
は
じ
め
に

日
本
列
島
に
暮
ら
す
多
く
の
人
に
と
っ
て
︑
政
治
と
は
永
田
町
に
あ
る
国
会
議
事
堂
で
起
き
て
い
る
出
来
事

を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
試
み
に
︑
こ
の
建
物
の
内
部
の
風
景
を
思
い
浮
か
べ
て
み
よ
う
︒
そ
こ
で
は
︑

首
相
が
演
説
し
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
野
党
の
議
員
が
大
臣
の
不
手
際
を
追
及
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
︒
大
臣
が
答
弁
に
窮
し
た
時
に
は
︑
後
ろ
に
控
え
て
い
る
官
僚
が
︑
そ
っ
と
何
か
を
耳
打
ち
し
て
い
る
場
面

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
こ
で
︑
少
し
思
い
返
し
て
み
て
ほ
し
い
︒
今
︑
頭
に
浮
か
ん
だ
風
景
の
中
に
︑
女
性
は
何
人
い
た
だ
ろ
う

か
︒
お
そ
ら
く
︑
登
場
人
物
の
ほ
ぼ
全
員
が
︑
ス
ー
ツ
姿
の
男
性
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
︑
日
本
の
政
治
の
特
徴
を
端
的
に
表
し
て
い
る
︒
日
本
で
は
︑
政
治
家
や
高
級
官
僚
の

ほ
と
ん
ど
を
男
性
が
占
め
て
お
り
︑
女
性
で
権
力
者
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
︒

こ
れ
は
︑
実
に
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
一
般
に
︑
日
本
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
︑
す
な
わ
ち
民
主

主
義
の
国
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
由
来
す
る
こ
の
言
葉
は
︑
も
と
も
と
﹁
人
民
の
支
配
﹂

と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
︒
そ
の
時
代
に
は
︑
人
民
と
い
え
ば
男
性
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
が
︑
今
日
で
は
︑

はじめに
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人
民
の
中
に
は
男
性
も
い
れ
ば
女
性
も
い
る
︒
こ
の
こ
と
を
素
直
に
受
け
止
め
れ
ば
︑
民
主
主
義
の
国
で
は
男

性
と
女
性
が
共
に
政
治
に
携
わ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
日
本
で
は
男
性
の
手
に
圧
倒
的
に
政
治
権
力

が
集
中
し
て
い
る
︒
具
体
的
な
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
後
述
し
て
い
く
が
︑
こ
の
よ
う
な
国
は
︑
他
に
あ
ま
り
見

か
け
な
い
︒
日
本
の
民
主
主
義
は
︑
い
わ
ば
﹁
女
性
の
い
な
い
民
主
主
義
﹂
な
の
で
あ
る
︒

な
ぜ
︑
民
主
国
家
で
あ
る
は
ず
の
日
本
で
︑
男
性
の
支
配
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
他
の
国
は
︑
な

ぜ
日
本
の
よ
う
に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
日
本
で
は
︑
女
性
が
権
力
を
握
る
こ
と
を
特
に
難
し
く
す
る

よ
う
な
要
因
が
︑
何
ら
か
の
形
で
働
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
様
々
な
疑
問
が
湧
い
て
く
る
︒

こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
う
ち
に
︑
さ
ら
な
る
疑
問
に
突
き
当
た
る
︒
そ
も
そ
も
︑
男
性
の
支
配
が

行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
日
本
と
い
う
国
が
民
主
主
義
の
国
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
な
ぜ
な

の
だ
ろ
う
か
︒
日
本
の
政
治
体
制
を
民
主
主
義
と
呼
ん
で
い
る
の
は
︑
政
治
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
け
で
は

な
い
︒
政
治
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
生
業
と
す
る
政
治
学
者
も
︑
日
本
が
民
主
主
義
国
で
あ
る
と
い
う
認
識

を
お
お
む
ね
共
有
し
て
い
る
︒

こ
れ
は
︑
政
治
学
と
い
う
学
問
の
性
格
に
関
わ
る
問
題
で
あ
ろ
う
︒
ど
う
や
ら
︑
筆
者
も
含
め
た
多
く
の
政

治
学
者
は
︑
女
性
が
い
な
い
政
治
の
世
界
に
慣
れ
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
よ
う
だ
︒
少
な
く
と
も
︑
民
主
主
義

と
い
う
言
葉
が
︑
男
女
の
地
位
が
著
し
く
不
平
等
な
政
治
体
制
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
て
も
︑
あ
ま

り
気
に
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
何
か
重
要
な
も
の
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
も
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し
れ
な
い
︒
も
し
︑
政
治
学
を
別
の
視
点
か
ら
捉
え
な
お
せ
ば
︑
政
治
そ
の
も
の
も
全
く
違
っ
た
形
で
見
え
て

く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
書
は
︑
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
く
政
治
学
の
入
門
書
で
あ
る
︒

政
治
の
科
学
か
︑
男
性
の
政
治
学
か

通
常
︑
政
治
学
の
入
門
書
や
教
科
書
に
は
︑
様
々
な
学
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
学
説
の
多
く
は
︑

望
ま
し
い
政
治
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
︑
政
治
の
現
状
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒

現
状
を
分
析
す
る
と
い
う
の
は
︑
例
え
ば
次
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒

袁

保
守
的
な
有
権
者
と
リ
ベ
ラ
ル
な
有
権
者
の
政
策
的
な
立
場
は
︑
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒

袁

現
職
の
候
補
者
は
︑
新
人
の
候
補
者
に
比
べ
て
選
挙
に
強
い
の
か
︒

袁

な
ぜ
︑
財
政
再
建
は
な
か
な
か
進
ま
な
い
の
か
︒

こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
何
を
す
る
べ
き
か
と
い
う
価
値
判
断
を
行
う
の
で
は
な
く
︑
経

験
的
な
証
拠
を
適
切
な
手
続
き
に
従
っ
て
提
示
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
現
状
分
析
を
行
う
政

治
学
を
︑
政
治
理
論
や
政
治
思
想
史
な
ど
の
規
範
的
な
命
題
を
扱
う
分
野
と
区
別
し
て
︑
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
サ

イ
エ
ン
ス
︑
す
な
わ
ち
﹁
政
治
の
科
学
﹂
と
呼
ぶ
人
も
い
る
︒
そ
の
目
的
は
︑
政
治
学
か
ら
価
値
判
断
を
排
除

はじめに
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す
る
こ
と
で
︑
可
能
な
限
り
研
究
者
の
主
観
を
取
り
除
き
︑
客
観
的
な
知
識
を
蓄
積
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
︒
今
日
︑
こ
の
政
治
学
は
︑
標
準
的
な
教
科
書
の
記
述
の
大
部
分
を
占
め
て
お
り
︑
政
治
学
の
﹁
主
流

派
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

だ
が
︑
こ
の
政
治
学
は
︑
は
た
し
て
本
当
に
研
究
者
の
価
値
判
断
と
は
無
縁
な
の
だ
ろ
う
か
︒
例
え
ば
︑
先

ほ
ど
の
三
つ
の
問
い
を
︑
次
の
三
つ
の
問
い
と
見
比
べ
て
い
た
だ
き
た
い
︒

袁

男
性
の
有
権
者
と
女
性
の
有
権
者
の
政
策
的
な
立
場
は
︑
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒

袁

男
性
の
候
補
者
は
︑
女
性
の
候
補
者
に
比
べ
て
選
挙
に
強
い
の
か
︒

袁

な
ぜ
︑
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
は
な
か
な
か
進
ま
な
い
の
か
︒

こ
れ
ら
の
問
い
は
︑
い
ず
れ
も
男
女
の
不
平
等
に
関
わ
る
も
の
だ
と
い
う
点
だ
け
が
︑
先
ほ
ど
の
問
い
と
は

異
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
︑
大
き
な
違
い
は
な
い
︒
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
こ
れ
ら
の
問
い
に
答

え
る
に
は
︑
先
ほ
ど
の
問
い
と
同
じ
よ
う
に
︑
政
治
の
現
状
に
関
す
る
分
析
を
行
え
ば
良
さ
そ
う
に
見
え
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
の
種
の
問
題
が
政
治
学
の
教
科
書
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
︑
ほ
と
ん
ど
な
い
︒

そ
し
て
︑
そ
れ
を
研
究
し
て
き
た
政
治
学
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
も
︑
世
間
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
は
︑
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
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そ
れ
は
女
性
の
解
放
を
目
指
す
規
範
理
論
で
あ
っ
て
︑
政
治
の
現
状
分
析
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
理
解
が
主

流
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

つ
ま
り
︑
政
治
学
の
教
科
書
が
執
筆
さ
れ
る
時
に
は
︑
収
録
さ
れ
る
学
説
と
︑
省
略
さ
れ
る
学
説
が
あ
る
︒

そ
の
際
︑
男
女
の
不
平
等
に
関
す
る
学
説
は
︑
多
く
の
場
合
︑
省
略
さ
れ
る
側
に
含
ま
れ
て
き
た
︒
な
ぜ
︑
そ

の
よ
う
な
形
で
学
説
の
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
問
い
に
対
し
て
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
明
快
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ま
で
︑
政
治
学
者
の
大
部
分
は

男
性
で
あ
っ
た
︒
男
女
の
不
平
等
が
政
治
学
の
教
科
書
に
登
場
し
な
い
の
は
︑
教
科
書
が
男
性
の
視
点
に
基
づ

い
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
男
性
に
と
っ
て
︑
男
女
の
不
平
等
に
関
わ
る
問
題
は
優
先
順
位
が
低
い
︒

だ
か
ら
こ
そ
︑
そ
れ
に
関
す
る
研
究
成
果
は
︑
政
治
学
の
教
科
書
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
い
く

ら
客
観
性
や
価
値
中
立
性
を
持
つ
﹁
政
治
の
科
学
﹂
を
標
榜
し
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
い
わ
ば
﹁
男
性
の
政
治

学
﹂
に
す
ぎ
な
い
︑
と
︒

争
点
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
へ

も
ち
ろ
ん
︑
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
状
況
は
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
う
る
︒
と

い
う
の
も
︑
近
年
の
政
治
学
の
教
科
書
で
は
︑
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂
と
い
う
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
用
語
を
紹
介
す
る

も
の
が
昔
に
比
べ
て
増
え
て
き
た
︒
こ
の
概
念
は
︑
人
間
の
生
物
学
的
な
性
別
と
は
区
別
さ
れ
た
社
会
的
な
性

はじめに
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別
を
指
し
︑
や
や
単
純
化
す
れ
ば
︑
﹁
男
ら
し
さ
﹂
や
﹁
女
ら
し
さ
﹂
を
意
味
す
る
︒
人
間
の
性
を
二
つ
に
区

分
し
︑
﹁
男
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
﹂
﹁
女
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
﹂
と
考
え
る
発
想
は
︑
人
間
の
生
活
に
大
き

な
影
響
を
与
え
続
け
て
き
た
︒
今
日
で
は
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
概
念
を
紹
介
し
つ
つ
︑
社
会
運
動
と
し
て
の
第
一

波
・
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
や
︑
議
会
に
お
け
る
女
性
の
過
少
代
表
に
関
し
て
︑
一
つ
の
章
を
割
い
て

解
説
す
る
教
科
書
も
あ
る
︒

だ
が
︑
こ
の
種
の
教
科
書
で
は
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
﹁
環
境
﹂
﹁
人
権
﹂
﹁
民
族
﹂
な
ど
と
い
っ
た
項
目
と
並
ん

で
︑
政
治
的
な
争
点
の
一
種
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
す
な
わ
ち
︑
経
済
政
策
や
安
全
保
障
政
策

な
ど
と
い
っ
た
伝
統
的
な
争
点
に
付
け
加
え
る
形
で
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
問
題
が
︑
従
来
と
は
対
立
の
構

図
が
異
な
る
新
た
な
社
会
問
題
の
一
例
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
投
票
行
動
論
や
政
治
体
制
論
な
ど
︑
ど
の
よ
う
な
政
治
争
点
に
も
関
係
の
あ
る
一
般
的
な

政
治
の
仕
組
み
に
関
す
る
学
説
を
解
説
す
る
章
で
は
︑
男
女
の
不
平
等
へ
の
言
及
は
行
わ
れ
な
い
の
が
通
例
で

あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
読
者
は
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
女
性
に
だ
け
関
係
の
あ
る
概
念
で
あ
っ
て
︑
大
部
分
の
政
治

現
象
と
は
関
係
が
な
い
か
の
よ
う
な
印
象
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
れ
で
は
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
概
念
の
持
つ
切
れ
味
が
大
き
く
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
︑
女
性

を
指
す
概
念
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
女
性
と
男
性
の
関
係
を
指
す
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
︒
従
来
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

は
︑
一
見
す
る
と
性
差
別
と
は
無
縁
な
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
的
に
見
え
る
社
会
の
仕
組
み
が
︑
実
際
に
は
男
性
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に
有
利
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
告
発
し
て
き
た
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
関
係
が
な
い
問
題
は
︑

原
則
と
し
て
存
在
し
な
い
︒
近
年
で
は
︑
政
治
学
で
も
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
政
治
﹂
と
呼
ば
れ
る
研
究
領
域
が
発

展
を
遂
げ
て
お
り
︑
様
々
な
形
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
概
念
を
用
い
な
が
ら
︑
あ
ら
ゆ
る
政
治
現
象
に
切
り
込
ん
で

い
る
︒

そ
の
意
味
に
お
い
て
︑
政
治
学
の
教
科
書
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
政
治
争
点
の
一
種
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
︑

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
研
究
成
果
を
十
分
に
生
か
す
こ
と
な
く
︑
政
治
学
の
片
隅
に
隔
離
す
る
こ
と
を
通
じ
て
︑

男
性
の
政
治
学
を
維
持
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
︒

本
書
は
︑
こ
の
批
判
を
真
剣
に
受
け
止
め
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
︒
も
し
︑
政
治
学
が
何
ら
か
の
意
味
で
の

客
観
性
を
持
つ
学
問
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
男
性
と
女
性
の
双
方
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
本
書
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
︑
女
性
に
関
わ
る
政
治
争
点
の
一
種
と
し
て
で
は
な
く
︑
い
か
な
る
政

治
現
象
を
説
明
す
る
上
で
も
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
視
点
と
し
て
位
置
付
け
る
︒
そ
し
て
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視

点
に
基
づ
く
議
論
を
︑
こ
れ
ま
で
の
政
治
学
に
お
け
る
標
準
的
な
学
説
と
対
話
さ
せ
る
こ
と
で
︑
政
治
の
世
界

が
ど
の
よ
う
に
見
直
さ
れ
る
の
か
を
探
る
︒
そ
れ
は
︑
常
に
男
女
の
不
平
等
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
政
治
に
つ

い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒

な
お
︑
本
書
で
は
基
本
的
に
男
性
と
女
性
の
関
係
を
扱
っ
て
い
る
が
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
論
点
は
︑
こ

はじめに
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れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
︒
人
間
の
性
を
男
性
と
女
性
に
二
分
し
て
し
ま
う
と
︑
そ
の
枠
に
は
ま
ら
な
い

様
々
な
性
的
少
数
者
の
姿
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
の
点
を
考
慮
す
る
こ
と
で
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
概
念

が
切
り
開
く
政
治
学
の
視
野
は
︑
今
後
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
く
だ
ろ
う
︒

本
書
の
構
成

本
書
で
は
︑
次
の
よ
う
な
手
続
き
に
従
っ
て
議
論
を
進
め
る
︒
ま
ず
︑
政
治
学
の
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
き
た
テ
ー
マ
を
︑
可
能
な
限
り
広
く
見
渡
す
︒

︻
標
準
的
な
政
治
学
︼

各
章
で
は
︑
日
本
の
政
治
学
の
教
科
書
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
学
説
を
テ
ー
マ
ご
と
に
複
数
の
節

に
分
け
て
取
り
上
げ
︑
そ
れ
ぞ
れ
短
く
要
約
す
る
︒
こ
う
し
た
学
説
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
政
治
学
の
体

系
を
︑
本
書
で
は
﹁
標
準
的
な
政
治
学
﹂
と
呼
ぶ
︒
こ
れ
ら
の
学
説
や
︑
通
説
的
な
考
え
方
︑
概
念
や
制

度
の
一
般
的
な
定
義
・
解
説
の
上
下
に
は
︑
罫
線
を
引
い
て
他
と
区
別
し
︑
明
示
す
る
︒
な
お
︑
学
説
等

を
紹
介
す
る
際
に
は
︑
研
究
者
の
肩
書
き
は
省
略
す
る
︒

本
書
で
議
論
の
対
象
と
す
る
政
治
学
は
︑
﹁
主
流
派
﹂
の
政
治
学
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
も
特
に
有
名
な
学
説
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を
紹
介
し
な
が
ら
︑
そ
の
つ
ど
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
に
基
づ
く
批
判
を
提
示
す
る
︒
そ
の
狙
い
は
︑
こ
の
よ

う
な
批
判
が
︑
政
治
学
の
あ
ら
ゆ
る
テ
ー
マ
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
︒
そ
れ
を
通
じ
て
︑
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
持
つ
政
治
学
は
︑
標
準
的
な
政
治
学
の
扱
わ
な
い
特
殊
な
争
点
を
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
︑
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
の
政
治
学
が
扱
っ
て
き
た
の
と
同
じ
テ
ー
マ
を
違
う
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
の
だ
と
い

う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

本
書
は
︑
四
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
は
︑
﹁
政
治
﹂
﹁
民
主
主
義
﹂
﹁
政
策
﹂
そ

し
て
﹁
政
治
家
﹂
と
い
う
︑
政
治
学
の
教
科
書
に
お
け
る
定
番
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
︒
第
�

章
を
最
初
に

読
む
こ
と
以
外
に
は
︑
各
章
を
読
む
順
番
は
特
に
想
定
さ
れ
て
い
な
い
︒
標
準
的
な
政
治
学
に
あ
ま
り
馴
染
み

の
な
い
読
者
は
︑
ま
ず
上
下
に
罫
線
の
引
か
れ
た
箇
所
だ
け
を
拾
い
上
げ
︑
本
書
全
体
を
読
ん
で
み
る
こ
と
を

お
薦
め
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
本
文
に
戻
っ
て
︑
改
め
て
最
初
か
ら
読
み
直
せ
ば
︑
政
治
学
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視

点
を
導
入
す
る
こ
と
の
意
義
が
︑
よ
り
明
確
な
形
で
浮
か
び
上
が
る
に
違
い
な
い
︒

はじめに
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�

話
し
合
い
と
し
て
の
政
治

発
言
す
る
男
性
︑
沈
黙
す
る
女
性

城
山
三
郎
の
小
説
に
︑
﹃
男
子
の
本
懐
﹄
と
い
う
有
名
な
作
品
が
あ
る
︒
主
人
公
は
︑
一
九
二
九
年
七
月
に

首
相
に
就
任
し
た
浜
口
雄
幸
と
︑
そ
の
内
閣
で
大
蔵
大
臣
を
務
め
た
井
上
準
之
助
で
あ
る
︒
こ
の
小
説
の
冒
頭

に
︑
大
命
降
下
を
受
け
て
組
閣
を
済
ま
せ
た
浜
口
が
︑
家
族
と
共
に
自
宅
で
一
息
つ
く
場
面
が
あ
る
︒
﹁
男
子

の
本
懐
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
こ
の
場
面
で
登
場
す
る
︒

当
時
︑
浜
口
の
率
い
る
立
憲
民
政
党
内
閣
は
︑
金
本
位
制
へ
の
復
帰
︵
金
解
禁
︶
と
い
う
重
要
な
公
約
を
掲
げ

て
い
た
︒
だ
が
︑
金
解
禁
を
実
施
す
る
に
は
緊
縮
財
政
を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
︑
不
況
が
発
生
す
る
恐
れ
が

あ
っ
た
︒
ま
た
︑
緊
縮
財
政
は
同
時
に
軍
縮
を
と
も
な
う
以
上
︑
軍
部
や
右
翼
か
ら
の
反
発
も
予
想
さ
れ
た
︒

従
っ
て
︑
こ
の
公
約
を
成
し
遂
げ
る
に
は
︑
か
な
り
の
覚
悟
で
職
務
に
臨
ま
ね
ば
な
ら
な
い
︒
﹁
す
で
に
決
死

だ
か
ら
︑
途
中
︑
何
事
か
起
こ
っ
て
中
道
で
斃た

お

れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
︑
も
と
よ
り
男
子
と
し
て
本
懐

で
あ
る
﹂
と
浜
口
は
妻
と
子
ど
も
た
ち
に
言
う
︒
最
初
に
決
め
た
こ
と
を
︑
命
が
け
で
実
行
す
る
こ
と
︒
そ
れ

が
︑
男
ら
し
い
︑
政
治
指
導
者
と
し
て
の
生
き
方
な
の
で
あ
る
︒

2



そ
の
一
方
で
︑
こ
の
本
を
読
み
進
め
て
い
く
と
︑
次
の
よ
う
な
浜
口
の
発
言
が
出
て
く
る
︒
﹁
女
は
口
が
か

た
い
の
が
何
よ
り
だ
︒
女
の
お
し
ゃ
べ
り
は
い
ち
ば
ん
い
け
な
い
﹂
︒
常
日
頃
︑
そ
う
言
わ
れ
て
い
た
妻
は
︑

話
題
に
困
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
︒
実
際
︑
こ
の
本
の
中
で
︑
彼
女
が
浜
口
と
実
質
的
な
内
容

の
あ
る
会
話
を
し
て
い
る
箇
所
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
物
語
は
あ
く
ま
で
︑
浜
口
と
井
上
の
間
で
展
開
す
る
︒
そ

し
て
︑
全
解
禁
と
い
う
自
ら
の
公
約
を
果
た
し
た
浜
口
は
︑
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
後
の
一
九
三
〇
年
一
一

月
に
東
京
駅
で
右
翼
活
動
家
に
狙
撃
さ
れ
︑
そ
の
傷
が
も
と
で
翌
年
八
月
に
没
す
る
︒
ま
さ
に
︑
﹁
男
子
の
本

懐
﹂
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
︒

政
治
は
男
性
の
仕
事
で
あ
り
︑
女
性
は
口
を
出
す
べ
き
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
︑
﹃
男
子
の
本

懐
﹄
の
舞
台
で
あ
る
戦
前
の
日
本
に
限
ら
ず
︑
ど
の
社
会
で
も
多
か
れ
少
な
か
れ
見
ら
れ
る
︒
家
庭
の
中
は
も

ち
ろ
ん
︑
家
庭
の
外
に
お
い
て
も
︑
女
性
が
男
性
と
対
等
に
議
論
す
る
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
る
︒
こ
の
風
潮
の

中
で
政
治
的
な
事
柄
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
れ
ば
︑
お
お
む
ね
男
性
だ
け
が
一
方
的
に
意
見
を
表
明
す
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
風
景
は
︑
見
慣
れ
て
し
ま
え
ば
気
に
な
ら
な
く
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

だ
が
︑
一
歩
引
い
て
考
え
て
み
る
と
︑
こ
れ
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
な
ぜ
な
ら
︑

少
な
く
と
も
標
準
的
な
政
治
学
の
教
科
書
を
素
直
に
読
む
限
り
︑
男
性
だ
け
の
意
見
に
基
づ
く
政
治
は
︑
本
来

あ
る
べ
き
政
治
の
姿
で
は
な
い
か
ら
だ
︒

第 1章 ｢政治」とは何か
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政
治
と
い
う
言
葉
の
意
味

政
治
の
分
析
は
︑
ま
ず
政
治
の
理
想
を
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
︒
﹁
政
治
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
い
う
問
い
の
背
後
に
は
︑
必
ず
﹁
な
ぜ
理
想
の
政
治
が
実
現
し
な
い
の
か
﹂
と
い
う
問
い

が
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
理
想
の
政
治
は
︑
例
え
ば
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
︒

︻
政
治
の
概
念
︼

政
治
と
は
︑
公
共
の
利
益
を
目
的
と
す
る
活
動
で
あ
る
︒
私
的
な
利
益
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
︑
政

治
共
同
体
の
構
成
員
に
と
っ
て
の
共
通
の
利
益
を
目
指
す
と
こ
ろ
に
︑
政
治
と
い
う
活
動
が
持
つ
特
徴
が

あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
︑
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
政
治
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
︑
﹁
政

治
家
﹂
と
い
う
職
業
が
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
政
治
家
と
い
え
ば
︑
選
挙
に
勝
つ
た
め

な
ら
ば
何
で
も
す
る
︑
私
利
私
欲
に
満
ち
た
存
在
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
強
い
に
違
い
な
い
︒
だ
が
︑
政
治
と

い
う
活
動
は
︑
職
業
的
な
政
治
家
が
登
場
す
る
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
政
治
学
に
お
い
て
政
治

の
概
念
を
定
義
す
る
際
に
は
︑
政
治
家
の
存
在
を
一
旦
脇
に
置
い
て
考
え
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
し
て
︑
政
治
の

現
実
が
ど
う
あ
れ
︑
理
想
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
男
性
と
女
性
の
両
方
に
と
っ
て
の
︑
公
共
の
利
益

4



の
追
求
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
公
共
の
利
益
を
目
指
す
活
動
と
し
て
の
政
治
は
︑
い
か
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
︒
こ
れ
に
つ
い

て
も
︑
一
つ
の
理
想
の
形
が
提
示
さ
れ
て
き
た
︒

︻
話
し
合
い
と
し
て
の
政
治
︼

政
治
の
基
礎
と
な
る
の
は
︑
政
治
共
同
体
の
構
成
員
に
よ
る
話
し
合
い
で
あ
る
︒
公
共
の
利
益
は
︑
誰

か
一
人
が
そ
の
内
容
を
決
め
る
も
の
で
は
な
く
︑
多
様
な
視
点
を
持
つ
人
々
に
よ
る
︑
言
語
を
介
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
る
︒

政
治
に
お
い
て
話
し
合
い
を
重
視
す
る
考
え
方
に
は
︑
長
い
歴
史
が
あ
る
︒
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
︑
人
間

は
言
葉
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
点
で
︑
動
物
と
は
異
な
る
︒
そ
し
て
︑
言
葉
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
︑

人
間
は
善
悪
に
つ
い
て
判
断
し
︑
正
義
や
不
正
義
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
話
し
合
い
を
重
ね
て
い

け
ば
︑
各
人
の
私
的
な
欲
望
を
超
え
た
︑
公
共
の
利
益
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑

誰
か
が
一
方
的
に
意
思
決
定
を
行
う
の
で
は
な
く
︑
参
加
者
が
時
間
を
か
け
て
話
し
合
い
︑
納
得
す
る
こ
と
を

通
じ
て
︑
共
同
体
の
問
題
を
解
決
す
る
の
が
望
ま
し
い
︒
こ
の
よ
う
な
政
治
を
理
想
と
す
る
考
え
方
に
は
︑
そ

れ
な
り
の
説
得
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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こ
こ
ま
で
考
え
た
上
で
︑
こ
の
章
の
冒
頭
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
戻
っ
て
み
よ
う
︒
男
性
が
自
分
の
意
見
を
述
べ
︑

女
性
は
そ
れ
を
黙
っ
て
聞
く
と
い
う
の
は
︑
話
し
合
い
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
︑
そ
う
と
は
い
え

ま
い
︒
家
庭
の
中
で
す
ら
︑
男
性
と
女
性
が
対
等
に
発
言
で
き
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
︑
同
じ
よ
う
な
傾
向
は
家

庭
の
外
に
も
表
れ
る
だ
ろ
う
︒
理
想
の
政
治
は
話
し
合
い
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
突
き
詰
め
れ

ば
︑
そ
こ
に
は
男
女
の
区
別
は
な
い
は
ず
だ
︒
男
性
が
発
言
し
︑
女
性
が
聞
き
役
に
徹
す
る
と
い
う
形
で
行
わ

れ
る
政
治
は
︑
そ
の
理
想
か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

男
性
支
配
と
い
う
謎

少
な
く
と
も
今
日
の
日
本
に
お
い
て
︑
男
性
だ
け
が
意
見
を
言
っ
て
よ
い
と
か
︑
女
性
は
男
性
の
意
見
を
黙

っ
て
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
︑
い
か
な
る
法
律
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
︒
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
男
性
が
女
性
に
向
か
っ
て
一
方
的
に
自
分
の
意
見
を
言
う
と
い
う
光
景
が
︑
繰
り
返
し
出
現
す
る
︒

こ
れ
は
︑
不
思
議
な
現
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
国
に
住
む
誰
も
が
自
由
に
行
使
で
き
る
は
ず
の
言
論
の

自
由
が
︑
な
ぜ
か
男
性
と
女
性
の
間
で
は
等
し
く
行
使
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒

そ
う
だ
と
す
る
と
︑
様
々
な
疑
問
が
湧
い
て
く
る
︒
今
日
の
日
本
で
は
︑
話
し
合
い
に
基
づ
く
政
治
は
行
わ

れ
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
︑
男
性
に
よ
る
支
配
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
男
性
と
女
性
の
関
係
は
︑
法

的
に
は
平
等
で
も
︑
実
質
的
に
は
不
平
等
な
の
で
は
な
い
か
︒
何
が
︑
男
性
支
配
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
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う
か
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
疑
問
の
答
え
を
求
め
て
︑
標
準
的
な
政
治
学
の
教
科
書
を
開
い
て
も
︑
得
ら
れ
る
も

の
は
あ
ま
り
多
く
な
い
だ
ろ
う
︒
お
そ
ら
く
︑
そ
こ
で
は
多
元
主
義
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
︑
合
理
的
選
択
理
論
︑

政
治
心
理
学
な
ど
︑
様
々
な
視
点
に
基
づ
く
学
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
学
説
は
︑
な
ぜ

現
実
の
政
治
が
話
し
合
い
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
な
い
か
を
教
え
て
く
れ
る
は
ず
だ
︒
だ
が
︑
そ
れ
ら
の
学

説
は
︑
男
女
の
不
平
等
が
な
ぜ
生
じ
る
か
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
こ
の
た
め
︑
教
科
書
の
読
者
は
︑
男

性
が
政
治
に
お
い
て
有
利
に
な
っ
た
り
︑
女
性
が
政
治
に
お
い
て
不
利
に
な
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
印
象
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑
従
来
の
学
説
が
男
性
支
配
と
い
う
現
象
を
説
明
し
て
い
な

い
か
ら
こ
そ
︑
政
治
学
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
導
入
す
る
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
︒

�

政
治
に
お
け
る
権
力

権
力
は
何
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
か

話
し
合
い
に
基
づ
く
理
想
の
政
治
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
︑
現
実
の
政
治
は
ど
の
よ
う
な
形
で

行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
キ
ー
ワ
ー
ド
は
︑
権
力
で
あ
る
︒
標
準
的
な
政
治
学
の
教
科
書
が
描
く
現
実
の

第 1章 ｢政治」とは何か
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政
治
と
は
︑
権
力
を
行
使
す
る
活
動
で
あ
る
︒
特
に
︑
次
の
定
義
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

︻
権
力
現
象
と
し
て
の
政
治
︼

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
イ
ー
ス
ト
ン
の
﹃
政
治
体
系
』︵
一
九
五
三
年
︶
に
よ
れ
ば
︑
政
治
と
は
﹁
社
会
に
対
す
る

諸
価
値
の
権
威
的
配
分
﹂
を
行
う
活
動
で
あ
る
︒
政
治
は
︑
市
場
取
引
の
よ
う
な
自
発
的
な
活
動
と
は
異

な
り
︑
構
成
員
に
自
ら
の
意
思
に
反
す
る
行
動
を
強
制
す
る
と
い
う
意
味
で
︑
権
力
を
と
も
な
う
︒
こ
う

し
た
権
力
は
︑
今
日
の
世
界
で
は
国
家
と
い
う
巨
大
な
組
織
を
通
じ
て
行
使
さ
れ
る
︒
日
本
の
場
合
︑
中

央
省
庁
や
地
方
自
治
体
が
︑
税
金
を
集
め
︑
企
業
活
動
を
規
制
し
︑
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
な

ど
︑
様
々
な
行
政
活
動
を
通
じ
て
︑
市
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
︒

国
家
権
力
を
ど
の
よ
う
に
行
使
す
る
か
を
決
め
る
際
に
は
︑
話
し
合
い
と
は
異
な
る
方
法
が
用
い
ら
れ
る
︒

そ
の
た
め
の
方
法
は
︑
投
票
と
交
渉
の
二
つ
に
大
き
く
分
か
れ
る
︒

ま
ず
︑
多
く
の
国
に
お
い
て
︑
国
家
権
力
は
投
票
に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
て
い
る
︒
投
票
で
勝
っ
た
側
が
︑

負
け
た
側
に
自
ら
の
意
思
を
強
制
す
る
の
で
あ
る
︒
通
常
︑
こ
の
投
票
の
仕
組
み
に
関
す
る
ル
ー
ル
は
憲
法
な

ど
の
法
制
度
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
り
︑
一
般
に
政
治
制
度
と
呼
ば
れ
る
︒
日
本
の
よ
う
な
代
議
制
民
主
主

義
の
国
で
は
︑
有
権
者
が
選
挙
で
国
会
議
員
を
選
び
︑
そ
の
国
会
議
員
が
制
定
す
る
法
律
に
従
っ
て
行
政
活
動
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が
行
わ
れ
る
︒
有
権
者
の
投
じ
た
票
を
ど
の
よ
う
に
集
計
す
る
か
を
定
め
る
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
︑
イ
ン
ド

の
よ
う
な
小
選
挙
区
制
の
国
も
あ
れ
ば
︑
オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
な
比
例
代
表
制
の
国
も
あ
る
︒
ま
た
︑
立
法
府
と

行
政
府
の
権
限
や
選
出
方
式
を
定
め
る
執
政
制
度
に
つ
い
て
は
︑
韓
国
の
よ
う
な
大
統
領
制
の
国
も
あ
れ
ば
︑

イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
議
院
内
閣
制
の
国
も
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
投
票
を
通
じ
て
権
力
を
握
っ
た
人
々
の
行
動
は
︑
様
々
な
社
会
集
団
の
間
の
交
渉
に
よ
っ
て
左

右
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
交
渉
に
際
し
て
各
集
団
が
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
力
を
持
つ
か
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
持

つ
権
力
資
源
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
政
治
家
は
企
業
か
ら
の
政
治
資
金
の
提
供
と
引
き
換
え
に
︑

経
営
者
に
有
利
な
政
策
を
作
る
か
も
し
れ
な
い
︒
あ
る
い
は
︑
労
働
組
合
か
ら
の
組
織
票
の
提
供
に
対
す
る
見

返
り
と
し
て
︑
労
働
者
に
有
利
な
立
法
を
行
う
か
も
し
れ
な
い
︒
一
般
に
︑
ア
メ
リ
カ
で
は
経
営
者
の
影
響
力

が
強
く
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
労
働
者
の
影
響
力
が
強
い
と
言
わ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
︑
政
治
と
は
︑
権
力
を
握
る
人
々
が
︑
そ
れ
以
外
の
人
々
に
自
ら
の
意
思
を
強
制

す
る
活
動
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
あ
る
国
で
誰
が
権
力
を
握
る
か
は
︑
そ
の
国
に
お
け
る
権
力
資
源
が
ど
の
よ
う

に
分
布
し
︑
政
治
制
度
が
ど
の
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
か
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
政
治
的
な
権
力
構

造
は
︑
国
ご
と
に
大
き
く
異
な
る
形
を
取
る
で
あ
ろ
う
︒
標
準
的
な
政
治
学
の
教
科
書
の
多
く
の
部
分
は
︑
こ

う
し
た
権
力
構
造
の
解
説
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
︒

だ
が
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
見
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
解
説
で
は
︑
肝
心
な
と
こ
ろ
が
は
っ
き
り
し
な
い
︒
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例
え
ば
︑
政
治
家
や
官
僚
な
ど
︑
教
科
書
が
描
く
政
治
の
世
界
の
登
場
人
物
の
多
く
が
男
性
な
の
は
︑
な
ぜ
な

の
だ
ろ
う
か
︒
経
営
者
が
組
織
す
る
業
界
団
体
や
︑
労
働
者
が
組
織
す
る
労
働
組
合
は
登
場
す
る
の
に
︑
女
性

の
利
益
に
関
わ
る
集
団
が
登
場
し
な
い
の
は
︑
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
の
問
題
の
所
在
は
︑
日
本
の
政
治
に
当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
で
︑
よ
り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
︒
標

準
的
な
政
治
学
の
教
科
書
に
お
い
て
︑
日
本
政
治
の
権
力
構
造
は
︑
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
き
た
︒

︻
日
本
政
治
の
特
徴
︼

戦
後
日
本
で
は
︑
中
選
挙
区
制
の
下
で
自
由
民
主
党
︵
自
民
党
︶
の
一
党
優
位
政
党
制
が
成
立
し
︑
首
相

の
座
を
め
ぐ
っ
て
与
党
内
の
複
数
の
派
閥
が
争
う
構
図
が
定
着
す
る
一
方
︑
農
協
や
医
師
会
な
ど
︑
各
分

野
の
利
益
集
団
が
族
議
員
や
官
僚
と
結
び
つ
い
て
い
た
︒
そ
の
結
果
︑
権
力
は
極
度
に
分
散
し
︑
冷
戦
終

結
と
バ
ブ
ル
崩
壊
に
と
も
な
っ
て
様
々
な
政
策
課
題
が
噴
出
す
る
中
で
︑
有
効
な
意
思
決
定
を
行
う
こ
と

が
困
難
に
な
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
一
九
九
〇
年
代
に
は
選
挙
制
度
改
革
や
行
政
改
革
が
行
わ
れ
︑
首
相
へ

の
権
力
集
中
が
進
ん
だ
︒

こ
れ
は
︑
一
見
す
れ
ば
常
識
的
な
解
説
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
︑
そ
こ
に
は

日
本
政
治
の
極
め
て
重
要
な
特
徴
が
含
ま
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
特
徴
と
は
︑
日
本
に
お
い
て
政
治
家
や
高
級
官
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