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一
　
は
じ
め
に

　
情
報
（inform

ation

）
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
社
会
科
学
で
は
、Sti

（
1
）

gler

とArr

（
2
）

ow

の
努
力
に
よ
り
、
情
報
経
済
学

が
経
済
学
の
重
要
な
一
分
野
と
な
っ
た
。D

ow
ns

は
不
確
実
性
と
そ
れ
を
低
減
さ
せ
る
の
に
必
要
と
な
る
情
報
の
コ
ス
ト
の
存
在
を
政

治
現
象
の
分
析
に
導
入
し
、
民
主
主
義
に
お
け
る
情
報
の
重
要
性
と
影
響
を
探
っ
て
い（
3
）る。

　
多
く
の
研
究
者
が
情
報
を
研
究
し
続
け
て
き
た
結
果
、
現
実
の
生
活
に
は
常
に
不
確
実
性
が
あ
り
、
不
確
実
性
を
低
減
す
る
も
の
は
情

報
で
あ
る
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。D

ow
ns

に
よ
る
と
、
不
確
実
性
（uncertainty

）
と
は
、「
過
去
、
現
在
、
未

来
の
な
い
し
は
仮
設
上
の
出
来
事
の
経
過
に
つ
い
て
、
確
か
な
知
識
に
多
少
と
も
か
け
て
い
る
こ
と
で
あ（
4
）る」。

　
経
済
だ
け
で
な
く
、
政
治
に
お
い
て
も
、
情
報
が
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
民
主
主
義
的
な
政
治
に
お
け
る
情
報
の
重
要

性
と
そ
の
影
響
は
、
政
治
科
学
の
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い（
5
）る。
民
主
主
義
と
比
べ
て
、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
い
て
、
民
衆
が

直
面
し
て
い
る
不
確
実
性
の
問
題
は
よ
り
深
刻
に
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
研
究
者
が
い（
6
）る。

　
そ
の
た
め
、
権
威
主
義
の
比
較
研
究
に
お
け
る
情
報
に
つ
い
て
の
研
究
は
重
要
な
意
義
を
持
つ
だ
ろ
う
。
今
日
の
権
威
主
義
の
比
較
研

究
は
、
な
ぜ
権
威
主
義
体
制
が
生
き
残
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
ま
た
、
権
威
主
義
体
制
に
お
け
る
「
情
報
問

題
」
を
論
じ
る
研
究
者
も
い
る
。

　
こ
こ
で
、
情
報
問
題
と
は
、
情
報
が
持
つ
希
少
性
、
非
対
称
性
、
外
部
性
、
機
密
性
、
及
び
情
報
の
不
確
か
な
品
質
、
情
報
を
取
得
す

る
に
あ
た
っ
て
政
治
ア
ク
タ
ー
が
負
担
す
る
高
い
コ
ス
ト
、
不
確
実
性
を
変
え
る
機
能
な
ど
の
性
質
に
よ
る
政
治
問
題
を
指
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
研
究
で
は
、
多
く
の
研
究
成
果
が
得
ら
れ
た
も
の
の
、
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
い
く
つ
か
残
さ
れ

て
い
る
。
特
に
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
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第
一
に
、
既
存
の
研
究
で
は
、
指
導
者
が
如
何
に
情
報
を
操
作
し
て
民
衆
を
欺
い
て
い
る
の
か
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き（
7
）た。
そ
の
他

に
は
、
権
威
主
義
体
制
下
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
構
築
さ
れ
る
民
主
主
義
的
な
政
治
制
度
は
、
指
導
者
が
情
報
を
収
集
し
、
権
威
主
義

を
長
期
化
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い（
8
）る。
近
年
、
研
究
技
術
の
発
展
に
よ
り
、
権
威
主
義
体
制
に
お
け
る
情
報

検
閲
に
つ
い
て
の
研
究
も
、
大
き
く
進
展
し
て
い（
9
）る。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
既
存
研
究
が
、
指
導
者
が
ど
の
よ
う
に
情
報
を
利
用
し
、

「
反
抗
を
抑
圧
」
し
て
い
る
の
か
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
ど
の
よ
う
に
情
報
を
利
用
し
て
「
協
力
を
調
達
」
す
る
か
を

め
ぐ
る
研
究
は
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
第
二
に
、
情
報
が
指
導
者
の
協
力
調
達
戦
略
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
情
報
が
指
導

者
の
反
抗
抑
圧
と
協
力
調
達
と
の
間
の
戦
略
選
択
に
与
え
る
影
響
を
示
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
し
指
導
者
の
戦
略
選
択
が
情
報
に
左

右
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
協
力
調
達
戦
略
の
実
行
の
過
程
に
お
い
て
も
、
情
報
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
分
析
す
る
際
に

必
要
と
な
る
の
は
、
情
報
が
果
た
す
役
割
に
関
す
る
分
析
枠
組
み
の
構
築
で
あ
る
。
協
力
調
達
戦
略
の
実
行
に
お
け
る
情
報
問
題
に
関
す

る
研
究
の
重
要
な
一
環
と
し
て
、
情
報
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
視
点
か
ら
上
述
の
問
題
を
分
析
し
、
分
析
枠

組
み
を
構
築
す
る
の
が
こ
の
研
究
領
域
の
理
論
的
発
展
の
た
め
に
も
急
務
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
政
権
維
持
に
関
す
る
研
究
を
紹
介
す
る
。
次
に
、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け

る
情
報
問
題
に
関
す
る
主
な
研
究
課
題
を
ま
と
め
た
う
え
で
、
情
報
取
得
（inform

ation acquisition

）、
情
報
リ
ー
）
10
（
ク
（inform

ation 

provision

）、
及
び
情
報
統
制
（inform

ation control

）
と
い
う
指
導
者
の
情
報
行
為
の
役
割
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
レ
ビ
ュ
ー
を
行
う
。

続
い
て
、
先
行
研
究
の
不
足
点
を
指
摘
す
る
。
そ
の
後
、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
政
権
維
持
の
た
め
の
戦
略
選
択
に
関
す
る
分
析
枠

組
み
の
構
築
を
目
指
す
。
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二
　
先
行
研
究

㈠
　
政
権
維
持
に
対
す
る
二
つ
の
脅
威
と
権
威
主
義
指
導
者
の
対
応

　
情
報
が
権
威
主
義
の
政
権
維
持
に
影
響
を
ど
の
よ
う
に
与
え
る
か
を
説
明
す
る
た
め
に
、
既
存
の
研
究
で
分
析
さ
れ
た
権
威
主
義
指
導

者
が
直
面
し
て
い
る
二
つ
の
脅
威
と
指
導
者
の
対
応
と
を
紹
介
し
、
読
者
に
背
景
的
な
知
識
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
。

　
今
日
、
比
較
政
治
学
の
教
科
書
と
し
て
定
評
の
あ
るPow

ell

ら
が
編
集
し
た
書
物
に
お
い
て
、
非
民
主
主
義
的
政
治
シ
ス
テ
ム
は
権

威
主
義
体
制
（authoritarianism
）
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
）
11
（
る
。

　
民
主
化
の
第
三
の
波
が
終
息
し
て
以
来
、
権
威
主
義
政
治
に
は
新
た
な
局
面
が
現
れ
て
い
る
。
一
部
の
権
威
主
義
体
制
は
民
主
化
を
成

し
遂
げ
た
が
、
一
方
で
他
の
権
威
主
義
体
制
は
生
き
残
っ
て
き
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
一
部
の
権
威
主
義
体
制
は
崩
壊
し
て
も
民
主
主
義

体
制
に
移
行
せ
ず
、
新
し
い
権
威
主
義
体
制
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
ソ
連
が
崩
壊
し
た
後
の
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
は
、
ナ
ザ
ル

バ
エ
フ
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
権
威
主
義
体
制
が
こ
の
国
を
支
配
し
て
い
た
。
ま
た
、
ア
ラ
ブ
の
春
の
中
で
、
中
東
の
一
部
の
権
威
主
義

体
制
は
崩
壊
し
た
が
、
新
し
い
権
威
主
義
体
制
が
生
ま
れ
）
12
（
た
。

　
そ
の
結
果
、
研
究
者
た
ち
は
、
民
主
化
を
権
威
主
義
の
指
導
者
が
直
面
す
る
数
多
く
の
脅
威
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
始
め
、
政
権

維
持
と
い
う
視
点
か
ら
権
威
主
義
政
治
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
）
13
（

る
。
い
ず
れ
の
タ
イ
プ
の
権
威
主
義
体
制
で
あ
っ
て
も
、
権
威
主

義
指
導
者
は
権
力
の
維
持
あ
る
い
は
、
指
導
者
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
政
権
の
維
持
に
根
本
的
な
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
権
威
主
義
政
権
が
如
何
に
政
権
維
持
を
実
現
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
権
威
主
義
の
比
較
研
究
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
課
題
を
め
ぐ
り
、
多
く
の
研
究
者
は
、
権
威
主
義
体
制
か
ら
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
民
主
化
を
事
実
と
し
て
研
究
す

る
だ
け
で
な
く
、
合
理
的
選
択
論
を
用
い
て
、
権
威
主
義
的
政
治
の
フ
ォ
ー
マ
ル
・
モ
デ
ル
を
構
築
し
つ
つ
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
権
威
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主
義
の
指
導
者
に
注
目
し
、
指
導
者
を
中
心
と
す
る
権
威
主
義
政
権
が
ど
の
よ
う
に
政
権
維
持
を
実
現
す
る
か
を
分
析
し
て
い
）
14
（
る
。

　
権
威
主
義
の
指
導
者
は
、
政
権
維
持
の
た
め
に
常
に
二
つ
の
脅
威
に
直
面
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
民
衆
が
政
権
を
転
覆
し
よ
う
と
す
る

脅
威
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
内
部
か
ら
の
反
乱
で
あ
）
15
（
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
権
威
主
義
の
社
会
的
コ
ン
ト
ー
ル
問

題
（the problem

 of authoritarian control

）
と
権
威
主
義
の
パ
ワ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
問
題
（the problem

 of authoritarian pow
er-

sharing

）
で
あ
）
16
（

る
。
権
威
主
義
政
権
が
こ
の
二
つ
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
は
、
権
威
主
義
の
政
権
維
持
問
題
の
主
要
な
二
つ
の

側
面
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
問
題
に
つ
い
てSvolik

に
提
案
さ
れ
た
視
点
は
、
権
威
主
義
の
比
較
研
究
に
お
け
る
重
要
な
分
析

枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
権
威
主
義
指
導
者
と
政
治
的
エ
リ
ー
ト
と
の
間
の
パ
ワ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
問
題
に
関
し
て
、
よ
く
使

わ
れ
る
枠
組
み
の
一
つ
で
あ
る
権
力
支
持
基
盤
理
論
（selectorate the

）
17
（ory

）
は
、
権
威
主
義
政
権
を
維
持
す
る
重
要
条
件
を
示
し
た
。
権

威
主
義
政
権
に
お
い
て
、
権
力
を
保
持
し
な
が
ら
指
導
者
を
支
え
る
実
質
的
支
持
基
盤
（real selectorate

）
と
権
力
を
有
し
な
い
名
目
的

支
持
基
盤
（nom

inal selectorate

）
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
一
部
の
実
質
的
支
持
基
盤
が
勝
利
を
収
め
、
勝
利
連
合
（w

inning coalition

）

を
結
成
し
、
指
導
者
を
支
え
る
。
指
導
者
の
地
位
が
安
定
す
る
か
ど
う
か
は
、
権
力
基
盤
で
あ
る
勝
利
連
合
の
支
持
の
強
弱
に
か
か
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
導
者
は
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
が
反
抗
し
な
い
よ
う
に
、
勝
利
連
合
と
の
パ
ワ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
と
い
う
仕
組
み

を
確
立
す
る
。
権
威
主
義
体
制
の
も
と
で
、
立
法
機
）
18
（
関
、
政
）
19
（
党
、
官
僚
）
20
（
制
な
ど
の
制
度
を
通
し
て
、
パ
ワ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
が
実
現
さ
れ
、

政
権
の
維
持
が
可
能
に
な
る
。

　
第
二
に
、
権
威
主
義
指
導
者
に
よ
る
社
会
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
民
衆
の
反
抗
を
抑
圧
す
る
た
め
、

権
威
主
義
政
権
は
、
反
対
者
な
い
し
は
潜
在
的
反
対
者
を
体
制
内
に
吸
収
す
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
取
り
込
み
（co-optation

）
を
行
う
と

思
わ
れ
て
い
る
。
権
威
主
義
政
権
に
よ
る
取
り
込
み
に
お
い
て
、
議
会
や
政
党
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
）
21
（

る
。
議
会
な
ど
の
制
度
を

通
じ
て
、
労
働
者
の
意
見
を
取
り
入
れ
、
資
源
を
配
分
し
、
権
威
主
義
政
権
が
政
権
の
安
定
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
、
権
威
主
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義
政
権
の
制
度
化
の
レ
ベ
ル
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
労
働
者
に
提
供
す
る
利
益
が
よ
り
多
く
な
る
と
と
も
に
、
労
働
者
の
抗
議
の
強
さ

は
低
く
な
り
、
規
模
も
減
少
す
る
傾
向
に
あ
）
22
（

る
。
中
国
に
お
い
て
、
改
革
開
放
以
前
に
は
闘
争
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
て
い
た
資
本
家
を
、

江
沢
民
時
代
に
お
い
て
は
、
中
国
共
産
党
は
積
極
的
に
取
り
込
む
よ
う
に
な
っ
）
23
（
た
。
改
革
開
放
後
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
や
社
会
科
学
の
研
究
者

が
政
権
に
入
り
、
徐
々
に
政
権
を
支
え
る
技
術
官
僚
と
な
っ
て
い
）
24
（
る
。
一
方
で
、
長
期
に
権
力
を
保
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
政
権

を
失
う
短
期
的
コ
ス
ト
が
増
加
す
る
と
い
う
犠
牲
を
払
い
な
が
ら
も
、
選
挙
を
行
う
権
威
主
義
の
指
導
者
も
い
）
25
（

る
。
他
の
種
類
の
権
威
主

義
体
制
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
競
争
的
権
威
主
義
体
制
の
方
が
、
維
持
期
間
が
よ
り
長
く
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
）
26
（
る
。

　Acem
oglu

とRobinson
は
、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
と
市
民
と
の
間
の
分
配
問
題
が
政
権
維
持
を
決
め
る
変
数
で

あ
る
と
い
う
考
え
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
問
題
の
解
決
策
の
核
心
は
、
エ
リ
ー
ト
が
如
何
に
信
頼
に
足
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
）
27
（
ト
（credible 

com
m
itm

ent

）
を
構
築
す
る
か
に
あ
）
28
（
る
。
例
え
ば
、
エ
リ
ー
ト
は
自
分
の
統
治
を
維
持
す
る
た
め
に
、
市
民
に
対
し
て
利
益
を
分
配
す
る

こ
と
を
約
束
す
る
。
し
か
し
、
エ
リ
ー
ト
が
市
民
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
し
た
と
し
て
も
、
政
治
権
力
を
持
つ
エ
リ
ー
ト
が
権
力
を
利
用

し
て
、
政
治
権
力
を
持
た
な
い
市
民
と
の
間
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
破
棄
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
そ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
信
頼
に

足
ら
な
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
エ
リ
ー
ト
は
、
契
約
（contracts

）、
繰
り
返
し
取
引
（repeated transactions

）、
及
び
誰
が

決
定
権
を
持
つ
か
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
変
え
る
こ
と
（changing the identity of w

ho gets to m
ake the decision

）
と
い
っ
た
よ
う
な

方
法
を
使
っ
て
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
信
頼
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
政
策
的
譲
歩
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
権
力
が
相
変
わ
ら

ず
エ
リ
ー
ト
に
握
ら
れ
、
エ
リ
ー
ト
が
市
民
と
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
守
れ
る
保
証
が
な
く
な
っ
た
時
、
民
主
化
は
起
こ
り
う
る
と
、

Acem
oglu

ら
が
指
摘
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
権
威
主
義
体
制
を
単
純
化
し
て
、
分
配
問
題
な
ど
の
一
つ
の
変
数
だ
け
で
権
威
主
義
の
政
権
維
持
問
題
を
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
批
判
す
る
研
究
者
が
い
る
。
そ
れ
はG

erschew
ski

で
あ
る
が
、
彼
は
正
統
性
、
弾
圧
、
さ
ら
に
は
取
り
込
み
と

い
う
権
威
主
義
政
権
を
支
え
る
三
つ
の
柱
を
提
唱
し
）
29
（
た
。
ま
た
、M

aerz

は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
権
威
主
義
政
権
を
維
持
す
る
六



権威主義体制下における政権維持と情報

129

つ
の
核
心
的
戦
略
を
提
案
し
て
い
）
30
（
る
。

　
そ
の
ほ
か
に
、
権
威
主
義
の
政
権
維
持
の
た
め
に
、
権
威
主
義
指
導
者
が
利
益
配
当
（patronage distribution

）
と
い
う
手
段
も
利
用

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
十
分
な
能
力
を
持
つ
権
威
主
義
政
権
に
と
っ
て
、
議
会
や
政
党
を
通
じ
て
、
権
力
を
共
有
し
た
り
潜
在
的
反
対
者

を
体
制
内
に
吸
収
し
た
り
す
る
に
は
す
る
が
、
と
も
す
れ
ば
よ
り
小
さ
な
権
力
を
共
有
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
取
り
込
み
と
い
う

戦
略
を
利
用
し
尽
く
し
て
も
、
す
べ
て
の
潜
在
的
反
対
者
を
体
制
内
に
吸
収
し
き
れ
な
い
。
政
権
維
持
の
た
め
に
、
指
導
者
は
、
民
衆
、

と
く
に
、
取
り
込
ま
れ
な
い
民
衆
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
利
益
配
当
が
指
導
者
の
視
野
に
入
る
だ
ろ
う
。
指
導
者
が
議

会
や
政
党
を
通
し
て
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
に
も
利
益
配
当
を
行
）
31
（

う
。
利
益
配
当
が
権
威
主
義
の
政
権
維
持
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
し
か
し
、
権
威
主
義
政
権
は
、
利
益
配
当
だ
け
で
は
政
権
維
持
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
て
い
）
32
（
る
。

　
以
上
、
権
威
主
義
の
政
権
維
持
に
つ
い
て
の
既
存
の
研
究
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
み
た
。
以
下
で
は
、
本
稿
は
、
既
存
の
研
究
に
従
い
、

権
威
主
義
指
導
者
の
角
度
か
ら
、
指
導
者
が
直
面
し
て
い
る
二
つ
の
脅
威
を
分
析
の
手
が
か
り
に
し
て
、
指
導
者
が
ど
の
よ
う
に
情
報
を

利
用
し
て
二
つ
の
脅
威
に
対
処
し
、
政
権
維
持
を
図
る
の
か
に
つ
い
て
、
既
存
研
究
が
、
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

㈡
　
二
つ
の
脅
威
に
対
応
す
る
過
程
に
お
け
る
情
報
問
題

　
権
威
主
義
指
導
者
が
政
権
維
持
を
図
ろ
う
と
す
る
過
程
に
お
い
て
は
、
情
報
問
題
が
発
生
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
権
威
主
義
の
他
の
側
面

で
も
情
報
問
題
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
権
威
主
義
指
導
者
に
と
っ
て
、
政
権
維
持
が
最
も
順
位
の
高
い
選
好
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
間

違
い
は
な
い
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
指
導
者
が
政
権
維
持
を
図
る
た
め
に
現
れ
た
情
報
問
題
は
、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
情
報
問
題
に

関
す
る
最
も
重
要
な
研
究
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
既
存
研
究
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
情
報
問
題
を
、
主
に
脅
威
検
知
問
題
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
、
信
念
形
成
問
題
と
い
う

三
つ
に
ま
と
め
た
う
え
で
、
考
察
を
進
め
る
。
こ
の
三
つ
の
問
題
は
、
情
報
が
権
威
主
義
の
政
権
維
持
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
る
か
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を
議
論
す
る
も
の
で
あ
る
。

1
　
脅
威
検
知
問
題

　
権
威
主
義
体
制
下
に
お
い
て
は
、
指
導
）
33
（
者
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
、
及
び
民
衆
と
い
う
三
種
類
の
政
治
ア
ク
タ
ー
が
主
に
存
在
し
て
い
る
。

権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
各
政
治
ア
ク
タ
ー
は
、
先
発
者
の
優
位
性
（the first-m

over advantage

）
を
得
る
た
め
に
、
自
ら
の
意
図
を

隠
し
た
り
、
不
正
確
に
伝
え
た
り
す
る
よ
う
に
動
機
付
け
ら
れ
）
34
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
導
者
が
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
の
情
報
を
完
全

に
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
。
特
に
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
は
、
政
権
を
転
覆
し
よ
う
と
す
る
情
報
を
指
導
者
に
知
ら
れ
る

こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
。

　
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
か
ら
の
脅
威
に
対
応
す
る
た
め
に
、
指
導
者
は
ま
ず
、
政
権
に
対
す
る
脅
威
情
報
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
問
題
を
「
脅
威
検
知
問
題
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
の
情
報
取
得
は
、
情
報
の
収
集
の
み
な
ら
ず
、
収
集
し
た
情
報
の
処
理

も
含
む
。
こ
れ
は
情
報
の
非
対
称
性
と
質
の
不
確
実
性
な
ど
の
性
質
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
脅
威
検
知
問
題
に
関
し
て
既
存
の
文
献
で
は
、
指
導
者
が
他
人
に
情
報
取
得
を
委
託
し
た
場
合
に
生
じ
る
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
の
問
題

に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
指
導
者
は
脅
威
の
情
報
を
取
得
す
る
た
め
に
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
、
官
僚
な
ど
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
依
頼
人
（principal

）
と
し
て
の
指
導
者
と
代
理
人
（agent

）
と
し
て
の
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
官
僚
と
の
間
に
は
、
モ
ラ

ル
・
ハ
ザ
ー
ド
（m

oral hazard

、
道
徳
的
危
険
）
の
問
題
が
生
じ
て
き
た
。

　
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
と
は
、
依
頼
人
と
代
理
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、
代
理
人
が
自
己
利
益
を
追
求
す
る
行
動
を
選
択
し
依
頼
人
の
利

害
を
損
な
う
こ
と
で
あ
）
35
（
り
、
依
頼
人
が
観
察
し
え
な
い
代
理
人
の
行
動
、
い
わ
ゆ
る
隠
さ
れ
た
行
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
依
頼
人
の

不
利
益
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
指
導
者
が
、
上
記
の
脅
威
に
対
処
す
る
に
あ
た
っ
て
、
代
理
人
を
介
し
て
脅
威
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し

よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
代
理
人
は
、
情
報
仲
介
者
（inform

ation interm
ediary

）
と
呼
ば
れ
て
も
良
い
。
脅
威
情
報
を
取
得
し
た
後
、
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指
導
者
が
軍
事
シ
ス
テ
ム
や
官
僚
シ
ス
テ
ム
な
ど
を
利
用
し
、
脅
威
を
処
理
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
指
導
者
と
情
報
仲
介
者
や
対
応
策
の
執
行
者
と
の
間
に
は
、
依
頼
人
と
代
理
人
と
の
関
係
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
依

頼
人
と
代
理
人
と
の
間
に
は
、
隠
さ
れ
た
行
動
と
い
う
情
報
の
非
対
称
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
依
頼
人
と
代
理
人
と
の
利
益
が
対
立
す
る

と
、
隠
さ
れ
た
行
動
が
依
頼
人
の
利
益
を
侵
害
し
が
ち
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
指
導
者
は
す
べ
て
の
情
報
取
得
を
他
人
に
委
託
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
が
騙
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
自
分
の
情
報
が
他
人
に
取
得
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
指
導
者
は
代
理
人
を
通
し
て
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
と
、
代
理
人
の
情
報
取
得
を
強
化
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
こ
と
に

な
る
。

　
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
指
導
者
は
、
代
理
人
の
情
報
を
さ
ら
に
取
得
し
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
、
情
報
仲
介
者

が
自
分
の
利
益
の
た
め
に
、
偽
の
情
報
を
指
導
者
に
伝
え
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
指
導
者
が
軍
隊
を
利
用
し
民
衆
の
反
乱
を
弾
圧
し
よ
う

と
す
る
が
、
軍
隊
が
命
令
を
実
行
せ
ず
に
民
衆
の
要
請
通
り
に
指
導
者
の
退
陣
を
求
め
る
場
合
な
ど
で
、
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
）
36
（
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、
指
導
者
は
代
理
人
に
関
す
る
情
報
を
予
め
入
手
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
情
報
を
取
得
す
る
に
あ
た
っ
て
、
指
導
者
は
脅
威
情
報
の
取
得
に
関
す
る
制
度
を
構
築
す
る
だ
ろ
う
。
権
威
主
義
体
制
に
お
い
て
も
、

議
会
、
政
党
、
選
挙
と
い
っ
た
民
主
主
義
的
な
政
治
制
度
が
存
在
し
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
指
導
者
が
民
主
主
義
的
制
度
を
利
用

し
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
に
関
す
る
情
報
を
取
得
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
競
争
的
権
威
主
義
体
制
で
は
、
議
会
を
介
し
て

選
挙
に
勝
つ
代
表
が
政
府
に
民
衆
の
要
求
を
伝
え
る
た
め
、
指
導
者
が
民
衆
の
不
満
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
）
37
（

る
。
特
に
、

議
会
内
で
の
反
対
派
の
政
治
家
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
政
権
に
対
す
る
脅
威
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
脅
威
に
対
し
て
、

M
agaloni

は
、
メ
キ
シ
コ
で
は
制
度
的
革
命
党
が
反
対
派
に
支
持
す
る
可
能
性
が
高
い
地
域
へ
の
公
共
支
出
を
増
加
し
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
）
38
（

た
。
ま
た
、
法
律
な
ど
の
制
度
の
整
備
は
、
指
導
者
に
よ
る
情
報
取
得
を
よ
り
容
易
に
す
る
。
中
国
で
は
、
指
導
者
が
新
し
い
情

報
公
開
法
律
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
地
方
政
府
を
監
視
し
て
い
）
39
（
る
。
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し
か
し
、
制
度
を
通
し
て
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
指
導
者
の
目
的
を
達
成
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や

民
衆
が
制
度
の
仕
組
み
を
理
解
し
た
う
え
で
、
自
分
に
と
っ
て
有
利
な
情
報
を
指
導
者
に
伝
え
る
場
合
、
制
度
を
通
し
た
情
報
取
得
と
い

う
機
能
が
損
な
わ
れ
る
。
権
威
主
義
体
制
で
は
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
昇
進
が
権
威
主
義
の
パ
ワ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
重
要
な
要
素
の
一

つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
）
40
（
る
。
中
国
の
一
党
支
配
型
権
威
主
義
体
制
に
お
い
て
、
地
方
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
と
地
方
財
政
収
入
の
増
加
を

は
じ
め
と
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
地
方
の
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
昇
進
に
影
響
を
与
え
る
た
め
、
地
方
の
政
治
的
エ
リ
ー
ト
に
は
関
連

デ
ー
タ
を
改
ざ
ん
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
与
え
ら
れ
、
指
導
者
が
受
け
取
っ
た
情
報
は
現
実
と
の
間
に
乖
離
が
生
じ
）
41
（
る
。
こ
の
問
題
を

解
決
す
る
た
め
に
、
中
国
政
府
は
抜
き
打
ち
検
査
（spot check

）
や
第
三
者
評
価
（third-party evaluation

）
な
ど
を
行
っ
て
い
）
42
（
る
。

2
　
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
の
発
生
に
つ
い
て
論
じ
る
。
脅
威
情
報
を
取
得
し
た
後
、
指
導
者
に
は
弾
圧
、
政
策
的
譲
歩
、

権
力
の
譲
渡
と
い
う
三
つ
の
選
択
肢
が
あ
）
43
（
る
。
指
導
者
に
と
っ
て
、
最
も
望
ま
な
い
結
果
は
、
権
力
の
譲
渡
で
あ
ろ
う
。
大
規
模
な
弾
圧

で
あ
れ
ば
、
コ
ス
ト
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
か
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
個
人
に
対
す
る
弾
圧
は
指
導
者
に
と
っ
て
コ
ス
ト
が
低
い
選
択

肢
に
な
る
が
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
の
反
発
を
惹
起
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
導
者
は
政
策
的
譲
歩
を
選
択
す
る
は

ず
で
あ
る
。
政
策
的
譲
歩
は
、
指
導
者
が
一
部
の
権
力
や
利
益
を
譲
渡
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
指
導
者
に
よ
る

政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
に
対
す
る
譲
歩
に
つ
い
て
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
信
頼
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
た
め
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
信

頼
に
足
る
よ
う
に
す
る
の
は
、
指
導
者
の
重
要
な
課
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
権
威
主
義
の
政
権
維
持
の
た
め
に
は
、
指
導
者
は

政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
と
の
間
に
信
頼
に
足
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
し
か
し
、Acem

oglu

とRobinson

が
論
じ
て
い
る
よ
う
）
44
（

に
、
権
威
主
義
指
導
者
が
握
る
権
力
に
は
有
効
な
制
約
が
な
い
た
め
、
上

述
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
指
導
者
の
将
来
の
行
動
を
信
頼
に
足
る
形
で
制
約
す
る
こ
と
が
き
で
な
い
。
特
に
権
威
主
義
指
導
者
が
権
力
を
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集
中
さ
せ
る
過
程
で
は
、
指
導
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
信
頼
性
は
さ
ら
に
落
ち
や
す
い
だ
ろ
う
。
指
導
者
が
い
つ
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を

破
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
は
、
指
導
者
と
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
締
結
を
拒
否
す
る
可

能
性
が
高
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
権
威
主
義
指
導
者
が
如
何
に
し
て
信
頼
に
足
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
構
築
す
る
か
に
焦
点
を
当

て
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
を
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
現
在
、
権
威
主
義
体
制
に
お
け
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
、
基
本
的
に
、Acem

oglu

やRobinson

に
代
表
さ
れ

る
ゲ
ー
ム
理
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
とSvolik

に
代
表
さ
れ
る
制
度
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
二
つ
の
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
二
つ
の

研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
い
く
つ
か
の
違
い
が
存
在
し
て
い
る
。
第
一
に
、
権
威
主
義
的
な
制
度
の
位
置
付
け
が
異
な
る
。
ゲ
ー
ム
理
論
の

ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
権
威
主
義
的
な
制
度
が
目
立
っ
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
制
度
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
権
威
主

義
的
な
制
度
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
研
究
の
焦
点
が
異
な
る
。
ゲ
ー
ム
理
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
権
威
主
義
の
政
権

維
持
に
お
い
て
、
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
る
の
は
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
と
の
分
配
問
題
で
あ
る
た
め
、
分
配
に
関
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の

重
要
性
が
強
調
さ
れ
た
。
制
度
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
は
現
れ
た
が
、
指
導
者
と
政
治
的
エ
リ
ー
ト
と
の
関
係

を
論
じ
る
場
合
に
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
第
三
に
、
権
威
主
義
的
な
制
度
が
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
と
い
う
違
い
で
あ
る
。
ゲ
ー
ム
理
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
信
頼
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
制
度

の
重
要
性
が
言
及
さ
れ
た
が
、
民
主
主
義
的
な
制
度
こ
そ
信
頼
に
足
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
権
威
主

義
的
な
制
度
の
役
割
を
認
め
な
い
。
一
方
で
制
度
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
指
導
者
が
制
度
を
順
守
す
る
こ
と
が
、
パ
ワ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
に
つ
い
て
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
明
確
に
示
す
こ
と
で
あ
）
45
（

る
と
さ
れ
、
権
威
主
義
的
な
制
度
が
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
問
題
の
緩
和
に
有
効
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
他
の
研
究
者
は
実
証
研
究
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
新
し
い
研
究
を
展
開
し
て
い
る
。
一
部
の
研
究
者
は
、
指
導
者

と
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
を
緩
和
す
る
の
に
果
た
す
役
割
を
指
摘
し
て
い
る
。
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指
導
者
が
統
治
の
初
期
に
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
権
力
を
強
化
し
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
に
将
来
の
レ
ン
ト
（rent

）
の
分
配
に
つ
い
て
の
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
信
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、
指
導
者
の
地
位
を
保
証
し
た
、
とM
eng

が
明
ら
か
に
し
）
46
（

た
。
中
国
人
を
対
象
と
す
る
オ
ン
ラ

イ
ン
実
験
で
得
ら
れ
た
結
論
は
、
政
府
の
主
張
を
民
衆
に
納
得
さ
せ
る
た
め
に
は
、
政
府
が
ま
ず
約
束
し
た
こ
と
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
民
衆
に
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
内
容
を
信
じ
な
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
内
容
が
実
現
さ
れ
た
ら
、
民
衆
、
特
に
政
治
的
情
報
保
有
度
が
高
い
民
衆
は
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
現
実
と
の
一
致
度
を
認

識
し
は
じ
め
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
内
容
を
よ
り
信
じ
る
よ
う
に
な
）
47
（
る
。
例
え
ば
、
腐
敗
駆
除
運
動
の
継
続
に
よ
り
、
政
治
的
情
報
保
有
度

が
高
い
民
衆
は
政
府
に
対
す
る
評
価
を
高
め
た
。

　
一
方
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
の
解
決
に
お
け
る
制
度
の
役
割
を
さ
ら
に
強
調
す
る
研
究
者
も
い
る
。Boix

は
、
権
威
主
義
体
制
の

議
会
は
、
政
治
制
度
に
お
け
る
拒
否
者
の
数
を
増
や
す
こ
と
で
指
導
者
の
権
力
行
使
を
制
限
し
た
と
指
摘
し
て
い
）
48
（
る
。
こ
れ
と
同
時
に
、

権
威
主
義
体
制
に
お
い
て
、
制
度
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
を
果
た
し
、
指
導
者
の
情
報
取
得
を
可
能
に
す
る
。
パ
ワ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に

お
い
て
、
公
式
制
度
は
、
指
導
者
と
政
治
的
エ
リ
ー
ト
と
の
間
の
定
期
的
か
つ
制
度
化
し
た
交
流
（interaction

）
を
促
進
し
、
相
互
に

情
報
を
取
得
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
さ
ら
に
、
制
度
の
も
と
で
の
交
流
が
指
導
者
と
政
治
的
エ
リ
ー
ト
と
の
間
に
よ
り
大
き
な
透
明

性
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
指
導
者
が
政
治
的
エ
リ
ー
ト
か
ら
よ
り
多
く
の
情
報
を
得
ら
れ
る
。
し
か
も
、
取
り
込
み
に
お
い
て
も
、

制
度
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
を
果
た
し
、
民
衆
の
選
好
に
関
す
る
情
報
の
取
得
も
可
能
と
す
る
。
こ
の
過
程
で
は
、
議
会
な
ど
の
制
度
が

重
要
な
役
割
を
果
た
）
49
（

す
。

3
　
信
念
形
成
問
題

　
既
存
研
究
で
は
、
な
ぜ
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
が
指
導
者
に
反
抗
す
る
集
団
行
動
に
参
加
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
参
加
し
な
い
の
か

と
い
う
問
題
は
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
信
念
形
成
問
題
と
要
約
し
て
、
再
考
し
て
み
た
い
。
以
下
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で
は
、
ま
ず
、
信
念
形
成
問
題
の
発
生
を
論
じ
る
。

　
信
念
形
成
問
題
は
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
の
次
に
指
導
者
が
取
り
組
む
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
指
導
者
が
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
提
案

し
た
後
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
が
指
導
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
受
け
入
れ
、
指
導
者
に
反
抗
し
な
い
か
ど
う
か
は
、
政
治
的
エ

リ
ー
ト
や
民
衆
の
意
思
次
第
で
あ
ろ
う
。
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
指
導
者
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の

前
提
条
件
が
変
わ
ら
な
い
場
合
、
指
導
者
は
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
均
衡
を
打
破
す
る
可
能
性
が
低
い
だ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
の
考
え
が
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。

　
ア
ク
タ
ー
は
、
既
に
入
手
し
た
情
報
を
も
と
に
将
来
の
状
況
に
つ
い
て
推
測
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
の
行
動
を
決
定
す
る
。
合

理
的
選
択
論
的
に
言
え
ば
、
合
理
的
人
間
は
意
思
決
定
を
行
う
前
に
、
各
選
好
の
実
現
の
確
率
を
推
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
確
率
は
、

主
観
的
確
率
で
あ
り
、
信
念
と
呼
ば
れ
て
い
）
50
（
る
。
信
念
（belief

）
と
は
、
望
む
結
果
を
得
る
た
め
に
あ
る
手
段
や
行
動
の
有
効
性
に
関

し
て
主
観
的
に
推
定
す
る
確
率
で
あ
る
。
信
念
が
主
観
的
な
判
断
で
あ
る
た
め
、
ア
ク
タ
ー
が
外
部
環
境
で
の
経
験
を
積
み
、
情
報
を
入

手
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
念
は
変
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
）
51
（

う
。

　
し
た
が
っ
て
、
指
導
者
に
と
っ
て
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
の
信
念
（
主
観
的
確
率
）
を
変
え
て
、
指
導
者
に
反
抗
す
る
集
団
行
動

に
参
加
し
な
い
よ
う
に
す
る
の
か
は
、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
「
信
念
形
成
問
題
」
と
な
っ
て
い
る
。
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
が

指
導
者
に
反
抗
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
指
導
者
は
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
の
信
念
を
変
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
は
、
指
導
者
は
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
に
対
し
て
情
報
を
リ
ー
ク
し
、
彼
ら
が
置
か
れ
て
い
る
情
報
環
境
を
統
制
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
一
部
の
研
究
者
は
、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
信
念
が
権
威
主
義
の
体
制
維
持
に
与
え
る
影
響
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
一
に
、

権
威
主
義
体
制
の
も
と
で
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
が
指
導
者
に
反
抗
す
る
成
功
率
が
高
い
と
い
う
信
念
が
一
定
の
閾
値
を
超
え
る
と
、

権
威
主
義
政
権
が
覆
さ
れ
る
脅
威
が
現
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
民
主
化
の
第
三
の
波
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
メ
デ
ィ
ア
、
特
に
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海
外
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
た
情
報
が
権
威
主
義
の
政
権
崩
壊
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
）
52
（
る
。
権
威
主
義
政
権
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
な
い
メ
デ
ィ
ア
が
民
主
化
の
中
で
、
個
人
の
自
由
、
自
己
表
現
、
集
団
行
動
、
反
政
府
に
対
す
る
抵
抗
な
ど
の
内
容
を
放
送

し
て
い
）
53
（
た
。
こ
の
よ
う
な
内
容
は
、
権
威
主
義
政
権
に
対
す
る
反
抗
が
成
功
し
や
す
い
と
い
う
民
衆
の
信
念
を
強
化
し
、
民
衆
が
反
政
府

活
動
に
参
加
す
る
こ
と
を
促
し
、
権
威
主
義
政
権
に
反
抗
す
る
集
団
行
動
を
協
調
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、H

ollyer

ら
の
分
析
に
よ
る
と
、

権
威
主
義
政
権
が
公
表
し
た
経
済
関
連
デ
ー
タ
と
大
規
模
な
抗
議
活
動
と
緊
密
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
）
54
（

る
。
あ
る
民
衆
が

反
政
府
デ
モ
に
参
加
す
る
か
否
か
は
、
他
人
が
同
じ
こ
と
を
す
る
か
否
か
に
関
わ
る
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
他
人
が
デ
モ
に
参
加
す
る
と

思
っ
て
い
る
人
は
、
デ
モ
が
成
功
す
る
と
信
じ
、
デ
モ
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
信
念
は
抗
議
活
動
が
勃
発
す
る
要
因
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
指
導
者
に
反
抗
す
る
成
功
率
が
低
い
と
い
う
主
観
的
確
率
が
高
け
れ
ば
、
権
威
主
義
政
権
に
は
大
き
な
脅

威
が
現
れ
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
率
に
し
て
も
、
識
字
率
に
し
て
も
低
い
ウ
ガ
ン
ダ
で
は
、
権
威
主
義
体
制

下
に
お
い
て
民
衆
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
は
、
個
人
の
オ
ン
ラ
イ
ン
政
治
参
加
に
は
大
き
な
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
原
因
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
頻
繁
に
利
用
す
る
人
で
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
政
治
参
加
が
現
実
政
治
を
変
え
ら
れ
な
い
と
い

う
信
念
を
持
つ
こ
と
に
あ
）
55
（
る
。

　
他
の
研
究
者
は
、
情
報
が
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
の
信
念
を
変
え
る
効
果
を
さ
ら
に
分
析
し
た
。
権
威
主
義
体
制
下
で
は
、
政
治
的

エ
リ
ー
ト
の
信
念
の
変
化
が
ク
ー
デ
タ
ー
の
成
否
と
関
連
し
、
権
威
主
義
の
政
権
維
持
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
将
校
た
ち
は
、
ク
ー
デ
タ
ー

が
発
生
す
る
以
前
の
出
来
事
か
ら
情
報
を
受
け
、
成
功
の
可
能
性
が
高
い
ク
ー
デ
タ
ー
に
参
加
す
る
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
将
校
た
ち

は
、
ク
ー
デ
タ
ー
が
失
敗
す
る
可
能
性
が
高
い
と
判
断
す
れ
ば
、
政
権
を
支
持
し
て
い
な
く
て
も
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
参
加
し
よ
う
と
も
し

な
）
56
（
い
。Lesta

の
研
究
は
、
競
争
的
権
威
主
義
体
制
に
お
い
て
、
民
衆
の
信
念
が
変
え
ら
れ
る
好
例
を
提
供
し
て
い
）
57
（
る
。
ア
フ
リ
カ
の
一

部
の
競
争
的
権
威
主
義
の
国
家
を
対
象
と
す
る
こ
の
研
究
に
よ
る
と
、
反
対
派
が
勝
っ
た
選
挙
区
に
お
け
る
有
権
者
は
、
反
対
派
が
行
っ

た
中
央
政
府
に
対
す
る
批
判
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
、
中
央
政
府
を
信
頼
し
な
い
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
与
党
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が
勝
っ
た
選
挙
区
に
お
け
る
有
権
者
は
、
反
対
派
に
接
触
せ
ず
、
与
党
の
主
張
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
受
け
入
れ
や
す
い
た
め
、
中
央
政
府

が
民
主
主
義
的
な
政
府
で
あ
り
、
か
つ
信
頼
に
足
る
と
認
識
す
る
傾
向
が
強
く
な
り
、
権
威
主
義
政
権
を
さ
ら
に
支
持
す
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
実
験
研
究
に
よ
る
と
、
メ
デ
ィ
ア
に
流
さ
れ
た
偽
情
報
（m

isinform
ation

）
は
受
け
手
の
信
念
に
影
響
を
与
え
た
と
証
明
さ
れ
た
。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
偽
情
報
が
偽
な
も
の
で
あ
る
と
明
確
に
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
影
響
が
相
変
わ
ら
ず
残
）
58
（
る
。
情
報
の
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
の
重
要
性
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
エ
ジ
プ
ト
や
ロ
シ
ア
に
関
す
る
研
究
に
よ
る
と
、
人
々
は
選
挙
の
不
正
に
抗
議
す
る

運
動
か
ら
情
報
を
得
て
、
投
票
行
動
や
政
府
に
対
す
る
態
度
を
変
え
）
59
（
た
。

　
信
念
を
変
え
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
指
導
者
が
政
権
を
維
持
す
る
た
め
に
、
自
分
の
統
治
に
有
利
な
情
報
を
リ
ー
ク
し
た
り
、
情
報
を
統

制
し
た
り
し
て
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
の
信
念
を
形
成
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。H

uang

に
よ
る
と
、
権
威
主
義
政
権
の
洗
脳

教
育
は
、
洗
脳
と
い
う
機
能
を
果
た
す
可
能
性
が
低
い
が
、
政
権
の
強
さ
を
誇
示
す
る
こ
と
で
、
学
生
に
シ
グ
ナ
ル
を
発
信
し
、
抗
議
活

動
に
参
加
す
る
意
欲
を
抑
制
し
）
60
（
た
。
ま
た
、
東
ド
イ
ツ
で
は
、
抗
議
活
動
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
民
衆
に
「
抗
議
活
動
の
成
功
率
は
高

い
」
を
思
わ
せ
な
い
よ
う
に
、
政
府
は
各
地
の
抗
議
活
動
に
関
す
る
情
報
の
拡
散
を
統
制
し
て
い
）
61
（

た
。
中
国
で
は
、「
五
毛
）
62
（

党
」
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
政
権
を
応
援
す
る
投
稿
や
中
国
共
産
党
の
歴
史
を
謳
歌
す
る
投
稿
を
大
量
に
作
成
し
て
い
る
。
五
毛
党
が
基
本

的
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
論
争
に
参
加
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
投
稿
で
民
衆
の
注
意
を
そ
ら
し
て
い
る
こ
と
を
、
中
国
政
府

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
閲
の
研
究
を
し
て
い
るKing

ら
が
明
ら
か
に
し
て
い
）
63
（
る
。
彼
ら
に
よ
る
と
、
五
毛
党
は
、
政
権
に
積
極
的
に
世

論
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
せ
、
民
衆
の
抗
議
活
動
に
参
加
す
る
可
能
性
を
抑
制
さ
せ
た
。

㈢
　
先
行
研
究
の
不
足
点

　
政
権
維
持
を
脅
か
す
二
つ
の
脅
威
に
対
し
て
、
権
威
主
義
指
導
者
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
と
い
う
議
論
に
戻
ろ
う
。
先
行
研
究
で

は
、
パ
ワ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
、
取
り
込
み
、
及
び
利
益
配
当
な
ど
の
手
段
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
手
段
は
、
希
少
な
資
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源
の
配
分
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、
資
源
の
配
分
は
、
資
源
の
獲
得
を
前
提
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
も
し
、
指
導
者
に
資
源
が
少
な
い
場

合
、
あ
る
い
は
資
源
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
資
源
の
配
分
は
不
可
能
と
な
る
。
資
源
の
獲
得
は
、
資
源
の
配
分
の
前

提
条
件
で
あ
る
と
言
え
る
。
先
行
研
究
で
は
、
指
導
者
が
ど
の
よ
う
に
資
源
を
獲
得
す
る
か
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

は
、
先
行
研
究
の
一
つ
目
の
不
足
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
既
存
研
究
に
は
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
の
反
抗
を
抑
圧
す
る
の
は
、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
政
権
維
持
の
た
め
の

主
な
戦
略
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
反
抗
抑
圧
戦
略
の
以
外
に
は
、
政
権
維
持
の
他
の
戦
略
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
反
抗
抑
圧

戦
略
に
加
え
、
協
力
調
達
戦
略
も
権
威
主
義
体
制
下
政
権
維
持
の
た
め
の
重
要
な
戦
略
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
権
威
主
義
の
政
権
維
持
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
側
面
を
含
ん
で
い
る
。
一
つ
は
、
反
抗
抑
圧
の
論
理
の
下
で

の
政
権
維
持
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
指
導
者
に
対
す
る
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
の
反
抗
が
な
け
れ
ば
、
政
権
が
維
持
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
も
う
一
つ
は
、
協
力
調
達
の
論
理
の
下
で
の
政
権
維
持
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
が
指
導
者
に
協
力
し
、
と

も
に
政
権
を
維
持
す
る
場
合
、
政
権
は
存
続
す
る
。

　
既
存
の
研
究
で
は
、
基
本
的
に
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
が
指
導
者
に
反
抗
し
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
が
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
一
方
、
指
導
者
の
協
力
調
達
戦
略
に
つ
い
て
は
、
少
数
の
学
者
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
指
導
者
が
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
を
動
員
し
て
、
協
力
を
調
達
す
る
こ
と
で
、
権
威
主
義
の
政
権
維
持
を
実
現
し
う
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。O

lson

の
研
究
は
、
協
力
調
達
の
論
理
の
下
で
の
政
権
維
持
に
つ
い
て
の
初
期
的
研
究
で
あ
ろ
う
。O

lson

は
、
権
威
主
義
政

権
の
維
持
期
間
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
要
素
と
し
て
、
時
間
視
野
（tim

e horizon

）
の
長
さ
を
挙
げ
）
64
（

た
。
時
間
視
野
が
長
く
な
れ
ば
、

指
導
者
が
民
衆
の
所
有
権
を
守
り
、
民
衆
が
よ
り
多
く
の
富
を
生
産
す
る
こ
と
で
、
指
導
者
が
税
金
な
ど
か
ら
よ
り
多
く
の
富
を
得
る
。

こ
の
概
念
は
権
威
主
義
研
究
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
）
65
（

た
。O

lson

に
よ
る
と
、
流
賊
（roving bandits

、
放
浪
盗
賊
）
に
よ
る
恣
意
的
な

行
動
が
投
資
や
生
産
の
意
欲
を
損
な
う
た
め
、
社
会
が
よ
り
多
く
の
富
を
生
み
出
さ
ず
、
流
賊
も
よ
り
多
く
の
富
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
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く
な
っ
た
。
も
し
、
こ
の
指
導
者
の
時
間
視
野
が
長
い
場
合
、
流
賊
が
長
期
的
か
つ
よ
り
多
く
の
富
を
得
る
た
め
に
、
土
匪
（stationary 

bandits

、
定
住
盗
賊
）
に
変
わ
っ
て
、
平
和
な
秩
序
や
そ
の
他
の
公
共
財
を
提
供
し
、
支
配
し
て
い
る
民
衆
に
対
し
て
よ
り
効
率
的
に
課

税
す
る
よ
う
に
な
る
。
も
し
、
こ
の
指
導
者
の
時
間
視
野
が
短
い
場
合
、
で
き
る
だ
け
短
期
間
に
よ
り
多
く
の
富
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、

略
奪
を
行
い
、
も
し
く
は
流
賊
の
状
態
に
戻
る
こ
と
で
、
政
権
の
崩
壊
を
招
く
。

　O
lson

に
続
い
て
、G

andhi

とPrzew
orski

は
、
権
威
主
義
指
導
者
が
脅
威
に
直
面
す
る
に
あ
た
っ
て
、
富
の
み
な
ら
ず
、
特
権
や

名
誉
な
ど
の
レ
ン
ト
（rent

）
の
生
産
に
協
力
を
調
達
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
）
66
（
た
。
彼
ら
は
、
多
く
の
権
威
主

義
的
な
国
家
に
も
議
会
や
政
党
な
ど
民
主
主
義
的
な
制
度
が
あ
る
理
由
は
、
協
力
の
調
達
（m

obilize cooperation

）
に
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
。
彼
ら
は
、
潜
在
的
反
対
者
を
体
制
内
に
取
り
込
み
、
政
権
の
政
治
基
盤
を
拡
大
す
る
こ
と
を
協
力
調
達
の
一
つ
の
方
法
と
み
な
し

て
い
る
。
協
力
調
達
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
た
後
、
こ
の
考
え
方
の
も
と
で
、
政
府
が
い
か
に
民
衆
を
動
員
し
て
、
協
力
を
調
達
す
る

の
か
と
い
う
研
究
が
な
さ
れ
て
き
）
67
（
た
。
ま
た
、
文
化
や
価
値
観
な
ど
が
民
衆
と
政
府
と
の
間
の
協
力
の
可
能
性
に
影
響
を
与
え
る
と
指
摘

し
た
研
）
68
（
究
が
現
れ
た
。
し
か
し
、
指
導
者
が
ど
の
よ
う
に
政
治
的
エ
リ
ー
ト
や
民
衆
の
反
抗
を
抑
圧
す
る
研
究
が
、
権
威
主
義
体
制
下
に

お
け
る
政
権
維
持
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
権
威
主
義
的
な
国
家
の
議
会
に
は
、
政
治
的
反
対
派
の
議
席
が
ほ
と

ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
た
め
、
取
り
込
み
が
反
抗
を
抑
圧
し
う
る
と
指
摘
さ
れ
）
69
（
た
が
、
反
対
者
あ
る
い
は
潜
在
的
反
対
者
の
協
力
を
調
達

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
、
さ
ら
に
研
究
が
必
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
数
少
な
い
関
連
研
究
は
、
協
力
調
達
戦
略
の
一
つ
の
目
的
、
す
な
わ
ち
指
導
者
が
支
配
し
て
い
る
資
源
の
再
生
産
に
焦
点
を
当
て
て
い

る
。
暴
力
的
資
源
は
、
国
家
が
合
法
的
に
独
占
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
指
導
者
に
は
、
富
、
特
権
や
名
誉
の
み
な
ら
ず
、
も
う
一

つ
の
重
要
な
資
源
で
あ
る
暴
力
的
資
源
の
再
生
産
も
、
研
究
の
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
協
力
調
達
戦
略
に
は
、
資
源
の
再
生
産
の
ほ
か
に
、
秩
序
の
獲
得
と
い
う
目
的
が
あ
る
と
指
摘
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
主

に
指
導
者
と
統
治
連
合
に
入
っ
て
い
な
い
ア
ク
タ
ー
と
の
協
力
関
係
を
論
じ
る
。
統
治
連
合
に
入
っ
て
い
な
い
ア
ク
タ
ー
に
は
、
統
治
の
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秩
序
を
維
持
し
て
い
る
者
も
い
る
。
例
え
ば
、
中
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
中
国
共
産
党
の
一
党
支
配
を
擁
護
す
る
言
論
を
自
発

的
に
投
稿
し
、
政
府
に
不
利
な
発
言
を
し
た
者
を
通
報
す
る
「
自
干
）
70
（

五
」
と
「
小
粉
）
71
（

紅
」
の
よ
う
な
民
衆
が
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
二
〇
二
二
年
三
月
か
ら
五
月
末
に
か
け
て
、
中
国
政
府
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
上
海
な
ど
の
都

市
を
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
し
て
い
た
。
数
千
万
人
の
人
口
を
抱
え
る
都
市
を
封
鎖
す
る
た
め
に
は
、
政
府
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
統
治
の

秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
人
々
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
汚
職
の
幹
部
を
通
報
す
る
こ
と
は
、
通
報
者
が

必
ず
し
も
利
益
を
得
る
こ
と
な
く
、
指
導
者
の
政
治
的
エ
リ
ー
ト
に
対
す
る
支
配
力
を
強
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中

国
で
は
、
腐
敗
の
幹
部
を
通
報
す
る
行
為
は
自
発
的
な
公
共
財
の
提
供
に
類
似
し
て
い
）
72
（

る
。
で
は
、
な
ぜ
権
威
主
義
体
制
下
で
は
、
腐
敗

の
幹
部
に
対
す
る
通
報
が
多
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
、
さ
ら
な
る
研
究
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
指
導
者
の
協
力
調
達
戦
略
の
目
的
は
、
資
源
の
再
生
産
と
秩
序
と
の
獲
得
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
協
力
を
通
し

て
、
指
導
者
は
、
配
分
の
た
め
に
支
配
し
て
い
る
資
源
を
増
や
し
、
協
力
者
が
提
供
す
る
秩
序
と
い
う
公
共
財
を
獲
得
し
、
自
分
の
統
治

を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
二
つ
の
脅
威
に
対
応
す
る
過
程
に
お
け
る
情
報
問
題
に
つ
い
て
の
文
献
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
で
、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
情
報

問
題
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
指
導
者
が
如
何
に
情
報
を
利
用
し
て
反
抗
を
抑
圧
す
る
か
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
し
か
し
、
指
導
者
が
如
何
に
情
報
を
利
用
し
て
協
力
を
調
達
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、

今
後
こ
の
分
野
で
さ
ら
に
研
究
を
進
め
る
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
課
題
の
重
要
性
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
情
報
が
指
導
者
の
戦
略
選
択
に
与
え
る
影
響
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
も
し
情

報
が
指
導
者
の
戦
略
選
択
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
協
力
調
達
戦
略
の
実
行
の
過
程
に
お
い
て
も
、
情
報
が
重
要
な

役
割
を
果
た
す
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
指
導
者
の
戦
略
選
択
に
対
す
る
情
報
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

協
力
調
達
戦
略
の
実
行
に
お
け
る
情
報
問
題
を
研
究
す
る
た
め
の
第
一
歩
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
指
導
者



権威主義体制下における政権維持と情報

141

の
戦
略
選
択
に
対
す
る
情
報
の
影
響
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
反
抗
抑
圧
戦
略
の
実
行
に
お
け
る
情
報
問
題
を
理
解
す
る
上
で
有
益
で
あ
る

と
も
言
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
指
導
者
の
戦
略
選
択
は
、
権
威
主
義
体
制
の
制
度
配
置
に
あ
る
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
か
。
も
し
情
報
が
指
導
者
の

戦
略
選
択
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
、
権
威
主
義
体
制
の
制
度
配
置
の
違
い
に
つ
な
が
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
ら
、
権
威
主
義
体
制
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
国
土
の
広
さ
、
社
会
構
）
73
（

造
、
国
家
の
能
）
74
（

力
な
ど
が
権
威
主
義
体
制
の
制
度
配
置
に
影
響
を

与
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
情
報
が
権
威
主
義
的
指
導
者
の
統
治
戦
略
の
選
択
に
影
響
を
与
え
、
そ
れ
が
権
威
主
義
体

制
の
制
度
配
置
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
分
析
す
る
。
例
え
ば
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
も
二
〇
〇
八
年
以
前
の
ネ
パ
ー
ル
も
君
主
制
で
あ
っ

た
。
国
民
の
選
挙
に
よ
る
議
会
な
ど
の
制
度
が
な
い
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
は
権
威
主
義
体
制
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
ネ
パ
ー

ル
は
議
会
と
内
閣
と
を
廃
止
し
た
後
、
権
威
主
義
体
制
が
崩
壊
す
る
の
か
。
同
じ
く
一
党
支
配
で
あ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
中
国
と
は
、
な

ぜ
両
国
の
権
威
主
義
体
制
が
異
な
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
情
報
の
角
度
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
知
見
を
提
供
す
る
可
能

性
が
あ
る
。

三
　
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
政
権
維
持
の
た
め
の
戦
略
選
択
に
関
す
る

　
分
析
枠
組
み

　
権
威
主
義
指
導
者
が
政
権
維
持
の
た
め
に
反
抗
抑
圧
と
協
力
調
達
と
い
う
二
つ
の
戦
略
を
組
み
合
わ
せ
て
利
用
す
る
と
単
に
指
摘
し
た

と
し
て
も
、
新
し
い
知
識
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
肝
心
な
の
は
、
指
導
者
の
戦
略
選
択
に
影
響
を
与
え
た
要
因

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
経
済
学
と
合
理
的
選
択
理
論
で
は
、
人
間
は
「
合
理
的
」
に
行
動
す
る
と
前
提
し
て
い
る
。「
合
理
的
」
に
つ
い
て
、
三
点
を
説
明
し
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て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
合
理
的
な
人
間
は
選
好
を
持
ち
、
人
間
の
行
動
は
選
好
に
一
致
す
る
と
仮
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
権
威
主
義

指
導
者
の
選
好
は
、
政
権
維
持
で
あ
る
な
ら
、
彼
は
政
権
を
他
人
に
明
け
渡
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
人
間
は
選
好
と
信
念
を

考
慮
し
て
行
動
す
る
。
信
念
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
二
章
で
述
べ
た
。
第
三
に
、
人
間
に
は
、
機
会
主
義
の
傾
向
が
あ
る
。

機
会
主
義
（opportunism

）
は
狡
猾
に
自
己
利
益
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
不
完
全
ま
た
は
歪
ん
だ
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
を
意
味

す
）
75
（

る
。

　
一
人
で
国
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
指
導
者
は
、
政
権
維
持
の
た
め
に
、
一
部
の
政
治
的
エ
リ
ー
ト
と
統
治
連
合
を
形
成
す
る
。
政

治
的
エ
リ
ー
ト
が
統
治
連
合
に
入
る
と
、
彼
ら
は
最
も
重
要
な
権
力
と
利
益
と
を
指
導
者
か
ら
配
分
さ
れ
る
資
格
を
持
ち
始
め
る
う
え
に
、

指
導
者
の
代
理
人
に
な
り
う
る
。
以
下
、
統
治
連
合
に
参
加
し
て
い
な
い
政
治
的
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
を
「
被
治
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
被
治
者
に
と
っ
て
は
、
指
導
者
に
対
し
て
、
反
抗
す
る
、
反
抗
も
協
力
も
し
な
い
中
立
な
立
場

を
と
る
、
協
力
す
る
、
と
い
う
三
つ
の
行
動
の
選
択
肢
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
導
者
は
、
被
治
者
に
倒
さ
れ
る
こ
と
、
被
治
者
が
指

導
者
に
反
抗
も
し
な
い
協
力
も
し
な
い
こ
と
、
被
治
者
が
指
導
者
に
協
力
し
、
指
導
者
の
統
治
を
維
持
す
る
こ
と
と
い
う
三
つ
の
起
こ
り

う
る
状
況
に
直
面
す
る
。
後
者
二
つ
の
場
合
、
指
導
者
は
政
権
存
続
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

　
合
理
的
選
択
論
か
ら
す
れ
ば
、
経
済
的
市
場
で
人
々
が
取
引
を
行
う
よ
う
に
、
政
治
に
お
い
て
も
、
政
治
的
市
場
が
存
在
し
、
人
々
が

取
引
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
契
約
が
形
成
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
政
権
維
持
の
た
め
に
、
指
導
者
が
被
治
者
に
提
案
す
る

二
つ
の
契
約
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
第
一
に
、
服
従
契
約
で
あ
る
。
こ
の
契
約
に
よ
る
均
衡
状
態
に
お
い
て
、
指
導
者
が
被
治
者
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
資
源
を
配
分
し
た

り
、
彼
ら
か
ら
略
奪
し
た
資
源
を
少
な
め
に
し
た
り
す
る
代
わ
り
に
、
彼
ら
が
指
導
者
に
反
抗
し
な
い
。
被
治
者
が
指
導
者
に
反
抗
し
な

い
こ
と
は
、
政
権
維
持
の
消
極
的
状
態
と
な
る
。

　
第
二
に
、
協
力
契
約
で
あ
る
。
こ
の
契
約
に
よ
る
均
衡
状
態
に
お
い
て
、
指
導
者
が
被
治
者
を
動
員
し
、
指
導
者
と
の
協
力
を
調
達
す
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る
代
わ
り
に
、
指
導
者
が
資
源
の
再
生
産
を
実
現
し
、
秩
序
を
獲
得
し
、
政
権
を
維
持
す
る
。
被
治
者
が
指
導
者
に
協
力
す
る
こ
と
は
、

政
権
維
持
の
積
極
的
状
態
と
な
る
。

　
政
権
存
続
の
た
め
に
は
、
指
導
者
は
被
治
者
と
契
約
を
締
結
し
、
そ
れ
を
執
行
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
過
程
に
お
い
て
、
指
導

者
が
異
な
る
戦
略
を
選
択
す
る
。
服
従
契
約
に
よ
る
均
衡
状
態
を
実
現
す
る
た
め
に
、
指
導
者
が
反
抗
抑
圧
戦
略
を
と
る
。
一
方
で
、
協

力
契
約
に
よ
る
均
衡
状
態
を
実
現
す
る
た
め
に
、
指
導
者
が
協
力
調
達
戦
略
を
と
る
。
も
ち
ろ
ん
、
指
導
者
は
、
異
な
る
被
治
者
と
異
な

る
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
二
種
類
の
契
約
が
同
時
に
存
在
し
う
る
理
由
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
相
対
的
交
渉
力
（relative bargaining pow
er

）
と
取
引
費
用
抑
制
力
（capacity of reducing transaction co

）
76
（sts

）
は
、
政
権

維
持
の
過
程
に
お
い
て
、
権
威
主
義
指
導
者
の
戦
略
選
択
に
影
響
を
与
え
る
独
立
変
数
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
。

　
指
導
者
の
相
対
的
交
渉
力
と
は
、
取
引
に
お
け
る
交
渉
の
過
程
で
、
指
導
者
が
被
治
者
に
影
響
を
与
え
る
力
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
指
導

者
が
持
つ
交
渉
力
の
大
き
さ
は
、
指
導
者
が
支
配
し
て
い
る
暴
力
的
資
源
、
政
治
的
資
源
、
及
び
経
済
的
資
）
77
（

源
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
指
導
者
の
交
渉
力
の
大
き
さ
は
、
被
治
者
が
持
つ
交
渉
力
と
比
較
し
な
け
れ
ば
、
測
定
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
だ
ろ
う
。
指
導
者
が
被
治
者
に
必
要
な
資
源
を
よ
り
多
く
支
配
し
て
い
る
限
り
、
指
導
者
の
相
対
的
交
渉
力
が
よ
り
大
き
く
な
る
。

被
治
者
が
指
導
者
に
必
要
な
資
源
を
よ
り
多
く
支
配
し
て
い
る
限
り
、
指
導
者
の
相
対
的
交
渉
力
は
よ
り
小
さ
く
な
る
。
暴
力
的
資
源
と

は
、
軍
隊
や
警
察
な
ど
の
暴
力
に
つ
い
て
の
資
源
で
あ
る
。
政
治
的
資
源
に
は
、
政
権
内
の
ポ
ス
ト
や
地
位
、
特
権
な
ど
が
含
ま
れ
て
い

る
。
経
済
的
資
源
に
は
、
財
政
、
天
然
資
源
な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
資
源
は
、
混
在
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
指
導
者
の
取
引
費
用
抑
制
力
と
は
、
指
導
者
が
政
治
的
取
引
の
過
程
で
取
引
費
用
を
引
き
下
げ
る
能
力
で
あ
る
。
取
引
費
用
は
、
契
約

を
締
結
す
る
た
め
に
か
か
る
費
用
と
契
約
を
執
行
す
る
た
め
に
か
か
る
費
用
で
あ
る
。N

orth

は
、
情
報
の
費
用
が
取
引
に
お
い
て
主
と

す
る
費
用
で
あ
る
と
指
摘
す
）
78
（
る
。
取
引
費
用
が
発
生
す
る
重
要
な
原
因
は
、
ア
ク
タ
ー
の
間
に
あ
る
情
報
の
非
対
称
性
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
、
取
引
費
用
に
は
、
指
導
者
が
契
約
の
締
結
と
執
行
の
た
め
に
、
情
報
取
得
の
費
用
、
情
報
リ
ー
ク
の
費
用
と
情
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報
統
制
の
費
用
が
主
に
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
契
約
締
結
過
程
に
か
か
る
費
用
、
被
治
者
の
契
約
執
行
を
監
視
す
る
費
用
、
モ
ラ

ル
・
ハ
ザ
ー
ド
に
対
処
す
る
た
め
に
代
理
人
か
ら
情
報
を
取
得
す
る
費
用
、
代
理
人
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
費
用
、
指
導
者
の
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
信
頼
度
を
示
す
費
用
、
被
治
者
の
信
念
を
変
え
る
費
用
な
で
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
指
導
者
が
被
治
者
と
締
結
し

た
契
約
を
強
制
執
行
す
る
こ
と
に
も
費
用
が
発
生
す
る
。
例
え
ば
、
反
政
府
の
デ
モ
に
対
す
る
取
締
、
反
乱
に
対
す
る
弾
圧
な
ど
の
こ
と

に
は
、
費
用
が
か
か
る
。

　
し
か
し
、
指
導
者
は
取
引
費
用
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
取
引
費
用
を
抑
制
す
る
手
段
と
し
て
、
情
報
交
換
を
容
易
に
す
る
た
め

に
議
会
な
ど
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
、
被
治
者
の
一
部
を
体
制
内
に
取
り
込
む
こ
と
、
情
報
取
得
や
情
報
リ
ー
ク
や
情
報
統
制
な
ど
を
担

当
す
る
専
門
部
署
の
創
設
と
運
営
、
指
導
者
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
被
治
者
を
説
得
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
指
導
者
は
、
な
る
べ
く
多
く
の
資
源
を
占
有
し
、
相
対
的
交
渉
力
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
指
導
者
が
被
治
者

に
必
要
と
す
る
資
源
を
十
分
に
持
っ
て
い
る
場
合
、
指
導
者
が
よ
り
高
い
相
対
的
交
渉
力
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
も
し
指
導
者
が
ま
ず
被

治
者
と
協
力
調
達
契
約
を
締
結
す
る
と
、
指
導
者
が
被
治
者
に
資
源
を
分
有
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
導
者
が
よ
り
多
く
の

資
源
を
手
に
入
れ
な
が
ら
政
権
を
維
持
す
る
た
め
に
、
指
導
者
が
被
治
者
に
服
従
契
約
を
締
結
さ
せ
う
る
。
反
抗
が
あ
っ
て
も
、
指
導
者

が
資
源
を
使
っ
て
反
抗
を
抑
圧
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
指
導
者
が
十
分
に
高
い
相
対
的
交
渉
力
を
持
つ
時
、
す
な

わ
ち
、
相
対
的
交
渉
力
を
持
つ
指
導
者
が
取
引
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
準
を
超
え
る
と
、
指
導
者
が
反
抗
抑
圧
戦
略
を
選
び
、

服
従
契
約
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
際
、
被
治
者
が
彼
に
反
抗
し
な
い
限
り
、
政
権
維
持
の
目
標
を
実
現
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
服
従
契
約
に
は
取
引
費
用
が
か
か
る
。
服
従
契
約
の
締
結
費
用
は
低
い
が
、
執
行
費
用
は
高
い
の
で
あ
ろ
う
。
被
治
者
が
抵
抗
し
な
い

こ
と
だ
け
を
要
求
す
る
た
め
、
協
力
者
が
少
な
く
、
被
治
者
の
契
約
執
行
を
監
視
す
る
費
用
が
高
く
な
る
と
と
も
に
、
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー

ド
が
あ
る
た
め
、
代
理
人
の
費
用
が
大
き
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
指
導
者
が
よ
り
多
く
の
資
源
を
得
た
結
果
、
被
治
者
が
得
る
資
源
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は
よ
り
少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
服
従
契
約
に
は
強
制
的
な
色
合
い
が
強
く
、
被
治
者
が
契
約
を
執
行
し
な
い
可
能
性
が
高
い
た

め
、
契
約
執
行
に
よ
り
多
く
の
費
用
が
か
か
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
反
抗
抑
圧
戦
略
を
用
い
る
だ
け
で
は
、
指
導
者
に
不
利
な
結
果
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
被
治
者
に
資
源
を
配

分
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
指
導
者
の
相
対
的
交
渉
力
が
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
指
導
者
が
取
引
費
用
を
支
払
う
た
め
に
、

指
導
者
が
さ
ら
に
資
源
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
、
被
治
者
の
不
満
や
反
抗
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
三
に
、
統
治
連

合
の
中
に
は
、
深
刻
な
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
が
存
在
す
る
場
合
、
指
導
者
が
占
有
し
た
資
源
が
代
理
人
に
占
有
さ
れ
た
結
果
、
指
導
者
の

相
対
的
交
渉
力
が
低
下
し
う
る
。
第
四
に
、
被
治
者
が
代
理
人
に
レ
ン
ト
シ
ー
キ
ン
グ
を
行
っ
た
た
め
、
指
導
者
の
資
源
が
失
わ
れ
る
。

最
終
的
に
、
指
導
者
の
相
対
的
交
渉
力
が
低
下
し
、
取
引
費
用
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
ず
、
政
権
の
崩
壊
を
招
き
か
ね
な
い
。

　
政
権
崩
壊
を
避
け
る
た
め
に
、
指
導
者
が
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
信
頼
性
を
高
め
、
被
治
者
の
信
念
を
変
え
る
こ
と
で
、
取
引
費
用
抑
制

力
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
指
導
者
が
議
会
や
政
党
な
ど
の
制
度
を
整
え
、
被
治
者
の
一
部
を
取
り
込
み
、
情

報
伝
達
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
仕
組
み
や
制
度
を
構
築
す
る
。

　
し
か
し
、
新
古
典
派
経
済
学
か
ら
見
れ
ば
、
指
導
者
の
資
源
が
限
ら
れ
て
い
る
場
合
、
取
引
費
用
抑
制
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、

部
分
的
な
相
対
的
交
渉
力
を
失
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
時
、
政
権
維
持
を
図
ろ
う
と
す
る
指
導
者
が
よ
り
多
く
の
資
源
を
手
に
入
れ
よ

う
と
す
る
た
め
に
、
被
治
者
の
協
力
を
調
達
し
、
と
も
に
レ
ン
ト
を
生
産
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
指
導
者
が
協
力
調
達
戦
略
に

重
点
を
置
き
、
被
治
者
を
動
員
し
て
協
力
を
求
め
、
協
力
契
約
を
締
結
す
る
傾
向
が
あ
る
。

　
締
結
費
用
と
い
う
観
点
か
ら
言
う
と
、
服
従
契
約
よ
り
も
、
協
力
契
約
の
方
が
よ
り
高
く
な
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
被
治
者
が
指
導
者

に
提
案
さ
れ
た
協
力
契
約
を
信
じ
る
た
め
に
は
、
指
導
者
が
彼
ら
に
信
頼
に
足
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
。
指
導
者
が

い
つ
被
治
者
と
の
協
力
契
約
を
破
棄
す
る
の
か
、
指
導
者
が
被
治
者
と
の
協
力
の
方
式
や
レ
ン
ト
分
配
の
や
り
方
な
ど
に
は
、
不
確
実
性

が
高
い
。
被
治
者
は
、
指
導
者
に
関
す
る
情
報
を
充
分
に
把
握
し
て
い
な
い
場
合
、
指
導
者
と
協
力
契
約
を
締
結
す
る
可
能
性
が
低
い
だ
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ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
指
導
者
は
信
頼
に
足
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
発
信
す
る
必
要
が
あ
る
。
上
述
の
と
お
り
に
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問

題
を
解
決
す
る
の
に
費
用
が
か
か
る
。
第
二
に
、
事
態
の
想
定
や
取
り
決
め
に
不
備
が
あ
る
契
約
と
し
て
の
不
完
備
契
約
（incom

plete 

contr
）
79
（act
）
と
し
て
の
協
力
契
約
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
指
導
者
が
被
治
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
強
化
し
、
事
後
的
な
交
渉
を

通
し
て
契
約
の
内
容
を
調
整
し
、
指
導
者
と
被
治
者
と
協
力
契
約
を
維
持
さ
せ
る
必
要
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
協
力
契
約
の
締
結
費
用

は
、
よ
り
高
く
な
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
執
行
費
用
に
関
し
て
は
、
服
従
契
約
よ
り
も
、
協
力
契
約
の
方
が
よ
り
低
く
な
る
だ
ろ
う
。
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
信
頼
に
足

る
原
因
に
は
、
動
機
的
信
頼
性
（m

otivationally crediblity

）
と
強
制
的
信
頼
性
（im

perative crediblity

）
と
い
う
二
つ
が
あ
る
と
指
摘

さ
れ
）
80
（

た
。
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
す
る
事
前
と
事
後
と
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
一
致
す
れ
ば
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
動
機
的
信
頼
性
を
有
す

る
。
換
言
す
れ
ば
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
執
行
さ
れ
る
時
に
も
、
ア
ク
タ
ー
が
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
執
行
す
る
意
欲
を
持
つ
場
合
、
動
機

的
信
頼
性
が
確
立
さ
れ
た
。
協
力
契
約
を
通
し
て
、
被
治
者
が
指
導
者
と
の
協
力
か
ら
利
益
を
得
ら
れ
る
た
め
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
し

て
の
協
力
契
約
に
は
、
動
機
的
信
頼
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
協
力
契
約
が
執
行
さ
れ
る
際
、
取
引
費
用
は
低
い
だ
ろ
う
。

　
指
導
者
の
み
な
ら
ず
、
被
治
者
も
、
協
力
か
ら
資
源
を
得
た
。
被
治
者
の
相
対
的
交
渉
力
が
指
導
者
の
相
対
的
交
渉
力
を
超
え
る
と
、

政
権
が
転
覆
さ
れ
た
り
、
民
主
化
が
起
こ
っ
た
り
す
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
指
導
者
の
相
対
的
交
渉
力
が
弱
く
な
り
す
ぎ
る
こ
と
を

防
ぐ
た
め
に
、
指
導
者
は
、
資
源
の
獲
得
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
被
治
者
の
反
対
に
直
面
し
、
指
導
者
か
ら
の
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
の
信
頼
性
が
低
下
し
、
取
引
費
用
抑
制
力
も
衰
え
る
。

　
最
終
的
に
、
合
理
的
な
人
間
と
し
て
の
指
導
者
が
相
対
的
交
渉
力
と
取
引
費
用
抑
制
力
と
の
中
間
点
と
い
う
最
適
点
に
位
置
付
け
、
新

し
い
均
衡
を
形
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
導
者
が
相
対
的
交
渉
力
と
取
引
費
用
抑
制
力
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
、
反
抗
抑
圧
と
協
力
調

達
と
い
う
二
つ
の
戦
略
を
併
用
す
る
こ
と
で
、
政
権
を
維
持
す
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
多
く
の
権
威
主
義
的
国
家
は
、
個
人
や
政

党
の
独
裁
を
強
調
し
、
軍
隊
と
経
済
に
対
す
る
政
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
重
視
す
る
と
い
う
非
民
主
主
義
的
な
統
治
を
維
持
し
な
が
ら
、
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議
会
、
選
挙
、
政
党
な
ど
の
民
主
主
義
的
な
制
度
を
整
備
す
る
原
因
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
現
実
に
は
、
権
威
主
義
指
導
者
の
中
に
は
、
反
抗
抑
圧
戦
略
に
重
点
を
置
く
者
も
い
れ
ば
、
協
力
調
達
戦
略
に
重
点
を
置
く

者
も
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
は
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
指
導
者
の
相
対
的
交
渉
力
と
取
引
費
用
抑
制
力
と
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
相
対
的
交
渉
力
と
取
引
費
用
抑
制
力
と
に
影
響
を
与
え
る
す
べ
て
の
変
数
を
探
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
指

導
者
や
客
観
的
な
条
件
に
よ
っ
て
、
相
対
的
交
渉
力
と
取
引
費
用
抑
制
力
と
に
影
響
を
与
え
る
変
数
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
は
、
指
導
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
に
く
い
マ
ク
ロ
的
な
変
数
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
第
一
に
、
経
済
発
展
の
状
況
で
あ
る
。
経
済
発
展
の
状
況
に
は
、
生
産
要
素
賦
存
と
所
有
構
造
が
含
ま
れ
て
い
る
。
生
産
要
素
賦
存
と

は
、
土
地
、
資
本
、
労
働
、
技
術
な
ど
を
指
す
。
こ
れ
ら
は
、
指
導
者
が
獲
得
し
う
る
相
対
的
交
渉
力
と
取
引
費
用
抑
制
力
と
の
限
界
を

制
限
し
て
い
る
。
あ
る
政
権
が
統
治
す
る
領
土
が
小
さ
く
、
資
源
が
乏
し
く
、
資
本
が
少
な
く
、
人
口
が
多
く
な
く
、
技
術
が
遅
れ
て
い

る
場
合
、
指
導
者
が
獲
得
し
う
る
相
対
的
交
渉
力
と
取
引
費
用
抑
制
力
は
当
然
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
だ
ろ
う
。
所
有
構
造
は
、
誰
が

生
産
要
素
賦
存
を
所
有
し
て
い
る
か
を
意
味
す
る
。
所
有
構
造
は
、
指
導
者
が
持
つ
相
対
的
交
渉
力
と
取
引
費
用
抑
制
力
を
直
接
に
決
定

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
情
報
の
非
対
称
性
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、
指
導
者
が
情
報
取
得
、
情
報
リ
ー
ク
と
情
報
統
制
の
た
め
に
、
工
夫
し
て
い
る

と
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
、
解
消
さ
れ
な
い
情
報
の
非
対
称
性
が
指
導
者
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
の
場
合
、
不
完
全
情
報
の

た
め
、
指
導
者
は
、
自
分
の
相
対
的
交
渉
力
が
自
分
に
優
位
に
立
た
せ
る
か
ど
う
か
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
指
導
者
が
相
対
的
交
渉
力
を
高
め
る
際
に
、
情
報
の
不
完
全
さ
の
程
度
に
比
例
し
て
、
彼
の
支
配
す
る
相
対
的
交
渉
力
を
さ
ら

に
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
様
に
、
不
完
全
情
報
の
た
め
、
指
導
者
は
、
自
分
の
取
引
費
用
抑
制
力
が
十
分
に
な
る
か

否
か
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
導
者
が
取
引
費
用
抑
制
力
を
高
め
る
際
に
、
情
報
の
不
完
全
さ
の

程
度
に
比
例
し
て
、
彼
の
取
引
費
用
抑
制
力
さ
ら
に
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
情
報
の
非
対
称
性
は
、
政
権
維
持
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の
戦
略
に
慣
性
を
付
け
、
異
な
る
戦
略
の
強
度
を
強
め
る
う
え
に
、
戦
略
の
転
換
の
際
に
、
振
り
子
現
象
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。

　
第
三
に
、
国
際
情
勢
は
、
指
導
者
の
相
対
的
交
渉
力
と
取
引
費
用
抑
制
力
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
例
え
ば
、
国
際
的
制
裁
が
あ
る
場
合
、

指
導
者
が
持
つ
相
対
的
交
渉
力
は
、
制
限
さ
れ
る
。
し
か
し
、
権
威
主
義
政
権
が
良
好
な
国
際
環
境
の
中
に
あ
り
、
と
く
に
民
主
主
義
国

家
と
の
関
係
が
良
好
で
あ
れ
ば
、
指
導
者
の
信
頼
性
が
高
ま
り
、
取
引
費
用
抑
制
力
が
向
上
す
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
民
主
化
の
波
が
押
し

寄
せ
、
民
衆
の
反
抗
が
起
き
る
場
合
、
指
導
者
が
相
対
的
交
渉
力
を
短
時
間
に
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
取

引
費
用
抑
制
力
が
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
内
の
民
主
化
運
動
に
対
し
て
、
政
権
に
対
す
る
外
国
の
軍
事
的
支
援
は
、

短
時
間
に
指
導
者
の
相
対
交
渉
力
を
増
強
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
⑴
指
導
者
が
よ
り
強
い
相
対
的
交
渉
力
を
持
つ
場
合
、
指
導
者
が
反
抗
抑
圧
戦
略
を
と
る
傾
向
が
あ
る
、

⑵
指
導
者
が
よ
り
弱
い
相
対
的
交
渉
力
を
持
ち
、
指
導
者
が
取
引
費
用
抑
制
力
を
引
き
上
げ
る
場
合
、
協
力
調
達
戦
略
を
と
る
傾
向
が
あ

る
、
⑶
指
導
者
が
よ
り
強
い
相
対
的
交
渉
力
を
持
ち
、
取
引
費
用
抑
制
力
を
向
上
さ
せ
た
場
合
、
指
導
者
が
反
抗
抑
制
戦
略
と
協
力
調
達

戦
略
を
同
時
に
使
う
こ
と
に
な
る
、
⑷
指
導
者
が
持
つ
相
対
的
交
渉
力
と
取
引
費
用
抑
制
力
が
弱
い
場
合
、
指
導
者
が
政
権
崩
壊
の
危
機

に
さ
ら
さ
れ
る
、
と
考
え
る
。

　
以
下
で
は
、
先
行
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
新
た
に
構
築
し
た
分
析
枠
組
み
を
用
い
て
、
第
二
章
の
最
後
に
提
示
し
た
問
題
を
考
察

す
る
。
つ
ま
り
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
二
〇
〇
八
年
以
前
の
ネ
パ
ー
ル
と
中
国
の
指
導
者
の
戦
略
選
択
の
違
い
に
つ
い

て
若
干
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
指
導
者
は
、
相
対
的
に
強
い
交
渉
力
を
持
つ
た
め
、
体
制
維
持
の
た
め
の
方
策
と
し
て
は
反
抗
抑
圧
戦
略
に
偏
っ

て
い
る
。
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
指
導
者
が
支
配
し
て
い
る
大
量
の
石
油
資
源
は
、
指
導
者
の
政
権
を
維
持
す
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
）
81
（

る
。
石
油
と
い
う
経
済
的
資
源
に
よ
っ
て
、
強
い
相
対
的
交
渉
力
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
指
導
者
は
被
治
者
と
服
従
契
約
を
締
結
し
、
被
治
者
が
指
導
者
に
反
抗
し
な
い
限
り
、
利
益
を
分
配
す
る
こ
と
で
政
権
維
持
が
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実
現
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
指
導
者
は
、
協
力
契
約
に
関
心
が
薄
く
、
政
党
や
議
会
な
ど
の
制
度
を
設
置
す

る
必
要
も
な
く
な
る
と
言
え
よ
う
。

　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
国
土
が
狭
く
、
人
口
が
少
な
く
、
自
然
資
源
が
乏
し
い
と
い
っ
た
客
観
的
な
制
約
に
よ
っ
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
指

導
者
が
強
い
相
対
的
交
渉
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
協
力
調
達
戦
略
を
選
ん
で
い
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
は
、
議
会
、
政
党
な
ど
の
制

度
が
あ
り
、
定
期
的
に
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
度
を
通
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
指
導
者
は
エ
リ
ー
ト
を
人
民
行
動
党
に

取
り
込
み
、
議
会
で
反
対
派
議
員
を
通
じ
て
情
報
を
取
得
す
る
と
と
も
に
、
反
対
派
の
議
員
が
制
度
を
通
し
て
、
名
誉
や
高
額
の
給
料
と

い
っ
た
レ
ン
ト
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
選
挙
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
権
威
主
義
的
な
統
治
を
強
化
す
る
か
民
主
主
義
の
空
間
を
拡
大
す
る

か
を
指
導
者
が
選
択
す
）
82
（
る
。

　
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
指
導
者
の
相
対
的
交
渉
力
は
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
取
引
費
用
抑
制
力
を
弱
め
た
結
果
、
政
権
の

崩
壊
を
招
い
た
。
二
〇
〇
八
年
ま
で
、
ネ
パ
ー
ル
は
権
威
主
義
的
な
君
主
制
を
維
持
し
て
い
た
。
一
九
九
六
年
か
ら
内
戦
が
始
ま
り
、
二

〇
〇
六
年
ま
で
ネ
パ
ー
ル
共
産
党
毛
沢
東
主
義
派
の
武
装
勢
力
が
ネ
パ
ー
ル
の
農
村
地
域
と
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
周
辺
の
都
市
部
を
支
配
し

た
）
83
（

。
こ
の
時
点
で
、
ネ
パ
ー
ル
の
君
主
が
持
っ
て
い
た
相
対
的
交
渉
力
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
に
有
利

な
戦
略
は
、
協
力
調
達
戦
略
に
移
行
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
、
内
閣
と
議
会
を
解
散
し
、
絶
対
君
主
制
を
取
り
戻
そ
う
と

し
た
。
こ
う
し
た
動
き
に
よ
っ
て
、
取
引
費
用
抑
制
力
の
低
下
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
後
の
抗
議
と
武
力
衝
突
に
直

面
す
る
君
主
は
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
、
ネ
パ
ー
ル
は
民
主
化
の
方
向
に
進
み
、
権
威
主
義
体
制
は
崩
壊
し
）
84
（
た
。

　
中
国
の
指
導
者
は
、
脅
威
に
直
面
す
る
際
に
、
相
対
的
交
渉
力
を
徐
々
に
高
め
る
と
と
も
に
、
取
引
費
用
抑
制
力
を
高
め
る
よ
う
に
す

る
こ
と
で
、
政
権
の
維
持
を
実
現
し
た
。
経
済
発
展
が
停
滞
し
て
い
た
た
め
、
改
革
開
放
後
中
国
の
指
導
者
が
持
っ
て
い
た
相
対
的
交
渉

力
は
弱
か
っ
た
。
中
国
の
指
導
者
は
、
集
団
指
導
制
を
導
入
し
、
指
導
者
交
代
制
度
な
ど
の
制
度
を
改
善
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
市
場

経
済
の
発
展
が
容
認
さ
れ
、
米
国
な
ど
の
民
主
主
義
の
国
家
と
の
関
係
も
改
善
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
指
導
者
も
こ
う
し
た
制
度
や
政
策
を
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継
承
し
た
う
え
で
、
所
有
権
を
保
護
し
、
民
間
の
企
業
家
を
与
党
に
取
り
込
み
、
中
国
と
世
界
と
の
関
係
を
さ
ら
に
強
化
し
た
。
ま
た
、

政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
昇
進
制
度
を
整
え
、
地
方
の
政
治
的
エ
リ
ー
ト
が
経
済
発
展
を
促
進
す
る
意
欲
を
高
め
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術

の
発
展
に
伴
い
、
中
国
の
指
導
者
は
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
し
、
情
報
リ
ー
ク
と
情
報
統
制
の
能
力
を
強
め
、
指
導

者
に
有
利
な
情
報
環
境
を
構
築
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
中
国
の
指
導
者
の
取
引
費
用
抑
制
力
が
高
ま
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
中
国

の
指
導
者
は
相
対
的
交
渉
力
を
向
上
さ
せ
続
け
て
い
る
。
中
国
の
指
導
者
は
、
軍
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
め
て
い
る
。
国
有
企
業

が
改
革
さ
れ
、
自
然
資
源
、
交
通
、
通
信
な
ど
イ
ン
フ
ラ
産
業
で
独
占
的
な
国
有
企
業
が
立
ち
上
が
っ
た
。
分
税
制
改
革
は
中
央
政
府
の

財
政
収
入
を
増
大
さ
せ
て
い
る
。
高
い
相
対
的
交
渉
力
と
高
い
取
引
費
用
抑
制
力
は
、
中
国
の
指
導
者
が
政
権
を
維
持
す
る
大
き
な
鍵
と

な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
の
分
析
を
通
し
て
、
本
稿
で
は
、
権
威
主
義
指
導
者
が
政
権
維
持
の
た
め
に
異
な
る
戦
略
を
選
択
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
分
析
枠

組
み
を
提
案
し
た
。
筆
者
は
、
こ
れ
を
「
政
権
維
持
の
た
め
の
戦
略
選
択
に
関
す
る
分
析
枠
組
み
（the analytical fram

ew
ork of strategic 

choice for authoritarian survival

）」
と
呼
ぶ
。

四
　
お
わ
り
に

　
本
稿
は
、
政
権
維
持
を
視
点
と
し
て
、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
情
報
問
題
を
分
析
し
、
政
権
維
持
の
た
め
の
戦
略
選
択
に
関
す
る

分
析
枠
組
み
を
構
築
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
の
貢
献
は
、
今
後
の
課
題
の
設
定
と
、
新
た
な
分
析
枠
組
み
の
構
築
と
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
今
後
の
課
題
の
設
定
と
し
て
、

本
稿
で
は
、
指
導
者
の
協
力
調
達
戦
略
の
実
行
に
お
け
る
情
報
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
れ
か
ら
重
要
な
研
究
課
題
と
な
る
と
指
摘

し
た
。
既
存
の
研
究
で
は
、
基
本
的
に
、
反
抗
抑
圧
の
論
理
の
下
で
の
政
権
維
持
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
協
力
調
達
の
論
理
の
下
で
の
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政
権
維
持
が
少
数
の
学
者
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
情
報
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
指
導

者
が
如
何
に
情
報
を
利
用
し
て
反
抗
を
抑
圧
す
る
か
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
指
導
者
が
如
何
に
情
報
を
利
用
し
て
協
力
を
調
達

す
る
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
し
た
。
第
二
に
、
新
た
な
分
析
枠
組
み
の
構
築
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
政

権
維
持
の
た
め
の
戦
略
選
択
に
関
す
る
分
析
枠
組
み
の
構
築
を
試
み
た
。
先
行
研
究
で
は
、
指
導
者
の
戦
略
選
択
に
影
響
を
及
ぼ
す
独
立

変
数
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ま
だ
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
相
対
的
交
渉
力
と
取
引
費
用
抑
制
力
は
、
政
権
維
持
の

過
程
に
お
い
て
、
権
威
主
義
指
導
者
の
戦
略
選
択
に
影
響
を
与
え
る
独
立
変
数
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
中
で
は
、
情
報
は

取
引
費
用
の
重
要
な
部
分
で
あ
り
、
指
導
者
の
戦
略
選
択
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
提
示
し
た
分
析
枠
組
み
に
は
欠
陥
が
な
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
こ
の
分
析
枠
組
み
は
初
歩
的
な
比
較

静
学
の
も
の
で
あ
り
、
動
態
的
な
説
明
に
欠
け
て
い
る
。
第
二
に
、
相
対
交
渉
力
と
取
引
費
用
抑
制
力
と
に
影
響
を
与
え
る
要
因
に
つ
い

て
十
分
に
論
じ
て
い
な
か
っ
た
。
第
三
に
、
こ
の
分
析
枠
組
み
に
は
さ
ら
に
実
証
的
な
検
証
が
必
要
で
、
そ
こ
で
の
結
果
を
踏
ま
え
て
一

般
化
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
。
実
証
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
情
報
問
題
、
特
に
、
権
威
主
義
指
導
者
が
反
抗
抑

圧
と
協
力
調
達
と
い
う
二
つ
の
戦
略
を
使
う
過
程
に
お
い
て
、
情
報
の
機
能
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
近
い
将
来
稿
を
改
め
て

論
じ
て
み
た
い
。
第
四
に
、
本
稿
は
、「
被
治
者
」
を
対
象
と
す
る
指
導
者
の
戦
略
選
択
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実

際
に
は
、
指
導
者
は
、
被
治
者
に
よ
っ
て
異
な
る
戦
略
を
選
択
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
含
め
た
よ
り
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は

紙
面
の
都
合
上
、
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

　
権
威
主
義
指
導
者
が
情
報
を
利
用
し
て
反
抗
を
抑
圧
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
課
題
で
あ
る
が
、
い
か
に
情
報
を
利
用
し
て
協
力
を

調
達
す
る
こ
と
も
こ
れ
か
ら
の
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
既
存
の
研
究
か
ら
見
れ
ば
、
指
導
者
と
政
治
的
エ
リ
ー
ト
と

の
間
で
情
報
が
果
た
し
た
役
割
を
研
究
す
る
研
究
者
も
い
れ
）
85
（

ば
、
指
導
者
と
民
衆
と
の
間
で
情
報
が
果
た
し
た
役
割
を
研
究
す
る
研
究
者

も
い
）
86
（
る
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
研
究
は
反
抗
抑
圧
戦
略
の
実
行
に
お
け
る
情
報
問
題
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
提
案
し
た
政
権
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維
持
の
た
め
の
戦
略
選
択
に
関
す
る
分
析
枠
組
み
は
、
研
究
の
終
わ
り
で
は
な
く
、
始
ま
り
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
協
力
調
達
戦

略
の
実
行
に
お
け
る
情
報
問
題
を
研
究
す
る
こ
と
を
今
後
の
筆
者
の
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
。

〔
付
記
〕　
本
研
究
は
、「
潮
田
記
念
基
金
に
よ
る
慶
應
義
塾
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
補
助
を
受
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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