域
を
拡
張
す
る
方
向
に
た
い
し
て
、
強

力
な
阻
止
的
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
社
会
に
存
在
し
て
い
る
、
政
府
を
制
約
す
る
諸
力
は
、
根
本
的
に
は
、
堅
実
で
、
か
っ
、
健
全
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
信
の
念

は
、
し
ば
し
ば
行
き
す
ぎ
を
仕
出
か
す
ば
あ
い
が
あ
る
。
「
政
府
は
、
悪
知
恵
や
強
さ
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
他
の
者
を

(
3
)
 

支
配
す
る
た
め
の
も
の
で
も
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
に
た
い
す
る
好
意
や
理
解
の
精
神
も
ま
た
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
適
切
な
見
通
し
を
も
っ

て
政
府
を
観
察
す
る
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
極
端
な
ば
あ
い
で
い
え
ば
、
政
府
そ
れ
自
体
を
目
的
と
考
え
た
り
、
市
民
が
、
な
に
か
神
秘
的

な
「
全
体
」
の
な
か
に
瞬
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
国
家
の
利
益
が
個
人
の
利
益
に
優
越
す
る
効
果
を
も
つ
よ
う
な
全
体
主
義
的
政
府
の
機
関
と
考

え
た
り
す
る
方
向
を
さ
げ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
傾
向
が
現
代
の
洗
練
さ
れ
た
思
想
や
実
践
に
つ
い
て
特
徴
的
で
あ
る
よ
り

も
、
古
代
の
哲
学
や
国
家
に
つ
い
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
特
徴
的
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
お
そ
れ
に
た
い
し
て
は
、
か
つ
て
古
代
の
政
府
が
も
っ
た
と
お
な
じ

よ
う
な
強
い
全
体
主
義
的
傾
向
を
、
ニ

O
世
紀
の
政
府
が
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
体
現
し
た
と
い
う
こ
と
を
思
い
だ
す
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
極
端
な
ば
あ
い
で
い
う
と
、
疑
惑
と
不
信
だ
け
し
か
与
え
ら
れ
な
い
必
要
悪
と
し
て
の
政
府
と
い
う
、
あ
ま
り
に
も
イ
ー
ジ
ー
な
見
方
を

遊
け
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
府
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
必
要
悪
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
は
、
自
然
状
態
か
ら

文
明
社
会
へ
の
進
化
、
が
、
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
悪
へ
の
転
化
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
う
る
ば
あ
い
だ
け
で
あ
る
。
政
府
に
た
い
す
る
強
い
不
信
は
、
そ
れ

に
た
い
す
る
強
い
崇
拝
と
お
な
じ
く
、
社
会
の
重
要
な
目
的
の
実
現
を
坐
折
さ
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
政
府
を
し
て
、
人
類
の
進
歩
に
貢
献



さ
せ
る
に
つ
い
て
|
|
そ
れ
が
政
府
の
存
在
理
由
で
あ
る
|
|
政
府
の
作
用
を
阻
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
政
府
に
か
ん
す
る
適
切
な
理
解
の
た
め
に
は
、
政
府
の
存
在
理
由
を
把
握
す
る
こ
と
、
政
府
の
社
会
的
役
割
を
理
解
す
る
こ
と
、
す
べ
て
の

政
府
に
潜
在
す
る
危
険
を
過
度
に
で
は
な
く
認
識
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
人
び
と
は
、
政
府
を
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
つ
ね
に
、
そ

れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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『アメリカ合衆国における民主主義の理論と実践』付

政
府
と
人
聞
の
本
性

前
述
の
よ
う
な
政
府
の
役
割
は
、
人
間
の
性
質
に
か
ん
す
る
い
く
つ
か
の
仮
定
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
人
聞
が
、
利
己
的
で
あ
る
こ
と
、

び
、
権
力
と
富
へ
の
欲
望
を
も
つ
こ
と
、
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
は
、
恒
常
的
な
利
益
の
衝
突
と
権
力
の
た
め
の
闘
争
に

よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
も
し
も
、
社
会
の
諸
階
級
、
諸
階
層
の
あ
い
だ
の
利
害
の
衝
突
を
解
決
し
、
あ
る
い
は
和
解
さ
せ
、
そ
し
て
、
権
力
の
広
汎

な
分
配
を
確
保
す
る
た
め
の
、
な
ん
ら
か
の
方
法
を
み
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
人
間
の
利
己
的
性
質
が
、
生
活
を
耐
え
が
た
い
も
の
に
し

て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
昔
か
ら
政
府
の
存
在
理
由
の
一
つ
は
、
人
の
利
己
的
か
つ
利
欲
的
性
質
(
自
白
ロ
ィ

8
5各
国
口
弘
田
口
・

ρ口
町
庄
司
白

E
2
5
)
に
よ
っ
て
ひ
き
起
さ
れ
た
絶
え
間
の
な
い
紛
争
を
審
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ま
た
、
近
代
の
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
人
間
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
善
(
山
口
町
ロ
ロ
呉
m
m
o
白血ロ

g
凹
)
で
あ
る
こ
と
、

他
人
と
関
係
す
る
問
題
に
対
処
し
、
そ
の
解
決
策
を
追
及
す
る
に
さ
い
し
て
正
義
の
感
覚
を
出
発
点
と
し
て
い
る
こ
と
、
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
な
か
ん

づ
く
、
各
人
は
、
基
本
的
に
尊
厳
性
と
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
可
能
性
を
実
現
す
る
た
め
に
公
平
な
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
こ
と
、
す
べ
て
の
社
会
制
度
は
、
個
人
の
生
活
享
有
の
た
め
の
好
ま
し
い
環
境
を
準
備
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
主
た
る
か
つ
究
極
の
目
的
と
し
て
も

っ
て
い
る
こ
と
、
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
。

お

よ
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人
間
の
本
性
に
か
ん
す
る
こ
れ
ら
の
仮
説
は
、
い
ず
れ
も
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
論
議
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
歴
史
が
始
ま
っ
て
い
ら
い
、

哲
学
者
や
宗
教
指
導
者
た
ち
は
、
人
間
お
よ
び
人
間
と
物
質
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
多
く
の
見
解
を
表
明
し
て
き
た
。
あ
き
ら
か
に
、
人
間
の
行
為
に

は
合
理
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
不
合
理
な
も
の
も
あ
り
、
世
界
に
は
善
も
あ
れ
ば
悪
も
あ
り
、
し
ば
し
ば
、
不
正
が
正
義
を
凌
駕
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
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る
。
政
治
史
を
通
じ
て
、
政
府
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
は
、
合
理
性
、
善
良
さ
、
お
よ
び
人
間
性
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
特
質
と
し
て
の
正
義
に
よ
っ
て
基
礎
づ

け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
真
実
と
は
ほ
ど
遠
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
の
政
治
制
度
に
か
ん
す
る
研
究
者
は
、
す
べ
て
の
人
聞
の
恐
怖
、
不

合
理
性
お
よ
び
不
確
実
性
の
一
裏
に
、
ま
た
貧
欲
、
悪
意
、
闘
争
お
よ
び
悪
へ
向
か
お
う
と
す
る
傾
向
の
裏
に
、
基
本
的
な
人
間
の
尊
厳
が
存
在
す
る
こ
と

を
仮
定
し
て
い
る
。
意
識
し
よ
う
と
す
る
ま
い
と
、
人
は
善
を
な
す
こ
と
を
求
め
、
進
歩
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
動
機
は
崇
高
で
、
考
え
方
は

賢
明
で
あ
る
。
個
々
の
政
治
上
の
試
行
錯
誤
や
実
践
が
、
ど
ん
な
に
未
熟
で
、
気
ま
ぐ
れ
(
口

E
品目

t
g
g品
g岡
田
丘
町
田
)
で
あ
っ
て
も
、
歴
史
の
長
い

道
程
に
お
い
て
は
、
政
府
は
、
生
活
に
意
味
を
与
え
、
人
聞
社
会
に
秩
序
と
方
向
性
を
も
た
ら
す
た
め
の
合
理
的
、
道
徳
的
な
人
間
の
努
カ
の
一
部
分
で

あ
る
。

社
会
制
度
の
な
か
の
政
府
の
位
置

政
府
の
役
割
に
か
ん
す
る
適
切
な
理
解
に
は
、
政
府
は
サ
ー
ビ
ス
と
規
制
と
い
う
こ
つ
の
必
要
を
み
た
す
た
め
に
人
聞
が
創
造
し
た
多
く
の
社
会
制
度

の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
歴
史
上
、
政
府
に
匹
敵
す
る
重
要
性
を
有
す
る
制
度
が
、
す
く
な
く
と
も
三
つ
あ
る
。
家
族
、
教
会
、
そ

し
て
企
業
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
重
要
性
で
政
府
と
競
い
合
う
だ
け
で
な
く
、
目
的
と
機
能
に
お
い
て
も
政
府
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
と
く
に
、
そ

れ
ら
は
す
べ
て
サ
ー
ビ
ス
を
し
、
規
制
を
す
る
。
た
と
え
ば
教
会
は
、
多
く
の
人
間
の
行
為
の
規
制
の
た
め
の
基
礎
と
な
る
道
徳
律
を
作
り
、
強
制
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
の
ほ
か
重
要
な
規
制
作
用
を
果
た
す
。
ま
た
、
教
育
や
慈
善
の
よ
う
な
物
質
的
な
サ
ー
ビ
ス
|
lそ
れ
は
し
ば
し
ば
政
府
に
よ
っ

て
提
供
さ
れ
る
も
の
と
同
様
な
も
の
と
な
る
1

1
を
提
供
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
精
神
的
需
要
に
貢
献
す
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
機
能
を
も
果
た

す
。
企
業
は
規
制
よ
り
も
サ
ー
ビ
ス
に
関
心
を
も
っ
。
す
く
な
く
と
も
資
本
主
義
の
国
々
で
は
、
企
業
は
文
明
を
享
受
す
る
の
に
重
要
な
役
目
を
果
た
す

物
資
の
主
た
る
供
給
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
企
業
も
ま
た
規
制
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
商
品
の
種
類
、
品
質
、
価
格
に
つ
い
て
決
定
権
を
も
っ
て

い
る
。
株
主
と
労
働
者
の
間
の
所
得
の
配
分
を
強
力
に
統
制
す
る
|
|
そ
れ
に
よ
っ
て
各
々
の
購
買
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
面
で
、

企
業
は
、
わ
れ
わ
れ
が
生
活
し
て
い
る
社
会
の
体
制
に
影
響
を
与
え
、
そ
れ
を
支
配
し
、
個
人
間
お
よ
び
集
団
ど
う
し
の
あ
い
だ
の
争
い
を
解
決
す
る
の

で
あ
る
。

家
族
と
政
府
に
は
、
あ
き
ら
か
に
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
。
問
。
官
三
宮
・
宮
田
口
守
え
教
授
は
、
「
家
族
は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
も
政
府
の
母
体
で



あ
る
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
家
族
の
存
す
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
で
も
|
|
家
族
は
人
間
社
会
の
ど
こ
に
で
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
ー
|
|
政
府
は
既

(
4
)
 

に
存
在
し
て
い
る
」
と
つ
け
加
え
て
い
る
。
家
族
の
サ
ー
ビ
ス
機
関
と
し
て
の
役
割
は
、
家
族
の
構
成
員
に
与
え
ら
れ
る
物
質
的
な
価
値
に
よ
り
あ
ら
わ

さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
危
険
か
ら
の
保
護
、
避
難
所
、
食
物
、
愛
、
そ
し
て
子
供
と
老
人
の
世
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
一
家
族
と
い
う
生
命
の

な
い
客
体
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
家
族
を
構
成
す
る
個
人
個
人
の
労
働
と
貢
献
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
可
能
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、

政
府
を
含
め
た
他
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
制
度
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
家
族
が
重
要
な
規
制
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と

は
、
家
族
が
、
両
性
関
係
、
財
産
の
相
続
と
利
用
、
青
年
の
訓
育
や
し
つ
け
の
よ
う
な
問
題
を
支
配
す
る
場
面
に
み
ら
れ
る
。

沼
田
口
円
司
自
♂
当
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公
的
政
府
守
口

Eの
ぬ

0
4
0
5
5
8同

)

と
私
的
政
府
(
胃

-
s
g
m
0
4
0
3
5
3け

)

の
差
異

公
的
政
府
と
私
的
政
府
の
差
呉
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
諸
種
の
社
会
制
度
が
人
の
生
活
様
式
を
さ
め
る
さ
い
に
果
し
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
役
割

を
理
解
す
る
う
え
で
、
有
用
だ
か
ら
で
あ
る
。
公
的
政
府
と
は
、
国
家
と
そ
の
機
関
、
と
り
わ
け
国
家
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
と
市
民
の
生
活

の
う
え
に
実
施
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
意
味
す
る
。
私
的
政
府
と
は
、
国
家
以
外
の
す
べ
て
の
社
会
制
度
、
お
よ
び
人
々
の
生
活
に
非
常
に
深
く
影
響
を

及
ぼ
す
サ
ー
ビ
ス
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
意
味
し
て
い
る
。
公
的
政
府
と
私
的
政
府
は
、
同
じ
社
会
現
象
の
具
な
る
局
面
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
は

不
完
全
な
理
解
で
あ
る
。
私
的
政
府
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
研
究
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
私
的
政
府
の
成
功
、
不
成
功
に
つ
い
て

も
正
確
に
評
価
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
も
な
い
。
と
く
に
、
社
会
秩
序
の
本
質
が
十
分
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
二
種
類
の
政

府
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
社
会
規
制
と
い
う
仕
事
を
分
担
す
る
方
法
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
ば
し
ば
つ
ぎ
の
こ
と
が
み
す
ご
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
政
府
に
よ
る
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
新
し
い
規
制
の
定
立
が
、
社
会
全
体
の
サ
ー
ビ
ス
や
、
あ
る
い
は
社
会
全
体
の
規
制
手
段
の
増
大
を

意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
増
大
で
は
な
く
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
あ
る
い
は
規
制
の
、
私
的
政
府
か
ら
公
的
政
府
へ
の
た
ん
な
る
移
動
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
国
家
を
支
え
る
強
力
な
政
府
が
、
必
ず
し
も
自
由
を
制
限
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
私
的
政
府
に
よ
っ

〔

5
)

て
個
人
の
う
え
に
実
施
さ
れ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
国
家
の
課
す
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
よ
り
も
ず
っ
と
専
制
的
で
あ
り
う
る
」
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
政
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府
が
サ
ー
ビ
ス
と
規
制
の
機
能
を
果
す
過
程
は
、
家
族
や
企
業
、
あ
る
い
は
教
会
に
よ
る
お
な
じ
機
能
の
遂
行
過
程
に
比
較
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
ば
あ

い
、
よ
り
民
主
的
で
あ
る
。
家
族
は
、
大
い
な
る
専
制
的
組
織
で
あ
る
。
民
主
々
義
の
最
も
熱
狂
的
支
持
者
で
さ
え
、
家
族
が
、
サ
ー
ビ
ス
と
規
制
に
か

ん
し
て
決
定
す
る
さ
い
に
、
す
べ
て
の
家
族
構
成
員
が
ひ
と
し
く
権
利
を
主
張
す
べ
き
で
あ
る
と
は
い
わ
な
い
の
で
あ
る
。
教
会
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
お

な
じ
こ
と
が
い
え
る
。
ほ
と
ん
ど
の
教
会
の
教
義
や
道
徳
律
に
は
、
強
度
の
独
断
的
性
格
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
教
会
の
ま
さ
に
そ

の
本
質
か
ら
、
教
会
の
規
制
的
機
能
が
、
民
主
的
コ
ン
ト

?
lル
に
服
し
え
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
企
業
は
、
専
制
的
な
も
の
と
し

て
機
能
し
て
い
る
。
た
と
え
、
企
業
は
将
来
に
お
い
て
、
家
族
や
教
会
よ
り
も
、
ず
っ
と
民
主
化
さ
れ
る
と
し
て
も
で
あ
る
。
民
主
々
義
だ
け
が
社
会
制

度
に
要
求
さ
れ
る
唯
一
つ
の
価
値
基
準
(
古
色
広
三
で
あ
る
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
と
い
う
の
は
制
度
の
真
価
を
決
定
す
る
、
強
制
力

(
n
D
Z曲目。ロ)、

効
率
(
刊

E
a
g
n可
)
、
現
実
適
応
性
(
国
営
耳
目
毘
庄
司
、
)
、
安
定
性

(
8
5
z
g伊
丹
可
)
と
い
う
よ
う
な
別
の
価
値
基
準
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も

し
も
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
規
則
を
制
定
・
執
行
し
て
い
く
に
さ
い
し
て
要
求
さ
れ
る
の
が
、
で
き
る
だ
け
民
主
主
義
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
結
果
は
、
お
そ
ら
く
、
私
的
な
社
会
団
体
の
活
動
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
政
府
の
活
動
に
よ
る
方
が
よ
り
た
や
す
く
獲
得
さ
れ
う
る
と
い

う
事
実
が
残
る
の
で
あ
る
。

文
明
と
は
、
政
府
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
政
治
生
活
の
中
心
課
題
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
よ
り
大
き
い
政
府
を
も
つ
べ
き
か
、
よ

り
小
さ
い
政
府
を
も
つ
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
公
的
で
、
よ
り
私
的
で
な
い
政
府
を
も
つ
べ
き
か
ど
う
か
、
ま
た
は
よ
り
公

的
で
な
く
、
よ
り
私
的
な
政
府
を
も
つ
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
具
体
的
に
い
え
ば
、
問
題
は
、
人
間
の
特
定
の
需
要
に
応
え
る
こ

と
に
つ
い
て
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
ま
た
は
規
制
が
、
公
的
政
府
ま
た
は
私
的
政
府
の
ど
ち
ら
に
よ
っ
て
、
最
善
に
実
現
さ
れ
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
は
、
多
く
の
要
素
に
考
慮
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
企
業
の
民
主
主
義
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
零
慮
さ
れ
る
べ
き
唯
一
の
要
素
で
は
な
い
。
行
動
の
伝
統
的
な
様
式
、
時
代
の
状
況
、
変
化
を
求
め
る
社
会
的
圧

力
の
分
量
、
関
連
コ
ス
ト
と
効
用
、
個
人
の
自
由
に
た
い
す
る
干
渉
度
お
よ
び
そ
の
他
の
類
似
の
要
素
に
考
慮
が
は
ら
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
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政
府
の
重
要
な
目
的
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サ
ー
ビ
ス
と
規
制
は
、
政
府
の
二
つ
の
重
要
な
作
用
で
あ
る
。
政
府
の
意
味
は
、
政
府
が
、
そ
の
作
用
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
特
定
の
目

的
に
も
ま
た
注
意
が
む
け
ら
れ
る
と
き
に
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
目
的
を
列
挙
し
、
説
明
す
る
方
法
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
の

う
え
、
政
府
の
目
的
は
、
明
ら
か
に
、
歴
史
上
、
一
時
期
か
ら
他
の
時
期
へ
と
大
き
く
変
化
し
て
き
た
。
た
だ
、
政
府
は
、
平
和
の
維
持
、
個
人
の
自
由

の
保
障
、
王
義
の
確
立
、
公
共
の
福
祉
の
促
進
に
努
め
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
合
理
的
な
分
析
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
4
つ
の
目
的

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
で
い
い
表
わ
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
は
、
別
々
の
方
向
に
向
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
し
ば
し

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
い
だ
で
、
か
な
り
重
複
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ち
づ
く
)
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