
「
時
間
稼
ぎ
」
の
政
治
が
破
綻
す
る

〝
そ
の
先
〟
に
何
を
準
備
す
る
か

　

今
年
秋
に
は
自
民
党
総
裁
選
が
予

定
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
安
倍
を
め

ぐ
る
攻
防
を
、
永
田
町
の
権
力
闘
争

の
枠
に
と
ど
め
て
し
ま
う
の
か
、
そ

れ
と
も
「
安
倍
政
治
」
五
年
間
の
検

証
を
媒
介
に
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
後
を

見
す
え
た
新
し
い
政
治
の
座
標
軸
を

つ
く
り
だ
し
て
い
け
る
か
。
言
い
換

え
れ
ば
、「
安
倍
政
治
」
に
対
す
る

個
々
の
批
判
や
問
題
点
の
指
摘
に
終

わ
る
の
か
、そ
れ
と
も
「
安
倍
政
治
」

の
検
証
を
通
じ
て
、
そ
れ
に
替
わ
る

「
新
し
い
現
実
」
に
向
け
た
方
向
性

を
共
有
で
き
る
の
か
。　

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
何
年
経
っ
て
も

「
道
半
ば
」
で
あ
る
こ
と
に
端
的
な

よ
う
に
、「
安
倍
政
治
」
と
は
、
予

見
し
う
る
破
局
を
先
送
り
す
る
「
時

間
稼
ぎ
」の
政
治
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
時
間
稼
ぎ
」
を
続
け
れ
ば
続
け
る

ほ
ど
、「
こ
の
ま
ま
で
も
明
日
は
来

る
け
れ
ど
、そ
の
先
に
未
来
は
な
い
」

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、「
こ
の
ま
ま

で
は
明
日
さ
え
見
え
な
い
」
と
こ
ろ

へ
社
会
の
底
は
抜
け
つ
つ
あ
る
。

　

ポ
ス
ト
安
倍
を
め
ぐ
る
攻
防
に
と

も
な
っ
て
、「
時
間
稼
ぎ
」
の
政
治

の
破
綻
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
問
わ
れ
る
の

は
、
破
綻
の
〝
そ
の
先
〟
に
何
を
準

備
で
き
る
か
だ
。
そ
れ
は
（
平
成

と
ほ
ぼ
重
な
る
）「
失
わ
れ
た
○
○

年
」
だ
け
で
は
な
く
、
第
二
次
産
業

革
命
の
時
代
の
「
追
い
つ
き
、
追
い

越
せ
」
型
（
折
り
し
も
「
明
治
維
新

１
５
０
年
」）
も
視
野
に
入
れ
た
時

間
軸
か
ら
、「
新
し
い
現
実
」「
も
う

ひ
と
つ
の
（
政
治
経
済
社
会
の
）
あ

り
方
」
を
準
備
で
き
る
か
、
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
の
糸
口
と
す
べ
く
「
安

倍
政
治
」の
五
年
間
を
ど
う
検
証
し
、

そ
こ
か
ら
共
通
の
方
向
性
＝
新
し
い

政
治
の
座
標
軸
を
つ
く
り
だ
し
て
い

け
る
か
。
こ
う
し
た
ス
テ
ー
ジ
が
始

ま
っ
て
い
る
。

　
「
私
た
ち
は
い
ま
大
き
な
流
れ
の

中
に
い
ま
す
。
中
央
集
権
・
周
辺
分

断
型
の
政
治
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な

か
で
否
応
な
く
機
能
不
全
と
な
っ

て
、
地
方
が
主
人
公
と
な
る
新
し

い
流
れ
と
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
の
で

す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ロ
ー
カ
ル
化

が
同
時
進
行
す
る
『
グ
ロ
ー
カ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
』
の
趨
勢
は
今
後
と
も

と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い
で
し
ょ
う
。

２
０
１
６
年
の
参
院
選
と
知
事
選

は
、
こ
う
し
た
大
き
な
歴
史
的
な
流

れ
の
中
の
象
徴
的
な
で
き
ご
と
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　

同
じ
文
脈
の
中
で
安
倍
政
権
や
ト

ラ
ン
プ
大
統
領
も
生
ま
れ
た
わ
け
で

す
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
新
自
由

主
義
の
最
後
の
あ
だ
花
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
も
は
や
先
の
な
い
中
央
集
権
シ

ス
テ
ム
を
無
理
に
延
命
さ
せ
る
た
め

に
、
過
去
の
栄
光
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

を
寄
せ
、
古
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

幻
想
を
ま
き
ち
ら
す
し
か
な
い
の
で

す
。
で
も
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
限
界

を
迎
え
て
い
る
や
り
か
た
で
す
か

ら
、
ど
ん
な
に
粉
飾
し
、
強
権
で
一

体
化
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
も
、
い

ず
れ
は
破
綻
し
ま
す
。

　

た
だ
、
私
た
ち
が
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
次
の
問
題
は
、
破
綻
し
た

後
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
社
会
の
青

写
真
が
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い

と
い
う
問
題
で
す
。
だ
か
ら
時
間
が

あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
悲
観
的
に
な

る
な
ら
、
戦
争
と
い
う
破
滅
の
道
が

見
え
て
き
ま
す
。
私
た
ち
が
こ
れ
ま

で
の
よ
う
に
、
た
ん
に
観
客
民
主
主

義
の
住
人
に
と
ど
ま
る
な
ら
、
行
き

詰
っ
た
政
治
は
安
き
に
流
れ
、
歴
史

上
く
り
返
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
戦
争

と
暴
力
に
訴
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

し
か
し
、危
機
が
迫
っ
た
時
代
に
、

そ
れ
を
危
機
と
し
て
認
識
で
き
る
人

間
が
多
く
存
在
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む

し
ろ
新
し
い
時
代
へ
の
契
機
（
チ
ャ

ン
ス
）
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
危
機

（
ク
ラ
イ
シ
ス
）
の
語
源
に
は
『
分

岐
点
』
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

数
え
き
れ
な
い
個
々
の
危
機
を
相
互

に
結
び
つ
け
、
危
機
の
総
体
を
把
握

し
、
適
切
な
克
服
法
を
考
え
、
そ
し

て
行
動
を
う
な
が
す
。
そ
れ
は
現
在

の
学
問
の
役
割
で
あ
り
、
政
党
を
は

じ
め
と
す
る
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
の
役

割
で
あ
り
、
ま
た
私
た
ち
市
民
一

人
ひ
と
り
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
」

（「
市
民
政
治
の
育
て
か
た
」
佐
々
木

寛
・
市
民
連
合
＠
新
潟　

共
同
代
表
）

　
「
安
倍
一
強
」「
一
強
多
弱
」
と
い

う
状
況
は
、
野
党
の
数
合
わ
せ
で
転

換
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
野
党

が
取
り
組
む
べ
き
は
、「
安
倍
政
治
」

に
対
抗
し
う
る
政
治
の
座
標
軸
を
つ

く
り
、
共
有
す
る
た
め
の
地
道
な
積

み
重
ね
だ
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
国
民

に
開
か
れ
た
参
加
型
の
も
の
で
あ
る

べ
き
だ
。
そ
し
て
国
会
内
で
は
（
理

由
が
あ
っ
て
別
会
派
に
な
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
）、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
議
論

を
重
ね
て
合
意
を
形
成
す
る
以
外
に

な
い
。

　

重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス

を
国
民
に（
支
持
者
だ
け
で
は
な
く
）

オ
ー
プ
ン
に
し
、
対
話
を
通
じ
て
共

有
点
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
だ
。

「
安
倍
政
治
」
の
検
証
も
「
新
し
い

現
実
」
も
、
永
田
町
の
外
、
地
域
の

暮
ら
し
と
自
治
の
現
場
に
こ
そ
あ
る

の
だ
か
ら
。

　
「
安
倍
政
治
」
に
対
す
る
個
々
の

批
判
や
問
題
点
の
指
摘
に
終
わ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
「
安
倍
政
治
」
の
検

証
を
通
じ
て
「
新
し
い
現
実
」
へ
の

方
向
性
を
共
有
で
き
る
の
か
。
国
会

論
戦
の
組
み
立
て
方
、
対
案
の
位
置

づ
け
、
野
党
間
の
連
携
の
取
り
方
な

ど
、
後
者
の
視
点
か
ら
意
識
的
に
行

２
０
２
０
年
後
に
向
け
て
、

「
時
間
稼
ぎ
」
の
政
治
か
ら
の
転
轍
を 第465号
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わ
れ
る
よ
う
に
フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
側
か

ら
も
迫
り
上
げ
て
い
こ
う
。

人
材
の
焼
畑
・
人
を
使
い
捨
て
る
経

済
社
会
な
の
か

「
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を
営
む
」

こ
と
が
で
き
る
経
済
社
会
な
の
か

　

今
国
会
の
施
政
方
針
演
説
で
、
首

相
は
働
き
方
改
革
と
改
憲
を
前
面
に

掲
げ
た
。働
き
方
改
革
に
つ
い
て「
戦

後
の
労
働
基
準
法
制
定
以
来
、
70
年

ぶ
り
の
大
改
革
」と
称
す
る
よ
う
に
、

憲
法
実
現
法
律
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

労
働
基
準
法
の
「
改
正
」
は
、
憲
法

と
も
無
縁
で
は
な
い
。

　

各
党
代
表
質
問
で
は
働
き
方
改
革

関
連
法
案
に
対
し
て
、
野
党
か
ら
の

批
判
が
相
次
い
だ
。

　
「
労
働
時
間
の
上
限
規
制
は
待
っ

た
な
し
だ
が
、
な
ぜ
上
限
を
月

１
０
０
時
間
ま
で
と
す
る
の
か
。
政

府
案
は
『
過
労
死
の
合
法
化
』
で
は

な
い
か
」（
共
産
党
・
小
池
晃
書
記

局
長
）。
政
府
案
は
、
時
間
外
労
働

を
取
り
決
め
た
労
使
協
定
（
３
６
協

定
）
で
の
残
業
の
上
限
を
、
最
長
で

「
月
１
０
０
時
間
未
満
、
年
７
２
０

時
間
」
と
す
る
。「
月
１
０
０
時
間

の
残
業
」
は
「
過
労
死
ラ
イ
ン
」
と

さ
れ
、
こ
れ
で
は
「
過
労
死
容
認
法

案
に
な
り
か
ね
な
い
」（
立
憲
民
主

党
・
枝
野
幸
男
代
表
）。

　

ま
た
残
業
に
上
限
を
設
け
る
こ
と

で
、
残
業
代
減
→
収
入
減
→
消
費
減

が
心
配
さ
れ
る
と
い
う
声
も
あ
る

が
、
そ
も
そ
も
過
労
死
ラ
イ
ン
ま
で

残
業
し
な
く
て
も
そ
こ
そ
こ
の
暮
ら

し
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
の
が
、
あ

る
べ
き
労
働
条
件
な
の
で
は
な
い

か
。

　

金
融
デ
ィ
ー
ラ
ー
な
ど
年
収

１
０
７
５
万
円
以
上
の
一
部
専
門
職

を
労
働
時
間
規
制
の
対
象
か
ら
除
外

す
る
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

制
度
」（
高
プ
ロ
）
の
導
入
や
、
裁

量
労
働
制
の
対
象
を
一
部
法
人
営
業

職
に
ま
で
拡
大
す
る
と
い
っ
た
規
制

緩
和
に
つ
い
て
も
、「
労
働
者
の
た

め
で
な
く
、
人
件
費
削
減
の
観
点
か

ら
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」（
希

望
の
党
・
玉
木
雄
一
郎
代
表
）
と
の

批
判
が
相
次
ぐ
。

　

裁
量
労
働
制
と
は
「
み
な
し
残
業

代
込
み
の
賃
金
（
定
額
）」
で
、
働

く
側
に
裁
量
権
の
あ
る
職
種
に
適
用

さ
れ
る
（
労
働
時
間
規
制
の
対
象
か

ら
除
外
）。
そ
の
要
件
が
緩
和
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
高
プ
ロ
制
度
の

場
合
は
年
収
１
０
７
５
万
円
と
い
う

枠
が
あ
る
が
、
裁
量
労
働
制
の
場
合

は
収
入
に
か
か
わ
ら
ず
対
象
職
種
が

拡
大
さ
れ
る
こ
と
で
、「
定
額
働
か

せ
放
題
」
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

現
に
２
０
１
７
年
に
大
手
不
動
産
会

社
が
裁
量
労
働
制
を
違
法
に
社
員
に

適
用
し
た
と
し
て
是
正
勧
告
を
受
け

た
が
、
法
案
が
通
れ
ば
こ
れ
も
合
法

と
い
う
こ
と
に
な
る
。（「
年
収
制
限

の
な
い
『
定
額
働
か
せ
放
題
』
っ
て

マ
ジ
？
」
河
合
薫　

日
経
ビ
ジ
ネ
ス

オ
ン
ラ
イ
ン1/23　
参
照
）

　

そ
も
そ
も
「
働
き
方
改
革
」
と
は

何
の
た
め
な
の
か
。
人
件
費
削
減
→

人
材
の
焼
畑
を
続
け
て
い
っ
た
先
に

何
が
あ
る
の
か
。

　

労
働
基
準
法
は
「
労
働
条
件
は
、

労
働
者
が
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を

営
む
た
め
の
必
要
を
充
た
す
べ
き
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
第
１

条
）
と
定
め
て
い
る
。
労
働
基
準
法

が
、
憲
法
の
価
値
を
実
現
す
る
た
め

の
憲
法
実
現
法
律
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
所
以
だ
。「
人
た
る
に
値
す
る
生

活
を
営
む
」
た
め
の
社
会
的
経
済
的

条
件
が
破
壊
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、

立
憲
民
主
主
義
社
会
の
担
い
手
も
破

壊
さ
れ
る
。

　
「
安
倍
政
治
」
五
年
間
の
検
証

と
い
う
意
味
で
は
、「
非
正
規
の

２
０
１
８
年
問
題
」
も
重
要
だ
。
短

期
雇
用
の
契
約
を
繰
り
返
し
な
が
ら

五
年
以
上
働
い
て
き
た
非
正
規
の
労

働
者
が
、
希
望
す
れ
ば
２
０
１
８
年

４
月
以
降
、
無
期
に
働
け
る
新
し
い

制
度
だ
。
そ
の
一
方
で
、
ル
ー
ル
が

始
ま
る
直
前
の
３
月
末
で
雇
い
止
め

を
言
い
渡
さ
れ
る
事
態
が
相
次
い
で

い
る
。

　

理
化
学
研
究
所
で
は
２
０
１
８
年

３
月
末
時
点
で
、
五
年
以
上
働
い
て

雇
用
の
上
限
を
迎
え
る
有
期
雇
用
の

職
員
は
、
パ
ー
ト
や
契
約
職
員
な
ど

五
百
人
弱
。
そ
の
う
ち
、
無
期
雇
用

の
研
究
ア
シ
ス
タ
ン
ト
試
験
に
合
格

し
た
百
人
余
り
と
わ
ず
か
な
事
務
職

員
を
除
き
、
三
百
人
を
超
え
る
職
員

が
３
月
末
で
雇
い
止
め
と
な
る
。

　

不
当
労
働
行
為
の
救
済
申
し
立
て

に
関
わ
っ
た
弁
護
士
は
「
２
０
１
８

年
４
月
を
前
に
、
そ
の
権
利
を
行
使

さ
せ
ず
に
雇
い
止
め
で
き
る
よ
う
就

業
ル
ー
ル
を
変
え
た
。事
実
上
の『
無

期
雇
用
逃
れ
』
だ
。
ベ
テ
ラ
ン
職
員

の
多
く
が
去
る
こ
と
に
な
り
、
研
究

の
遂
行
に
影
響
が
出
か
ね
な
い
状
況

に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
同

様
の
問
題
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
現

場
で
派
生
し
て
い
る
。

　

現
場
を
支
え
て
き
た
ベ
テ
ラ
ン
ス

タ
ッ
フ
を
「
使
い
捨
て
」
に
す
る
職

場
、
人
件
費
削
減
し
か
能
の
な
い
事

業
に
、
持
続
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う

か
。
い
や
そ
れ
以
上
に
、
五
年
先
の

雇
用
が
見
通
せ
な
い
「
働
き
方
」（
働

か
せ
方
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
社
会

で
、
次
世
代
や
他
者
の
こ
と
を
考
え

ら
れ
る
民
主
主
義
が
育
つ
の
か
。

　

働
き
方
改
革
、
そ
し
て
「
一
億
総

活
躍
」「
女
性
活
躍
」
や
ら
の
安
倍

政
治
五
年
間
の
検
証
を
通
じ
て
、「
働

か
せ
方
改
革
」
の
対
抗
軸
と
な
り
う

る
方
向
性
を
ど
う
見
出
し
て
い
け
る

の
か
。
こ
れ
は
ま
た
労
働
法
制
を
憲

法
実
現
法
律
と
し
て
き
ち
ん
と
機
能

さ
せ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ

の
視
点
を
共
有
し
た
う
え
で
の
憲
法

論
議
の
土
台
・
前
提
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
、
と
い
う
国
民
参
加
型
の
議

論
を
つ
く
り
だ
し
て
い
け
る
か
、
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
主
権
国
家
、
民

主
主
義
は
同
時
に
追
求
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
を
犠
牲
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る

（
ロ
ド
リ
ッ
ク
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
・
パ
ラ
ド
ク
ス
」）。
確
か
に

世
界
に
は
今
、
自
国
フ
ァ
ー
ス
ト
や

権
威
主
義
な
ど
、
民
主
主
義
を
外
し

た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
主
権
国
家
の
組

み
合
わ
せ
が
台
頭
し
つ
つ
あ
る
よ
う

に
も
見
え
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で

は
、
民
主
化
の
「
第
三
の
波
」
に
対

す
る
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
か
も
し
れ
な

い
（12/3

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
照
）。

だ
が
一
方
で
こ
れ
は
、
新
た
な
歴
史

段
階
に
お
い
て
民
主
主
義
を
よ
り
深

化
さ
せ
る
挑
戦
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
反
転
さ
せ
る

の
は
容
易
で
は
な
い
。
自
ら
が
道
具

化
す
る
と
感
じ
る
な
か
で
生
の
意
味

を
見
出
す
の
は
、
誰
に
と
っ
て
も
難

し
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
時
代
に

あ
っ
て
も
、
中
間
層
を
増
や
し
、
生

の
困
難
を
減
じ
、
他
者
へ
の
憎
悪
に

転
化
す
る
の
を
防
ぐ
よ
う
努
め
る
の

は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
」（
遠
藤
乾　

毎
日1/23

）

　

立
憲
民
主
主
義
は
、
そ
れ
を
支
え

る
人
々
の
政
治
的
意
思
と
そ
の
経
済

的
社
会
的
条
件
を
不
断
に
育
み
、
手

入
れ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
持
続
可
能

だ
。
非
立
憲
的
な
中
国
の
台
頭
が
お

そ
ら
く
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
日
本
が
高

齢
化
の
急
坂
に
さ
し
か
か
る
で
あ
ろ

う
２
０
２
０
年
代
半
ば
を
見
す
え
、

「
時
間
稼
ぎ
」
の
政
治
を
ど
の
よ
う

に
閉
じ
、「
と
も
に
引
き
受
け
て
前

へ
進
む
」
政
治
を
ど
う
立
ち
上
げ
て

い
く
か
。
こ
こ
か
ら
ポ
ス
ト
安
倍
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
後
へ
む
け
た
舞
台
を

準
備
し
よ
う
。



「
時
間
稼
ぎ
」
の
政
治
が
破
綻
す
る

〝
そ
の
先
〟
に
何
を
準
備
す
る
か

　

今
年
秋
に
は
自
民
党
総
裁
選
が
予

定
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
安
倍
を
め

ぐ
る
攻
防
を
、
永
田
町
の
権
力
闘
争

の
枠
に
と
ど
め
て
し
ま
う
の
か
、
そ

れ
と
も
「
安
倍
政
治
」
五
年
間
の
検

証
を
媒
介
に
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
後
を

見
す
え
た
新
し
い
政
治
の
座
標
軸
を

つ
く
り
だ
し
て
い
け
る
か
。
言
い
換

え
れ
ば
、「
安
倍
政
治
」
に
対
す
る

個
々
の
批
判
や
問
題
点
の
指
摘
に
終

わ
る
の
か
、そ
れ
と
も
「
安
倍
政
治
」

の
検
証
を
通
じ
て
、
そ
れ
に
替
わ
る

「
新
し
い
現
実
」
に
向
け
た
方
向
性

を
共
有
で
き
る
の
か
。　

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
何
年
経
っ
て
も

「
道
半
ば
」
で
あ
る
こ
と
に
端
的
な

よ
う
に
、「
安
倍
政
治
」
と
は
、
予

見
し
う
る
破
局
を
先
送
り
す
る
「
時

間
稼
ぎ
」の
政
治
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
時
間
稼
ぎ
」
を
続
け
れ
ば
続
け
る

ほ
ど
、「
こ
の
ま
ま
で
も
明
日
は
来

る
け
れ
ど
、そ
の
先
に
未
来
は
な
い
」

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、「
こ
の
ま
ま

で
は
明
日
さ
え
見
え
な
い
」
と
こ
ろ

へ
社
会
の
底
は
抜
け
つ
つ
あ
る
。

　

ポ
ス
ト
安
倍
を
め
ぐ
る
攻
防
に
と

も
な
っ
て
、「
時
間
稼
ぎ
」
の
政
治

の
破
綻
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
問
わ
れ
る
の

は
、
破
綻
の
〝
そ
の
先
〟
に
何
を
準

備
で
き
る
か
だ
。
そ
れ
は
（
平
成

と
ほ
ぼ
重
な
る
）「
失
わ
れ
た
○
○

年
」
だ
け
で
は
な
く
、
第
二
次
産
業

革
命
の
時
代
の
「
追
い
つ
き
、
追
い

越
せ
」
型
（
折
り
し
も
「
明
治
維
新

１
５
０
年
」）
も
視
野
に
入
れ
た
時

間
軸
か
ら
、「
新
し
い
現
実
」「
も
う

ひ
と
つ
の
（
政
治
経
済
社
会
の
）
あ

り
方
」
を
準
備
で
き
る
か
、
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
の
糸
口
と
す
べ
く
「
安

倍
政
治
」の
五
年
間
を
ど
う
検
証
し
、

そ
こ
か
ら
共
通
の
方
向
性
＝
新
し
い

政
治
の
座
標
軸
を
つ
く
り
だ
し
て
い

け
る
か
。
こ
う
し
た
ス
テ
ー
ジ
が
始

ま
っ
て
い
る
。

　
「
私
た
ち
は
い
ま
大
き
な
流
れ
の

中
に
い
ま
す
。
中
央
集
権
・
周
辺
分

断
型
の
政
治
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な

か
で
否
応
な
く
機
能
不
全
と
な
っ

て
、
地
方
が
主
人
公
と
な
る
新
し

い
流
れ
と
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
の
で

す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ロ
ー
カ
ル
化

が
同
時
進
行
す
る
『
グ
ロ
ー
カ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
』
の
趨
勢
は
今
後
と
も

と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い
で
し
ょ
う
。

２
０
１
６
年
の
参
院
選
と
知
事
選

は
、
こ
う
し
た
大
き
な
歴
史
的
な
流

れ
の
中
の
象
徴
的
な
で
き
ご
と
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　

同
じ
文
脈
の
中
で
安
倍
政
権
や
ト

ラ
ン
プ
大
統
領
も
生
ま
れ
た
わ
け
で

す
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
新
自
由

主
義
の
最
後
の
あ
だ
花
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
も
は
や
先
の
な
い
中
央
集
権
シ

ス
テ
ム
を
無
理
に
延
命
さ
せ
る
た
め

に
、
過
去
の
栄
光
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

を
寄
せ
、
古
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

幻
想
を
ま
き
ち
ら
す
し
か
な
い
の
で

す
。
で
も
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
限
界

を
迎
え
て
い
る
や
り
か
た
で
す
か

ら
、
ど
ん
な
に
粉
飾
し
、
強
権
で
一

体
化
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
も
、
い

ず
れ
は
破
綻
し
ま
す
。

　

た
だ
、
私
た
ち
が
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
次
の
問
題
は
、
破
綻
し
た

後
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
社
会
の
青

写
真
が
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い

と
い
う
問
題
で
す
。
だ
か
ら
時
間
が

あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
悲
観
的
に
な

る
な
ら
、
戦
争
と
い
う
破
滅
の
道
が

見
え
て
き
ま
す
。
私
た
ち
が
こ
れ
ま

で
の
よ
う
に
、
た
ん
に
観
客
民
主
主

義
の
住
人
に
と
ど
ま
る
な
ら
、
行
き

詰
っ
た
政
治
は
安
き
に
流
れ
、
歴
史

上
く
り
返
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
戦
争

と
暴
力
に
訴
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

し
か
し
、危
機
が
迫
っ
た
時
代
に
、

そ
れ
を
危
機
と
し
て
認
識
で
き
る
人

間
が
多
く
存
在
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む

し
ろ
新
し
い
時
代
へ
の
契
機
（
チ
ャ

ン
ス
）
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
危
機

（
ク
ラ
イ
シ
ス
）
の
語
源
に
は
『
分

岐
点
』
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

数
え
き
れ
な
い
個
々
の
危
機
を
相
互

に
結
び
つ
け
、
危
機
の
総
体
を
把
握

し
、
適
切
な
克
服
法
を
考
え
、
そ
し

て
行
動
を
う
な
が
す
。
そ
れ
は
現
在

の
学
問
の
役
割
で
あ
り
、
政
党
を
は

じ
め
と
す
る
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
の
役

割
で
あ
り
、
ま
た
私
た
ち
市
民
一

人
ひ
と
り
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
」

（「
市
民
政
治
の
育
て
か
た
」
佐
々
木

寛
・
市
民
連
合
＠
新
潟　

共
同
代
表
）

　
「
安
倍
一
強
」「
一
強
多
弱
」
と
い

う
状
況
は
、
野
党
の
数
合
わ
せ
で
転

換
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
野
党

が
取
り
組
む
べ
き
は
、「
安
倍
政
治
」

に
対
抗
し
う
る
政
治
の
座
標
軸
を
つ

く
り
、
共
有
す
る
た
め
の
地
道
な
積

み
重
ね
だ
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
国
民

に
開
か
れ
た
参
加
型
の
も
の
で
あ
る

べ
き
だ
。
そ
し
て
国
会
内
で
は
（
理

由
が
あ
っ
て
別
会
派
に
な
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
）、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
議
論

を
重
ね
て
合
意
を
形
成
す
る
以
外
に

な
い
。

　

重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス

を
国
民
に（
支
持
者
だ
け
で
は
な
く
）

オ
ー
プ
ン
に
し
、
対
話
を
通
じ
て
共

有
点
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
だ
。

「
安
倍
政
治
」
の
検
証
も
「
新
し
い

現
実
」
も
、
永
田
町
の
外
、
地
域
の

暮
ら
し
と
自
治
の
現
場
に
こ
そ
あ
る

の
だ
か
ら
。

　
「
安
倍
政
治
」
に
対
す
る
個
々
の

批
判
や
問
題
点
の
指
摘
に
終
わ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
「
安
倍
政
治
」
の
検

証
を
通
じ
て
「
新
し
い
現
実
」
へ
の

方
向
性
を
共
有
で
き
る
の
か
。
国
会

論
戦
の
組
み
立
て
方
、
対
案
の
位
置

づ
け
、
野
党
間
の
連
携
の
取
り
方
な

ど
、
後
者
の
視
点
か
ら
意
識
的
に
行

２
０
２
０
年
後
に
向
け
て
、

「
時
間
稼
ぎ
」
の
政
治
か
ら
の
転
轍
を 第465号
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わ
れ
る
よ
う
に
フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
側
か

ら
も
迫
り
上
げ
て
い
こ
う
。

人
材
の
焼
畑
・
人
を
使
い
捨
て
る
経

済
社
会
な
の
か

「
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を
営
む
」

こ
と
が
で
き
る
経
済
社
会
な
の
か

　

今
国
会
の
施
政
方
針
演
説
で
、
首

相
は
働
き
方
改
革
と
改
憲
を
前
面
に

掲
げ
た
。働
き
方
改
革
に
つ
い
て「
戦

後
の
労
働
基
準
法
制
定
以
来
、
70
年

ぶ
り
の
大
改
革
」と
称
す
る
よ
う
に
、

憲
法
実
現
法
律
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

労
働
基
準
法
の
「
改
正
」
は
、
憲
法

と
も
無
縁
で
は
な
い
。

　

各
党
代
表
質
問
で
は
働
き
方
改
革

関
連
法
案
に
対
し
て
、
野
党
か
ら
の

批
判
が
相
次
い
だ
。

　
「
労
働
時
間
の
上
限
規
制
は
待
っ

た
な
し
だ
が
、
な
ぜ
上
限
を
月

１
０
０
時
間
ま
で
と
す
る
の
か
。
政

府
案
は
『
過
労
死
の
合
法
化
』
で
は

な
い
か
」（
共
産
党
・
小
池
晃
書
記

局
長
）。
政
府
案
は
、
時
間
外
労
働

を
取
り
決
め
た
労
使
協
定
（
３
６
協

定
）
で
の
残
業
の
上
限
を
、
最
長
で

「
月
１
０
０
時
間
未
満
、
年
７
２
０

時
間
」
と
す
る
。「
月
１
０
０
時
間

の
残
業
」
は
「
過
労
死
ラ
イ
ン
」
と

さ
れ
、
こ
れ
で
は
「
過
労
死
容
認
法

案
に
な
り
か
ね
な
い
」（
立
憲
民
主

党
・
枝
野
幸
男
代
表
）。

　

ま
た
残
業
に
上
限
を
設
け
る
こ
と

で
、
残
業
代
減
→
収
入
減
→
消
費
減

が
心
配
さ
れ
る
と
い
う
声
も
あ
る

が
、
そ
も
そ
も
過
労
死
ラ
イ
ン
ま
で

残
業
し
な
く
て
も
そ
こ
そ
こ
の
暮
ら

し
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
の
が
、
あ

る
べ
き
労
働
条
件
な
の
で
は
な
い

か
。

　

金
融
デ
ィ
ー
ラ
ー
な
ど
年
収

１
０
７
５
万
円
以
上
の
一
部
専
門
職

を
労
働
時
間
規
制
の
対
象
か
ら
除
外

す
る
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

制
度
」（
高
プ
ロ
）
の
導
入
や
、
裁

量
労
働
制
の
対
象
を
一
部
法
人
営
業

職
に
ま
で
拡
大
す
る
と
い
っ
た
規
制

緩
和
に
つ
い
て
も
、「
労
働
者
の
た

め
で
な
く
、
人
件
費
削
減
の
観
点
か

ら
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」（
希

望
の
党
・
玉
木
雄
一
郎
代
表
）
と
の

批
判
が
相
次
ぐ
。

　

裁
量
労
働
制
と
は
「
み
な
し
残
業

代
込
み
の
賃
金
（
定
額
）」
で
、
働

く
側
に
裁
量
権
の
あ
る
職
種
に
適
用

さ
れ
る
（
労
働
時
間
規
制
の
対
象
か

ら
除
外
）。
そ
の
要
件
が
緩
和
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
高
プ
ロ
制
度
の

場
合
は
年
収
１
０
７
５
万
円
と
い
う

枠
が
あ
る
が
、
裁
量
労
働
制
の
場
合

は
収
入
に
か
か
わ
ら
ず
対
象
職
種
が

拡
大
さ
れ
る
こ
と
で
、「
定
額
働
か

せ
放
題
」
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

現
に
２
０
１
７
年
に
大
手
不
動
産
会

社
が
裁
量
労
働
制
を
違
法
に
社
員
に

適
用
し
た
と
し
て
是
正
勧
告
を
受
け

た
が
、
法
案
が
通
れ
ば
こ
れ
も
合
法

と
い
う
こ
と
に
な
る
。（「
年
収
制
限

の
な
い
『
定
額
働
か
せ
放
題
』
っ
て

マ
ジ
？
」
河
合
薫　

日
経
ビ
ジ
ネ
ス

オ
ン
ラ
イ
ン1/23　
参
照
）

　

そ
も
そ
も
「
働
き
方
改
革
」
と
は

何
の
た
め
な
の
か
。
人
件
費
削
減
→

人
材
の
焼
畑
を
続
け
て
い
っ
た
先
に

何
が
あ
る
の
か
。

　

労
働
基
準
法
は
「
労
働
条
件
は
、

労
働
者
が
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を

営
む
た
め
の
必
要
を
充
た
す
べ
き
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
第
１

条
）
と
定
め
て
い
る
。
労
働
基
準
法

が
、
憲
法
の
価
値
を
実
現
す
る
た
め

の
憲
法
実
現
法
律
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
所
以
だ
。「
人
た
る
に
値
す
る
生

活
を
営
む
」
た
め
の
社
会
的
経
済
的

条
件
が
破
壊
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、

立
憲
民
主
主
義
社
会
の
担
い
手
も
破

壊
さ
れ
る
。

　
「
安
倍
政
治
」
五
年
間
の
検
証

と
い
う
意
味
で
は
、「
非
正
規
の

２
０
１
８
年
問
題
」
も
重
要
だ
。
短

期
雇
用
の
契
約
を
繰
り
返
し
な
が
ら

五
年
以
上
働
い
て
き
た
非
正
規
の
労

働
者
が
、
希
望
す
れ
ば
２
０
１
８
年

４
月
以
降
、
無
期
に
働
け
る
新
し
い

制
度
だ
。
そ
の
一
方
で
、
ル
ー
ル
が

始
ま
る
直
前
の
３
月
末
で
雇
い
止
め

を
言
い
渡
さ
れ
る
事
態
が
相
次
い
で

い
る
。

　

理
化
学
研
究
所
で
は
２
０
１
８
年

３
月
末
時
点
で
、
五
年
以
上
働
い
て

雇
用
の
上
限
を
迎
え
る
有
期
雇
用
の

職
員
は
、
パ
ー
ト
や
契
約
職
員
な
ど

五
百
人
弱
。
そ
の
う
ち
、
無
期
雇
用

の
研
究
ア
シ
ス
タ
ン
ト
試
験
に
合
格

し
た
百
人
余
り
と
わ
ず
か
な
事
務
職

員
を
除
き
、
三
百
人
を
超
え
る
職
員

が
３
月
末
で
雇
い
止
め
と
な
る
。

　

不
当
労
働
行
為
の
救
済
申
し
立
て

に
関
わ
っ
た
弁
護
士
は
「
２
０
１
８

年
４
月
を
前
に
、
そ
の
権
利
を
行
使

さ
せ
ず
に
雇
い
止
め
で
き
る
よ
う
就

業
ル
ー
ル
を
変
え
た
。事
実
上
の『
無

期
雇
用
逃
れ
』
だ
。
ベ
テ
ラ
ン
職
員

の
多
く
が
去
る
こ
と
に
な
り
、
研
究

の
遂
行
に
影
響
が
出
か
ね
な
い
状
況

に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
同

様
の
問
題
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
現

場
で
派
生
し
て
い
る
。

　

現
場
を
支
え
て
き
た
ベ
テ
ラ
ン
ス

タ
ッ
フ
を
「
使
い
捨
て
」
に
す
る
職

場
、
人
件
費
削
減
し
か
能
の
な
い
事

業
に
、
持
続
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う

か
。
い
や
そ
れ
以
上
に
、
五
年
先
の

雇
用
が
見
通
せ
な
い
「
働
き
方
」（
働

か
せ
方
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
社
会

で
、
次
世
代
や
他
者
の
こ
と
を
考
え

ら
れ
る
民
主
主
義
が
育
つ
の
か
。

　

働
き
方
改
革
、
そ
し
て
「
一
億
総

活
躍
」「
女
性
活
躍
」
や
ら
の
安
倍

政
治
五
年
間
の
検
証
を
通
じ
て
、「
働

か
せ
方
改
革
」
の
対
抗
軸
と
な
り
う

る
方
向
性
を
ど
う
見
出
し
て
い
け
る

の
か
。
こ
れ
は
ま
た
労
働
法
制
を
憲

法
実
現
法
律
と
し
て
き
ち
ん
と
機
能

さ
せ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ

の
視
点
を
共
有
し
た
う
え
で
の
憲
法

論
議
の
土
台
・
前
提
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
、
と
い
う
国
民
参
加
型
の
議

論
を
つ
く
り
だ
し
て
い
け
る
か
、
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
主
権
国
家
、
民

主
主
義
は
同
時
に
追
求
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
を
犠
牲
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る

（
ロ
ド
リ
ッ
ク
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
・
パ
ラ
ド
ク
ス
」）。
確
か
に

世
界
に
は
今
、
自
国
フ
ァ
ー
ス
ト
や

権
威
主
義
な
ど
、
民
主
主
義
を
外
し

た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
主
権
国
家
の
組

み
合
わ
せ
が
台
頭
し
つ
つ
あ
る
よ
う

に
も
見
え
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で

は
、
民
主
化
の
「
第
三
の
波
」
に
対

す
る
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
か
も
し
れ
な

い
（12/3

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
照
）。

だ
が
一
方
で
こ
れ
は
、
新
た
な
歴
史

段
階
に
お
い
て
民
主
主
義
を
よ
り
深

化
さ
せ
る
挑
戦
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
反
転
さ
せ
る

の
は
容
易
で
は
な
い
。
自
ら
が
道
具

化
す
る
と
感
じ
る
な
か
で
生
の
意
味

を
見
出
す
の
は
、
誰
に
と
っ
て
も
難

し
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
時
代
に

あ
っ
て
も
、
中
間
層
を
増
や
し
、
生

の
困
難
を
減
じ
、
他
者
へ
の
憎
悪
に

転
化
す
る
の
を
防
ぐ
よ
う
努
め
る
の

は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
」（
遠
藤
乾　

毎
日1/23
）

　

立
憲
民
主
主
義
は
、
そ
れ
を
支
え

る
人
々
の
政
治
的
意
思
と
そ
の
経
済

的
社
会
的
条
件
を
不
断
に
育
み
、
手

入
れ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
持
続
可
能

だ
。
非
立
憲
的
な
中
国
の
台
頭
が
お

そ
ら
く
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
日
本
が
高

齢
化
の
急
坂
に
さ
し
か
か
る
で
あ
ろ

う
２
０
２
０
年
代
半
ば
を
見
す
え
、

「
時
間
稼
ぎ
」
の
政
治
を
ど
の
よ
う

に
閉
じ
、「
と
も
に
引
き
受
け
て
前

へ
進
む
」
政
治
を
ど
う
立
ち
上
げ
て

い
く
か
。
こ
こ
か
ら
ポ
ス
ト
安
倍
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
後
へ
む
け
た
舞
台
を

準
備
し
よ
う
。


