
特
集
・
横
浜
の
文
化
と
行
政
①

都
市
の
文
化

山
田
宗
睦
〈
哲
学
者
〉

行
政
が
文
化
に
か
か
わ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
視
点
が
必
要
な
の
か
。

筆
者
は
「
援
助
は
す
る
が
介
入
は
し
な
い
」
権
力
は
事
実
上
あ
り
え
な
い
こ
と
を

指
摘
、
行
政
が
文
化
に
タ
ッ
チ
す
る
に
は
、
行
政
機
関
と
そ
の
職
員
の
内
部
に

お
け
る
自
己
改
革
＝
文
化
革
命
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。

一
―
近
代
人
の
文
化
的
倒
錯

　
都
市
の
文
化
、
な
い
し
は
都
市
と
文
化
と
の
関
係
を

考
え
る
と
き
、
近
代
人
に
は
一
つ
の
文
化
的
倒
錯
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
つ
ね
に
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
文
化
的
倒
錯
は
近
代
人
の
歴
史
観
念
と
も
か
か
わ
っ

て
い
る
。
歴
史
は
つ
ね
に
低
位
か
ら
高
位
に
向
か
っ
て

進
歩
す
る
―
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
近
代
人
の
歴
史

観
念
と
よ
ぶ
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
進
歩
史
観
な
い

し
歴
史
発
展
段
階
説
で
あ
る
。
こ
の
た
め
文
化
を
高
低

で
と
ら
え
る
傾
向
が
近
代
人
―
そ
れ
は
同
時
に
都
市

市
民
で
あ
る
―
に
は
、
さ
け
が
た
く
つ
き
ま
と
っ
て

し
ま
う
。
東
京
は
高
く
、
地
方
は
低
い
。
欧
米
は
高
く
、

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
は
低
い
。
都
市
文
化
は
高
く
、
農

村
文
化
は
低
い
、
と
。

　
文
化
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
固
定
枠

を
と
り
は
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
行
政
の
側
か

ら
文
化
を
と
り
あ
げ
る
と
き
、
こ
の
必
要
は
大
き
い
。

日
本
に
お
い
て
は
官
僚
機
構
へ
の
人
材
の
導
入
は
、
明

治
以
来
、
伝
統
的
に
学
校
教
育
の
秀
才
が
え
ら
ば
れ
て

き
た
。
大
学
そ
の
も
の
が
国
家
の
材
幹
を
育
成
す
る
た

め
に
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
近
代
欧
米
の

都
市
文
化
が
う
み
だ
し
た
知
の
体
系
で
育
て
ら
れ
た

　
「
秀
才
」
が
、
国
家
・
地
方
を
間
わ
ず
、
官
僚
と
な
っ

て
き
た
。
彼
ら
は
、
文
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
り

わ
け
文
化
倒
錯
、
固
定
枠
の
所
有
者
で
あ
る
。
そ
こ
で

行
政
サ
イ
ド
か
ら
文
化
問
題
に
と
り
く
む
に
は
、
ま
ず

も
っ
て
、
自
己
の
文
化
観
を
括
孤
に
く
く
る
こ
と
が
必

一
―
近
代
人
の
文
化
的
倒
錯

ニ
―
〈
歴
史
な
き
民
族
〉
に
眼
を

三
―
行
政
の
自
己
改
革
が
必
要

　
(
一
)
　
「
援
助
は
す
る
が
介
入
し
な
い
」
権
力
は
な
い

　
(
二
)
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
カ
ン
ト
の
哲
学
を
文
化
革
命
の
哲
学
に

　
(
三
)
　
官
僚
精
神
か
ら
“
私
人
”
へ
の
転
化

　
(
四
)
　
品
位
の
な
い
文
化
活
力
の
保
障

　
(
五
)
　
多
様
な
少
数
の
危
険
な
冒
険

四
―
文
化
行
政
担
う
人
材
の
形
成
を
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要
な
の
で
あ
る
。

　
　
「
都
市
の
文
化
」
と
い
っ
た
と
き
、
な
に
が
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
う
か
び
あ
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
特
徴

は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

　
都
市
の
文
化
の
前
に
農
村
な
い
し
農
耕
の
文
化
が
あ

る
。
ど
の
民
族
の
文
化
に
し
ろ
、
は
じ
め
に
都
市
の
文

化
が
あ
っ
た
た
め
し
は
な
い
。
学
校
で
教
え
る
世
界
文

明
史
、
い
い
方
を
か
え
る
と
教
育
の
権
威
の
下
に
解
釈

さ
れ
た
文
明
史
は
、
い
わ
ゆ
る
高
文
明
の
起
源
か
ら
は

じ
ま
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
、
エ
ジ
プ
ト
、
イ
ン
ダ
ス
、
黄

河
の
四
大
河
流
域
か
ら
文
明
が
は
じ
ま
っ
た
、
と
説
く
。

だ
が
、
そ
の
前
に
か
な
ら
ず
周
辺
の
農
耕
文
化
が
あ
る
。

カ
ル
チ
ャ
ー

文
化
の
語
源
が
耕
す
で
あ
っ
た
よ
う
に
。

　
わ
た
し
が
都
市
の
文
化
に
つ
い
て
も
つ
第
一
の
イ
メ



ー
ジ
は
、
〈
徒
食
の
文
化
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
都

市
を
支
え
た
の
は
農
耕
で
あ
る
。
農
耕
が
い
く
ら
か
の

余
剰
を
生
ん
だ
と
き
、
都
市
が
で
き
、
都
市
の
文
化
が

で
き
る
。
余
剰
農
耕
の
お
か
け
で
都
市
文
化
は
成
立
す

る
。
徒
食
の
文
化
は
〈
労
食
の
文
化
〉
に
支
え
ら
れ
て

い
る
。

　
そ
れ
は
古
代
の
話
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
現
代
に
お
い

て
も
都
市
文
化
は
徒
食
の
文
化
で
あ
る
。
つ
い
先
日
ま

で
日
本
の
都
市
は
日
本
の
農
村
に
寄
食
し
て
い
た
。
い

ま
は
全
国
の
都
市
化
が
す
す
み
、
日
本
と
い
う
都
市

は
、
世
界
の
い
わ
ゆ
る
「
開
発
途
上
国
」
に
寄
食
し
て

い
る
。
い
や
「
先
進
国
」
に
も
寄
食
し
て
い
る
。
ア
フ

リ
カ
の
イ
カ
―
タ
コ
―
エ
ビ
、
中
国
の
大
豆
、
カ
ナ
ダ

・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
肉
牛
・
牛
肉
、
ア
メ
リ
カ
の
ト

ー
モ
ロ
コ
シ
・
小
麦
。

　
こ
の
徒
食
、
寄
食
は
、
つ
ま
り
は
港
を
必
要
と
す

る
。
食
を
直
接
的
に
食
料
品
と
解
す
る
以
上
に
、
シ
ン

ボ
リ
ッ
ク
に
于
不
ル
ギ
ー
資
源
、
高
度
工
業
用
原
料
と

解
し
て
、
港
は
、
日
本
文
化
全
体
に
と
っ
て
ま
ず
も
っ

て
必
要
な
第
一
の
機
関
で
あ
る
。

　
こ
う
み
て
く
る
と
横
浜
港
を
核
に
形
成
さ
れ
た
横
浜

市
の
文
化
は
、
徒
食
の
文
化
、
寄
食
の
文
化
と
し
て
、

世
界
の
典
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
行
政
官
僚
は
、
自
己
の
能
力
に
み
あ
っ
て
（
も
し
く

は
そ
れ
以
上
に
）
、
自
己
の
仕
事
や
お
か
れ
た
ポ
ジ
シ

ョ
ン
の
性
格
を
、
合
理
化
も
し
く
は
肯
定
的
に
認
証
し

が
ち
で
あ
る
。
横
浜
市
の
行
政
者
た
ち
は
、
横
浜
文
化

を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
典
型
的
な
徒
食
の
文
化
で
あ

る
こ
と
の
認
識
か
ら
、
出
発
し
た
ほ
う
が
い
い
。
そ
こ

か
ら
ど
う
す
る
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ

て
、
日
本
総
寄
食
文
化
の
状
況
か
ら
、
横
浜
市
が
卒
先

し
て
抜
け
だ
す
第
一
歩
が
は
じ
ま
る
と
思
う
。

　
徒
食
し
て
い
る
も
の
は
、
ま
っ
と
う
に
働
い
て
い
る

も
の
に
感
謝
し
、
そ
の
恩
に
報
い
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
横
浜
市
と
そ
の
市
民
は
、
こ
う
し
て
、
文
化
的

に
、
世
界
の
歴
史
構
造
を
公
正
に
認
識
し
、
徒
食
者
が

養
い
主
に
報
い
る
文
化
を
、
卒
先
し
て
つ
く
り
だ
さ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

〈
歴
史
な
き
民
族
〉
に
眼
を

　
神
奈
川
県
お
よ
び
横
浜
市
は
、
こ
の
と
こ
ろ
中
国
や

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
い
っ
た
ア
ジ
ア
諸
国
に
、
し
ば
し
ば
親

善
友
好
の
市
民
代
表
団
を
お
く
り
こ
ん
で
い
る
。
そ
れ

は
む
ろ
ん
い
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
域
か
ら
抜

け
出
し
て
、
も
っ
と
恒
常
的
に
も
っ
と
精
神
の
底
深
く

ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ラ
ブ
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ

を
認
識
し
、
そ
の
世
界
史
的
意
義
を
検
証
す
る
文
化
施

設
、
文
化
活
動
を
組
織
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
世
界
で
も
っ
と
も
権
威
の
あ
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ

・
ア
ラ
ブ
・
ラ
テ
ソ
ア
メ
リ
カ
研
究
所
が
、
横
浜
市
と

横
浜
市
民
の
手
で
、
創
出
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。

　
ふ
つ
う
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
と
の
連
帯
と
い
う
ど
、

な
に
か
特
殊
に
「
革
新
」
的
な
事
柄
と
理
解
さ
れ
る
。

わ
た
し
は
、
右
の
研
究
活
動
の
組
織
は
、
こ
の
域
を
こ

え
る
文
化
活
動
だ
と
考
え
る
。
ア
ジ
ア
ー
ア
フ
リ
カ
と

の
連
帯
が
「
特
殊
」
で
あ
る
の
は
、
む
ろ
ん
第
一
に
日

本
の
「
保
守
」
層
が
、
こ
の
こ
と
を
軽
視
し
て
き
た
か

ら
だ
が
、
保
守
層
内
部
に
も
故
松
村
建
二
や
宇
都
宮
徳

馬
の
よ
う
に
、
日
本
人
の
あ
り
方
と
精
神
の
改
造
と
か

か
わ
ら
せ
て
、
連
帯
の
問
題
を
考
え
て
き
た
人
び
と
が

い
る
。
第
二
に
は
「
革
新
」
の
側
の
連
帯
へ
の
と
り
組

み
方
が
ま
こ
と
に
粗
末
で
お
ざ
な
り
だ
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
「
保
守
」
「
革
新
」
双
方
の
マ
ナ
ー
リ
ズ
ム

を
こ
え
て
、
一
つ
の
文
化
革
命
の
問
題
と
し
て
、
ア
ジ

ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ラ
ブ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
研
究

活
動
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
文
化
人
類
学
と
い
う
学
問
が
、
植
民
地
主
義
の
隋
伴

者
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
学
問
の
内
部

か
ら
も
自
己
批
判
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
学

問
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
自
己

批
判
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
を
は
じ

め
と
し
て
な
さ
れ
だ
し
て
い
る
。
こ
の
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト

ロ
ー
ス
が
こ
れ
ま
で
の
「
野
蛮
人
」
「
未
開
人
」
に
か

え
て
〈
歴
史
な
き
民
族
〉
と
い
う
よ
び
方
を
し
て
い
る
。

わ
た
し
は
こ
の
稿
を
、
読
者
に
と
っ
て
は
と
う
と
つ
な

感
じ
が
し
た
ろ
う
が
、
文
化
的
倒
錯
と
歴
史
に
つ
い
て

４
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の
固
定
観
念
の
問
題
か
ら
は
じ
め
た
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト

ロ
ー
ス
の
〈
歴
史
な
き
民
族
〉
は
、
こ
の
問
題
と
か
か

わ
る
の
で
あ
る
。

　
高
校
の
世
界
史
の
教
科
書
を
想
い
だ
し
て
ほ
し
い
。

そ
れ
ら
は
か
な
り
水
準
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ

の
テ
キ
ス
ト
を
す
べ
て
理
解
し
、
応
用
で
き
る
と
し
た

ら
、
そ
の
人
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
歴
史
学
者
た
り
う
る
。

し
か
し
、
こ
の
世
界
史
の
主
役
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は

つ
ね
に
そ
の
時
代
時
代
の
支
配
的
な
強
力
な
民
族
で
あ

る
。
世
界
史
に
登
場
し
記
録
さ
れ
た
民
族
は
、
し
た
が

っ
て
そ
の
時
代
時
代
に
生
存
し
た
諸
民
族
の
中
で
は
少

数
で
、
登
場
せ
ず
記
録
さ
れ
な
い
民
族
の
方
が
は
る
か

に
多
い
。

　
他
方
、
例
の
ヤ
コ
ペ
ッ
テ
ィ
が
提
供
し
た
「
世
界
残

酷
物
語
」
に
登
場
し
て
く
る
奇
習
、
野
蛮
な
民
族
を
想

起
し
て
ほ
し
い
。
ヤ
コ
ペ
ッ
テ
ィ
作
品
に
は
、
い
わ
ゆ

る
〝
や
ら
せ
〟
場
面
が
多
く
、
故
意
に
奇
習
、
野
蛮
を

演
出
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
文
明
人
の
好
奇
の
対
象
と

し
て
だ
け
出
て
き
て
、
世
界
史
に
は
登
場
し
な
い
民
族

が
あ
る
。
こ
れ
を
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
〈
歴
史

な
き
民
族
〉
と
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
　
〈
歴
史
な
き
民
族
〉
と
い
う
の
は
反
語
的
な
表
現
で

あ
る
。
彼
ら
に
は
本
当
に
歴
史
が
な
い
の
か
。
い
や
本

当
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
治
乱
興
亡
、
権

力
を
め
ぐ
る
歴
史
（
世
界
史
）
に
は
登
場
し
な
い
が
、

人
間
の
生
活
の
歴
史
の
な
か
に
、
本
当
の
歴
史
の
な
か

　
に
、
ゆ
っ
た
り
と
ひ
た
っ
て
い
る
。
権
力
的
・
文
明
的

　
歴
史
が
正
当
で
、
そ
こ
か
ら
、
そ
う
で
な
い
〈
歴
史
な

　
き
民
族
〉
の
歴
史
を
低
位
の
も
の
と
み
る
見
方
に
は
、

　
な
ん
の
根
拠
も
な
い
。
逆
に
〈
歴
史
な
き
民
族
〉
の
歴

　
史
が
正
当
で
、
そ
こ
か
ら
権
力
的
・
文
明
的
世
界
史
の

　
い
い
か
げ
ん
さ
を
見
抜
く
―
そ
こ
に
文
化
の
倒
錯
、

　
歴
史
の
倒
逆
を
正
す
文
化
革
命
が
は
じ
ま
る
。

　
同
じ
こ
と
は
、
〈
歴
史
あ
る
民
族
〉
の
内
部
構
造
に

も
あ
て
は
ま
る
。
日
本
史
の
な
か
で
、
帝
王
、
貴
族
、

大
名
、
大
臣
の
名
は
出
て
も
、
庶
民
の
名
は
出
な
い
。

　
〈
歴
史
あ
る
権
力
者
〉
と
〈
歴
史
な
き
無
名
者
〉
と

が
、
日
本
史
の
な
か
で
倒
逆
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
都

市
に
は
文
化
・
歴
史
は
あ
る
が
、
農
村
は
〈
文
化
・
歴

史
な
き
地
方
〉
で
し
か
な
い
。
東
京
は
歴
史
の
主
役
だ

が
、
横
浜
は
そ
の
荷
の
搬
入
口
で
し
か
な
い
。

　
　
こ
の
よ
う
な
倒
逆
か
ら
抜
け
だ
す
文
化
革
命
と
し

　
て
、
わ
た
し
は
、
横
浜
市
と
市
民
の
手
に
よ
る
ア
ジ
ア

　
・
ア
フ
リ
カ
研
究
所
、
研
究
活
動
を
、
意
味
づ
け
る
。

文
化
活
動
と
い
う
の
は
、
つ
ね
に
創
造
と
そ
の
主
体
の

問
題
で
あ
っ
て
、
文
化
に
対
す
る
行
政
の
対
応
と
い
え

ど
も
、
創
造
と
創
造
主
休
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
な
に
ご

と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
別
稿
が
ふ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
総
合
研
究
開
発
機
構

と
Ｃ
Ｄ
Ｉ
に
よ
る
「
地
域
社
会
に
お
け
る
文
化
行
政
シ

ス
テ
ム
に
関
す
る
研
究
」
に
、
わ
た
し
が
も
つ
最
大
の

批
判
は
、
文
化
を
創
造
と
創
造
主
体
の
問
題
と
し
つ

つ
、
こ
れ
と
、
こ
れ
へ
の
行
政
的
対
応
と
の
間
に
一
線

を
ひ
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
に
出
て
く
る
の
は

一
種
の
パ
ト
ロ
ン
説
で
あ
る
。
行
政
は
創
造
主
体
に
、

援
助
は
す
る
が
介
入
は
し
な
い
ま
こ
と
に
良
心
的
で
親

切
な
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
べ
き
だ
―
と
い
う
の
が
、
右

研
究
の
根
本
思
想
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
に
賛
成
で

き
な
い
。

　
た
し
か
に
権
力
に
よ
る
介
入
は
、
資
本
主
義
国
の
例

だ
け
で
は
な
く
、
社
会
主
義
国
の
事
例
で
も
、
自
由
な

文
化
創
造
を
だ
め
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
へ
の
配
慮

が
、
先
の
提
言
に
は
あ
る
。
そ
う
い
う
事
態
を
さ
け
、

サ
ポ
ー
ト
・
バ
ッ
ト
・
ノ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
原
側
を

つ
ら
ぬ
こ
う
と
す
る
、
も
の
分
り
の
良
い
良
心
的
な
構

え
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。

　
し
か
し
、
サ
ポ
ー
ト
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
い
権

力
機
構
は
、
逆
に
い
う
と
、
な
い
の
で
あ
る
。
な
い
か

ら
つ
ね
に
タ
テ
マ
エ
と
し
て
、
サ
ポ
ー
ト
・
バ
ッ
ト
・

ノ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
い
わ
れ
、
良
心

的
パ
ト
ロ
ン
説
が
い
わ
れ
る
。
こ
の
域
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
な
ら
、
提
言
は
き
れ
い
だ
が
、
実
態
は
変
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
が
お
ち
で
あ
る
。

　
行
政
が
文
化
の
こ
と
に
ま
で
進
出
し
、
タ
ッ
チ
す
る
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三
―
行
政
の
自
己
改
革
が
必
要

(
一
)
　
「
援
助
は
す
る
が
介
入
は
し
な
い
」
権
力
は
な
い



に
は
、
行
政
機
関
と
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
内
部
で
も
文
化

革
命
が
必
要
で
あ
る
。
文
化
が
創
造
と
そ
の
主
体
の
問

題
を
中
心
と
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
行
政
機
関
と
そ

の
メ
ン
バ
ー
が
、
文
化
の
創
造
と
そ
の
主
体
に
ふ
さ
わ

し
く
、
自
己
を
改
造
し
、
自
己
を
変
革
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
、
行
政
は
文
化
に
進

出
せ
ず
、
タ
ッ
チ
し
な
い
方
が
い
い
の
で
あ
る
。

(
二
)
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
カ
ン
ト
の
哲
学
を
文
化
革
命
の

　
哲
学
に

　
こ
こ
で
い
く
ら
か
哲
学
史
上
の
問
題
に
た
ち
い
る
。

一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
は
じ
め
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
の
哲
学
と
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
は
じ
め

の
カ
ン
ト
の
哲
学
の
相
違
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
あ
ら

か
じ
め
い
う
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
は
イ
ソ
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
開
明
的
な
宮
廷
の
哲
学
で
あ
り
、
カ
ン

ト
の
哲
学
は
世
界
市
民
的
な
哲
学
、
す
な
わ
ち
近
代
都

市
民
の
哲
学
で
あ
っ
た
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
は
、
二
つ
の
原
理
か
ら
な
り

た
つ
。
一
つ
は
、
モ
ナ
ド
（
個
人
）
は
コ
ス
モ
ス
（
宇

宙
・
世
界
）
の
自
己
表
現
点
だ
、
と
い
う
原
理
で
あ

る
。
世
界
は
自
か
ら
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
表

現
す
る
に
は
か
な
ら
ず
個
人
を
通
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
考
え
は
肯
定
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
文
化
の

創
造
主
体
は
、
ま
さ
に
他
の
ど
の
個
（
モ
ナ
ド
）
で
も

な
く
、
自
分
で
な
け
れ
ば
表
現
で
き
な
い
個
性
を
も
っ

て
、
世
界
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

第
一
原
理
―
こ
れ
を
〝
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
〟
と
い
う
―

―
は
、
文
化
創
造
の
哲
学
と
し
て
肯
定
さ
れ
、
継
承
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
肯
定
的
な
第
一
原
理
を
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
第
二
原
理
は
う
ら
ぎ
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
第

二
原
理
と
は
、
有
名
な
「
モ
ナ
ド
に
は
窓
が
な
い
」
と

い
う
文
章
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的

に
世
界
を
表
現
し
て
い
る
モ
ナ
ド
同
士
、
相
互
に
窓
を

あ
け
て
、
自
分
に
は
世
界
は
こ
う
見
え
て
い
る
が
君
は

ど
う
か
と
、
討
論
し
た
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。
モ
ナ
ド
は
孤
立
し
閉
鎖
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
モ
ナ
ド
相
互
の
関
係
は
、
神
に

よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
理
想
的
な
関
係
に
お
か
れ
て
い

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

〝
予
定
調
和
〟
説
と
い
う
。
孤
立
し
閉
鎖
し
て
い
て
も
、

モ
ナ
ド
は
不
安
が
ら
な
く
と
も
よ
い
、
な
ぜ
な
ら
全
能

の
神
が
あ
ら
か
じ
め
美
し
い
調
和
を
モ
ナ
ド
相
互
の
間

に
保
証
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
予
定
調
和
説
を
み
と
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
化
創
造
の
主
体
は
、
相
互
に

自
由
で
批
判
的
な
開
い
た
交
流
関
係
を
も
た
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
第
二
原
理
は
、
第
一
原

理
を
う
ら
ぎ
っ
て
い
る
。

　
近
代
の
は
じ
め
、
全
体
の
関
係
の
保
証
を
神
に
ゆ
だ

ね
る
と
い
う
発
想
を
、
多
く
の
卓
越
し
た
思
想
家
が
共

通
し
て
も
っ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
ほ
か
に
、
近

代
古
典
経
済
学
の
祖
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
も
、
〝
見
え
な

い
神
の
手
〟
が
経
済
関
係
の
予
定
調
和
を
は
か
っ
て
い

る
、
と
考
え
た
。
そ
れ
は
時
代
の
制
約
で
あ
っ
た
ろ

う
。
だ
が
、
現
代
に
お
い
て
、
こ
の
神
の
位
置
を
、
官

僚
機
構
も
ふ
く
め
た
管
理
機
構
が
か
わ
っ
て
ひ
き
つ

ぎ
、
占
め
て
い
る
こ
と
が
、
い
ま
は
重
要
で
あ
る
。
行

政
府
が
文
化
に
対
し
て
良
心
的
な
パ
ト
ロ
ン
に
な
る
と

い
う
前
の
「
文
化
行
政
シ
ス
テ
ム
」
に
関
す
る
提
言

は
、
つ
き
つ
め
て
い
く
と
、
行
政
府
と
い
う
〝
神
の
手
〟

が
、
文
化
の
″
予
定
調
和
″
を
は
か
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
お
ち
つ
く
。

　
カ
ン
ト
は
、
『
啓
蒙
と
は
な
に
か
』
と
い
う
小
冊
子

で
、
理
性
の
使
い
方
と
い
う
形
で
、
私
と
公
の
問
題
を

考
察
し
て
い
る
。
ふ
つ
う
に
、
理
性
の
私
的
な
使
用
と

公
的
な
使
用
と
い
う
と
、
私
人
（
私
と
し
て
の
市
民
）

の
理
性
使
用
は
私
的
で
あ
り
、
役
人
の
理
性
使
用
が
公

的
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
シ
ャ
の
絶
対
主
義

王
制
の
官
僚
機
構
は
、
自
分
た
ち
こ
そ
は
啓
蒙
（
野
蛮

・
蒙
昧
を
啓
く
）
の
旗
主
と
自
認
し
、
文
化
の
こ
と
ま

で
支
配
し
た
。
カ
ン
ト
自
身
、
こ
の
検
閲
で
な
や
ま
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
う
い
う
状
況
に
対
し
、
カ
ン
ト
は
、
役
人
の
理
性

使
用
こ
そ
私
的
な
も
の
で
あ
り
、
私
人
の
理
性
使
用
が

公
的
な
も
の
だ
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
う
ち
た
て
た
。
役

人
の
理
性
使
用
と
は
、
け
っ
き
ょ
く
は
王
も
し
く
は
そ

６
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の
行
政
府
の
利
益
・
利
便
と
い
う
私
的
な
主
人
を
も
っ

て
い
る
。
す
で
に
一
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
な
市
長

で
も
あ
っ
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
主
人
も
ち
の
理
性
、

娼
婦
的
な
理
性
を
批
判
し
て
い
た
。
理
性
は
パ
ト
ロ
ン

を
も
つ
と
き
私
的
な
も
の
に
だ
落
し
て
し
ま
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
私
と
し
て
の
市
民
（
私
人
）
の
理
性

使
用
は
、
な
ん
ら
の
主
人
を
も
た
な
い
。
こ
の
自
由
な

理
性
の
行
使
こ
そ
、
ほ
ん
と
う
の
公
に
つ
な
が
る
も
の

で
あ
る
。
プ
ロ
シ
ャ
と
同
じ
く
、
公
は
お
上
の
こ
と

で
、
下
々
が
私
だ
と
い
う
観
念
は
、
日
本
で
も
根
強
く

あ
る
。
カ
ン
ト
の
〈
世
界
公
民
〉
と
い
う
理
想
は
、
誤

っ
た
公
私
の
理
解
を
、
根
底
か
ら
変
え
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。

　
わ
た
し
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
の
第
一
原
理

を
、
カ
ン
ト
の
哲
学
と
つ
な
げ
る
必
要
が
あ
る
と
、
考

え
て
い
る
。
世
界
を
個
性
的
に
表
現
す
る
モ
ナ
ド
（
私

人
）
が
、
自
由
に
私
の
理
性
を
行
使
し
、
相
互
に
討
論

し
、
批
判
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
あ
う
こ
と
で
、
ほ

ん
と
う
の
公
的
世
界
を
う
み
だ
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う

に
理
解
す
る
な
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
カ
ン
ト
の
哲
学

は
、
現
代
の
都
市
に
お
け
る
文
化
革
命
の
哲
学
と
し

て
、
よ
み
が
え
っ
て
く
る
し
、
そ
の
有
効
な
理
論
と
な

る
こ
と
が
で
き
る
。

(
三
)
　
官
僚
精
神
か
ら
〝
私
人
〟
へ
の
転
化

　
哲
学
上
の
議
論
か
ら
現
実
の
問
題
に
も
ど
ろ
う
。
行

(
四
)
　
品
位
の
な
い
文
化
活
力
の
保
証

　
そ
う
い
う
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
文
化
部
局
は
、
つ
ま

り
横
浜
市
役
所
の
な
か
で
独
立
し
た
機
関
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
現
在
、
文
化
の
こ
と
は
、
中
央
政
府
で
は

文
部
省
の
も
と
に
、
地
方
政
府
で
は
教
育
委
員
会
の
も

と
に
、
あ
る
。
こ
う
い
う
形
を
と
る
に
い
た
っ
た
の
に

は
、
理
由
が
あ
る
が
、
わ
た
し
は
、
こ
の
形
は
も
は
や

歴
史
的
な
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
だ
と
考
え
る
。
こ
の
形
は

改
め
ら
れ
、
く
ず
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
中
央
政
府
の
主
権
者
へ
の
奉
仕
事
業
の
な
か
で
、
教

育
に
特
別
の
重
み
が
か
け
ら
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
経
験
と
教
訓
か
ら
発
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
最
大
の
財
産
と
い
わ
れ
た
コ
ン
ド
ル
セ
ー
は
、
教
育

を
国
家
事
業
の
中
心
と
す
る
の
に
尽
力
し
た
。
コ
ン
ド

ル
セ
ー
は
、
知
的
世
界
が
王
・
貴
族
・
僧
侶
階
級
の
特

権
だ
っ
た
状
況
を
う
ち
や
ぶ
り
、
市
民
社
会
の
中
に
世

代
か
ら
世
代
へ
と
知
の
経
験
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
さ
れ

る
こ
と
を
、
市
民
社
会
そ
の
も
の
の
存
続
に
か
く
こ
と

の
で
き
な
い
条
件
だ
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

み
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
〝
進
歩
の
理
念
〟
を
軸
と
し
た

人
間
像
も
つ
く
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
教
育
は
、
中
央
政

府
の
最
大
の
文
化
事
業
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
の

日
本
で
も
、
文
化
が
、
ド
ミ
ナ
ン
ト
に
は
教
育
を
つ
か

さ
ざ
る
文
部
省
の
も
と
に
所
管
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ

う
い
う
背
景
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
知
的
世
界
、
知
の
体
系
が
特
権
身
分
の
独
占

で
は
な
く
な
っ
た
現
代
、
あ
る
い
は
文
盲
率
の
高
か
っ

た
後
進
的
社
会
状
況
の
な
く
な
っ
た
現
代
、
教
育
は
文

化
事
業
の
中
心
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
行

調査季報53 77.3
７

政
府
が
文
化
の
問
題
に
進
出
す
る
に
は
、
行
政
府
そ
の

も
の
に
文
化
の
創
造
と
そ
の
主
体
に
ふ
さ
わ
し
い
自
己

変
革
が
必
要
だ
、
と
先
に
書
い
た
。
そ
の
こ
と
に
か
か

わ
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
カ
ン
ト
の
哲
学
に
さ
か
の

ぼ
っ
た
の
だ
が
、
ど
う
い
う
自
己
改
革
が
必
要
か
と
い

う
問
題
に
ふ
れ
よ
う
。
一
つ
は
、
い
ま
の
べ
た
精
神
革

命
で
あ
る
。
行
政
府
が
文
化
の
問
題
に
進
出
し
た
ば
あ

ビ
ュ
ー
ロ
ー

い
、
文
化
部
局
の
官
僚
は
、
自
己
を
官
僚
シ
ス
テ
ム
の

一
員
、
官
僚
精
神
の
持
主
か
ら
、
そ
の
反
対
物
に
転
化

さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
か
ら
役
人
と
し
て
の
理

性
行
使
を
す
る
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
ッ
ト
か
ら
、
自
か
ら
も

文
化
創
造
に
生
き
甲
斐
を
も
ち
、
そ
の
主
体
、
〝
私
人
〟

と
し
て
の
理
性
の
使
用
を
お
こ
な
え
る
人
間
に
、
転
化

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
か
ら
反
官
僚
精
神
、
反
ビ

ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
一
員
と
な
り
お
お
せ
な
い
か
ぎ

り
、
そ
う
い
う
職
員
と
そ
れ
へ
の
保
証
が
で
き
な
い
か

ぎ
り
、
行
政
府
は
文
化
の
領
域
に
進
出
し
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
化
部
局
の
メ
ン
バ
ー

は
、
自
ら
文
化
創
造
の
私
人
だ
ち
と
と
も
に
、
自
分
が

そ
こ
か
ら
で
て
き
た
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
に
、
屹
立
し

て
立
ち
、
さ
ま
ざ
ま
の
要
求
、
批
判
、
闘
争
を
す
ら
行

な
い
う
る
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



品
位
の
文
化
は
お
お
む
ね
マ
ナ
ー
リ
ズ
ム
と
化
す
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
だ
性
を
な
く
す
に
は
、
品
位
の
な
い
文

化
活
力
が
、
つ
ね
に
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

(
五
)
　
多
様
な
少
数
の
危
険
な
冒
険

政
的
に
文
化
省
の
独
立
が
、
そ
し
て
そ
の
も
と
に
教
育

部
局
を
お
く
こ
と
が
、
い
わ
れ
だ
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
つ
ぎ
に
、
地
方
政
府
で
も
文
化
が
教
育
委
員
会
の
も

と
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
、
文
化
の
問
題
を
あ
つ
か
う

部
局
が
、
〝
自
立
〟
―
と
い
う
よ
り
も
い
ま
の
行
政

の
理
念
な
い
し
タ
テ
マ
エ
で
は
〝
中
立
〟
―
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
じ
っ
さ

い
に
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
教
育
委
員
会
は
、
地
方
政

府
の
首
長
（
い
ま
の
ば
あ
い
は
市
長
）
に
対
し
て
、
相

対
的
に
（
他
の
部
局
よ
り
も
）
「
中
立
」
の
は
ず
で
あ

る
。
そ
こ
で
文
化
は
教
育
委
員
会
の
も
と
に
お
こ
う
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
こ
れ
が
す
で
に
倒
錯
で
あ
る
こ
と
は
、
先
の

　
「
文
化
行
政
シ
ス
テ
ム
」
の
提
言
で
す
ら
が
、
指
摘
し

て
い
る
。
わ
た
し
は
一
昨
年
、
飛
鳥
田
横
浜
市
長
も
出

席
し
た
座
談
会
「
横
浜
の
文
化
を
考
え
る
」
（
「
市
民

と
学
習
」
第
３
号
　
教
育
文
化
セ
ン
タ
ー
刊
）
で
、
文

化
を
教
育
の
も
と
に
お
く
こ
と
が
、
文
化
を
せ
ば
め
、

文
化
を
痩
せ
た
も
の
に
し
、
文
化
の
創
造
力
を
枯
ら
す

こ
と
に
な
る
と
、
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
文
化
を
地
方

政
府
の
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
も
と
に
お
く
こ
と
と
、

文
化
を
教
育
の
枠
組
の
な
か
に
お
く
こ
と
と
は
、
ほ
と

ん
ど
等
義
の
文
化
の
根
絶
や
し
な
の
で
あ
る
。

　
教
育
は
な
ん
ら
か
の
意
味
で
は
品
位
を
必
要
と
す

る
。
文
化
と
は
、
品
位
と
い
う
こ
と
も
出
て
く
る
が
、

容
に
口
出
し
を
し
な
い
と
い
う
タ
テ
マ
エ
と
別
に
、
そ

の
試
み
が
個
人
的
趣
味
な
い
し
少
数
の
関
心
し
か
ひ
か

ず
、
多
く
の
住
民
・
納
税
者
の
な
っ
と
く
す
る
公
共
性

を
も
た
な
い
、
も
し
く
は
多
数
の
関
心
を
ひ
か
な
い
、

と
い
う
理
由
で
、
け
っ
き
ょ
く
は
そ
の
試
み
を
し
め
だ

す
こ
と
は
、
ご
く
ふ
つ
う
に
行
政
府
の
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
都
市
の
文
化
に
、
わ
た
し
が
う
さ
ん
く
さ
い
思
い
を

い
だ
く
の
は
、
そ
れ
が
マ
ス
の
文
化
、
量
の
文
化
で
あ

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
都
市
文
化
の
理
解

と
、
行
政
の
公
共
性
の
「
神
話
」
と
が
重
な
り
、
相
乗

的
に
文
化
を
多
数
と
量
で
計
る
と
こ
ろ
に
、
お
ち
こ
む

の
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
以
前
「
街
の
文
化
史
」
（
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
文
明
』
所
収
）
と
い
う
エ
セ
ー
を
書
い
た

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
も
指
摘
し
た
の
だ
が
、
都
市

を
人
口
の
集
中
と
解
す
る
常
識
と
ち
が
い
、
都
市
と
そ

の
文
化
の
核
は
、
〝
無
人
〟
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
都

市
と
は
、
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
祭
政
の
中
心

と
し
て
ミ
ヤ
コ
と
、
交
易
の
中
心
と
し
て
の
市
場
と

を
、
意
味
し
て
い
る
。
ミ
ヤ
コ
、
神
殿
は
、
無
人
で
あ

る
。
神
の
託
宣
を
聞
こ
う
と
す
る
も
の
が
無
人
の
神
殿

に
来
集
す
る
。
人
は
集
ま
る
が
、
そ
れ
は
も
と
も
と
無

８
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四
―
―
文
化
行
政
担
う
人
材
の
形
成
を

　
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
、
教
育
の
近
代
性
は
、
タ
テ
マ

エ
と
し
て
、
つ
ね
に
ベ
ン
サ
ム
主
義
で
あ
る
。
公
共
、

公
教
育
、
こ
れ
ら
の
「
公
」
は
、
つ
ま
り
は
ベ
ン
サ
ム

主
義
で
あ
っ
て
、
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
を
め
ざ
す
。

文
化
は
、
―
「
革
新
」
と
称
す
る
も
の
の
な
か
に

は
、
ま
ち
が
っ
て
文
化
の
人
民
性
を
、
文
化
の
平
均
的

配
分
と
解
す
る
傾
向
が
あ
る
が
―
ベ
ソ
サ
ム
主
義
と

は
無
縁
で
あ
っ
て
、
多
様
な
少
数
の
危
険
な
冒
険
と
い

う
性
格
を
も
つ
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
理
解
さ
れ
な
い

と
、
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
下
の
「
異
端
」
「
反
体
制
」

　
「
地
下
文
学
」
へ
の
弾
圧
や
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
社

会
主
義
下
の
「
憲
章
７
７
」
抑
圧
と
い
っ
た
不
幸
な
事
態

が
生
じ
る
。
文
化
は
、
つ
ね
に
異
端
者
の
危
険
な
試
行

錯
誤
か
ら
生
じ
る
。
そ
こ
に
は
反
公
共
性
、
反
教
育
性

も
ま
た
か
ら
ん
で
い
る
。

　
良
心
的
な
パ
ト
ロ
ン
説
で
は
、
行
政
が
、
け
っ
き
ょ

く
は
公
共
、
教
育
、
ベ
ン
サ
ム
主
義
、
多
数
の
論
理

で
、
文
化
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
を
、
防
げ
な
い
。
あ

る
文
化
的
試
み
に
援
助
金
を
出
す
、
あ
る
い
は
施
設
の

使
用
を
認
め
る
、
そ
う
い
う
場
合
に
、
そ
の
試
み
の
内



人
の
神
殿
が
中
心
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
市
場
も
ま

た
無
人
の
広
場
が
あ
り
、
そ
こ
に
人
の
欲
す
る
モ
ノ
を

も
ち
こ
む
か
ら
、
人
が
集
ま
っ
て
く
る
。

　
カ
ミ
と
モ
ノ
と
は
、
も
と
も
と
人
口
集
中
、
し
た
が

っ
て
多
数
と
大
量
と
公
共
と
い
っ
た
こ
と
と
は
、
無
縁

で
あ
る
。
結
果
と
し
て
の
人
口
集
中
に
ま
ど
わ
さ
れ
る

と
、
原
因
と
し
て
の
無
人
を
お
き
ざ
り
に
し
て
し
ま

う
。
行
政
の
文
化
に
つ
い
て
の
発
想
は
、
し
ば
し
ば
結

果
論
的
で
あ
る
。
常
識
的
な
都
市
文
化
の
役
人
的
理
解

で
、
事
を
処
理
し
て
し
ま
う
。
ほ
ん
と
う
に
あ
る
べ
き

都
市
文
化
を
考
え
る
に
は
、
都
市
文
化
が
―
さ
い
し

ょ
に
い
っ
た
よ
う
に
―
徒
食
、
寄
食
の
文
化
で
あ
る

こ
と
、
そ
う
い
う
徒
食
、
寄
食
者
が
集
中
す
る
も
と
に

は
、
核
と
し
て
の
無
人
の
文
化
が
あ
っ
た
こ
と
、
現
代

ど
う
や
っ
て
そ
の
無
人
の
核
を
つ
く
る
べ
き
か
、
を
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
公
共
サ
ー
ビ
ス

と
し
て
の
文
化
と
い
っ
た
平
均
的
文
化
配
分
論
を
抜
け

だ
し
、
少
数
の
危
険
な
文
化
の
試
み
を
支
持
し
て
、
中

央
・
地
方
行
政
府
そ
の
も
の
と
対
決
す
る
こ
と
の
必
要

が
、
理
解
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
文
化
の
領
域
に
の
り
だ
す
行
政
府
に
は
、
そ

う
い
う
危
険
な
反
行
政
府
的
な
文
化
職
員
が
出
現
し
て

も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
職
員
の
不
利
を
ま
ね
か

な
い
保
証
が
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
文
化
部
局
に
所
属

し
、
そ
こ
で
働
ら
く
職
員
は
、
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
内

で
の
昇
任
そ
の
他
か
ら
き
れ
る
覚
悟
を
も
ち
、
そ
の
こ

と
に
任
期
中
生
き
甲
斐
を
見
出
す
ほ
ど
に
、
自
己
改
造

し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
、

文
化
と
は
危
険
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
周
布
政
之
助
、
桂
小
五
郎
と
い
っ
た
長
州
藩
改
革
か

ら
倒
幕
へ
す
す
ん
だ
人
材
の
こ
と
を
、
こ
こ
で
、
と
う

と
つ
だ
が
つ
け
加
え
る
。
わ
た
し
は
、
地
方
行
政
府
が

文
化
の
問
題
に
手
を
つ
け
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
幕
末
に

お
け
る
藩
改
革
に
匹
敵
す
る
事
柄
と
み
な
し
て
い
る
。

周
布
、
桂
、
高
杉
晋
作
ら
は
、
長
州
藩
を
三
百
年
の
伝

統
か
ら
と
き
は
な
し
、
奇
兵
隊
結
成
の
よ
う
に
、
武
士

以
外
の
町
人
百
姓
の
軍
隊
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
藩
改
革

に
み
あ
う
地
方
行
政
府
の
文
化
革
命
が
必
要
だ
と
の
べ

て
き
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
つ
け
た
し
た
い
の
は
、
ご
く

小
さ
な
こ
と
で
あ
る
。

　
周
布
、
桂
は
、
藩
内
守
旧
派
の
事
な
か
れ
主
義
と
対

応
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
海
外
留
学
生
を
お
く
り
だ
す

こ
と
を
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
お
く
り
だ
さ
れ
た
も
の

の
な
か
に
、
井
上
聞
多
や
の
ち
の
博
文
、
伊
藤
俊
輔
ら

が
あ
り
、
ま
た
少
し
お
く
れ
て
高
杉
晋
作
も
ま
た
上
海

に
留
学
し
て
い
る
。
こ
れ
は
小
さ
な
こ
と
に
み
え
る
。

し
か
し
、
の
も
長
州
藩
か
外
国
船
攘
夷
を
実
行
し
、
四

国
連
合
艦
隊
の
攻
略
に
敗
退
し
た
と
き
、
講
和
交
渉
に

井
上
、
伊
藤
が
役
立
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
桂
は
開
国

へ
の
展
望
を
も
ち
つ
つ
、
国
内
の
政
治
意
志
の
結
集
の

た
め
に
筋
と
し
て
の
攘
夷
論
を
と
っ
た
の
で
あ
り
、
こ

の
講
和
以
来
、
長
州
藩
は
あ
げ
て
開
国
論
に
転
じ
る
。

　
ま
た
外
に
四
国
連
合
艦
隊
の
来
攻
、
内
に
幕
府
の
長

州
征
討
軍
（
そ
の
実
力
者
は
薩
藩
の
西
郷
吉
之
助
で
あ

る
）
の
肉
迫
の
も
と
、
長
州
藩
は
一
時
い
わ
ゆ
る
「
俗

論
党
」
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
。
こ
の
危
機
を
す
く
っ

た
の
が
、
高
杉
の
武
力
藩
改
革
で
あ
る
。
下
関
の
奇
兵

隊
そ
の
他
を
ひ
き
い
て
立
つ
と
、
藩
正
規
軍
を
撃
破

し
、
こ
こ
に
長
州
藩
の
最
終
的
改
革
は
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
桂
が
有
為
の
若
手
人
材

を
海
外
留
学
さ
せ
た
布
石
は
、
最
終
的
に
こ
と
ご
と
く

生
き
て
き
て
、
十
二
分
の
効
果
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
維
新
史
の
一
齣
に
言
及
し
た
の
は
、
も
し

横
浜
市
政
が
文
化
の
領
域
に
も
進
出
し
、
そ
こ
で
全
国

に
さ
き
が
け
て
、
未
踏
の
革
新
的
成
果
を
あ
げ
よ
う
と

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
桂
の
故
事
に
な
ら
い
、
文
化
行
政

を
担
う
有
為
の
人
材
を
え
ら
び
、
特
別
に
人
間
形
成
さ

せ
る
ゆ
と
り
と
果
断
な
試
み
を
す
べ
き
だ
と
い
い
た
い

か
ら
で
あ
る
。

　
文
化
は
百
年
に
し
て
も
な
ら
な
い
が
、
ま
た
創
造
主

体
が
と
と
の
う
な
ら
短
時
間
で
も
み
ご
と
な
花
を
ひ
ら

く
も
の
な
の
で
あ
る
。
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