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･
S

･
ミ
ル
の
政
府
職
務
論

一

政
府
の
必
要
的
職
務
論
の
内
容
と
意
義

森

七

一
八
二
五
年
以
降
'
ほ
ぼ
十
年
を
周
期
と
す
る
資
本
主
義
的
恐
慌
の
発
生
に
伴
う
失
業
や
労
働
者
階
級
の
窮
乏
化
か
ら
'
産
業
資

本
家
階
級
対
労
働
者
階
級
の
対
立
が
発
生
し
た

一
八
四
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
'
産
業
資
本
の
政
府
に
対
す
る
要
求
も
変

化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡
い
い
か
え
れ
ば
資
本
の
本
源
的
蓄
積
段
階
に
お
い
て
'
ア
ダ
ム
･
ス
-
ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
楽
観
的

な
自
由
放
任
主
義
は
'激
化
し
っ
つ
あ
る
労
資
の
階
級
対
立
の
前
に
は
次
第
に
無
力
と
な
っ
て
い
っ
た
｡
そ
こ
で
こ
れ
に
代
わ
っ
て
階

級
対
立
を
緩
和
す
る
政
府
の
機
能
と
こ
れ
を
裏
付
け
る
社
会
改
良
主
義
理
論
が
'
産
業
資
本
家
階
級
の
側
か
ら
新
し
-
要
求
さ
れ
た
｡

J
･
S･
-
ル
の
政
府
職
務
論
=
経
済
政
策
論
は
'
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
資
本
家
階
級
の
要
求
に
答
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
｡
し
た
が
っ
て
-
ル
の
政
府
職
務
論
-
経
済
政
策
論
の
結
論
は
'
当
然

｢
自
由
放
任
主
義
の
根
拠
と
限
界
｣
(｢
経
済
学
原
理
｣
第
五
篇

第
十

一
章
)

と
い
う
点
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
し
か
し
こ
れ
は
何
も
ミ
ル
の
独
創
で
は
な
く
'
ジ

ェ
レ
ミ
-

･
ベ
ン
サ
ム
か
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ら
ミ
ル
が
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
｡
ミ
ル
は
十
四
才
の
時
､
フ
ラ
ン
ス
に
旅
行
L
j
ベ
ン
サ
ム
の
弟
サ
ー
･サ
ム
ェ
ル
･
ベ
ン
サ

ム
将
軍
の
許
に
約

一
カ
年
滞
在
し
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
が

(
こ
の
時
ミ
ル
は
ジ
ャ
ン
･
バ
チ
ス
-

･
セ
イ
や
サ
ン
･
シ
モ
ン
と
も
相

会
し
て
い
る
)
'
フ
ラ
ン
ス
よ
り
帰
国
後
'
デ

ュ
ー
モ
ン
の

｢
立
法
論
｣

(Traiti
d
e
Ligi
s
tati.
n

civ
ite
e-
pinateV
edited
by

D
um
on
t,
180
2
)

を
通
じ
て
'
ベ
ン
サ
ム
に
傾
倒
し
た
と
い
う
.
｢
こ
の
書
物
に
接
し
た
こ
と
は
'
私
の
生
涯
に

一
時
期
を
劃
し
た

pJt
1

も
の
で
あ
っ
て
､
私
の
思
想
発
展
史
に
於
け
る

一
回
転
期
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡｣
と
ミ
ル
白
身
も
回
想
し
て
い
る
が
'
さ
ら
に

｢
デ

ュ
ー
モ
ン
の

『
立
法
論
』
を
柊

へ
て
後
も
私
は
'
ベ
ン
サ
ム
自
ら
書
い
た
も
の
'
或
は
デ

ュ
ー
モ
ン
の
編
述
し
た
も
の
で
'
当
時
出

口JJ
2

版
さ
れ
た
著
作
の
中
の
重
要
な
も
の
を
時
々
読
ん
で
ゐ
た
｡
｣
と
い
う
｡
さ
て
'
｢
ベ
ン
サ
ム
の
l
･

S
･
-
ル
に
た
い
す
る
影
響
が

明
ら
か
な
場
合
に
'
と
く
に
経
済
学
に
と
っ
て
重
要
な

一
つ
の
問
題
が
あ
る
｡
そ
れ
は
'
自
由
放
任
主
義
'
あ
る
い
は
政
府
の
経
済

.1UJ一
3

的
役
割
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
｡｣
と
い
う
｡
そ
し
て
｢
ベ
ン
サ
ム
は
'
経
済
分
野
に
お
け
る
政
府
の
積
極
的
活
動
に
反
対
す
る

一

般
的
法
則
に
た
い
し
て
､
三
つ
の
根
拠
を
呈
示
し
た
｡
‖
こ
の
分
野
で
は
'
個
人
は
自
分
自
身
の
利
益
を
政
府
よ
り
も
よ
く
知

っ
て

い
る
｡
⇔
個
人
は
'
政
府
が
個
人
の
た
め
に
な
し
'
あ
る
い
は
意
図
す
る
よ
-
も
'
も

っ
と
熱
心
に
巧
妙
に
自
分
の
利
益
を
求
め
て

働
く

LT
政
府
の
干
渉
と
は
'
直
接
の
強
制
か
ま
た
は
課
税
を

つ
う
じ
て
の
間
接
の
強
制
を
意
味
す
る
｡
そ
し
て
強
制
は

『
苦
痛
』

EiiJ4

を
ふ
-
み
'
し
た
が
っ
て
悪
で
あ
る
｡｣
と
し
た
｡
こ
う
し
た
ベ
ン
サ
ム
主
義
は
'
一
八
二
六
年
の
ミ
ル
の
精
神
的
危
機
以
降
'
-
ル

自
身
が
ベ
ン
サ
ム
主
義
に
批
判
的
と
な
っ
た
後
に
お
い
て
も
'
な
お
ミ
ル
白
身
の
中
に
生
き
つ
づ
け
'
そ
の
政
府
職
務
論
の
中
核
を

形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

･､､
ル
に
よ
れ
ば
'
政
府
の
職
務
に
は
'
｢
必
要
的
職
務
｣
(th
e

n
ecessa

ry
fuロCtioロ
S)

と

｢
随
意
的
職
務
｣

(the
optiona-

fuロ
Ctio
ロ
S)
と
が
あ
る
と
い
う
が
'
ミ
ル
自
身
に
よ
っ
て
さ
え
､
両
者
の
区
分
は
明
確
で
は
な
く
'
た
だ

｢
必
要
的
職
務
｣
を
も

っ

て
､
単
に
暴
力
と
詐
欺
か
ら
の
保
護
に
限
定
す
る
こ
と
は
当
を
得
て
お
ら
ず
'

｢
一
般
の
便
宜
｣
と
な
る
も
の
は
'
す
べ
て

｢
必
要
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的
職
務
｣
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
'

幼
年
者

･
狂
人

･
低
能
者
の
保
護
'

造
幣
事
業
'

度
量
衡
標
準
の
規
定
'

舗
装

･
照

明

･
道
路
清
掃
'
港
湾
の
施
設
ま
た
は
改
良
'

燈
台
の
建
設
'

測
量
'
堤
防
の
築
造
'

河
水
の
氾
濫
を
防
ぐ
土
手
の
工
事
な
ど
を

｢
必
要
的
職
務
｣
に
属
す
る
も
の
と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
'
こ
れ
ら
の
多
-
は
､
｢随
意
的
職
務
｣
と
し
て
も
論
じ
て
い
る
な
ど
'
-

ル
自
身
に
よ
っ
て
事
実
上
'
両
者
の
区
別
は
破
棄
さ
れ
て
い
る
｡
-
ル
自
身

｢
政
府
の
必
要
的
職
務
を
列
挙
せ
ん
と
す
る
に
当

っ
て

FJu
5

見
出
す
こ
と
は
'
こ
れ
が
案
外
複
雑
多
岐
で
あ
っ
て
'
は
っ
き
-
し
た
割
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡｣
と
L

Eid6

て
お
り
'
い
わ
ば

｢
政
府
の
職
務
に
し
て
'
政
府
の
観
念
と
密
接
離
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
｣
を

｢
必
要
的
職
務
｣
と
な
し
､

｢
か
か

lヽノ7

る
職
務
と
は
別
に
'
果
し
て
政
府
の
職
務
と
な
す
べ
き
や
否
や
に
つ
き
'
議
論
の
あ
る
職
務
｣
を

｢
随
意
的
職
務
｣
と
規
定
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
｡
し
た
が
っ
て
ミ
ル
の
こ
の
区
分
は
極
め
て
観
念
的
で
あ
り
'
ま
た
暖
昧
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
こ
の
暖
昧

性
は
'
-
ル
の
経
済
政
策
論
の
本
質
で
あ
る
折
衷
主
義
･社
会
改
良
主
義
か
ら
実
は
由
来
し
て
お
り
'
･労
資
の
対
立
お
よ
び
副
次
的
対

立
と
な
っ
た
と
は
い
え
資
本
家
対
地
主
の
対
立
が
激
動
し
て
い
た

一
八
四
〇
年
代
に
お
い
て
は
'
産
業
資
本
の
政
府
に
対
す
る
諸
要

求
も
ま
た
細
部
に
お
い
て
は
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
'
現
実
の
転
変
に
応
じ
て
'
如
何
様
に
も
直
ち
に
対
応
で
き
る
だ
け
の
余
地
'

す
な
わ
ち
瞭
昧
性
を
残
し
て
お
-
こ
と
が
有
利
で
あ

っ
た
か
ら
で
も
あ
る
｡
こ
う
し
た
ミ
ル
の
経
済
政
策
論
に
要
求
さ
れ
て
い
た
産

業
資
本
の
要
求
を
'
ミ
ル
自
身
主
観
的
に
は
'
必
ず
し
も
明
確
に
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
'
次
の
ミ
ル
白
身
の
言
葉
に
も

表
明
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
ミ
ル
は
日
く

｢
政
府
の
職
務
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
'
頗
る
広
範
囲
に
亘
っ
て

を
り
'
或
定
義
を
以
て
こ
れ
を
限
界
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
｡
こ
の
種
の
職
務
の
す
べ
て
に
共
通
せ
る
正
当
の
根
拠
と
し
て
は
'

一
般
の
便
宜
と
い
ふ
根
拠
よ
り
ほ
か
に
は
'
ま
づ
あ
り
得
な
い
｡
政
府
の
干
渉
を
制
限
す
る
普
遍
的
規
則
と
し
て
は
'
た
だ
単
純
な

漠
然
た
る
規
則
あ
る
の
み
｡
す
な
は
ち
'
政
府
の
干
渉
は
'
多
大
の
便
益
を
斎
す
場
合
の
ほ
か
'
こ
れ
を
行
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
之

EidOU

で
あ
る
.｣
と
.i
.う
.
け
だ
し

｢
必
要
的
職
務
｣
と

｢
随
意
的
職
務
｣
と
を
区
別
す
る
基
準
と
し
て
･
ミ
ル
は

｢
一
般
の
便
宜
｣
と
い
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う
言
葉
を
援
用
し
て
い
る
が
'
か
か
る

｢単
純
な
漠
然
た
る
規
則
｣
は
'
ほ
ん
ら
い

｢
規
則
｣
と
も
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
り
'
そ

の
政
府
職
務
論
=
経
済
政
策
論
の
暖
昧
性

･
折
衷
性
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
し
か
な
い
｡
そ
し
て
-
ル
は
'
政
府
の

｢
必
要

的
職
務
｣
の
う
ち

｢
極
め
て
重
要
に
し
て
'
こ
こ
に
考
察
す
る
を
要
す
べ
き
も
の
｣
と
し
て
'

｢
第

一
㌧
政
府
が
そ
の
存
立
の
条
件

た
る
収
入
を
徴
収
す
る
た
め
に
と
る
方
法
｡
第
二
'
政
府
が

『
財
産
』
お
よ
び

『
契
約
』
な
る
二
大
題
目
に
関
し
て
規
定
す
る
法
律

Eid9

の
本
質
｡
第
三
'
政
府
が
そ
の
法
律
を

一
般
に
励
行
す
る
た
め
の
制
度
す
な
は
ち
裁
判
所
お
よ
び
警
察
の
長
短
｡｣
を
あ
げ
て
い
る
が
'

第

一
の
点
は
租
税
論
で
あ
-
'
第
二
お
よ
び
第
三
の
点
は
法
律
制
度
論
就
中
私
有
財
産
制
度
論
お
よ
び
自
由
競
争
制
度
論
と
な
っ
て

い
る
｡
し
た
が
っ
て
租
税
論
な
い
し
公
債
論
を
別
に
す
れ
ば
'

｢
政
府
の
普
通
の
役
目
と
そ
の
経
済
的
効
果
｣
(｢
経
済
学
原
理
｣
第
五

箇
第
八
章
)

と
い
う
政
府
の

｢
必
要
的
職
務
｣

論
は
'

政
府
に
よ
る
生
命

･
財
産
の
保
護
の
問
題
か
ら
始
め
'

重
税
の
阻
止
と
法

律

･
司
法
制
度
の
整
備
に
及
ん
で
い
る
が
､
そ
の
真
の
狙
い
は
私
有
財
産
制
度
の
擁
護
に
は
か
な
ら
な
い
｡
勃
興
し
っ
つ
あ
る
労
働

者
階
級
と
社
会
主
義
勢
力
に
対
抗
し
て
'
資
本
家
階
級
の
私
有
財
産
を
擁
護
す
る
こ
と
は
'
-
ル
経
済
学
の
最
大
の
論
点
の
一
つ
を

な
す
も
の
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
-
ル
の
私
有
財
産
制
度
擁
護
論
は
'
社
会
改
良
主
義
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
0
-
ル
は
生
産

法
則
と
分
配
法
則
と
を
峻
別
し
て
'
生
産
法
則
は
超
歴
史
的
な
永
遠
不
変
の
物
理
的
法
則
に
従
う
も
の
と
し
て
'
資
本
主
義
の
永
遠

不
変
性
を
表
明
す
る

一
方
'
分
配
法
則
は
歴
史
的
な
社
会
法
則
に
従
う
も
の
と
し
て
'
資
本
主
義
の
可
変
性
を
表
明
し
て
い
る
｡
両

者
は
分
断
さ
れ
'
竹
に
木
を
つ
い
だ
よ
う
に
'
文
字
通
り
接
木
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
-
'
折
衷
に
す
ら
な
っ
て
い
な
い
｡
に
も
か

か
わ
ら
ず
'
-
ル
自
身
は
そ
の

｢
経
済
学
原
理
｣
の
特
質
を

｢本
来
別
物
で
あ
る
所
の

『
富
の
生
産
』
の
諸
法
則
と
'
『
富
の
分
配
』

10)

の
諸
法
則
と
の
区
別
を
明
か
に
し
た
点
に
在
る
｡｣
と
し
て
日
く

｢
即
ち
前
者
は
物
の
性
質
に
依
存
す
る
真
の
自
然
界
の
法
則
で
あ
り
'

後
者
は

一
定
の
条
件
に
制
約
さ
れ
て
'
人
間
の
意
志
に
依
存
す
る
法
則
な
の
で
あ
る
｡
然
る
に
月
並
の
型
の
経
済
学
者
は
'
こ
れ
等

の
両
者
を
混
同
し
て
'
経
済
的
法
則
な
る
名
称
の
下
に

一
括
し
､
人
力
を
以
っ
て
し
て
は
到
底
破
る
事
も
'
変
更
す
る
事
も
出
来
な
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い
も
の
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
る
｡
-
-
併
し
私
の
経
済
学
は
こ
れ
等
の
諸
条
件

(労
賃

･
利
潤

･
地
代
を
決
定
す
る
諸
条
件
の
こ
と

1

-
引
用
者
註
)
を
ば
究
極
の
も
の
と
し
て
取
扱
は
な
い
事
に
於
て
'
実
は
範
を
垂
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

私
の
経
済
学
は
'
自
然
界
の

必
然
性
に
基
く
も
の
で
な
く
'
現
存
の
社
会
制
度
と
結
び
合

っ
た
必
然
性
に
基
く
所
の
経
済
上
の
諸
法
則
を
ば
'
単
に
暫
定
的
な
も

Eidl=U

の
･
従

っ
て
社
会
改
良
の
進
歩
に
依

っ
て
非
常
な
変
化
を
蒙
る
べ
き
も
の
と
し
て
取
扱

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡｣
と
自
負
さ
え
し
て
い

る
｡
-
ル
の
生
産
法
則
と
分
配
法
則
と
の
こ
う
し
た
区
別
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
'
と
に
か
く
-

ル
は
こ
の
特
異
な
分
配
論

(｢経
済
学
原
理
｣
第
二
篇
)
を
'
財
産
論
か
ら
展
開
し
､
共
産
制
と
私
有
財
産
制
と
の
比
較
を
通
し
て
'
｢
と

も
か
く
,
人
間
が
ゆ
き
つ
く
結
局
の
と
こ
ろ
を
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
'
し
か
し
次
の
や
う
に
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
よ

う
｡
日
く
,
こ
れ
か
ら
さ
き
も
永
く
,
経
済
学
者
の
か
か
は
る
お
も
な
る
問
題
は
'
私
有
財
産
と
個
人
の
競
争
と
に
基
づ
-
社
会
の

生
成
発
展
の
諸
条
件
と
い
ふ
問
超
で
あ
ら
う
.
ま
た
日
く
'
人
間
の
向
上
の
現
段
階
に
於
て
は
､
私
有
財
産
制
を
転
覆
せ
ず
に
こ
れ

pJ21

を
改
良
し
,
こ
の
制
度
の
恩
恵
を
社
会
の
全
員
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
わ
か
つ
こ
と
を
以
て
'
お
も
な
る
目
標
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡｣
と

い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
そ
の
た
め
に
は
政
府
は
何
を
為
す
べ
き
で
あ
り
'
そ
し
て
ま
た
何
を
為
す
べ
き
で
は
な
い

か
が
,
政
府
の

｢
必
要
的
職
務
｣
の
問
題
の
一
つ
と
し
て
と
-
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
｡
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
重
税
を

改
め
,
法
律
制
度

･
司
法
を
整
備
せ
よ
と
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
と
く
に
相
続
に
関
す
る
立
法
に
-
ル
は
関
心
を
集
中
し
て
日
く

｢抑
々

一
国
の
民
法
の
う
ち
,
経
済
上
最
も
重
要
な
る
も
の
は

(奴
隷

･
農
奴
お
よ
び
自
由
労
働
者
の
如
き
労
働
者
の
身
分
を
規
定

EiiZ1
3

す
る
も
の
に
次
い
で
)
『
相
続
』
お
よ
び

『
契
約
』
の
両
題
目
に
関
す
る
も
の
で
あ

lる
｡
｣
と
｡
相
続
は
私
有
財
産
制
度
の
問
題
で
あ

り
,
契
約
は
自
由
競
争
制
度
の
問
題
で
あ
る
が
,
両
者
の
関
係
は
'
ミ
ル
に
あ

っ
て
は

｢
私
有
財
産
の
支
配
の
下
に
於
て
､
生
産
物

EiiZ!
41

の
分
配
を
決
定
す
る
も
の
は
･
『
競
争
』
と

『
慣
習
』
と
の
二
作
用
で
あ
る
｡｣
と
い
う
よ
う
に
､
私
有
財
産
制
度
が
根
本
で
あ
り
'

そ
の
前
提
の
下
で
,
自
由
競
争
と
慣
習
と
が
分
配
を
決
定
す
る
と
し
て
い
る
だ
け
に
･
ま
ず
何
よ
り
も
先
に
私
有
財
産
制
度
の
間
接
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と
し
て
の
相
続
に
関
す
る
立
法
が
採
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ

っ
た
｡

そ
し
て
ミ
ル
は
'
相
続
に
づ

い
て
も
'
そ
の
折
衷
主
義

･
社
会
改
良
主
義
の
立
場
か
ら
'
相
続
権
の
制
限
を
主
張

し
て

い
る
｡

｢
す
な
は
ち
'
原
則
と
し
て
遺
贈
の
自
由
を
認
め
'
た
だ
し
そ
の
制
限
と
し
て
'
左
の
二
項
を
置
く
｡
第

一
に
'
も
し
子
孫
あ
り
て
'

自
ら
生
活
を
維
持
す
る
能
は
ず
'
国
家
に
負
担
と
な
る
べ
き
と
き
は
､
こ
の
負
担
に
等
し
き
額
を
ば
彼
ら
の
た
め
に
取
除
き
置
く
こ

と
を
要
す
る
｡
第
二
に
､
何
び
と
と
い
ヘ
ビ
も
相
続
に
よ
っ
て
過
度
の
独
立
額
を
受
く
る
こ
と
を
得
ず
｡
無
遺
言
死
亡
の
場
合
に
於

て
は
'
そ
の
財
産
は
悉
-
国
庫
の
有
に
帰
す
｡
た
だ
し
こ
の
場
合
'
子
孫
に
対
し
国
家
は
正
当
な
る
給
養
を
な
す
べ
し
｡
す
な
は
ち

国
家
は
'
親
ま
た
は
祖
父
の
な
す
べ
か
-
し
程
度
の
給
養
を
ば
'
そ
の
子
孫
の
境
遇

･
能
力
お
よ
び
生
立
模
様
を
尉
酌
し
て
'
与
ふ

pJJ
5-

べ
き
も
の
で
あ
る
｡｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
不
動
産
の
長
子
相
続
制
に
も
'
フ
ラ
ン
ス
の
均
分
相
続
制
に

も
反
対
し
'
さ
ら
に
は
世
襲
財
産
制
の
廃
棄
を
主
張
す
る
｡
何
故
な
ら
ば
-
ル
に
よ
れ
ば

｢
お
よ
そ
法
律
が
'
恰
も
強
制
の
制
度
の

場
合
の
如
く
､
個
人
の
死
去
の
際
の
み
な
ら
ず
そ
の
存
命
中
に
於
て
も
そ
の
私
事
に
権
柄
づ
く
の
干
渉
を
な
す
が
如
き
は
'
無
用
の

こ
と
で
あ
る
｡
親
が
そ
の
相
続
者
た
ち
の
法
律
上
の
権
利
を
贈
与
そ
の
他
の
生
前
譲
渡
に
仮
託
し
て
無
視
せ
ん
と
す
る
と
き
'
法
律

Eiid61

こ
れ
を
妨
害
す
る
が
如
き
は
無
用
の
こ
と
で
あ
る
｡｣
と
し
た
か
ら
で
あ
る
｡

し
か
し
相
続
に
対
す
る
こ
の
不
干
渉
主
義
と
前
述
の

｢
何
び
と
と
い
ヘ
ビ
も
相
続
に
よ

っ
て
過
度
の
独
立
額
を
受
く
る
こ
と
を
得

ず
｣
と
い
う
干
渉
主
義
と
は
'
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
｡
こ
の
論
理
の
矛
盾
を
-
ル
は
全
く
無
視
し
て
い
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
-

ル
の
折
衷
性

･
唆
昧
性
は
'
こ
う
し
た
形
で
'
そ
の
相
続
論
=
私
有
財
産
制
度
論
に
も
浮
び
上
が
っ
て
い
る
｡

つ
ぎ
に
契
約
論
=
自
由
競
争
制
度
論
と
し
て
は
'
-
ル
は
組
合
法
と
破
産
法
を
と
り
あ
げ
る
が
'
こ
れ
ま
た
そ

の
社
会
改
良
主

義

･
折
衷
主
義
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
き
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡
-
ル
は
日
く

1
社
会
を
絶
対
的
に
二
つ
の
団
体
'
す
な
は
ち
幾
千
を

以
て
算
ふ
る
労
賃
支
払
者
と
幾
百
万
を
以
て
軍
ふ
る
労
賃
受
領
者
と
に
分
っ
と
こ
ろ
の
虚
業
凝
清
は
'
宜
し
く
無
限
に
永
続
す
べ
き
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も
の
で
も
な
け
れ
ば
､
ま
た
無
限
に
つ
づ
き
得
べ
き
も
の
で
も
な
い
｡
而
し
て
'
こ
の
制
度
に
代
ふ
る
に

一
の
依
存
な
き
結
合
を
以
て

L
t
組
織
的
敵
意
に
代
ふ
る
に
利
害
の

一
致
を
以
て
す
る
こ
と
の
可
能
如
何
は
'

一
に
か
か
つ
て

『
組
合
主
義
』
の
将
来
の
発
展
如

EiiZ1
7‖H

何
に
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
｣
と
｡
そ
し
て
こ
の
組
合
主
義
に
基
づ
く
組
合
と
し
て
'
ミ
ル
は
有
限
責
任
会
社
を
あ
げ
て
お
り
'
こ
の
な

か
に
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
無
名
会
社

(so
ci6
t6
ano
n
y
m
e
)
と
イ
ギ
リ
ス
の
特
許
会
社

(c
hartered
com
p
an
y
)

と
合
資
会
社
と
の
三
つ
が
あ
る
と
い
う
｡
け
だ
し
-
ル
に
よ
れ
ば
株
式
会
社
の
形
態
に
あ
る
大
資
本
の
み
が
独
り
発
達

･
強
大
と
な

る
こ
と
は
'
自
由
競
争
に
反
す
る
の
み
な
ら
ず
'
さ
ら
に
は
危
険
な
労
資
の
対
立
を
激
化
せ
し
め
る
か
ら
'
こ
れ
を
是
正
す
る
た
め

に
は
中
小
資
本
に
よ
る
組
合
-
有
限
会
社
の
発
達
を
育
成
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
｡
そ
し
て
こ
れ
に
政
府
が
干
渉
す
る
こ
と
は
'
政

府
の

｢
必
要
的
職
務
｣
で
あ
り
､
自
由
競
争
制
度
の
改
善
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
う
し
た

｢組
合
主
義
｣
が
､
社
会

改
良
主
義
で
あ
り
折
衷
主
義
で
あ
り
'
ま
た
労
資
の
協
調
を
も
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

(
な
お
い
わ
ゆ

る
協
同
組
合
主
義
は
'

ロ
バ
ァ
-

･
オ
ゥ
エ
ン
の
発
想
に
な
る
も
の
で
'
す
で
に

一
八
四
四
年
に
は
マ
ン
チ

ェ
ス
タ
ー
附
近
の
ロ
ッ

チ
デ
ー
ル
に
織
物
職
工
数
十
人
に
よ
っ
て
消
費
組
合
が
結
成
さ
れ
て
い
た
)
0

つ
ぎ
に
ミ
ル
は
'

詐
欺
の

一
形
態
と
し
て
の
詐
欺
破
産
に
対
す
る
政
府
の
干
渉
を
'

政
府
の

｢
必
要
的
職
務
｣

と
し
て
い
る
｡

｢
法
律
は
須
ら
く
'
支
払
不
能
を
以
て
金
銭
上
有
利
な
る
投
機
た
ら
し
め
て
は
な
ら
ぬ
｡
人
が
他
人
の
承
諾
な
く
し
て
そ
の
財
産
を

危
く
L
t
事
業
の
成
功
の
と
き
に
は
利
潤
を
塾
断
し
不
成
功
の
と
き
に
は
本
当
の
所
有
者
に
損
失
を
転
嫁
す
る
や
う
な
こ
と
を
す
る

と
き
'
法
律
は
こ
れ
を
認
容
す
る
如
き
こ
と
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
｡
法
律
は
人
を
し
て
'
そ
の
債
権
者
の
金
銭
を
漆
に
費
消
し
去
っ
て

弁
済
不
能
に
陥
る
方
が
得
だ
と
い
ふ
や
う
に
考

へ
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
｡
い
は
ゆ
る
詐
欺
破
産
'
す
な
は
ち
偽

っ
て
弁
済
不
能
と
見
せ

)8‖り

る
が
如
き
行
為
あ
り
た
る
と
き
は
'
正
に
処
罰
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
は
普
く
人
々
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡｣
と
｡
そ

し
て
ま
た
た
と
え
主
観
的
に
は
詐
欺
と
い
う

｢
悪
行
｣
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
'
怠
惰

･
放
蕩
に
よ
る
破
産
と
い
え
ど
も
'
そ
の
不
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正
な
る
こ
と
は
詐
欺
破
産
の
場
合
と
同
断
で
あ
る
と
い
う
｡
こ
う
し
た
破
産
と
い
う
名
の
不
正

･
悪
行
に
対
し
て
は
'
よ
ろ
し
く
政

府
は
破
産
法
な
る
法
律
を
も

っ
て
'
こ
れ
に
干
渉
し
'
私
有
財
産
制
度
と
自
由
競
争
制
度
を
確
立
L
t
資
本
主
義
的
取
引
関
係
の
安

定
と
発
展
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
｡
何
故
な
ら
ば

｢
も
し
法
律
に
し
て
'
人
々
を
か
や
う
に
行
動
し
得
し
め
'
そ
の
悪

行
の
結
果
を
自
分
を
信
用
せ
し
不
運
の
人
々
に
転
嫁
し
得
し
め
'
か
や
う
に
し
て
起
り
た
る
弁
済
不
能
を
ば
'
た
だ

『
不
運
』
と
見
Eid9I

な
し
て
罪
悪
と
見
な
さ
な
い
な
ら
ば
'
果
し
て
商
人
階
級
に
高
き
正
義

･
名
誉

･
誠
実
の
精
神
を
期
待
し
得
る
も
の
で
あ
ら
う
か
｡｣

と
い
う
わ
け
か
ら
で
あ

っ
た
｡
さ
ら
に
は
ま
た
-
ル
は
破
産
法
に
よ
っ
て
'
貸
倒
れ
の
費
用
や
危
険
が
な
く
な
れ
ば
'
そ
れ
だ
け
生

産
費
が
減
少
す
る
か
ら
'
消
費
者
の
負
担
も
軽
-
な
っ
た
り
､
あ
る
い
は
利
潤
が
増
加
す
る
と
も
し
て
い
る
｡
｢
こ
の
法
律

(破
産
法

の
こ
と
-

引
用
者
註
)
の
良
否
如
何
は
'

公
徳
上
最
も
重
大
な
る
事
柄
で
あ
る
｡

け
だ
し
金
銭
上
の
正
直
を
保

つ
う

へ
に
は
'
法

律
が
頗
る
有
力
で
あ
っ
て
'
良
か
れ
悪
し
か
れ
絶
大
の
影
響
を
道
徳
上
に
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
｡
併
し
な
が
ら
'
こ
の
支
払
不
能
と

い
ふ
問
題
は
'
単
に
経
済
上
の
み
か
ら
見
る
も
'
頗
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
｡
け
だ
し
'
第

一
に
'
人
間
の
経
済
上
の
福
祉
如
何
は
'

お
互
が
そ
の
約
定
を
信
頼
し
合
ふ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
依
る
も
の
で
あ
る
｡
第
二
に
'
産
業
上
の
危
険
ま
た
は
費
用
の
一
つ

は
'
い
は
ゆ
る
貸
倒
れ
の
危
険
ま
た
は
費
用
で
あ
っ
て
'
こ
の
虞
な
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
生
産
費
の
減
少
と
な
る
｡
け
だ
し
生
産
上
の

余
計
の
費
用
は
省
か
る
る
こ
と
と
な
-
'
随
っ
て
'
こ
の
費
用
を
負
担
す
べ
か
-
し
消
費
者

(負
担
の
特
殊
な
る
と
き
)
ま
た
は
資

EidO2

本
利
潤

(負
担
の

一
般
な
る
と
き
)
は
'
こ
れ
を
免
る
る
こ
と
と
な
る
｡
｣
と
｡
-
ル
が
か
ほ
ど
ま
で
に
詐
欺
的
破
産
に
対
す
る
政
府

の
干
渉
を
力
説
し
た
背
景
に
は
'

一
八
四

〇
年
代
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
特
殊
的
事
情
が
潜
在
し
て
い
る
｡

一
八
四

一
年

-
四
二
年
の
中
間
的
恐
慌
か
ら
脱
出
し
た
イ
ギ
リ
ス
経
済
は
'

一
八
四
四
年
か
ら
四
七
年
に
か
け
て
の
繁
栄
期
を
む
か
え
た
が
'
当

時
は
イ
ギ
リ
ス
綿
業
の
ブ
ー
ム
期
で
あ
る
と
共
に
'
狂
熱
的
な
鉄
道
投
資
時
代
で
も
あ
り
'
幾
多
の
泡
沫
鉄
道
会
社
が
叢
生
L
t
そ

し
て
破
産
し
て
い
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

｢
イ
ギ
リ
ス
と
大
陸
の
鉄
道
系
の
真
の
拡
張
に
も
と
ず
き
'
ま
た
こ
の
投
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機
と
関
連
し
て
'
こ
の
時
期
に
'

ロ
ー

(
ジ
ョ
ン
･
ロ
ー
'
ス
コ
ッ
-
ラ
ン
ド
の
金
融
家
で

一
七

一
六
年
パ
リ
に
特
許
銀
行
を
創
立
し
た
が

一

七
二

〇
年
同
銀
行
は
破
産
し
た
)

や
南
海
会
社
の
時
代
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
'
底
ぬ
け
さ
わ
ざ
の
投
機
が
は
じ
ま
っ
た
｡
当
の
山
師
が

実
行
す
る
こ
と
な
ど
夢
に
も
考
え
ず
'

一
般
に
重
役
に
よ
る
保
管
金
の
利
用
と
株
の
売
出
し
に
よ
る
詐
欺
的
利
潤
だ
け
が
問
題
に
さ

FuI2

れ
'
成
功
の
み
こ
み
な
ど
薬
に
し
た
く
も
な
い
よ
う
な
何
百
と
い
う
線
路
が
も
く
ろ
ま
れ
た
｣
の
で
あ
る
｡
ま
さ
に

一
八
四
五
年
-

一
八
四
六
年
の
イ
ギ
リ
ス
は
泡
沫
鉄
道
会
社
の
熱
狂
的
乱
立
期
で
あ
り
'

一
般
大
衆
は
こ
の
泡
沫
鉄
道
会
社
の
詐
欺
的
破
産
の
犠
牲

に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
か
ら
'
ミ
ル
は
破
産
に
対
す
る
政
府
の
干
渉
を
強
く
要
求
し
た
わ
け
で
あ

っ

た
｡
し
か
し
こ
こ
で
も
ミ
ル
は
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
単
な
る
政
府
の
干
渉
'
す
な
わ
ち
破
産
法
に
よ
っ
て
こ
う

し
た
詐
欺
的
投
機
が
阻
止
で
き
る
と
し
て
い
る
t
と
い
う
誤
り
で
あ
る
｡

一
八
四
五
年
夏
ピ
ー
ク
に
達
し
た

｢
鉄
道
肱
惑
｣
と
呼
ば

れ
た
鉄
道
投
機
は
'
実
は
過
剰
生
産
の
一
兆
候
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
'
し
た
が
っ
て
こ
の
時
の
詐
欺
的
破
産
と
投
機
の
真
の
原

因
は
'
過
剰
生
産
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
'
到
底
'
被
虐
法
な
ど
に
よ

っ
て
解
消
し
う
る
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

を
ミ
ル
は
全
く
見
葛
し
て
い
る
｡
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西
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』
'
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ル
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ス
-
エ
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ス
選
集

大
月
書
店
版

第
五
巻

二
三
五
貢

〓

政
府
の
随
意
的
職
穿
論
の
内
容
と
意
義

政
府
の

｢
随
意
的
職
務
｣
と
は
'
｢
そ
の
実
行
が
必
要
の
程
度
に
は
至
ら
ず
'
し
か
も
そ
の
職
務
と
さ
る
べ
き
や
否
や
に
つ
き
議
論

EiiZ!
1

あ
る
も
の
と
い
う
謂
で
あ
る
｡｣
と
い
う
た
め
'
｢随
意
的
職
務
論
｣
は
当
然
'
｢
自
由
放
任
主
義
の
根
拠
と
限
界
｣
と
い
う
視
角
か
ら

と
り
あ
げ
ら
れ
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
と
い
う
こ
と
は
古
典
的
な
自
由
放
任
主
義
が
'

一
八
四

〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
'
早
く
も
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行
詰

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
｡
古
典
派
経
済
学
の
批
判
者
-
ル
は
'
こ
の
点
に
つ
い
て
も

｢
か
の
い
は
ゆ
る
自

由
放
任
派
の
人
々
は
'
そ
の
苛
も
政
府
の
役
目
を
限
定
せ
ん
と
試
み
る
と
き
に
は
'
そ
の
役
目
を
ば
'
暴
力
お
よ
び
詐
欺
に
侵
害
さ

れ
ざ
る
や
う
生
命

･
財
産
を
保
護
す
る
の
事
業
の
み
に
限
定
す
る
｡
し
か
し
熟
思
す
れ
ば
斯
や
う
な
限
定
に
は
'
彼
ら
当
人
も
そ
の

EiiZ2

他
の
何
び
と
も
'
承
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡｣
と
批
判
し
て
い
る
｡
と
は
い
え
-
ル
と
錐
も
自
由
放
任
主
義
か
ら
完
全
に
脱
け
き

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
す
な
わ
ち
他
方
で
は
'
-
ル
は
干
渉
主
義
に
も
反
対
し
て
い
る
｡

｢
人
の
な
さ
ん
と
欲
す
る
行
動
を
妨

げ
,
ま
た
は
人
の
自
ら
望
ま
し
と
判
断
し
て
な
す
行
動
を
妨
げ
る
と
い
ふ
こ
と
は
'
常
に
う
る
さ
い
の
み
で
な
く
'
ま
た
心
身
の
能

力
の
或
部
分
を
感
覚
上
ま
た
は
行
動
上
つ
ね
に
退
化
す
る
も
の
で
あ
る
｡
個
人
の
良
心
に
し
て
自
由
に
こ
の
法
律
的
圧
迫
に
賛
同
す

る
や
う
に
で
も
な
ら
な
い
限
-
'
こ
の
圧
迫
は
人
々
を
多
少
と
も
奴
隷
の
状
態
に
向
か
は
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
禁
止
的
規
定
に
し
て

一
般
人
の
良
心
の
賛
同
を
受
く
る
に
至
具

す
な
は
ち
善
良
な
る
普
通
人
が
こ
の
禁
止
条
項
を
な
す
べ
か
ら
ず
と
信
じ
を
り
ま
た
は

信
ず
る
に
至
る
べ
き
場
合
な
ら
ば
と
も
か
く

そ
の
他
の
場
合
に
は
お
よ
そ
禁
止
的
規
定
な
る
も
の
は
'
そ
の
絶
対
必
要
な
る
と
き

】■nu3

の
ほ
か
は
不
当
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
｡
｣
と
し
て
'
｢
さ
-
な
が
ら
'
政
府
の
干
渉
に
し
て
個
人
の
自
由
行
動
を
束
縛
し
な
い
も
の
に

)4

つ
い
て
は
,
話
は
別
で
あ
る
｡｣
と
い
う
｡
こ
の
よ
う
に

｢自
由
放
任
主
義
の
根
拠
と
限
界
｣
に
つ
い
て
も
'
ミ
ル
は
き
わ
め
て
瞭
味

な

｢根
拠
と
限
界
｣
し
か
呈
示
し
て
い
な
い
｡
-
ル
に
よ
れ
ば
政
府
の
干
渉
に
は
'
権
力
的
干
渉
と
非
権
力
的
干
渉
の
二
種
類
が
あ

り
,
前
者
は
後
者
に
く
ら
べ
て
'
そ
の
合
法
的
範
囲
は
､
は
る
か
に
狭
小
で
あ
る
と
い
う
｡
ま
た
政
府
に
よ
る
権
力
的
干
渉
は
'
個

人
の
自
由
行
動
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
必
要
が
余
程
強
い
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
'
普
通
の
場
合
は
絶
対

に
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
｡
そ
し
て
政
府
の
権
力
的
干
渉
が
排
斥
さ
れ
る
べ
き

｢根
拠
｣
と
し
て
'
次
の
四
つ
の
理
由
を

掲
げ
て
い
る
｡
第

一
は
､
強
制
課
税
に
伴
う
多
大
の
費
用
と
重
苦
し
い
束
縛
で
あ
り
'
第
二
は
'
政
府
の
権
力
増
大
で
あ
り
'
第
三

に
は
,
政
府
の
権
力
的
干
渉
が
ふ
え
れ
ば
ふ
え
る
ほ
ど
'
そ
の
履
行
が
粗
雑
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
の
み
な
ら
ず

｢
人
民
は
そ

325



の
仕
事
や
利
益
を
'
政
府
よ
-
よ
く
会
得
し
よ
く
心
配
す
る
も
の
で
あ
る
と
｡
こ
の
諺
た
る
や
人
生
の
仕
事
の
大
部
分
を
通
じ
て
真

な
る
も
の
で
あ

っ
て
'
苛
も
そ
の
真
な
る
限
り
は
'
こ
れ
に
反
す
る
政
府
の
干
渉
は
悉
-
排
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
た
と
へ
ば
普
通

EidLr)

の
産
業
ま
た
は
商
業
を
見
渡
し
て
も
'
政
府
の
事
業
は
い
づ
れ
も
劣
等
で
あ
っ
て
'
こ
の
こ
と
は
事
実
の
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡｣

と
き
め
つ
け
て
い
る
｡
第
四
に
は
､

一
般
大
衆
が
労
働

･
工
夫

･
判
断

･
自
制
を
大
い
に
は
た
ら
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
'
共
同
行
為

を
な
す
習
慣
を
養
う
と
い
う
建
前
か
ら
も
'
政
府
の
権
力
的
干
渉
や
事
業
は
排
斥
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
｡
な
ぜ
な
ら
ば

｢
お

よ
そ
知
性
お
よ
び
才
能
が
'
政
府
部
内
に
高
度
に
保
た
れ
て
あ
り
'
し
か
も
政
府
以
外
に
於
て
は
滑
渇
し
池
喪
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
事

態
ほ
ど
へ
人
間
の
幸
福
に
と
っ
て
危
険
な
る
事
態
は
な
い
.
か
く
の
如
き
制
度
た
る
や
'
お
よ
そ
他
の
如
何
な
る
制
度
よ
り
も
完
全

.llHt
6

に
'
専
制
政
治
の
観
念
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
｡｣
か
ら
で
あ
る
｡
け
だ
し
｢
人
民
に
し
て
そ
の
事
柄
を
政
府
に
任
せ
ず
自
分
自

身
の
積
極
的
干
渉
に
よ
っ
て
処
理
す
る
に
慣
る
る
に
つ
れ
'
そ
の
欲
望
は
圧
制

へ
傾
く
よ
り
は
む
し
ろ
'
圧
制
の
排
斥

へ
と
傾
-
辛

Eid7

う
に
な
る
｡｣
か
ら
で
あ
る
と
い
う
｡

そ
し
て
こ
の
第
四
の
理
由
こ
そ
'

政
府
の
権
力
的
干
渉
を
排
斥
す
る
最
大
の

｢根
拠
｣
で
あ

る
と
い
う
｡
以
上
の
四
つ
の

｢
根
拠
｣
に
基
づ
い
て
､
ミ
ル
は
改
め
て

｢
自
由
放
任
主
義
を
以
て

一
般
原
則
と
す
べ
し
｣
と
宣
言
す

る
｡と

は
い
え
自
由
放
任
主
義
に
も
､
次
の
七
つ
の
例
外
が
あ
る
と
-
ル
は
い
う
｡
し
た
が
っ
て
こ
の
七
つ
の
例
外
の
場
合
に
お
け
る

政
府
の
干
渉
こ
そ
政
府
の

｢
随
意
的
職
務
｣
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
｡
自
由
放
任
主
義
に
対
す
る
例
外
'
す

な
わ
ち
政
府
の

｢
随
意
的
職
務
｣
の
第

一
は
教
育
事
業
で
あ
る
と
い
う
｡
す
な
わ
ち

｢教
育
こ
そ
は
'
原
則
と
し
て
'
政
府
が
人
民

の
た
め
に
債

へ
て
宜
し
き
も
の
の
一
つ
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
は
'
無
干
渉
主
義
の
道
理
に
必
ず
し
も
支
配
さ
れ
な
い
場
合
の

一
つ
で

】ⅣH】
8

あ
る
｡｣
と
し
て
い
る
｡
し
か
し

｢
こ
こ
に
強
く
主
張
す
べ
き
事
柄
が

一
つ
あ
る
｡
す
な
は
ち
政
府
は
初
等
た
る
と
高
等
た
る
と
を
問

EiiZ9

は
ず
お
よ
そ
教
育
の
独
占
を
主
張
し
て
は
な
ら
ぬ
｡｣
｢
政
府
た
る
も
の
は
全
人
民
に
対
し
'
或
事
柄
に
つ
き
教
育
を
受
く
べ
し
て
ふ
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･i
と
を
要
求
す
る
こ
と
は
差
支
な
い
が
'
し
か
し
､
こ
れ
を
受
く
る
方
法
ま
た
は
先
生
を
規
定
す
る
や
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な

0㌧

｣
と
｡

こ
の
よ
う
に
ミ
ル
が
教
育
事
業
に
対
す
る
政
府
の
干
渉
を
認
め
た
の
は
'

一
八
四
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
産
業
資
本
が
'

絹
業

･
鉄
道
建
設
を
中
心
に
近
代
的
技
術
を
修
得
し
た
労
働
者
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
み
な
ら
ず
'
労
働
力
の
一
般

的
水
準
の
向
上
が
要
求
さ
れ
て
も
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
ミ
ル
に
あ
っ
て
は
､
単
純
に
労
働
者
階
級
の
地
位
向
上
と
い

っ
た
要
求
か
ら
'
教
育
を
重
視
し
た
の
で
は
な
く
'
あ
-
ま
で
も
産
業
資
本
の
側
に
立
っ
て
の
上
で
の
労
働
力
の
質
の
向
上
と
い
う

見
地
か
ら
教
育
事
業
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
｡
技
能
と
知
識
を
も
っ
て
'
労
働
の
生
産
力
を
決
定
す
る

一
因
と
し
た
-
ル
は
'
労
働

の
生
産
力
を
高
め
る
と
い
う
立
場
か
ら
'
す
な
わ
ち
社
会
改
良
主
義
の
立
場
か
ら
'
教
育
も
ま
た
重
視
さ
れ
ね
は
な
ら
ぬ
も
の
と
し

た
の
で
あ
る
｡
教
育
に
よ
る
労
働
力
の
改
良
は
'
明
日
の
利
潤
増
加
を
約
束
す
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
｡

第
二
に
は
狂
人

･
痴
者

･
幼
児

･
未
熟
者

･
奴
隷

･
下
等
動
物
な
ど
'
自
分
で
適
当
な
判
断
を
な
し
え
な
い
者
に
つ
い
て
は
'
自

由
放
任
主
義
も
根
底
か
ら
崩
壊
し
'
政
府
が
こ
れ
ら
に
対
し
て
干
渉

･
保
護
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
｡
と
-
に

｢
児
童
の
場

合
に
於
て
は
'
契
約
の
自
由
は
即
ち
強
制
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
ぬ
｣
か
ら
'

｢未
成
年
の
幼
児
や
少
年
を
し
て
過
度
の
労
働
を
な
さ

Eid11

し
む
る
こ
と
は
'
政
府
は
そ
の
眼
お
よ
び
手
の
と
ど
く
限
り
'
こ
れ
を
防
止
す
べ
き
で
あ
る
｡｣
と
幼
少
年
の
保
護
を
説
-
が
'
婦
人

に
対
し
て
は
'
と
く
に
保
護
を
加
え
る
よ
う
な
こ
と
は
'
男
女
間
の
不
平
等
を
是
認
L
t
こ
れ
を
増
大
せ
し
め
る
こ
と
に
し
か
な
ら

な
い
か
ら
'
婦
人
と
幼
少
年
と
を
同
列
に
お
く
こ
と
は
弊
害
が
あ
る
と
し
て
い
る
｡
そ
し
て

｢
婦
人
の
状
態
を
改
良
す
る
た
め
に
は
'

婦
人
に
向
か
っ
て
既
に
悉
く
ま
た
は

一
部
分
開
か
れ
て
あ
る
独
立
的
産
業
を
ば
閉
鎖
せ
ず
'
却
っ
て
之
に
近
接
し
や
す
か
ら
し
む
る

.11日1
21

こ
と
を
こ
そ
努
む
べ
き
で
あ
る
｡
｣
と
い
う
｡
第
三
に
は
'
結
婚
の
よ
う
な
永
久
的
契
約
に
つ
い
て
は
'
個
人
の
判
断
が
経
験
に
先
ん

じ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
'
そ
の
判
断
が
'
後
で
経
験
に
よ
っ
て
覆
え
さ
れ
て
か
ら
も
'
そ
の
契
約
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
の
で
は
不
都
合
で
あ
る
か
ら
'
充
分
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
'
契
約
解
除
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
'
そ
の
た
め
の
政
府
の
干
渉
は
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認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
ひ
第
四
に
は
､
独
占
事
業
と
な
り
や
す
い
ガ
ス
･
水
道

･
舗
装

･
清
掃

･
道
路

･
運
河

･
鉄

道
の
よ
う
な
事
業
に
対
し
て
は
'
そ
の
独
占
の
弊
害
を
除
-
た
め
'
政
府
は
こ
れ
に
干
渉
し
'
場
合
に
よ

っ
て
は
公
営
事
業
と
し
た

方
が
よ
い
と
い
う
｡
第
五
に
は
'
労
働
時
間
の
短
縮
や
ウ

ェ
-
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
式
植
民
主
義

(植
民
地
に
お
け
る
土
地
所
有
の
制

限
)
な
ど
は
'
個
人
が
唯

一
人
で
こ
れ
を
実
現
し
'
有
効
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
ら
に
対
し
て
も
政
府
が
干
渉

し
て
'
そ
れ
ら
を
有
効
に
L
t
実
現
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
｡
し
か
し
こ
の
点

(
と
く
に
労
働
時
間
の
短
縮

の
問
題
)
に
つ
い
て
は
'
-
ル
は
産
業
資
本
家
階
級
に
遠
慮
し
て
'

｢
尤
も
私
は
t
か
-
の
如
き
法
律
を
推
称
せ
ん
と
の
意
見
を
こ

こ
に
述
べ
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
く

ま
た
か
-
の
如
き
法
律
は
､
未
だ
嘗
て
我
国
に
於
て
必
要
と
さ
れ
た
る
こ
と
も
な
く
'
私
も
覗

状
に
於
て
は
連
も
之
を
推
薦
で
き
な
い
こ
と
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
｡
併
し
な
が
ら
'
労
働
階
級
が
そ
の
利
益
に
関
し
て
抱
く
合
意

を
ば
'
有
効
な
も
の
と
す
る
が
た
め
に
は
'
銘
々
そ
の
競
争
者
が
自
分
と
同
じ
コ
ー
ス
を
ゆ
き
つ
つ
あ
る
と
確
信
す
る
こ
と
が
必
要

JlJt
31

で
あ
る
が
'
そ
の
た
め
に
は
法
律
の
補
助
が
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
ふ
こ
と
の
'
例
を
述
べ
た
ま
で
で
あ
る
｡｣
と
い
う
よ
う
に

き
わ
め
て
控
え
目
な
表
現
で
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
第
六
に
は
'
救
貧
法
や
植
民
の
よ
う
に
'
個
人
の
行
為
が
,
自
利

の
た
め
で
は
な
く
'
他
人
の
利
益
の
た
め
に
す
る
行
為
の
場
合
に
於
け
る
こ
れ

へ
の
政
府
の
干
渉
も
ま
た
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
｡
と
い
う
の
は
救
貧
制
度
は
､
他
面
で
は
個
人
の
勤
勉

･
自
立
を
そ
こ
な
う
と
い
う

マ
イ
ナ
ス
の
作
用
も
あ
る
か
ら
'
｢

私

見
に
よ
れ
ば
'
窮
迫
な
る
強
壮
者
に
対
し
て
は
'
そ
の
救
他
を
個
人
の
自
発
的
慈
善
に
任
す
よ
り
も
む
し
ろ
'
法
律
を
以
て
確
実
に

【id41

こ
れ
を
養
ふ
方
が
'
遥
か
に
結
構
で
あ
る
｡｣
と
な
す
｡
さ
ら
に
植
民
事
業
も
'
先
見

･
達
識
の
立
法
者
の
下
に
お
い
て
な
す
べ
き
で
'

こ
れ
を
個
人
に
ま
か
し
て
お
-
こ
と
は
よ
-
な
い
と
い
う
｡
け
だ
し

｢植
民
の
事
業
に
政
府
の
干
渉
す
る
と
い
ふ
問
題
は
'
文
明
そ

の
も
の
の
将
来
お
よ
び
永
久
の
利
害
を
意
味
す
る
問
題
で
あ
-
'
純
粋
経
済
上
の
此
較
的
狭
小
な
限
界
を
遥
か
に
超
出
せ
る
も
の
で

ぁ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
純
粋
経
済
上
の
点
か
ら
の
み
見
る
も
'
人
口
を
地
球
上
の
過
剰
の
と
こ
ろ
か
ら
未
占
居
の
と
こ
ろ
へ
移
す
と
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い
ふ
こ
と
は
､
著
し
く
社
会
に
有
効
で
あ
っ
て
､
こ
れ
ぞ
政
府
の
干
渉
を
最
も
必
要
と
す
る
も
の
な
る
と
同
時
に
'
政
府
の
干
渉
に

EiiZ1
5‖り

報
ゆ
る
と
こ
ろ
最
も
多
き
も
の
で
あ
る
｡｣
か
ら
で
あ
る
と
す
る
｡
第
七
に
は
'
地
理
的
ま
た
は
科
学
的
探
険

･
燈
台
の
建
造

･
浮
標

の
設
置

･
学
者
階
級
の
維
持

･
道
路

･
船
渠

･
港
湾

･
運
河

･
濯
概
工
事

･
病
院

･
学
校

･
印
刷
所
の
仕
事
の
よ
う
に
'
個
人
で
は

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
が
し
か
し

一
般
の
利
益
に
と
っ
て
は
重
要
な
事
柄
に
つ
い
て
も
'
矢
張
政
府
が
干
渉
し
'
政
府
が
あ
え
て
こ

れ
を
行
う
方
が
望
ま
し
い
L
t
ま
た
必
要
で
も
あ
る
と
い
う
｡

以
上
'
七
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
ミ
ル
は
'
政
府
の

｢
随
意
的
職
務
｣
=
自
由
放
任
主
義
の
例
外
と
し
て
'
政
府
の
干
渉
が
行
わ
れ

る
方
が
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
い
る
が
'
そ
の
根
底
に
共
通
し
て
流
れ
る
-
ル
の
基
本
的
な
考
え
方
は
'

｢
お
よ
そ
人
類
ま
た
は
そ

の
子
孫
の

一
般
利
益
の
た
め
に
'
ま
た
は
外
部
か
ら
の
援
助
を
要
す
る
階
級
の
現
下
の
利
益
の
た
め
に
行
ふ
の
望
ま
し
き
も
の
に
L

Eid611-

て
'
両
も
個
人
ま
た
は
そ
の
団
体
の
之
を
行
ふ
も
報
酬
を
得
る
こ
と
な
き
も
の
は
'
政
府
こ
れ
を
行
ふ
を
適
当
と
す
る
｡｣
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
若
干
の
点
に
つ
い
て
の
政
府
の
干
渉
を
-
ル
は
認
め
て
は
い
る
が
t
L
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
-
ル
は

そ
の
個
人
主
義

･
自
由
主
義
を
否
定
し
去

っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
基
本
的
に
は
ミ
ル
は
矢
張
個
人
主
義

･
自
由
主
義
を
堅
持
し
て
い

る
が
'
た
だ
古
典
的
形
態
で
こ
れ
を
維
持
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ず
'
政
府
の
干
渉
に
よ
っ
て
こ
れ
を
修
正
し
'
維
持
し
て
ゆ
こ
う

と
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
ミ
ル
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
政
府
の
干
渉
は
'
あ
く
ま
で
も
個
人
主
義

･
自
由
主
義
を
育

成

･
発
達
せ
し
め
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
､
そ
し
て
ま
た
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
発
達
に
と
っ
て
必
要
不
可

欠
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
に
反
す
る
政
府
の
干
渉
に
対
し
て
は
'
-
ル
は
激
し
く
批
判
し
､
反

撰
す
る
｡

m

J
.
S
,
M
ill;

P
rin
ciples
ofP

o

l
i
t
i
c
a
l

E

c
o
n
om
y
.
W
ith

S
om
e
of
th
e
ir
A
p
plicati
o
n

to

s
o
cia
t
P
h
ilosoph
y,
18
4
8
.
戸
田
正
雄
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価価㈹旭閏的価的姻
訳

｢
経
済
学
原
理
｣
第
五
分
冊

春
秋
社
版

昭
和
二
十
三
年

六
貢

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

右
同

第
五
分
冊

二
四
三
頁

二
四
六
真

二
四
七
貢

二
五
二
貢

二
五
五
真

二
五
七
真

二
六
三
貢

二
六
六
真

二
六
七
貢

二
七

〇
貢

二
七
二
貢

二
八
二
貢

二
八
九
貢

二
九

一
東

三

〇
二
貢
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政
府
の
干
渉
に
対
す
る
ミ
ル
の
諸
批
判

｢
抑
々
事
柄
の
中
に
は
､
政
府
の
須
ら
く
干
渉
す
べ
き
も
の
も
あ
れ
ば
､
干
渉
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
も
あ
る
｡
し
か
し
'
た
と
ひ

干
渉
そ
の
も
の
が
良
い
に
せ
よ
悪
し
き
に
せ
よ
'
苛
も
政
府
に
し
て
そ
の
干
渉
す
る
主
体
を
諒
解
せ
ず
に
干
渉
を
な
し
て
悪
結
果
を

Eid1

招
来
す
る
と
き
は
'
こ
の
干
渉
た
る
や
不
都
合
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡｣
と
し
て
'
ミ
ル
は
､
そ
の
主
著

｢
経
済
学
原
理
｣
第
五
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篇
第
十
章

｢
謬
説
に
基
づ
け
る
政
府
の
干
渉
｣
と
し
て
六
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
'
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
｡
第

一
は
'
国
内
産
業
保
護

に
対
す
る
政
府
干
渉

へ
の
批
判
で
あ
る
｡
｢
内
国
産
業
の
保
護
と
は
'
国
内
に
於
て
産
出
し
得
ら
る
る
如
き
外
国
品
の
輸
入
を
禁
じ
ま

FJ一
2

た
は
こ
れ
に
重
税
を
課
し
て
そ
の
輸
入
を
池
糞
す
る
こ
と
｣
で
あ
る
か
ら
'
重
商
主
義
理
論
を
そ
の
背
骨
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
こ

の
よ
う
な
重
商
主
義
的
封
鎖
政
策
は
'
綿
工
業
と
鉄
工
業
を
中
心
に
'
世
界
の
工
場
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
産
業
資
本
に
と

っ
て
は
桂
枯
と
な
久

一
八
二
〇
年
ロ
ン
ド
ン
の
商
人
が
財
政
的
目
的
範
囲
以
外
の
関
税
撤
廃
を
議
会
に
要
求
し
た
の
を
契
機
と
し

て
'
自
由
貿
易
運
動
が
燃
え
上
っ
た
｡
自
由
貿
易
政
策
は
'
原
料
を
輸
入
し
製
品
を
輸
出
し
'
そ
し
て
そ
の
た
め
の
植
民
地
獲
得
を

狙
う
イ
ギ
リ
ス
産
業
資
本
に
と
っ
て
は
必
要
不
可
欠
の
要
求
で
さ
え
あ
っ
た
｡
そ
の
た
め

一
八
二
二
年
の
航
海
条
令
の
改
正
'

一
八

二
四
年
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
と
の
互
恵
条
約
の
締
結
お
よ
び
関
税
改
正
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡

つ
づ
い
て
穀
物
条
令
の
撤
廃

を
め
ぐ

っ
て
地
主
と
産
業
資
本
家
と
の
対
立
は
激
化
し
た
も
の
の
'
一
八
四
六
年
六
月
二
六
日
自
由
貿
易
論
者
ピ
ー
ル

(Sir
R
｡
b
ert

P
e
e
t

Z
t

1
7

88-
)

850)
に
よ
っ
て
穀
物
条
令
は
廃
止
さ
れ
'
産
業
資
本
家
の
要
求
す
る
自
由
貿
易
政
策
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
｡
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自
由
貿
易
政
策
の
完
成
は
'

一
八
五
三
年
お
よ
び

一
八
六
〇
年
ブ
ラ
ッ
ド
ス
ー
ン
に
よ
る
関
税
の

引
下
げ
な
い
し
撤
廃
ま
で
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
l
･

S
･
-
ル
が

｢
経
済
学
原
理
｣
を
公
刊
し
た

一
八
四
八
年

頃
は
'
ま
さ
に
自
由
貿
易
政
策
完
成

へ
の
過
渡
期
に
あ
り
'
地
主
対
産
業
資
本
家
の
対
立
が
'
保
護
貿
易
対
自
由
貿
易
と
い
う
形
で

白
熱
化
し
て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
｡
ミ
ル
は
勿
論
産
業
資
本
家
の
側
に
立
っ
て
自
由
貿
易
を
主
張
し
'
国
内
産
業
の
保
護
に
対
す

る
政
府
の
干
渉
を
強
く
排
斥
し
た
｡
こ
の
点
に
関
し
て
ミ
ル
は
六
つ
の
論
拠
を
あ
げ
て
い
る
.

仙
｢
こ
の
問
題

(外
国
の
産
業
を
扶

養
せ
ず
そ
の
代
り
に
自
国
の
人
々
お
よ
び
産
業
を
雇
用
す
べ
L
と
い
う
重
商
主
義
理
論
の
こ
と
-

引
用
者
詮
)
は
自
国
人
を
雇
用

す
る
か
他
国
人
を
雇
用
す
る
か
の
問
題
で
は
な
く
て
'
白
国
人
の
ど
の
階
級
を
雇
用
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
｡
輸
入
品
の
代
価
と
し

て
直
接
ま
た
は
間
接
に
支
払
は
る
る
も
の
は
'
常
に
白
国
の
生
産
物
で
あ
る
｡
し
か
も
こ
れ
が
た
め
に
､
産
業
は
そ
の
生
産
力
を
増
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大
す
る
｡｣
か
ら
'
ま
ず

一
般
的
に
言

っ
て
も
'
自
国
産
業
保
護
を
第

一
義
と
し
て
'
政
府
が
貿
易
に
干
渉
す
る
こ
と
は
誤
-
で
あ
る

と
い
う
｡

㈲国
民
生
活
や
国
防
上
の
観
点
か
ら
'
保
護
貿
易
論
者
は
他
国
の
援
助
を
仰
ぐ
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
が
'

｢
然
る

に
今
日
に
於
て
は
'
イ
ギ
リ
ス
の
船
舶
お
よ
び
水
夫
は
'
他
の
い
づ
れ
の
国
に
も
劣
ら
ず
低
廉
に
航
海
を
な
し
得
る
に
至
-
'
他
国

自
ら
の
貿
易
に
於
て
さ
へ
'
是
ら
他
の
諸
海
国
と
対
等
の
競
争
を
保
ち
得
る
に
至
っ
た
｡
随
っ
て
か
の
航
海
条
令
は
'
嘗
て
は
目
的

上
妥
当
と
さ
れ
た
り
し
も
'
今
日
に
て
は
最
早
そ
の
必
要
な
く
'
自
由
貿
易
の
原
則
に
反
す
る
こ
の
不
快
な
る
例
外
は
'
も
は
や
存

1ドイ一
4

統
の
理
由
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
｡｣
と
し
て
い
る
｡
㈲
保
護
貿
易
論
者
は
ま
た
食
糧
を
外
国
に
依
存
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
が
'

｢
一
国
に
し
て
そ
の
食
糧
の
供
給
を
最
も
広
大
な
る
地
面
に
仰
ぐ
は
こ
れ
と
り
も
な
は
さ
ず
'
最
も
確
実
最
も
豊
富
に
こ
れ
が
供
給

を
受
く
る
も
の
で
あ
る
｡

一
時
に
世
界
中
あ
ら
ゆ
る
国
々
と
戦
争
を
な
す
と
い
ふ
が
如
き
実
際
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
危
険
を
慮
-
て

EiA5

政
策
を
定
む
る
や
う
な
こ
と
は
'
ま
こ
と
に
笑
止
千
万
で
あ
る
｡｣
と
ミ
ル
は
い
う
｡

㈲保
護
貿
易
論
者
H
･
C
･ケ
ア
リ
は
'
生
産

地
と
消
費
地
が
近
け
れ
ば
運
送
費
の
節
約
と
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
保
護
貿
易
を
主
張
す
る
が
'

｢今
も
し
商
品
に
し
て
二
重
の
運

送
費
の
か
か
る
に
も
拘
ら
ず
外
国
に
於
て
そ
の
国
産
品
を
以
て
購
買
さ
る
る
と
せ
ん
か
'
こ
の
事
実
は
何
を
物
語
る
も
の
か
と
い
ふ

に
'
こ
の
運
送
費
た
と
ひ
重
-
と
も
そ
れ
に
も
ま
し
て
生
産
費
の
節
約
と
な
り
'
そ
の
国
総
体
の
労
働
の
生
ず
る
報
酬
は
'
こ
の
商

)6

品
を
国
内
に
て
生
産
す
る
場
合
よ
り
も
良
好
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡｣
と
し
て
､
ミ
ル
は
反
論
し
て
い
る
｡
け

だ
し
運
送
費
の
マ
イ
ナ
ス
を
上
回
る
生
産
費
の
引
き
下
げ
と
い
う
プ
ラ
ス
が
'
自
由
貿
易
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
か
ら
'
国
内
産
業

保
護
を
目
的
と
し
て
'
貿
易
に
対
し
て
政
府
が
干
渉
す
る
こ
と
は
撤
廃
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
｡
㈲
同
じ
く
H
.

C
･
ケ
ア
リ
に
よ
れ
ば
'
農
産
物
輸
出
国
は
地
味
を
運
び
出
す
の
に
'
遠
方
の
消
費
者
は
こ
の
養
分
を
返
さ
な
い
と
い
う
が
'
-
ル

は
こ
れ
に
対
し
て
も
'
自
由
貿
易
の
結
果
生
産
費
が
節
約
さ
れ
'
そ
の
節
約
高
が
肥
料
費
と
運
送
費
の
額
を
上
回
る
よ
う
に
な
れ
ば
､

肥
料
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
､
こ
れ
を
も

っ
て
自
由
貿
易
に
反
対
す
る
論
拠
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
｡
㈲
植
民
地
お
よ
び
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従
鳳
国
に
対
し
て
'
そ
の
本
国
と
の
貿
易
以
外
'
そ
の
貿
易
を
禁
ず
る
政
策
も
あ
る
が
'
こ
う
し
た
貿
易
政
策
の
結
果
は

｢
総
体
的

に
見
れ
ば
'
世
界
の
生
産
力
は
減
少
し
'
両
も
本
国
の
利
す
る
と
こ
ろ
多
か
ら
ず
'
こ
れ
に
ひ
き
か
へ
植
民
地
は
'
莫
大
の
損
失
を

Eid7

蒙
る
｡｣
か
ら
'
こ
れ
ま
た
廃
止
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
-
ル
の
国
内
産
業
保
護
説
に
対
す
る
批
判
は
'
重
商

主
義
批
判
と
な
り
'
保
護
貿
易
論
批
判
と
な
-
'
自
由
貿
易
論
の
展
開
と
な
っ
て
い
る
｡

-
ル
が

｢
謬
説
｣
の
第
二
と
し
て
い
る
の
は
利
息
制
限
法
で
あ
る
｡
契
約
に
対
す
る
政
府
の
干
渉
の
一
例
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
が
'
-
ル
に
よ
れ
ば
利
子
率
は
'
資
本
の
需
要

･
供
給
と
い
う
自
然
の
働
き
に
よ

っ
て
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'

こ
れ
に
対
し
て
政
府
が
干
渉
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
ば
利
子
を
低
く
制
限
す
れ
ば
'
貸
手
の
う
ち

一

部
の
者
は
'
そ
の
資
本
を
法
定
利
子
で
貸
付
け
る
よ
り
も
'
さ
ら
に
需
要
の
差
し
迫

っ
た
時
に
貸
出
し
た
方
が
有
利
と
考
え
'
そ
の

資
本
を
全
然
貸
出
さ
な
い
よ
う
に
な
る
か
ら
'
そ
れ
で
な
く
と
も
少
な
い
貸
付
資
本
は
い
っ
そ
う
減
少
し
'
そ
の
結
果
か
え
っ
て
利

子
率
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
｡
お
よ
そ
人
間
に
し
て
'
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
す
る
法
律
上
の
能
力
を
も
つ
者

で
あ
る
限
-
'
そ
の
金
銭
上
の
利
益
を
自
ら
守
り
得
る
者
と
認
む
べ
き
で
'
こ
う
し
た
個
人
の
契
約
に
み
だ
り
に
政
府
が
干
渉
す
る

こ
と
は
拒
否
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
｡

｢
謬
説
｣
の
第
三
と
し
て
'
-
ル
は
商
品
の
価
格
決
定
に
対
す
る
政
府
の
干
渉
'
す
な
わ
ち
価
格
の
公
定
な
い
し
統
制
に
も
反
対

す
る
｡
そ
の
代
表
的
な

一
例
と
し
て
食
糧
の
価
格
引
下
げ
に
つ
い
て
'
ミ
ル
は
日
-

｢
食
糧
の
平
均
価
格
は
恰
も
他
の
商
品
の
そ
れ

と
同
様
'
生
産
費
と
普
通
利
潤
と
の
合
計
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
る
｡
随
っ
て
も
し
農
夫
に
し
て
'
こ
の
程
度
の
価
格
を
得
る
見

)OU

込
な
し
と
せ
ん
か
'
農
夫
は
苛
も
法
律
の
強
制
な
き
限
-
'
自
家
消
費
分
よ
り
多
く
の
高
を
生
産
し
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ら
う
｡｣

と
｡
そ
し
て
と
く
に

｢
一
方
に
於
て
通
貨
を
無
数
に
散
布
し
て
置
き
な
が
ら
'
他
方
に
於
て
物
価
を
下
落
し
ょ
う
と
し
た
｡

一
体
か

ローnu9

や
う
な
こ
と
は
'
純
然
た
る
恐
怖
政
治
の
下
に
於
て
で
な
け
れ
ば
'
行
ひ
得
ら
る
る
も
の
で
は
な
い
｡｣
と
非
難
し
て
い
る
｡
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｢
謬
説
｣
の
第
四
は
専
売
-
独
占
で
あ
る
と
い
う
｡
と
い
っ
て
も
こ
こ
で
ミ
ル
が
い
う
専
売
と
は
'
政
府
白
身
が
専
売
事
業
を
お

こ
な
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く

政
府
が
民
間
の
一
部
の
者
に
専
売
権
=
独
占
権
を
与
え
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
る
｡

｢
人
為
を
以
て
騰
貴
を
来
す
普
通
の
方
法
は
'
専
売
こ
れ
で
あ
る
｡

一
名
ま
た
は

一
団
の
生
産
者
ま
た
は
商
人
に
対
し
'
専

売
権
を
与
ふ
る
と
い
ふ
こ
と
は
'
こ
れ
と
り
も
な
は
さ
ず
'
商
品
に
対
す
る
公
衆
の
購
買
心
を
矢
は
せ
な
い
ほ
ど
の
租
税
を
私
利
の

lidO1

た
め
に
公
衆
か
ら
取
立
つ
る
の
権
を
ば
'
彼
ら
生
産
者
ま
た
は
商
人
に
与
ふ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
｡｣
か
ら
で
あ
る
と
い
う
｡
の
み

な
ら
ず
独
占
の
弊
害
が
お
こ
-
'
怠
惰

･
無
能
の
結
果
改
良
も
な
さ
れ
ず
'
消
費
者
の
負
担
は
重
く
な
る
と
-
ル
は
非
難
し
て
い
る
｡

い
い
か
え
れ
ば
商
品
の
価
格
決
定
や
販
売
権
に
対
し
て
は
､
政
府
は
干
渉
せ
ず
'
い
わ
ゆ
る
自
由
競
争
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
｡

｢
謬
説
｣
の
第
五
は
'
労
働
者
の
結
合
を
禁
止
す
る
法
律
で
あ
る
と
い
う
｡
-
ル
は

｢
労
働
階
級
に
し
て
相
結
ん
で

一
般
の
労
賃

率
を
た
か
め
ま
た
は
維
持
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
'
こ
れ
ぞ
処
罰
す
る
ど
こ
ろ
か
却
っ
て
歓
迎
す
べ
き
事
柄
な
る
こ
と

EiiJlI

勿
論
で
あ
る
｡｣
と
し
て
い
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
方
で
は

｢
然
る
に
不
幸
に
し
て
'
か
く
の
如
き
結
果
は
'
こ
の
結
合
の
方
法
を

Eid21

以
て
し
て
は
連
も
実
現
不
能
で
あ
る
｡｣
と
い
う
悲
観
的
結
論
に
達
し
て
い
る
｡
こ
の
-
ル
の
矛
盾
の
根
本
原
因
は
'
ミ
ル
が
リ
カ
ァ

ド
か
ら
受
け
継
い
だ
賃
金
基
金
説
の
誤
謬
に
由
来
し
て
い
る
｡
-
ル
は
日
く

｢
随
っ
て
'
労
賃
は
主
と
し
て
'
労
働
の
需
要
と
供
給

に
よ
っ
て
定
ま
る
｡
す
な
は
ち
人
々
の
屡
々
い
ふ
や
う
に
'
人
口
と
資
本
と
の
割
合
に
よ
っ
て
定
ま
る
｡
弦
に
人
口
と
は
'
た
だ
労

働
階
級
の
人
数
'
或
は
む
し
ろ
'
雇
傭
労
働
者
の
人
数
の
み
を
謂
ふ
｡
ま
た
'
こ
こ
に
資
本
と
は
'
た
だ
流
動
資
本
の
み
を
謂
ふ
の

で
あ
る
が
'
し
か
も
そ
の
全
部
で
は
な
-
て
'
労
働
を
直
接
購
入
す
る
に
費
さ
る
る
部
分
の
み
を
謂
ふ
の
で
あ
る
｡
-
-
･お
よ
そ
労

賃
は
'
資
本
と
人
口
と
の
割
合
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
み
な
ら
ず
'
競
争
の
支
配
下
に
て
は
決
し
て
他
の
事
情
に
影
響
さ
る
る
も
の
で

は
な
い
｡
労
賃

(
も
ち
ろ
ん

一
般
の
率
を
服
す
)
は
'
労
働
者
を
傭
ふ
に
用
ひ
ら
る
る
基
金
の
総
額
の
増
加
す
る
か
'
ま
た
は
傭
は
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れ
ん
た
め
の
競
争
者
の
減
少
す
る
か
で
な
い
限
り
'
決
し
て
騰
貴
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
ま
た
労
賃
は
'
労
働
者
に
支
払
ふ
た
め
の

)3I

基
金
の
減
少
す
る
か
'
ま
た
は
支
払
を
受
く
べ
き
労
働
者
の
増
加
す
る
か
で
な
い
限
り
'
決
し
て
下
落
す
る
も
の
で
は
な
い
｡｣
と
'

そ
の
賃
金
基
金
説
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
で
い
う

｢
基
金
｣
と
は
'

一
定
の
生
産
期
間
中
資
本
家
が
労
働
者
の
雇
傭
に
対
し
て
前
払

す
る
賃
金
の
こ
と
で
あ
り
'
固
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
賃
金
の
大
小
は
'
こ
の
固
定
し
た

｢
基
金
｣
と
労

働
人
口
と
の
割
合
か
ら
決
定
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
労
働
賃
金
の
上
昇
は
'
こ
の

｢
基
金
｣
が
増
え
る
か
'
さ
も
な
け
れ

ば
労
働
人
口
が
減
る
以
外
に
は
お
こ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
た
が
っ
て
賃
金
基
金
説
に
も
と
づ
け
ば
'

一
切
の
労
働
運

動
は
全
く
無
意
味
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
(
そ
の
た
め
ミ
ル
自
身
も
晩
年
に
は
'
こ
の
賃
金
基
金
説
を
放
棄
し
た
)
0

に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
ミ
ル
は

｢
労
働
組
合
乃
至
ス
ー
ラ
イ
キ
を
は
'
本
来
絶
対
に
不
可
な
る
も
の
な
り
と
し
て
斥
け
去
る
こ
と
は
t

Eiid41

非
常
な
る
誤
で
あ
る
｡｣
と
さ
え
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
理
由
は
-
ル
に
よ
れ
ば
'
何
事
も

｢
相
場
｣
と
い
う
も
の
は

｢市
場
の

駈
引
｣
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
労
働
賃
金
と
い
う

｢
相
場
｣
を
定
め
る
に
際
し
て
'
労
働
者
が

｢
駈
引
｣
を
す
る
こ

と
も

｢
必
要
な
る
手
段
｣
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
｡
ミ
ル
は
日
く

｢
お
も
ふ
に
お
よ
そ
労
働
組
合
の
如
き
性
質
を
有
す
る
労
働

者
の
結
合
は
'
労
働
市
場
の
取
引
の
自
由
を
妨
ぐ
る
ど
こ
ろ
で
は
な
く
'
却

っ
て
そ
の
自
由
上
'
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
FJ5I

る
｡
け
だ
し
こ
の
種
の
結
合
は
'
労
働
の
売
手
を
し
て
競
争
制
下
の
自
己
の
利
益
を
ま
も
り
得
し
む
る
に
必
要
な
る
手
段
で
あ
る
｡｣

と
｡
い
い
か
え
れ
ば
ミ
ル
に
よ
れ
ば
'
労
働
運
動
は

｢
駈
引
｣
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
'
こ
こ
に
-
ル
の
労
働
問
題
に
対

す
る
折
衷
主
義

･
社
会
改
良
主
義
が
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
露
呈
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
ミ
ル
の

｢
経
済
学

原
理
｣
に
対
し
'
労
働
者
階
級
の
側
か
ら
ヨ
ッ
-

･
ゲ
オ
ル
ゲ

･
エ
ッ
カ
リ
ウ
ス

(J･
G
･
E
c

car
i
亡

S
)
に
よ
っ
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'
｢
一
労
働
者
の

ジ
ョ
ン
.
ス
テ

エ
ア
ー
-

･
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ル
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が
発
表
さ
れ
て
い
る
｡

本
書
の
努
頭
に
お
い
て
エ
ッ
カ
リ
ウ
ス
は
日
く
'

｢
ミ
ル
氏
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
の
通
常
の
水
準
以
上
に
出
て
ゐ
る
と
思
は
れ

る
少
数
の
痕
跡
も
'
浅
薄
で
あ
り
､
何
等
確
固
た
る
推
論
を
有
し
な
い
｡
斯
の
如
く
し
て
彼
は
'
労
働
者
階
級
は
最
早
塊
偏
に
な
さ

れ
得
な
い
確
信
に
到
達
し
た
'
然
し
此
の
労
働
者
階
級
こ
そ
現
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
を
人
間
的
社
会
に
変
形
す
る
の
使
命
を
有
す
る

こ
と
'
此
の
事
に
つ
い
て
は
-

我
々
は
後
に
彼
の
救
治
策
か
ら
知
り
得
る
で
あ
ら
う
如
く

-

彼
は
最
も
漠
然
た
る
予
感
す
ら
有

1..1u61

し
な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
｡｣
と
ミ
ル
を
批
判
し
て
い
る
｡

さ
て
'
｢
謬
説
｣
の
第
六
と
し
て
-
ル
が
あ
げ
て
い
る
の
は
'
政
府
に
よ
る
と
こ
ろ
の

｢
意
見
ま
た
は
そ
の
発
表
に
対
す
る
制
圧
｣

で
あ
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
言
論
の
自
由
で
あ
る
が
'
-
ル
の
論
拠
は

｢
け
だ
し
人
心
に
し
て
法
律
ま
た
は
輿
論
に
お
ぴ
や
か
さ
れ
'

そ
の
能
力
を
最
も
重
要
な
る
問
題
に
つ
い
て
自
由
に
用
ふ
る
こ
と
を
妨
げ
ら
る
る
と
き
は
'
人
心
は
愚
鈍
と
な
り
'
や
が
て
普
通
の

生
活
上
の
事
柄
に
於
て
す
ら
多
大
の
進
歩
を
な
し
得
ざ
る
に
至
り
'
愚
鈍
の
さ
ら
に
甚
し
く
な
れ
ば
そ
の
す
で
に
得
た
る
と
こ
ろ
の

も
の
を
も
段
々
失
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
｡
そ
の
実
例
と
し
て
は
､
か
の
宗
教
改
革
後
二
世
紀
の
間
に
お
け
る
'
ス
ペ
イ
ン
お
よ
び
ポ

ル
ー
ガ
ル
ほ
ど
著
し
き
も
の
は
な
い
｡
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
抵
の
国
々
は

一
路
向
上
の
途
を
辿
っ
た
の
に
'
こ
の
両
国
だ
け
は
そ
の
富

強
に
於
て
も
物
質
文
明
に
於
て
も
'
衰
退
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
原
因
と
し
て
は
'
色
々
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
が
'
そ
の
根
本

的
の
も
の
は
た
だ

一
つ
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
'
す
な
は
ち
か
の
異
教
徒
札
問
と
'
そ
の
結
果
と
し
て
の
精
神
的
奴
隷
制
と
之
で
あ
る
｡

pJt
7-

如
上
の
真
理
は
極
め
て
広
く
承
認
せ
ら
れ
'
言
論
の
自
由
は
す
べ
て
自
由
国
に
て
は
自
明
の
理
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
｣
と
い
う

わ
け
か
ら
で
あ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
何
時
の
時
代
ま
た
如
何
な
る
国
に
お
い
て
も
'
言
論
の
自
由
に
対
し
て
'
政
府
が
干
渉
す
る
よ

う
な
こ
と
は
絶
対
に
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
｡
そ
し
て
ミ
ル
に
よ
れ
ば
言
論
の
自
由
に
対
す
る
政
府
の
干
渉
は
'

｢
如
何

Eiid81

な
る
繁
栄
に
も
有
害
で
あ
る
が
｣
と
し
て
'
と
く
に

｢
経
済
上
の
繁
栄
に
も
頗
る
有
害
で
あ
る
｣
と
し
て
お
-
､
資
本
主
義
の
発
達

336



∫･S･ミルの政府職務論

と
言
論
の
自
由
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
｡
と
は
い
え
そ
の
指
摘
は
'
-
ル
に
あ
っ
て
は
未
だ
暗
示
的
な
範
囲
に
と
ど
ま
る
も
の

で
し
か
な
か
っ
た
｡
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