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は
じ
め
に

　

社
会
主
義
国
東
ド
イ
ツ
で
は
、「
ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
党
（
以
下
S
E
D
）」

に
よ
る
独
裁
体
制
が
敷
か
れ
、
社
会
団
体
か
ら
地
方
行
政
機
関
に
至
る
あ
ら
ゆ
る

組
織
が
彼
ら
の
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
東
ド
イ
ツ
住
民
た
ち
は
、

S
E
D
体
制
の
抑
圧
の
下
に
置
か
れ
、
自
発
的
な
政
治
参
加
の
機
会
が
非
常
に
制

限
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
東
ド
イ
ツ
は
、
西
側
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
見
ら

れ
る
自
由
な
政
治
参
加
と
は
無
縁
で
あ
り
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
が
社
会
の
中
で

ほ
と
ん
ど
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
東
ド
イ
ツ
研
究
に
お
い
て
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
は

主
要
な
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
に
は
、
S
E
D
体

制
の
方
針
に
必
ず
し
も
翻
弄
さ
れ
な
い
東
ド
イ
ツ
住
民
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
、
体
制

に
よ
る
人
び
と
の
一
方
的
な
抑
圧
を
強
調
す
る
「
全
体
主
義
論
」
に
基
づ
く
解
釈
に

反
論
す
る
意
図
が
あ
る
。
そ
の
代
表
的
研
究
と
し
て
は
、
フ
ル
ブ
ル
ッ
ク
の
研
究
が

挙
げ
ら
れ
る
。
彼
女
は
、
東
ド
イ
ツ
の
日
常
生
活
を
検
討
す
る
中
で
、
人
び
と
が
党

の
組
織
す
る
社
会
団
体
の
活
動
に
自
ら
の
意
志
で
積
極
的
に
関
与
し
、
さ
ら
に
は
地

域
の
行
政
機
構
や
国
家
機
関
な
ど
に
向
け
て
政
策
に
関
す
る
自
ら
の
提
案
、
要
望
、

批
判
等
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

1
（

。

　

人
び
と
の
体
制
と
の
政
治
的
結
び
つ
き
を
よ
り
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
検
討
し
た
の

が
、
パ
ル
モ
ブ
ス
キ
や
ト
ー
マ
ス
ら
の
東
ド
イ
ツ
の
地
域
史
を
扱
う
研
究
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
S
E
D
指
導
部
が
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
住
民
た
ち
の
行
政

参
加
を
促
す
取
り
組
み
を
全
国
的
に
展
開
し
、
そ
の
中
で
住
民
た
ち
は
、
都
市
や
農

村
な
ど
の
地
方
行
政
当
局
と
地
元
企
業
の
協
力
の
下
で
、
住
宅
問
題
の
解
決
、
町
の

美
化
な
ど
の
活
動
に
ボ
ラ
ン
タ
リ
と
し
て
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
と
述
べ
る（

（
（

。

　

日
本
の
東
ド
イ
ツ
研
究
に
お
い
て
も
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
に
言
及
し
た
研
究

が
存
在
す
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
東
ド
イ
ツ
の

造
船
業
の
実
態
を
検
討
し
た
石
井
聡
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。彼
の
研
究
に
よ
る
と
、

S
E
D
は
企
業
に
お
け
る
労
働
生
産
性
の
向
上
を
図
る
目
的
で
労
働
者
の
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
を
喚
起
さ
せ
る
方
策
を
積
極
的
に
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
労
働
者
た

ち
は
一
定
の
自
律
性
を
確
保
し
て
い
た
と
さ
れ
る（

3
（

。

　

足
立
芳
宏
は
、
ロ
ス
ト
ッ
ク
県
に
お
け
る
一
九
五
○
年
代
の
農
業
集
団
化
の
過

程
に
お
け
る
農
民
た
ち
の
行
動
を
分
析
し
た
。
彼
の
研
究
で
は
、
農
民
た
ち
が
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S
E
D
に
よ
る
集
団
化
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
多
様
な
行
動
を
展
開
し

な
が
ら
意
識
的
に
体
制
へ
と
順
応
し
て
い
く
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
た（

4
（

。

　

つ
づ
い
て
伊
豆
田
俊
輔
は
、
東
ド
イ
ツ
の
知
識
人
た
ち
に
よ
る
社
会
主
義
体
制
下

で
の
政
治
的
行
動
を
分
析
し
、
彼
ら
が
有
し
て
い
た
「
自
発
性
」
の
意
味
を
検
討
し

て
い
る
。
彼
の
研
究
で
は
、
東
ド
イ
ツ
の
知
識
人
た
ち
が
S
E
D
体
制
の
下
で
一
定

の
自
律
性
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
、
意
識
的
に
体
制
と
の
関
わ
り
を
構
築
し
て
い

こ
う
と
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
知
識
人
た
ち
に
よ

る
東
ド
イ
ツ
で
の
生
き
残
り
を
か
け
た
戦
略
は
、
意
図
し
な
い
形
で
彼
ら
の
社
会
主

義
体
制
へ
の
内
在
化
を
促
し
、
体
制
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う（

5
（

。

　

さ
ら
に
河
合
信
晴
は
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
余
暇
政
策
の
実
態
分
析
を
通
じ
て
、

住
民
た
ち
に
よ
る
体
制
と
の
政
治
的
結
び
つ
き
を
検
討
し
た
。
彼
の
研
究
成
果
に
即

せ
ば
、
東
ド
イ
ツ
の
人
び
と
は
、
充
実
し
た
余
暇
活
動
を
実
践
す
る
た
め
に
、
自
ら

の
要
望
や
苦
情
を
積
極
的
に
体
制
側
に
向
け
て
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
住

民
た
ち
の
積
極
的
な
体
制
へ
の
働
き
か
け
が
社
会
内
部
の
利
害
対
立
を
生
み
出
し
て

い
た
と
さ
れ
る（

6
（

。

　

川
越
修
も
ま
た
、
東
ド
イ
ツ
で
高
齢
者
扶
助
を
展
開
し
て
い
た
社
会
団
体
「
人
民

連
帯
」
の
活
動
を
扱
う
中
で
、
東
ド
イ
ツ
住
民
の
「
自
発
性
」
を
議
論
し
て
い
る
。

彼
に
よ
る
と
、「
人
民
連
帯
」
は
、
S
E
D
や
地
方
行
政
機
構
の
強
い
統
制
下
に
置

か
れ
な
が
ら
も
運
営
の
面
で
は
一
定
の
自
律
性
を
有
し
て
お
り
、
高
齢
者
の
在
宅
支

援
に
見
ら
れ
る
地
域
住
民
ら
の
ボ
ラ
ン
タ
リ
と
し
て
の
活
動
が
組
織
運
営
に
お
い
て

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
さ
れ
る（

7
（

。

　

こ
う
し
た
従
来
の
研
究
で
は
、
東
ド
イ
ツ
の
人
び
と
は
S
E
D
の
支
配
が
社
会

の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
及
ん
で
い
る
中
に
あ
っ
て
も
、
一
定
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
活

動
を
展
開
す
る
機
会
を
有
し
て
い
た
点
が
立
証
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
人
び
と
の
行
動
は
、
S
E
D
体
制
と
の
積
極
的
な
結
び

つ
き
が
あ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。ゆ
え
に
、東
ド
イ
ツ
に
お
け
る「
自
発
性
」

を
扱
う
際
、
人
び
と
に
よ
る
自
由
意
思
に
基
づ
く
下
か
ら
の
活
動
に
加
え
、
体
制
側

に
よ
る
上
か
ら
の
政
治
的
動
員
と
い
う
側
面
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
実
際
、
S
E
D
の
議
事
録
や
当
時
の
新
聞
、
雑
誌
等
を
見
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ

語
で
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
表
現
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
「
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ー

トA
ktivität

」
や
「
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブInitiative

」
と
い
っ
た
言
葉
が
至
る
所
で
見

受
け
ら
れ
、
彼
ら
が
こ
れ
ら
の
言
葉
を
自
ら
の
支
配
を
正
当
化
す
る
上
で
重
視
し
て

い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
す
る
と
、
東
ド
イ
ツ
の
「
自
発
性
」
が
有
す
る
自
由
意
思
と

動
員
と
い
う
二
面
性
を
理
解
す
る
に
は
、
S
E
D
の
「
自
発
性
」
観
と
そ
れ
に
基
づ

く
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
詳
細
に
見
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
分
析
を

行
う
こ
と
で
、
東
ド
イ
ツ
住
民
た
ち
が
S
E
D
に
よ
る
支
配
が
貫
徹
し
て
い
る
中

で
も
一
定
の
自
律
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
に
迫
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
研
究
で
は
、
住
民
側
に
よ
る
下
か
ら
の
「
自
発
的
活
動
」

の
実
態
分
析
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
体
制
側
に
よ
る
上
か
ら
の
政
治
的
動
員
と

い
う
側
面
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
S
E
D
の
「
自
発
性
」

論
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
は
未
だ
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
S
E
D
が
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い

を
込
め
て
理
解
し
、
そ
れ
を
い
か
な
る
形
で
実
際
の
政
策
に
反
映
さ
せ
て
い
っ
た
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
論
で
は
ま
ず
、
S
E
D
が
政
策
理
念
の
拠
り
所
と
す
る

社
会
主
義
思
想
に
お
け
る
「
自
発
性
」
観
と
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
ら
の
解
釈
に
つ
い

て
主
に
当
時
の
刊
行
史
料
を
用
い
て
分
析
す
る
。
次
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
東
ド
イ

ツ
の
建
国
か
ら
崩
壊
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自
発
性
」
の
展
開
を
各
時

代
の
政
治
的
、
社
会
的
背
景
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
。

　

東
ド
イ
ツ
で
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
社
会
団
体
や
地
方
行
政
機
関
に
見
ら
れ
る

あ
ら
ゆ
る
組
織
が
S
E
D
の
統
制
下
に
あ
り
、
彼
ら
の
掲
げ
る
理
念
や
政
策
方
針
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理
論
に
基
づ
い
て
S
E
D
指
導
部
は
、
東
ド
イ
ツ
国
内
で
権
力
を
一
手
に
掌
握
し
、

人
び
と
を
政
治
、
社
会
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
統
合
す
る
こ
と
が
、
戦

後
の
ド
イ
ツ
社
会
で
共
産
主
義
の
建
設
を
実
行
す
る
際
に
不
可
欠
で
あ
る
と
認
識
し

た
。

　

S
E
D
は
、
自
ら
の
政
策
目
標
を
実
施
す
る
段
階
に
お
い
て
、
東
ド
イ
ツ
住
民

に
よ
る
国
家
業
務
へ
の
「
積
極
的
、
直
接
的
、
実
践
的
な
関
与
」
を
促
す
こ
と
を
重

視
し
た（

（1
（

。
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、
資
本
家
の
搾
取
か
ら
解
放
さ
れ
た
大
多
数
の
勤
労

者
は
、
社
会
主
義
を
構
築
す
る
段
階
で
よ
う
や
く
自
ら
が
有
す
る
能
力
を
最
大
限
発

揮
し
て
独
自
の
才
能
を
公
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
機
会
を
持
つ
に
至
り
、
そ
う
し
た
「
自

主
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブselbständige Initiative

」
は
、
彼
ら
が
生
産
活
動
か
ら

行
政
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
主
導
権
を
握
る
た
め
の
原
動
力
に
な
る
と
さ
れ
た（

（（
（

。

つ
ま
り
、
人
び
と
が
国
家
業
務
へ
意
識
的
に
関
与
し
て
い
く
状
況
を
作
り
出
し
、
そ

れ
を
通
じ
て
将
来
的
に
社
会
全
体
の
自
治
を
実
践
す
る
た
め
に
必
要
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を

彼
ら
に
植
え
付
け
て
い
く
こ
と
が
、
前
衛
党
と
し
て
の
役
割
を
発
揮
す
る
上
で
不
可

欠
と
さ
れ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

S
E
D
指
導
部
は
、
こ
の
レ
ー
ニ
ン
の
唱
え
る
「
自
主
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」

を
、
個
々
人
の
能
力
の
開
放
を
謳
っ
て
い
る
観
点
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
に
関

す
る
議
論
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
た（

（1
（

。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
体
制
下
に

お
け
る
労
働
者
た
ち
は
、
分
業
体
制
に
基
づ
く
資
本
家
た
ち
の
搾
取
と
抑
圧
に
晒
さ

れ
て
お
り
、
本
来
な
ら
ば
豊
か
な
能
力
を
発
揮
し
て
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き
る
行

為
で
あ
る
は
ず
の
労
働
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
苦
痛
と
な
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
疎
外

さ
れ
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、
共
産
主
義
社
会
に
お
い
て

は
、
生
産
手
段
が
す
べ
て
労
働
者
の
手
に
渡
り
、
共
有
さ
れ
る
体
制
が
生
み
出
さ
れ

る
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
苦
痛
で
あ
っ
た
分
業
体
制
か
ら
解
放
さ
れ
、
各
々
が
持
つ
創
造

性
豊
か
な
能
力
、
才
能
、
個
性
を
日
常
生
活
の
中
で
自
由
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

が
人
び
と
の
日
常
生
活
を
大
き
く
規
定
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
S
E
D
の
「
自
発

性
」
論
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
体
制
側
が
描
い
た
理
想
の
社
会
像
と
現
実
と
の
間
の

齟
齬
を
明
ら
か
に
し
、
社
会
主
義
社
会
が
抱
え
た
内
在
的
弱
点
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
こ
と
に
寄
与
し
う
る
。
本
稿
は
ま
た
、
考
察
範
囲
を
東
ド
イ
ツ
が
存
続
し
た
四
○

年
間
に
設
定
し
て
い
る
た
め
、
現
在
で
も
十
分
に
解
明
が
進
ん
で
い
な
い
体
制
末
期

の
一
九
八
○
年
代
に
お
け
る
東
ド
イ
ツ
社
会
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
意
義

を
持
ち
う
る（

8
（

。

　

今
回
の
分
析
で
は
、『
ア
イ
ン
ハ
イ
ト Einheit

』
を
は
じ
め
と
す
る
S
E
D
の

理
論
・
学
術
誌
に
加
え
、『
ノ
イ
エ
ス
・
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト N

eues D
eutschland

』

や
『
ベ
ル
リ
ン
新
聞 Berliner Zeitung

』
と
い
っ
た
当
時
の
新
聞
記
事
を
利
用
し
つ

つ
、
さ
ら
に
は
従
来
の
政
治
史
・
社
会
史
研
究
の
成
果
も
取
り
入
れ
て
い
く
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
党
の
公
式
見
解
に
偏
っ
た
分
析
に
陥
る
こ
と
な
く
、
実
際
に
人
び
と
の

「
自
発
性
」
が
各
時
代
の
政
策
の
中
で
い
か
な
る
形
で
応
用
さ
れ
、
社
会
の
中
で
ど

の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
迫
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　

２　

Ｓ
Ｅ
Ｄ
の
「
自
発
性
」
観 

　

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、
人
類
誰
も
が
平
等
な
暮
ら
し

を
享
受
で
き
る
共
産
主
義
の
実
現
に
は
、
そ
の
前
段
階
で
あ
る
社
会
主
義
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
社
会
で
は
、
資
本
家
に
よ
る
搾
取
か
ら
解
放
さ
れ
て
生
産

手
段
が
社
会
の
手
に
渡
り
な
が
ら
も
、
労
働
者
、
農
民
、
知
識
人
と
い
っ
た
社
会
階

層
間
で
の
物
質
的
、
精
神
的
差
異
が
未
だ
に
残
存
す
る
状
態
に
あ
る
。
そ
う
し
た
差

異
を
払
拭
し
て
共
産
主
義
社
会
へ
と
至
る
に
は
、
共
産
党
が
労
働
者
階
級
の
「
前
衛

Avantgarde

」
と
し
て
権
力
を
握
っ
て
人
び
と
を
統
制
し
、
彼
ら
に
共
産
主
義
社
会

の
実
現
に
必
要
な
知
識
や
行
動
を
教
育
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る（

9
（

。
こ
の「
前
衛
党
」



ゲシヒテ第 16 号　22

る
と
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
活
動
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
と
の
積
極
的
な
交
流

を
通
じ
て
最
大
限
発
揮
で
き
る
と
さ
れ
、
そ
の
中
で
彼
ら
は
、
自
ら
の
行
動
が
他
人

の
利
益
の
実
現
に
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
に
至
り
、
生
き
る
喜

び
を
よ
り
実
感
し
て
い
く
。
こ
れ
こ
そ
が
、
労
働
疎
外
を
克
服
し
た
共
産
主
義
社

会
に
お
け
る
理
想
の
生
き
方
で
あ
り
、
東
ド
イ
ツ
で
そ
れ
は
「
社
会
主
義
的
生
き
方

sozialistische Lebensw
eise

」
と
呼
ば
れ
た（

（1
（

。
こ
の
生
き
方
が
促
さ
れ
る
こ
と
で
、

個
々
人
は
様
々
な
社
会
的
立
場
の
人
び
と
の
価
値
観
を
理
解
し
合
い
、
最
終
的
に
階

級
と
階
層
と
い
う
区
分
、
肉
体
的
労
働
と
精
神
的
労
働
と
の
根
本
的
な
差
異
に
見
ら

れ
る
資
本
主
義
社
会
の
残
滓
を
克
服
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た（

（1
（

。

　

こ
う
し
て
S
E
D
は
、
人
び
と
の
政
治
的
、
社
会
的
統
合
を
図
る
上
で
、
住
民

た
ち
に
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
を
実
践
す
る
た
め
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
、

前
衛
党
理
論
に
即
し
た
統
治
を
行
う
上
で
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
っ
た
。
そ
の
上

で
彼
ら
は
、「
社
会
主
義
的
生
き
方
の
発
達
は
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
掲

げ
た
政
党
に
導
か
れ
る
中
で
の
意
識
的
な
活
動
、
す
な
わ
ち
創
造
性
豊
か
な
自
発
性

を
通
じ
て
の
み
実
現
で
き
る
」
と
説
い
て
い
っ
た（

（1
（

。
つ
ま
り
S
E
D
は
、
東
ド
イ

ツ
国
民
に
対
し
て
、
体
制
側
が
掲
げ
る
政
策
方
針
の
実
現
に
向
け
て
積
極
的
に
関
与

し
て
い
く
中
で
、
各
々
の
優
れ
た
能
力
を
社
会
に
向
け
て
自
由
に
発
揮
し
、
そ
こ
か

ら
自
ら
の
生
き
甲
斐
を
見
出
し
て
い
け
る
人
間
性
の
構
築
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
S
E
D
指
導
部
は
、
東
ド
イ
ツ
で
権
力
を
一
手
に
掌
握
す
る
中
に
お

い
て
も
、「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
の
実
現
を
阻
害
し
な
い
た
め
に
、
住
民
た
ち
が

企
業
や
社
会
団
体
に
見
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
各
々
が
持
つ
独
自
の
ア
イ
デ
ア
、

意
見
、
批
判
な
ど
を
相
互
に
出
し
合
っ
て
協
議
し
、
そ
こ
で
出
さ
れ
た
新
た
な
発
想

や
改
善
案
を
実
際
の
政
策
に
最
大
限
反
映
さ
せ
ら
れ
る
機
会
を
作
り
上
げ
る
必
要
性

が
あ
っ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。
こ
う
し
て
東
ド
イ
ツ
で
は
、
S
E
D
に
よ
る
統
制
が
日
常

の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
及
ん
で
い
る
中
に
お
い
て
も
、
人
び
と
が
一
定
の
自
由
な
政
治

的
活
動
を
発
揮
で
き
る
余
地
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
自
発
性
」
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
論

と
レ
ー
ニ
ン
の
前
衛
党
理
論
を
融
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
社
会
主
義
社
会
の
発
展

の
た
め
に
体
制
側
と
の
積
極
的
な
協
働
を
志
向
し
て
い
く
人
間
像
を
象
徴
す
る
言
葉

で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
こ
の
表
現
は
、
住
民
た
ち
に
対
し
て
一
定
の
自
由
な
政
治
的
活

動
を
保
障
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
体
制
に
対
す
る
信
頼
を
取
り
付
け
て
い
く
と
い
う

S
E
D
が
目
指
す
統
治
方
法
の
理
論
的
支
柱
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
自
由
意
志
に
基
づ
き
、
な
お
か
つ
住
民
ら
の
多
種
多
様
な
利
益
を
最
大

限
考
慮
し
た
業
務
を
実
行
に
移
す
こ
と
が
原
則
で
あ
る
以
上
、
時
と
し
て
彼
ら
の
賛

同
や
協
力
が
十
分
に
得
ら
れ
な
い
、
な
い
し
は
彼
ら
相
互
の
意
見
の
不
一
致
や
利
害

対
立
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
本
来
目
指
さ
れ
て
い
た
計
画
が
行
き
詰
ま

っ
て
し
ま
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
が

S
E
D
の
目
指
す
政
策
目
標
と
現
実
と
の
間
の
ず
れ
を
生
み
出
す
可
能
性
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
S
E
D
は
、
そ
う
し
た
人
び
と
の
活
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
る
「
矛
盾W

idersprüche

」
を
、
体
制
の
安
定
性
を
脅
か
し
う
る
要
素
と
し
て

で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
主
義
社
会
を
進
展
さ
せ
る
上
で
の
重
要
な
「
原
動
力

Triebkraft

」
で
あ
る
と
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た（

（1
（

。
彼
ら
の
理
解
に
即
せ
ば
、
社
会

主
義
社
会
に
お
い
て
体
制
と
人
び
と
と
の
間
の
利
害
対
立
と
そ
れ
に
伴
う
激
し
い
論

争
が
生
じ
て
い
る
状
況
は
、
住
民
た
ち
が
各
々
の
有
す
る
独
創
的
な
考
え
を
公
に
向

け
て
遺
憾
な
く
示
し
て
い
る
証
左
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
主
義
の
発
展
を
促
す
高
度

な
発
想
や
理
念
を
生
み
出
す
契
機
と
な
り
え
た（

（1
（

。

　

ゆ
え
に
S
E
D
は
、
人
び
と
に
よ
る
体
制
と
の
自
発
的
な
協
働
が
体
制
内
部
に

お
け
る
「
矛
盾
」
を
生
み
出
す
可
能
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
積
極
的
に
自
ら

の
政
策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
社
会
の
側
か
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さ
せ
よ
う
と
す
る
方
策
が
導
入
さ
れ
た（

11
（

。

　

ま
た
S
E
D
は
、
一
九
五
〇
年
以
降
、
各
企
業
に
同
じ
業
務
に
当
た
る
労
働
者

同
士
で
構
成
さ
れ
る「
作
業
班B

rigade

」を
導
入
し
て
い
っ
た
。
こ
の
作
業
班
に
は
、

構
成
員
た
ち
に
社
会
主
義
的
な
労
働
モ
ラ
ル
を
植
え
付
け
、
彼
ら
相
互
の
結
束
を
強

め
て
作
業
能
率
を
向
上
さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た（

11
（

。
こ
の
作
業
班
は
後
に
、
労
働
ノ
ル

マ
の
決
定
な
ど
を
企
業
指
導
部
と
直
接
交
渉
で
取
り
決
め
て
い
く
な
ど
、
労
働
者
た

ち
の
利
益
代
表
組
織
と
し
て
も
機
能
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
来
「
科
学
的
」
に
管
理
さ
れ
る
べ
き
ノ
ル
マ
が
交
渉
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た

が
ゆ
え
に
、
S
E
D
が
期
待
し
た
ほ
ど
の
労
働
生
産
性
の
向
上
に
は
つ
な
が
ら
な

か
っ
た
と
さ
れ
る（

11
（

。

　

こ
の
時
期
の
S
E
D
は
ま
た
、
都
市
な
ど
地
域
共
同
体
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、

人
び
と
の「
自
発
性
」を
促
す
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
っ
た
。都
市
部
に
お
い
て
は
、

戦
争
で
荒
廃
し
た
都
市
機
能
の
再
建
に
地
域
住
民
た
ち
を
原
則
ボ
ラ
ン
タ
リ
と
し
て

動
員
さ
せ
る
運
動
で
あ
る
「
国
民
建
設
運
動N

ationales A
ufbauw

erk

」
が
導
入
さ

れ
た
。
こ
の
運
動
は
、
一
九
五
一
年
に
東
ベ
ル
リ
ン
で
実
施
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に

東
ド
イ
ツ
全
土
に
広
ま
り
、
人
び
と
は
こ
の
活
動
を
通
じ
て
、
瓦
礫
の
撤
去
、
住
宅
、

学
校
、
道
路
な
ど
の
再
建
に
従
事
し
た（

11
（

。

　
さ
ら
に
そ
の
四
年
後
に
は
、
農
村
部
に
お
い
て
も
「
美
し
き
農
村
運
動 D

as schöne 

D
orf

」
と
い
う
名
で
同
様
の
活
動
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
運
動
は
、
農
村
住
民
た
ち

相
互
の
結
束
を
深
め
て
、
彼
ら
に
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
を
植
え
付
け
る
こ
と
を

理
念
と
し
て
掲
げ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
S
E
D
の
本
来
の
目
的
は
、
農
村

の
復
興
を
通
じ
て
農
業
集
団
化
を
推
し
進
め
、
全
国
的
に
供
給
危
機
に
陥
っ
て
い
た

穀
物
や
食
肉
、
バ
タ
ー
な
ど
の
乳
製
品
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た（

11
（

。

　

た
だ
、
こ
れ
ら
の
運
動
を
実
施
す
る
共
同
体
は
年
々
減
少
し
、「
美
し
き
農
村
運

動
」
に
至
っ
て
は
、
一
九
六
一
年
を
最
後
に
実
施
さ
れ
な
く
な
る
。
パ
ル
モ
ブ
ス
キ

ら
上
が
っ
て
く
る
国
民
の
様
々
な
批
判
に
対
す
る
S
E
D
指
導
部
の
危
機
意
識
の

低
下
を
促
す
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

　

以
上
の
点
に
鑑
み
て
、
住
民
ら
の
自
発
的
活
動
を
一
元
的
に
管
理
し
、
彼
ら
の
政

治
的
、社
会
的
統
合
を
推
し
進
め
る
と
い
う
S
E
D
が
持
つ
「
自
発
性
」
の
構
想
は
、

マ
ル
ク
ス
と
レ
ー
ニ
ン
の
教
義
に
則
っ
て
党
の
指
導
性
を
正
当
化
す
る
上
で
不
可
欠

で
あ
る
も
の
の
、
す
で
に
議
論
構
築
の
時
点
で
体
制
の
安
定
を
脅
か
し
う
る
要
素
を

内
包
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

３　

ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
期
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自
発
性
」

　　
（
１
）
戦
後
復
興
に
お
け
る
「
自
発
性
」
―
―
建
国
か
ら
一
九
五
〇
年
代

　

一
九
四
九
年
の
建
国
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
の
東
ド
イ
ツ
は
、
戦
後
の
国
内
経

済
の
混
乱
を
収
束
さ
せ
、
ソ
連
を
は
じ
め
と
し
た
戦
勝
国
に
対
す
る
賠
償
金
を
支
払

う
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
ゆ
え
に
S
E
D
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
社
会
で
自
ら
の

支
配
体
制
を
確
立
す
る
上
で
、
人
び
と
の
労
働
生
産
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
優
先

的
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
た（

11
（

。
こ
う
し
て
彼
ら
は
、
国
内
の
主
要
産
業
を
早
急
に
再

建
し
て
経
済
計
画
を
達
成
す
る
た
め
に
は
「
大
多
数
の
勤
労
者
が
社
会
主
義
的
意
識

を
持
ち
、
社
会
主
義
的
労
働
を
追
求
し
、
自
発
性
を
最
大
限
発
揮
し
て
い
く
こ
と
が

目
下
重
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
戦
後
の
経
済
復
興
の
た
め

に
積
極
的
に
用
い
て
い
っ
た（

1（
（

。

　

そ
う
し
た
中
で
S
E
D
は
ま
ず
、
企
業
な
ど
の
職
場
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自

発
性
」
を
促
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
石
井
聡
に
よ
る
と
、
造
船
業
の
分
野
に
お
い

て
は
、
労
働
者
た
ち
の
創
造
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
促
進
す
る
と
い
う
理
念
の
下

で
、
従
業
員
か
ら
生
産
の
質
的
向
上
や
納
品
遅
れ
な
ど
、
生
産
段
階
で
生
じ
う
る
問

題
を
解
決
さ
せ
る
上
で
の
提
案
や
改
善
策
を
募
り
、
そ
れ
ら
を
実
際
の
業
務
に
反
映
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に
即
せ
ば
、
S
E
D
に
よ
る
農
業
集
団
化
が
思
う
ほ
ど
生
産
性
の
向
上
に
寄
与
せ

ず
、
住
民
た
ち
の
多
く
が
集
団
化
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
が
そ
の
主
た
る
要
因
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

以
上
の
点
か
ら
見
て
、
建
国
か
ら
一
九
五
〇
年
代
に
か
け
て
の
「
自
発
性
」
は
、

戦
後
の
経
済
復
興
、
並
び
に
農
業
集
団
化
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
国
内
の
社
会
主
義
化
に

見
ら
れ
る
戦
後
の
特
殊
な
事
情
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ

し
、
作
業
班
に
よ
る
非
公
式
で
の
労
働
ノ
ル
マ
を
め
ぐ
る
自
主
的
な
行
動
や
、「
美

し
き
農
村
運
動
」
の
参
加
を
拒
む
住
民
の
姿
か
ら
は
、
人
び
と
の
意
識
的
な
行
動
が

体
制
側
の
掲
げ
た
目
的
を
滞
ら
せ
る
と
い
う
S
E
D
の
「
自
発
性
」
観
が
有
す
る

内
在
的
弱
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
人
び
と
の
自
発
的
活
動
は
、
終
戦
直
後
の
ド
イ
ツ

で
S
E
D
の
権
力
を
確
立
さ
せ
る
段
階
で
す
で
に
、
一
種
の
足
枷
に
な
っ
て
い
た

と
言
え
よ
う
。

　
（
２
）「
地
域
行
政
の
合
理
化 territoriale R

ationalisierung
」
と
「
自
発
性
」　　

　
　
　
　

―
―
一
九
六
〇
年
代

　

一
九
六
〇
年
代
の
人
び
と
の
「
自
発
性
」
は
、
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
の
経
済
方
針
と
そ

れ
に
伴
う
社
会
の
変
化
と
強
い
相
関
関
係
が
あ
っ
た
。
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
は
六
三
年
、

従
来
の
中
央
集
権
的
な
計
画
経
済
を
見
直
し
、「
計
画
と
指
導
の
た
め
の
新
経
済
シ

ス
テ
ムN

Ö
SPL

」と
い
う
新
た
な
経
済
方
針
を
打
ち
出
し
た
。各
企
業
は
そ
れ
以
降
、

経
済
活
動
で
得
た
収
益
の
一
部
を
独
自
の
裁
量
で
自
由
に
利
用
で
き
る
一
定
の
自
立

性
が
認
め
ら
れ
た（

11
（

。
そ
の
中
で
S
E
D
は
、
労
働
者
た
ち
の
労
働
生
産
性
を
高
め

る
目
的
で
、
職
場
に
お
け
る
賞
与
額
の
底
上
げ
を
図
り
、
こ
の
時
期
の
国
民
一
人
あ

た
り
の
所
得
は
徐
々
に
上
昇
し
て
い
っ
た（

11
（

。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
労
働
時
間
の
削
減
も

推
進
し
、
そ
の
結
果
、
六
七
年
に
は
完
全
週
休
二
日
制
が
導
入
さ
れ
、
最
低
有
給
休

暇
取
得
日
数
は
従
来
の
一
二
か
ら
一
五
日
へ
と
拡
大
さ
れ
た（

11
（

。

　

こ
う
し
て
一
九
六
○
年
代
に
な
る
と
、
職
場
か
ら
離
れ
て
自
分
の
家
庭
や
居
住
地

域
に
お
い
て
家
族
、
親
戚
、
近
隣
住
民
た
ち
と
過
ご
す
機
会
が
増
加
し
、
休
日
に
お

け
る
人
び
と
の
消
費
活
動
や
余
暇
活
動
も
活
性
化
し
た（

1（
（

。
そ
れ
に
伴
い
、
公
園
や
保

養
施
設
な
ど
の
公
共
施
設
の
維
持
・
管
理
、
並
び
に
ご
み
処
理
等
の
公
共
サ
ー
ビ
ス

に
見
ら
れ
る
地
方
行
政
機
関
が
受
け
持
つ
業
務
が
よ
り
重
要
性
を
持
ち
始
め
た（

11
（

。
ゆ

え
に
S
E
D
は
、
こ
の
時
期
よ
り
、
職
場
を
超
え
た
地
域
社
会
を
中
心
と
す
る
人

び
と
の
政
治
的
、
社
会
的
統
合
に
政
策
の
比
重
を
置
い
て
い
っ
た（

11
（

。

　

そ
う
し
た
中
で
S
E
D
は
、
複
雑
化
す
る
人
び
と
の
生
活
の
中
で
生
じ
る
課
題

に
効
率
的
に
対
処
す
る
た
め
、「
新
経
済
シ
ス
テ
ム
」
の
理
論
を
地
域
行
政
に
も
応

用
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
地
方
行
政
機
関
の
活
動
に
財
政
や
運
営
の
面
で
一
定
の

自
由
な
裁
量
を
与
え
た
の
で
あ
る（

11
（

。
そ
の
際
、
地
域
の
行
政
機
関
と
地
元
企
業
が
協

力
関
係
を
結
ん
で
共
同
で
各
地
域
の
行
政
課
題
を
解
決
し
て
い
く
点
が
重
視
さ
れ
、

こ
の
原
則
は
「
地
域
行
政
の
合
理
化territoriale R

ationalisierung

」
と
呼
ば
れ
た（

11
（

。

　

ま
た
S
E
D
は
、「
地
域
行
政
の
合
理
化
」
を
促
す
中
で
、
一
九
六
七
年
以
降
、

地
域
単
位
で
人
び
と
の
統
合
を
図
る
役
目
を
担
っ
た
「
国
民
戦
線
」
と
地
方
行
政
機

関
を
担
い
手
と
し
て
、
住
民
た
ち
を
休
日
や
就
労
時
間
外
に
ボ
ラ
ン
タ
リ
と
し
て
集

め
、
各
地
域
が
抱
え
る
行
政
課
題
の
解
決
に
直
接
関
与
さ
せ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
再

度
展
開
す
る（

11
（

。
こ
の
運
動
は
、「
我
ら
の
都
市
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
よ
り
美
し
く
、
共

に
築
き
上
げ
よ
う
！Schöner unsere Städte und G

em
einden, m

ach m
it!

」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
て
い
た
た
め
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動 M

ach-m
it B

ew
egung

」

と
呼
ば
れ
た
。

　

む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
人
び
と
の
自
発
的
な
協
力
は
、
住
民
た
ち
相
互
の
つ
な
が
り

を
強
化
し
て
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
の
構
築
を
促
す
と
い
う
前
衛
党
理
論
に
基
づ

く
統
治
を
実
現
す
る
上
で
必
要
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
S
E
D
は
、「
我
が
国
の
大
多

数
の
市
民
は
、
公
共
精
神
に
基
づ
く
自
発
的
な
協
力
関
係
の
構
築
と
公
的
問
題
へ
の
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意
識
的
な
関
与
を
通
じ
て
、
新
た
な
生
き
甲
斐
と
各
々
の
豊
か
な
充
足
感
を
見
出
し

て
い
く
」
と
し
て
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
が
社
会
主
義
社
会
の
中
で
持
つ
意

義
を
国
民
に
向
け
て
宣
伝
し
て
い
た（

11
（

。
ま
た
彼
ら
は
、
こ
の
運
動
に
つ
い
て
、「
地

域
に
お
け
る
計
画
の
遂
行
や
勤
労
者
た
ち
の
労
働
条
件
と
生
活
条
件
を
改
善
す
る
た

め
の
助
け
に
も
な
る
」
と
述
べ
て
い
た（

11
（

。
つ
ま
り
、
地
域
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自

発
性
」
は
、
地
方
行
政
機
関
の
抱
え
る
負
担
を
軽
減
さ
せ
て
、
多
様
化
す
る
人
び
と

の
要
求
を
迅
速
に
実
現
す
る
効
果
も
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
一
九
六
○
年
代
よ
り
、実
際
に
地
域
社
会
を
中
心
と
し
た
人
び
と
の「
自

発
性
」
に
基
づ
く
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
ド
レ
ス
デ
ン
県
ノ
イ

キ
ル
ヒ
村
の
日
常
を
分
析
し
た
ト
ー
マ
ス
に
よ
る
と
、
現
地
住
民
た
ち
は
六
○
年
代

後
半
よ
り
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
を
通
じ
た
地
元
の
レ
ジ
ャ
ー
施
設
の
拡
充

や
整
備
な
ど
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る（

11
（

。

　

ト
ー
マ
ス
は
ま
た
、
当
時
の
住
民
た
ち
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
通
じ
て
、
彼

ら
が
こ
の
運
動
に
関
与
し
て
い
た
動
機
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。彼
に
よ
れ
ば
、

住
民
た
ち
は
、
レ
ジ
ャ
ー
施
設
で
の
保
養
機
会
の
拡
大
に
見
ら
れ
る
各
々
の
生
活
条

件
の
改
善
を
早
期
に
実
現
す
る
目
的
で
こ
の
運
動
を
利
用
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
社

会
主
義
の
発
展
と
い
っ
た
S
E
D
の
掲
げ
る
方
針
は
、
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う（

11
（

。　
　
　
　

　

そ
う
し
た
人
び
と
の
意
識
は
、
パ
ル
モ
ブ
ス
キ
の
研
究
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
彼

は
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
に
お
け
る
住
民
た
ち
の
行
動
を
扱
う
中
で
、
彼
ら

が
自
宅
の
新
築
や
ガ
レ
ー
ジ
の
設
置
と
い
っ
た
個
々
の
願
望
を
い
ち
早
く
実
現
す
る

た
め
に
、
運
動
の
中
で
提
供
さ
れ
る
行
政
や
地
元
企
業
か
ら
の
金
銭
的
・
物
質
的
支

援
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

1（
（

。

　

つ
ま
り
、
本
来
は
体
制
側
と
の
積
極
的
な
協
働
を
通
じ
て
公
共
的
な
利
益
の
実
現

を
絶
え
ず
追
求
し
て
い
く
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
の
構
築
を
掲
げ
て
い
た
「
マ
ッ

ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
は
、
社
会
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
の
生
活
を
改
善
し
て
い
く

中
で
生
み
出
さ
れ
る
個
々
の
要
求
を
体
制
側
か
ら
効
果
的
に
引
き
出
し
て
い
く
た
め

の
手
段
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
人
び
と
が
職
場
以
外
の
場
所
で
過
ご
す
機
会
が
増
加

し
、
そ
れ
は
彼
ら
の
余
暇
活
動
や
消
費
活
動
の
活
性
化
を
も
た
ら
し
た
。
S
E
D

は
そ
う
し
た
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
形
で
、
労
働
現
場
を
超
え
た
地
域
社
会
を
中

心
と
し
た
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
の
構
築
を
重
視
し
、
人
び
と
の
政
治
的
、
社
会

的
統
合
を
図
っ
て
い
っ
た
。
ゆ
え
に
こ
の
時
期
か
ら
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
域
行
政
に
お
い
て
人
び
と
の
「
自
発
性
」
に
基
づ
く
活
動

が
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
住
民
た
ち
は
、
生
活
条
件
の
改
善
に
見

ら
れ
る
各
々
の
願
望
を
早
期
に
実
現
す
る
機
会
を
新
た
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

４　

ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
期
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自
発
性
」

　
（
１
）
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
「
主
要
課
題H

auptaufgabe

」
に
お
け
る
「
自
発
性
」　

　
　
　
　

―
―
一
九
七
〇
年
代

　

S
E
D
は
、
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
体
制
に
入
っ
て
か
ら
の
一
九
七
〇
年
代
以
降
も
、

「
地
域
行
政
の
合
理
化
」
を
通
じ
た
人
び
と
の
政
治
的
、
社
会
的
統
合
を
重
視
し
て

い
た
。
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
は
、
七
一
年
の
第
八
回
S
E
D
党
大
会
に
お
い
て
、
国

民
一
人
一
人
の
物
質
的
・
精
神
的
豊
か
さ
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
「
主
要
課
題

H
auptaufgabe

」
で
あ
る
と
宣
言
し
、
そ
れ
以
降
、
住
宅
問
題
の
解
消
、
補
助
金
を

通
じ
た
基
礎
消
費
財
や
家
賃
な
ど
の
価
格
の
据
え
置
き
、
医
療
施
設
や
託
児
所
の
新

設
並
び
に
修
繕
と
い
っ
た
社
会
政
策
の
拡
充
が
図
ら
れ
て
い
っ
た（

11
（

。

　

S
E
D
は
そ
の
際
、「
東
ド
イ
ツ
の
都
市
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
住
む
大
多
数
の
市
民

に
よ
る
自
発
的
か
つ
無
給
で
の
活
動
は
、
主
要
課
題
を
完
全
な
形
で
実
現
さ
せ
て
い
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く
上
で
の
決
定
的
な
力
に
な
る
」
と
し
て
、「
地
域
行
政
の
合
理
化
」
を
通
じ
た
人

び
と
の
「
自
発
性
」
を
社
会
政
策
の
実
現
の
た
め
に
重
視
し
て
い
っ
た（

11
（

。
そ
も
そ
も

彼
ら
の
中
に
は
、体
制
側
が
一
方
的
に
物
質
的
恩
恵
を
国
民
に
与
え
る
政
策
は
、個
々

人
の
物
質
的
豊
か
さ
と
そ
の
増
大
を
追
求
す
る
消
費
活
動
を
促
す
だ
け
で
、
西
側
資

本
主
義
社
会
で
見
ら
れ
る
利
己
主
義
的
な
意
識
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
認
識
が
存
在
し
て
い
た（

11
（

。
つ
ま
り
S
E
D
は
、
生
活
水
準
の
向
上
が
住
民
た
ち

相
互
の
社
会
的
つ
な
が
り
の
強
化
に
寄
与
し
な
け
れ
ば
、
各
々
が
持
つ
能
力
を
社
会

に
お
い
て
評
価
し
て
も
ら
う
機
会
が
構
築
さ
れ
ず
、「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
が
実

現
さ
れ
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
う
し
た
状
況
は
、
S
E
D
が
前
衛

党
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
発
揮
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
ゆ
え
に
彼
ら

は
、
福
利
厚
生
の
充
実
を
広
く
国
民
に
行
き
渡
ら
せ
る
と
同
時
に
、
そ
の
実
現
に
際

し
て
人
び
と
の
積
極
的
な
協
働
を
促
し
て
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
を
構
築
さ
せ
て

い
く
こ
と
こ
そ
が
、
自
ら
が
理
想
と
す
る
社
会
政
策
の
本
質
と
考
え
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

S
E
D
は
、
そ
う
し
た
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
が
国
民
一
人
一

人
の
生
活
水
準
の
向
上
を
実
現
す
る
と
国
民
に
向
け
て
約
束
し
つ
つ
も
、
そ
の
早
期

実
現
の
た
め
に
休
日
や
就
業
時
間
外
に
お
い
て
様
々
な
社
会
政
策
の
実
施
を
人
び
と

に
現
場
で
担
わ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
で
き
た
。
実
際
に
、
当
時
の
「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ

ト
運
動
」
の
内
容
は
、
住
宅
の
新
設
、
既
存
住
宅
の
修
繕
、
医
療
機
関
や
学
校
を
は

じ
め
と
し
た
教
育
施
設
の
拡
充
な
ど
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た（

11
（

。

　

し
か
し
S
E
D
は
、
社
会
政
策
に
関
連
し
た
「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
を
実

施
し
て
い
く
上
で
、
い
く
ら
か
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
そ
れ
は
特
に
、
住
宅
の
建

設
や
修
繕
と
い
っ
た
分
野
で
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
で
は
、
専
門
知
識
を
有
す

る
手
工
業
者
た
ち
の
協
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
人
び
と

は
、
休
日
や
就
業
時
間
外
に
ボ
ラ
ン
タ
リ
と
し
て
運
動
に
参
加
す
る
の
に
消
極
的
で

あ
っ
た
。
逆
に
彼
ら
の
多
く
は
、
参
加
す
る
条
件
と
し
て
、
体
制
側
に
対
し
て
金
銭

的
な
見
返
り
を
要
求
し
た
の
で
あ
る（

11
（

。
体
制
側
は
、
次
第
に
そ
う
し
た
要
求
に
応
じ

て
い
き
、
こ
の
運
動
が
掲
げ
る
ボ
ラ
ン
タ
リ
と
し
て
の
側
面
は
形
骸
化
し
て
い
っ
た

と
さ
れ
る（

11
（

。

　

こ
の
手
工
業
者
た
ち
の
態
度
か
ら
は
、
彼
ら
が
自
己
利
益
の
実
現
を
第
一
に
考
え

て
こ
の
運
動
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
彼
ら
は
、
体
制
側
が
社
会
政

策
の
実
現
の
た
め
に
自
分
た
ち
の
協
力
を
必
要
と
し
て
い
る
点
を
逆
手
に
と
っ
て
、

彼
ら
が
置
か
れ
て
い
た
経
済
的
状
況
を
こ
の
運
動
を
利
用
し
て
改
善
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
す
る
と
、
利
己
主
義
的
な
活
動
を
廃
し
て
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
の

構
築
を
謳
っ
た
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
社
会
政
策
は
、
か
え
っ
て
人
び
と
に
個
人
的
利
益

を
追
求
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

一
九
七
○
年
代
に
お
け
る
「
自
発
性
」
は
、
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
「
主
要
課
題
」
と

強
い
相
関
関
係
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
の
内
容
も
、
住

宅
問
題
の
解
決
に
見
ら
れ
る
社
会
政
策
に
関
連
し
た
案
件
に
重
点
が
置
か
れ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
住
宅
問
題
の
解
決
に
お
け
る
手
工
業
者
た
ち
の
態
度
か
ら
は
、
体
制

側
の
掲
げ
た
方
針
と
実
際
の
人
び
と
の
行
動
と
の
間
に
ず
れ
を
生
み
出
す
S
E
D

の
「
自
発
性
」
論
が
持
つ
内
在
的
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。
い
わ
ば
、
ホ
ー
ネ
ッ
カ

ー
が
自
ら
の
社
会
政
策
を
軌
道
に
乗
せ
ら
れ
る
か
は
、
地
域
行
政
に
お
け
る
人
び
と

の
「
自
発
性
」
が
う
ま
く
機
能
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
国
内
経
済
の
悪
化
と
「
自
発
性
」
―
―
一
九
八
〇
年
代

　

体
制
末
期
の
一
九
八
○
年
代
に
お
け
る
「
自
発
性
」
は
、
当
時
の
経
済
状
況
の
影

響
を
色
濃
く
受
け
て
い
た
。
当
時
の
東
ド
イ
ツ
は
、
西
側
諸
国
や
他
の
東
欧
社
会
主

義
国
と
同
様
に
、
七
三
年
か
ら
の
石
油
危
機
に
伴
う
世
界
的
な
経
済
停
滞
の
影
響
を

受
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
東
ド
イ
ツ
の
国
内
経
済
も
徐
々
に
行
き
詰
ま
り
を
見
せ

て
い
き
、
国
家
財
政
の
逼
迫
と
対
外
債
務
の
増
大
を
引
き
起
こ
し
た（

11
（

。
S
E
D
指
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品
で
あ
る
工
業
製
品
や
国
内
向
け
の
消
費
財
の
製
造
を
低
コ
ス
ト
で
実
現
し
よ
う
と

考
え
た
。
こ
れ
は
、
厳
し
い
国
内
経
済
状
況
の
中
で
も
生
産
性
の
向
上
に
寄
与
す
る

と
見
な
さ
れ
た（

11
（

。
実
際
に
S
E
D
は
、
各
地
域
に
廃
品
の
回
収
場
所
を
設
置
し
て
、

住
民
た
ち
自
身
が
収
集
し
た
廃
材
や
古
紙
を
専
門
の
企
業
が
回
収
し
、
そ
れ
ら
を
製

品
づ
く
り
に
再
利
用
す
る
シ
ス
テ
ム
を
展
開
さ
せ
て
い
た（

11
（

。

　

第
三
の
解
決
さ
れ
る
べ
き
課
題
は
、
農
業
生
産
性
の
向
上
で
あ
っ
た
。
ホ
ー
ネ
ッ

カ
ー
は
当
時
、
農
業
生
産
性
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
穀
物
野
菜
生
産
と
畜
産
の
い

ず
れ
か
に
生
産
を
特
化
さ
せ
る
農
業
生
産
の
専
門
化
を
推
し
進
め
て
い
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
は
連
作
障
害
を
も
た
ら
し
、
逆
に
農
作
物
の
収
穫
量
を
減
少
さ
せ
て

し
ま
っ
た
。
ゆ
え
に
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
野
菜
、
果
物
、
食
肉
そ
し
て
バ
タ

ー
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
食
料
品
の
供
給
が
滞
っ
て
い
っ
た（

11
（

。
そ
こ
で
S
E
D
は
、
灌

漑
設
備
の
新
設
、
家
畜
小
屋
の
修
繕
、
さ
ら
に
は
未
使
用
の
農
地
や
空
き
地
を
利
用

し
た
野
菜
、
果
物
、
飼
料
作
物
の
栽
培
を
「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
の
中
で
展
開

し
よ
う
と
し
た（

11
（

。
例
え
ば
、
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ー
ン
県
ノ
イ
・
カ
リ
ス
村
で
は
、
八
四
年

か
ら
、
空
き
地
を
利
用
し
た
飼
料
作
物
と
し
て
の
カ
ブ
ラ
の
栽
培
や
用
水
路
の
設
置

な
ど
を
「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
の
中
で
実
施
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
た（

11
（

。

つ
ま
り
S
E
D
は
、
農
村
を
中
心
と
し
た
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
、
農
業
生
産

性
の
向
上
と
住
民
へ
の
農
作
物
の
安
定
し
た
供
給
の
一
翼
を
担
う
活
動
と
し
て
位
置

付
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
一
九
八
〇
年
代
の
S
E
D
は
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
利

用
し
て
い
く
こ
と
で
、
社
会
政
策
の
拡
充
と
悪
化
す
る
国
内
経
済
状
況
の
克
服
を
同

時
に
目
指
し
た
「
経
済
戦
略
」
を
軌
道
に
の
せ
、
さ
ら
に
は
農
業
問
題
に
見
ら
れ
る

当
時
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
い
た
政
策
に
お
け
る
問
題
点
を
も
解
決
し
よ
う
と
し
て

い
た
と
言
え
る
。
そ
の
際
彼
ら
は
、「
市
民
た
ち
自
身
が
持
つ
知
識
、
技
量
、
利
害
、

関
心
、
能
力
を
豊
か
に
す
る
に
は
、
我
々
の
経
済
戦
略
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
課
題
の

導
部
は
、
そ
う
し
た
背
景
か
ら
、
八
一
年
の
第
十
回
党
大
会
に
お
い
て
、
国
内
外
の

厳
し
い
経
済
状
況
の
中
で
も
従
来
の
社
会
政
策
の
拡
充
を
継
続
さ
せ
、
同
時
に
貴
重

な
資
源
や
財
源
を
よ
り
効
率
的
に
利
用
し
て
生
産
性
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

「
経
済
戦
略W

irtschaftsstrategie

」
で
あ
る
と
主
張
し
た（

11
（

。

　

そ
の
際
S
E
D
は
、「
人
び
と
の
多
様
な
自
発
性
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
経
済
戦

略
を
遂
行
し
、
国
民
所
得
を
増
大
さ
せ
、
経
済
政
策
と
社
会
政
策
の
統
合
路
線
に
お

け
る
主
要
課
題
を
絶
え
ず
実
現
す
る
目
的
で
生
み
出
さ
れ
る
」
と
社
会
に
向
け
て
宣

伝
し
て
い
た（

1（
（

。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
住
民
た
ち
の
「
自
発
性
」
を
積
極
的
に
用
い
る
こ

と
で
、
東
ド
イ
ツ
が
厳
し
い
世
界
情
勢
の
中
で
も
経
済
的
、
社
会
的
発
展
を
達
成
で

き
る
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
S
E
D
は
、
人
び
と
の
自
発
的
な
協
力
を
通
じ
て
優
先
的
に
実
現
さ
れ
る

べ
き
課
題
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る（

11
（

。
そ
こ
で
第
一
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
課
題

と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
社
会
政
策
の
要
で
あ
っ
た
住
宅
問
題
の
解

消
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
S
E
D
指
導
部
は
、
住
宅
政
策
を
遂
行
す
る
上
で
、
既

存
住
宅
の
修
繕
よ
り
も
む
し
ろ
住
宅
の
新
設
に
重
点
を
置
い
て
い
た
た
め
、
都
市
郊

外
の
住
宅
地
の
建
設
が
優
先
的
に
実
施
さ
れ
て
い
た
。
逆
に
、
旧
市
街
地
や
地
方
に

お
け
る
既
存
住
宅
の
改
修
や
修
繕
は
十
分
に
進
ま
ず
、
多
く
の
家
屋
が
使
用
不
能
に

陥
っ
て
い
た（

11
（

。
ゆ
え
に
S
E
D
は
、
こ
の
矛
盾
を
解
消
さ
せ
る
た
め
に
、
既
存
住

宅
の
修
繕
や
住
宅
地
周
辺
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
い
っ
た
案
件
に
人
び
と
の「
自
発
性
」

を
促
そ
う
と
し
た（

11
（

。
実
際
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
市
で
は
、「
屋
根
を
丈
夫
にD

ächer 

dicht

」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
、
休
日
に
地
元
の
青
年
ら
を
既
存
住
宅
の
屋
根

や
煙
突
の
修
繕
に
従
事
さ
せ
る
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た（

11
（

。

　

第
二
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
使
用
済
み
の
鉄
や
繊
維
類
、
古
紙
に
見
ら
れ

る
廃
品
回
収
業
務
で
あ
っ
た
。
S
E
D
指
導
部
は
、「
地
域
行
政
の
合
理
化
」
を
利

用
し
た
廃
品
回
収
に
よ
り
、
再
利
用
可
能
な
原
材
料
の
調
達
を
図
り
、
主
要
な
輸
出
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解
決
に
尽
力
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
国
内
の
危
機
的
状
況
に
お

け
る
人
び
と
の
協
働
が
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
点
を
強
調
し

て
い
た（

1（
（

。
S
E
D
は
、
こ
の
論
理
構
成
を
と
る
こ
と
で
、
前
衛
党
と
し
て
の
役
割

を
棄
損
す
る
こ
と
な
し
に
、
人
び
と
の
就
労
時
間
外
に
お
け
る
活
動
を
通
じ
て
各
政

策
の
問
題
点
を
弥
縫
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。

S
E
D
指
導
部
は
、
国
内
の
経
済
的
状
況
が
悪
化
す
る
一
九
八
〇
年
代
に
お
い

て
も
、人
び
と
の
生
活
水
準
の
向
上
を
掲
げ
た
「
主
要
課
題
」
の
方
針
を
修
正
せ
ず
、

社
会
福
祉
に
対
す
る
投
資
を
実
施
し
続
け
て
い
た
。
そ
う
し
た
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
政

策
方
針
は
、
後
に
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
、
最
終
的
に
八
九
年
の
体
制
崩
壊
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く（

11
（

。
す
る
と
、
八
〇
年
代
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自
発
性
」
は
、
当
時
の

ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
に
よ
る
政
策
方
針
の
在
り
方
を
決
定
づ
け
た
重
要
な
要
素
で
あ
り
、

体
制
末
期
に
お
け
る
東
ド
イ
ツ
社
会
の
実
態
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
大
き
な

意
味
を
持
ち
う
る
。

　
　
　
　

５　

お
わ
り
に

　

レ
ー
ニ
ン
は
、
共
産
党
が
自
ら
の
政
治
的
指
導
性
を
発
揮
す
る
た
め
の
条
件
と
し

て
、
人
び
と
に
よ
る
公
的
問
題
へ
の
積
極
的
か
つ
意
識
的
な
協
力
を
促
す
点
を
強
調

し
て
い
た
。
S
E
D
は
、
こ
の
レ
ー
ニ
ン
の
唱
え
る
人
び
と
の
行
動
を
、
各
々
が

持
つ
創
造
性
豊
か
な
能
力
を
公
に
向
け
て
自
由
に
発
揮
し
て
い
く
と
い
う
マ
ル
ク
ス

の
疎
外
論
に
基
づ
く「
社
会
主
義
的
生
き
方
」で
あ
る
と
解
釈
し
た
。ゆ
え
に
彼
ら
は
、

体
制
側
が
掲
げ
る
政
策
方
針
に
積
極
的
に
関
与
し
な
が
ら
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き

る
人
間
性
の
構
築
を
国
民
に
促
す
こ
と
で
、
前
衛
党
と
し
て
の
政
治
的
指
導
性
を
正

当
化
し
よ
う
と
し
た
。
い
わ
ば
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
自
発
性
」
と
は
、
そ
う
し

た
理
想
の
人
間
像
を
象
徴
す
る
言
葉
で
あ
り
、
一
定
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
活
動
を

保
障
し
て
人
び
と
の
体
制
に
対
す
る
信
頼
を
取
り
付
け
て
い
く
と
い
う
S
E
D
の

統
治
方
法
に
お
け
る
理
論
的
支
柱
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
S
E
D
は
、
建
国
以
来
、
人
び
と
の
政
治
的
、
社
会
的
統
合
を
図
る

上
で
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
積
極
的
に
自
ら
の
政
策
に
応
用
さ
せ
て
い
っ
た
。

戦
後
か
ら
一
九
五
○
年
代
に
か
け
て
の
「
自
発
性
」
は
、
企
業
に
お
け
る
作
業
班

の
導
入
や
「
国
民
建
設
運
動
」、「
美
し
き
農
村
運
動
」
の
開
始
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
戦
後
の
経
済
復
興
や
農
業
集
団
化
を
は
じ
め
と
し
た
東
ド
イ
ツ
社
会
の
社
会
主

義
化
を
推
進
す
る
上
で
重
要
視
さ
れ
た
。
六
○
年
代
に
な
る
と
、
人
び
と
の
余
暇
時

間
に
お
け
る
活
動
が
活
性
化
し
た
こ
と
で
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
に
見
ら
れ

る
職
場
を
超
え
た
地
域
社
会
の
中
で
展
開
さ
れ
る
「
自
発
性
」
が
S
E
D
の
政
治

的
、
社
会
的
統
合
の
中
心
と
な
っ
た
。
七
○
年
代
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自
発
性
」

は
、
社
会
政
策
を
充
実
さ
せ
て
国
民
一
人
一
人
の
生
活
水
準
を
向
上
さ
せ
て
い
く
と

い
う
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
「
主
要
課
題
」
と
強
く
結
び
つ
き
、
そ
の
内
容
も
住
宅
問
題

の
解
消
を
中
心
と
す
る
社
会
政
策
に
関
連
す
る
分
野
に
重
点
が
置
か
れ
た
。
そ
し
て

S
E
D
は
、
体
制
末
期
の
八
○
年
代
に
な
る
と
、
従
来
の
社
会
政
策
を
推
進
し
て

い
く
こ
と
に
加
え
て
、
悪
化
す
る
国
内
の
経
済
状
況
を
克
服
し
、
農
業
問
題
に
見
ら

れ
る
当
時
の
体
制
の
方
針
と
現
実
と
の
矛
盾
が
顕
著
に
表
出
し
て
い
た
政
策
分
野
を

下
支
え
す
る
目
的
で
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
人
び
と
の
「
自
発
性
」
は
、
建
国
か
ら
体
制
末
期
に
か
け
て
、
経
済

政
策
か
ら
社
会
政
策
に
至
る
様
々
な
政
策
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
各
時
代

の
政
策
目
標
の
中
で
は
、常
に
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
の
構
築
が
謳
わ
れ
て
い
た
。

S
E
D
は
、
そ
う
し
た
「
自
発
性
」
の
持
つ
意
義
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
仮
に
政

策
の
欠
陥
や
問
題
点
を
弥
縫
す
る
目
的
で
住
民
た
ち
の
協
力
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
が
社
会
主
義
理
念
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
口
実
を
作
り
出

せ
た
の
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
S
E
D
が
掲
げ
る
「
自
発
性
」
論
に
は
、
人
び
と
の
意
識
的
な
行
動

が
体
制
側
の
目
指
す
本
来
の
目
標
と
現
実
と
の
間
の
矛
盾
を
生
み
だ
す
と
い
う
内
在

的
弱
点
が
存
在
し
て
い
た
。
戦
後
の
作
業
班
に
よ
る
自
主
的
な
行
動
や
「
美
し
き
農

村
運
動
」
に
対
す
る
住
民
た
ち
の
否
定
的
な
姿
勢
、
さ
ら
に
は
社
会
政
策
に
関
連
し

た
「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
に
お
け
る
手
工
業
者
ら
の
態
度
な
ど
か
ら
は
、
こ
の

理
論
が
抱
え
る
内
在
的
矛
盾
が
実
際
の
政
策
の
中
で
表
出
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
見
て
、
S
E
D
が
考
え
る
「
自
発
性
」
は
、
マ
ル
ク
ス
と
レ
ー
ニ
ン

の
理
論
を
最
大
限
反
映
さ
せ
て
彼
ら
に
よ
る
支
配
の
正
当
化
と
社
会
の
安
定
化
を

図
る
た
め
の
効
果
を
持
つ
と
同
時
に
、
一
旦
処
理
を
誤
れ
ば
体
制
自
体
の
安
定
性

を
脅
か
し
う
る
危
険
性
を
秘
め
た
「
諸
刃
の
剣
」
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
だ
と
す
る
と
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自
発
性
」
は
、
S
E
D

が
目
指
し
た
理
想
の
社
会
像
と
現
実
と
の
乖
離
を
こ
と
さ
ら
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
、

一
九
八
九
年
の
体
制
崩
壊
を
も
た
ら
し
た
内
在
的
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ゆ
え
に
今
後
は
、本
稿
が
果
た
し
た
東
ド
イ
ツ
史
の
通
観
的
な
考
察
を
基
盤
と
し
て
、

個
別
時
期
に
お
け
る
住
民
側
の
「
自
発
的
行
動
」
に
つ
い
て
一
次
史
料
を
用
い
た
実

証
的
な
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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