
講

演

中
国
郷
政
権
建
設
に
寿
け
る
諸
間
題

通西董

山村

昭幸
　次成
治郎

美訳

　
わ
が
国
の
農
村
基
層
政
権
で
は
、
二
〇
余
年
に
わ
た
り
人
民
公
社
と
い

う
「
政
社
合
一
」
（
政
権
と
合
作
社
の
合
体
）
の
体
制
が
実
施
さ
れ
た
の
ち
、

郷
政
権
と
い
う
制
度
が
回
復
さ
れ
、
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
す
で

に
現
行
憲
法
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八
五
年
二
月
ま
で
に
、

全
国
の
人
民
公
社
の
「
政
社
分
離
」
（
政
権
と
合
作
社
の
分
離
）
作
業
は
す
べ

て
終
了
し
た
。
改
革
前
に
は
、
全
国
の
農
村
に
あ
わ
せ
て
、
五
万
四
千
の

人
民
公
社
と
、
二
千
八
百
の
鎮
が
あ
っ
た
。
改
革
後
、
全
国
に
あ
わ
せ
て

九
一
、
五
九
〇
の
郷
、
民
族
郷
、
鎮
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
う
ち
三
、
一
四
四

の
民
族
郷
が
回
復
さ
れ
設
置
さ
れ
、
鎮
は
二
千
八
百
か
ら
九
、
一
四
〇
に

ま
で
発
展
し
た
。
農
村
基
層
政
権
体
制
の
改
革
は
、
政
治
体
制
改
革
の
一

　
　
　
中
国
郷
政
権
建
設
に
お
け
る
諸
問
題
（
董
・
西
村
”
通
山
）

つ
の
重
要
な
構
成
部
分
で
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
期
に

わ
た
り
人
民
公
社
化
を
実
施
し
た
影
響
を
受
け
て
い
る
た
め
に
、
各
地
で

新
た
に
設
置
さ
れ
た
郷
政
権
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
ま
だ
人
民
公
社
化

の
な
ご
り
を
留
め
て
お
り
、
郷
政
権
が
し
か
る
べ
き
役
割
と
機
能
を
発
揮

す
る
の
を
妨
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
現
在
の
農
村
の
実
情

に
適
合
し
た
郷
政
権
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
当
面
の
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
は
そ
の
な
か
の
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
未
熟
な
見
解
を

提
示
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
ど
う
か
ご
叱
正
願
い
た
い
。

　
e
党
と
政
府
の
関
係

　
多
年
来
、
わ
れ
わ
れ
の
党
及
び
国
家
の
各
級
指
導
機
構
の
な
か
に
、
党
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と
政
府
が
分
か
れ
て
い
ず
、
党
が
政
府
に
代
わ
る
、
と
い
っ
た
現
象
が
ゆ

ゆ
し
く
存
在
し
て
い
る
。
郷
レ
ベ
ル
で
は
そ
れ
が
さ
ら
に
重
大
で
あ
る
。

党
と
政
府
が
分
か
れ
て
い
な
い
と
、
権
力
の
過
度
の
集
中
が
も
た
ら
さ

れ
、
政
府
部
門
が
相
対
的
に
独
立
し
た
強
力
な
業
務
系
統
を
う
ち
た
て
る

の
を
妨
げ
、
政
府
の
機
能
の
発
揮
に
影
響
し
が
ち
で
、
実
際
上
、
党
の
指

導
を
も
弱
め
て
し
ま
い
、
党
と
政
府
の
機
関
の
業
務
能
率
を
低
下
さ
せ
、

官
僚
主
義
を
助
長
し
が
ち
で
あ
る
。
基
層
政
権
が
直
接
大
衆
に
向
き
あ
う

な
ら
ば
、
官
僚
主
義
は
生
じ
え
な
い
、
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
が
権
力
を
奪
取
し
た
の
ち
に
は
、
必
ず
党
と
政
府
の
分
業
原

則
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ー
ニ
ン
は
は
や
く
も
一
九
二
二
年

に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
必
ず
党
と
国
家
機
関
の
職

権
を
は
っ
き
り
と
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
党
は
国
家
権
力
の
中
核

で
あ
る
が
、
そ
れ
と
国
家
権
力
と
は
一
つ
の
も
の
で
は
な
い
。
党
の
任
務

は
国
家
機
関
の
活
動
に
対
し
て
全
般
的
な
指
導
を
行
う
こ
と
で
あ
る
が
、

け
っ
し
て
過
度
に
頻
繁
に
干
渉
を
行
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
（
中
国
語
版
『
レ

ー
ニ
ン
全
集
』
三
三
巻
、
二
一
二
頁
）
。
毛
沢
東
同
志
も
か
つ
て
一
九
二
八
年

に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
「
党
の
主
張
と
措
置
は
、
宣
伝
を

別
と
し
て
、
実
施
の
さ
い
は
政
府
の
組
織
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
民
党
の
よ
う
に
、
直
接
政
府
に
命
令
す
る
ま
ち
が
っ
た
や
り
方
は
避
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
（
『
毛
沢
東
選
集
』
四
巻
本
、
七
二
頁
、
邦
訳
は
外

文
出
版
社
版
、
第
一
巻
、
一
一
六
頁
に
よ
る
）
。
郵
小
平
同
志
は
党
と
政
府
の

一
二
四

分
業
原
則
に
つ
い
て
、
か
つ
て
『
党
と
国
家
の
指
導
制
度
の
改
革
』
と
い

う
一
文
の
な
か
で
比
較
的
全
面
的
に
論
述
し
、
か
つ
実
施
の
た
め
の
一
連

の
重
要
な
段
取
り
を
提
示
し
た
。
こ
こ
数
年
、
党
と
政
府
の
分
業
の
面
で

は
、
す
で
に
一
歩
大
き
く
前
進
が
あ
っ
た
が
、
ま
だ
少
な
か
ら
ぬ
問
題
が

存
在
し
、
引
き
続
き
ま
だ
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
党
と
政
府
が
分
業
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
回
の
郷
政
権
設
置
と
い
う

体
制
改
革
の
主
な
内
容
の
一
つ
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ぽ
、
正
し
く
職
責

の
う
え
か
ら
、
そ
し
て
具
体
的
な
業
務
に
お
い
て
、
は
っ
ぎ
り
と
両
者
を

分
離
し
た
郷
は
少
数
で
あ
り
、
一
般
的
な
状
況
と
し
て
は
、
職
責
の
う
え

で
は
基
本
的
に
分
離
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
際
の
具
体
的
な
業

務
に
お
い
て
は
、
党
が
政
府
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
党
と
政
府
が
入
り

乱
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
党
と
政
府
が
分
か
れ
て
い
な
い
こ
と
の

主
な
あ
ら
わ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
郷
党
委
が
直
接
経

済
を
握
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
四
川
省
広
漢
県
の
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
党
委
書

記
は
、
農
工
商
連
合
総
公
司
の
社
長
を
兼
任
し
て
い
る
。
②
郷
党
委
は
郷

政
府
が
管
轄
す
べ
き
具
体
的
事
務
を
研
究
し
、
か
つ
そ
の
貫
徹
実
施
状
況

の
監
督
と
検
査
に
責
任
を
負
う
。
③
郷
政
府
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
い
ち
い

ち
党
委
に
指
示
を
求
め
、
総
括
報
告
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
憲
法
及
び
地

方
組
織
法
が
定
め
る
郷
長
・
鎮
長
責
任
制
は
有
名
無
実
と
な
っ
て
い
る
。

④
郷
長
・
鎮
長
が
自
己
の
職
責
の
範
囲
内
に
お
い
て
割
り
ふ
っ
た
業
務

が
、
党
委
書
記
の
ひ
と
こ
と
で
た
だ
ち
に
否
定
で
き
る
。
党
と
政
府
が
分



れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
依
然
と
し
て
ゆ
ゆ
し
く
存
在
す
る
原
因
は
、

主
と
し
て
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
郷
党
委
書
記
が
権
限
を

放
す
の
を
望
ま
な
い
。
②
郷
長
・
鎮
長
の
多
く
が
新
し
い
幹
部
で
あ
る
た

め
、
実
務
上
の
経
験
が
な
く
、
自
己
の
職
責
の
範
囲
内
の
業
務
に
つ
い
て
、

あ
え
て
責
任
を
引
き
受
け
よ
う
と
し
な
い
。
③
人
民
公
社
化
以
来
長
期
に

わ
た
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
、
党
が
政
府
に
代
わ
る
、
党
と
政
府
が
分
れ

な
い
、
と
い
っ
た
観
念
と
や
り
方
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
④
上
級
の
政

権
機
関
の
指
導
方
法
と
業
務
方
法
（
主
と
し
て
県
）
に
お
け
る
郷
政
権
に
対

す
る
直
接
的
な
影
響
（
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
な
ど
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
例
え

ぽ
、
郷
・
鎮
の
党
委
書
記
は
、
郷
・
鎮
に
お
け
る
県
の
経
済
の
発
展
指
標

に
つ
い
て
の
総
請
負
人
で
あ
り
、
責
任
が
重
大
で
あ
る
。
県
委
は
、
郷
党

委
書
記
に
対
し
て
、
七
〇
％
の
精
力
を
さ
い
て
経
済
に
力
を
入
れ
、
二
〇

％
は
行
政
に
、
一
〇
％
は
党
務
に
力
を
入
れ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
上
級

は
会
議
を
開
く
か
、
も
し
く
は
業
務
を
検
査
し
、
よ
り
多
く
党
委
書
記
に

総
括
報
告
を
行
う
よ
う
求
め
て
い
る
。

　
党
と
政
府
が
分
業
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
党
の
指
導
に
有
利
で
あ
る
と

と
も
に
、
政
府
活
動
の
展
開
に
と
っ
て
も
有
利
で
あ
り
、
実
践
が
証
明
し

て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
一
つ
の
科
学
的
な
指
導
方
法
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
、
真
に
党
と
政
府
の
分
業
を
行
う
に
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
必
ず
以
下

の
い
く
つ
か
の
面
の
問
題
を
う
ま
く
解
決
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
考

え
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
党
と
政
府
が
分
業
す
る
こ
と
の
意
味
を
正

　
　
　
中
国
郷
政
権
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設
に
お
け
る
諸
問
題
（
董
・
西
村
”
通
山
）

し
く
理
解
す
る
。
ま
ず
、
党
と
政
府
の
分
業
と
は
、
け
っ
し
て
郷
政
権
の

活
動
に
お
け
る
党
と
政
府
の
絶
対
的
な
分
離
で
は
な
く
、
「
分
」
（
離
）
も

あ
り
、
（
結
）
「
合
」
も
あ
り
、
互
い
に
つ
り
合
い
を
と
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
　
「
分
」
と
は
党
と
政
府
の
具
体
的
な
事
務
に
お
け
る
分
離
を
意
味

す
る
。
　
「
合
」
と
は
党
と
政
府
の
重
大
な
問
題
に
お
け
る
共
同
研
究
、
相

互
協
議
を
意
味
す
る
。
つ
ぎ
に
、
党
と
政
府
の
分
業
と
は
、
職
責
の
範
囲

に
お
け
る
分
業
を
意
味
し
、
け
っ
し
て
人
員
上
の
絶
対
的
な
分
離
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
党
と
政
府
の
間
で
相
互
に
兼
職
を
行
う

こ
と
の
必
要
性
と
必
然
性
を
正
し
く
認
識
す
る
。
郷
政
権
の
人
員
の
編
成

に
は
限
り
が
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
は
、
人
員
の
う
え
で
党
と
政
府

を
厳
格
に
分
離
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
で
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る

し
、
党
中
央
・
国
務
院
も
郷
設
置
の
体
制
改
革
の
通
知
の
な
か
で
こ
の
点

を
要
求
し
て
い
な
い
。
事
実
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
党
と
政
府
の
間

で
一
部
の
幹
部
が
互
い
に
兼
職
し
て
い
る
こ
と
は
、
郷
党
委
と
郷
政
府
が

業
務
に
お
い
て
互
い
に
連
係
し
、
互
い
に
意
志
を
疎
通
さ
せ
る
の
に
有
利

で
あ
り
、
ま
た
党
と
政
府
の
分
業
並
び
に
分
業
に
も
と
づ
い
た
相
互
の
協

力
に
と
っ
て
も
有
利
で
あ
る
。
第
三
に
、
憲
法
及
び
地
方
組
織
法
の
規
定

に
し
た
が
い
、
郷
・
鎮
政
府
は
郷
長
・
鎮
長
責
任
制
を
実
施
す
る
。
　
「
党

の
各
級
委
員
会
は
集
団
指
導
と
個
人
分
担
責
任
と
を
結
び
つ
け
た
制
度
を

実
行
す
る
。
重
大
な
問
題
に
属
す
る
事
柄
は
す
べ
て
党
の
委
員
会
が
民
主

的
に
討
議
し
、
決
定
を
下
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
う
『
中
国
共
産
党
規
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約
』
十
条
（
一
項
）
五
号
の
規
定
に
し
た
が
い
、
党
委
が
行
う
の
は
け
っ

し
て
党
委
書
記
の
個
人
責
任
制
で
は
な
く
、
集
団
責
任
制
で
あ
る
。
党
と

政
権
組
織
が
違
っ
た
責
任
制
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
、

郷
政
権
に
お
け
る
郷
党
委
書
記
の
地
位
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
そ
し
て
党
と

政
権
組
織
の
職
責
の
範
囲
を
正
し
く
区
分
す
る
う
え
で
重
要
な
意
義
を
も

っ
て
い
る
。
第
四
に
、
郷
党
委
の
任
務
は
党
規
約
の
規
定
に
し
た
が
い
、

精
力
を
集
中
し
て
党
の
路
線
、
方
針
、
政
策
の
具
体
的
な
執
行
に
し
っ
か

り
と
力
を
入
れ
、
基
層
（
末
端
）
の
党
の
思
想
建
設
と
組
織
建
設
に
し
っ

か
り
と
力
を
入
れ
、
共
青
団
、
婦
連
及
び
民
兵
に
対
す
る
指
導
を
強
花

し
、
農
民
に
対
す
る
政
治
思
想
教
育
に
し
っ
か
り
と
力
を
入
れ
、
党
の
作

風
と
社
会
の
気
風
の
好
転
を
う
な
が
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
政
府
の
具
体
的

な
業
務
を
請
負
う
こ
と
で
は
な
い
。
郷
党
委
は
郷
政
府
が
憲
法
及
び
地
方

組
織
法
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る
よ
う
に
保

証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
五
に
、
党
と
政
府
が
分
業
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
科
学
的
な
指
導
の
要
請
で
あ
り
、
そ
れ
は
郷
政
権
に
つ
い
て
だ
け

い
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
一
定
の
意
味
に
お
い
て
は
、
上
級
の
政
権
に
お

い
て
党
と
政
府
が
分
業
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
下
級
の
政
権
の
党
と
政

府
の
関
係
に
直
接
影
響
す
る
。
県
レ
ベ
ル
の
政
権
機
関
に
お
け
る
党
と
政

府
の
分
業
は
、
郷
政
権
に
お
け
る
党
と
政
府
の
分
業
を
う
ち
か
た
め
、
そ

し
て
い
ち
だ
ん
と
そ
れ
を
完
全
な
も
の
に
す
る
う
え
で
と
り
わ
け
重
要
な

意
義
を
も
っ
て
い
る
。
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こ
こ
で
さ
ら
に
少
し
つ
い
で
に
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
県
レ

ベ
ル
の
行
政
機
構
の
設
置
及
び
部
門
間
の
分
業
に
お
い
て
、
つ
ね
に
上
と

下
が
一
致
（
協
力
）
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
上
に
は
姑
が
お
り
、
下
に

は
嫁
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な

い
な
ら
ば
、
人
は
し
か
る
べ
き
事
業
を
興
す
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
る
べ

き
業
務
に
必
要
な
経
費
及
び
そ
の
他
の
援
助
を
振
り
向
け
る
こ
と
は
で
き

ず
、
県
政
府
の
各
科
・
局
は
、
郷
政
府
の
分
業
に
は
そ
れ
と
の
一
致
（
協

力
）
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
つ
も
考
え
て
い
る
。
も
し
こ
う
で
な
い
な
ら

ば
、
そ
れ
が
そ
こ
で
一
つ
の
出
先
機
関
を
設
け
る
と
い
う
方
法
を
考
え
う

る
が
、
こ
れ
は
干
渉
（
割
り
込
み
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
機
構
の
重
複
、
手
続
き
の
繁
鎖
、
部
門
間
の
分
業
に
お
け
る
過

度
の
細
分
化
や
出
先
機
関
の
多
忙
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、

行
政
能
率
に
ゆ
ゆ
し
い
影
響
を
与
え
、
郷
政
権
の
負
担
を
増
加
さ
せ
、
若

干
の
権
限
の
下
放
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

　
郷
政
府
の
職
責
に
つ
い
て
は
、
憲
法
及
び
地
方
組
織
法
が
す
で
に
比
較

的
は
っ
き
り
と
規
定
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
次
の
問
題
を
少

し
概
括
し
て
述
べ
て
お
く
。
つ
ま
り
、
郷
党
委
の
職
責
は
何
か
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
主
と
し
て
そ
れ
は
次
の
二
点
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
一
つ
は

党
務
を
つ
か
む
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
政
策
決
定
を
に
ぎ
る
こ
と
で

あ
る
。
党
委
は
全
郷
の
活
動
に
か
か
わ
る
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
、
集
団

的
に
政
策
決
定
を
行
う
。
郷
政
府
は
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
、
自
ら
の



意
見
及
び
見
解
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
策
決
定
は
郷
人
民
代
表

大
会
の
採
択
を
経
た
の
ち
に
、
郷
政
府
に
送
付
し
て
具
体
的
に
貫
徹
さ

れ
、
実
施
に
移
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
党
委
は
憲
法
と
法
律
の
範
囲
内
で

活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
党
と
政
府
が
分
業
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
党
の
指
導
が
不
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
党
の
指
導

を
改
善
し
、
そ
し
て
強
化
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

　
◎
郷
の
経
済
組
織
の
設
立

　
調
査
に
よ
れ
ば
、
各
地
で
設
立
さ
れ
た
郷
の
経
済
組
織
に
は
主
と
し

て
、
以
下
の
い
く
種
類
か
の
類
型
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
郷
経
済
連
合
社

や
郷
経
済
委
員
会
の
よ
う
に
、
郷
政
府
の
外
に
独
立
し
て
全
郷
の
経
済
活

動
を
管
理
す
る
機
関
、
②
農
工
商
連
合
総
公
司
の
よ
う
に
、
郷
政
府
の
外

に
独
立
し
て
、
郷
党
委
の
指
導
の
も
と
に
全
郷
の
経
済
活
動
を
管
理
す
る

機
関
、
③
経
済
事
務
室
の
よ
う
な
、
郷
政
府
の
な
か
に
設
け
ら
れ
た
全
郷

の
経
済
活
動
を
管
理
す
る
機
関
、
④
経
済
実
体
を
成
立
さ
せ
、
郷
長
が
郷

政
府
を
代
表
し
て
統
一
し
、
直
接
的
に
管
理
、
調
整
及
び
監
督
業
務
を
に

ぎ
り
、
別
に
管
理
及
び
協
議
機
関
を
置
か
な
い
。
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第

一
の
類
型
と
第
二
の
類
型
の
経
済
組
織
は
、
地
方
組
織
法
の
規
定
及
び
党

と
政
府
が
分
業
す
る
と
い
っ
た
要
請
に
合
致
し
て
い
な
い
。
実
践
が
明
ら

か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
政
府
の
一
定
の
権
威
か
ら
離
れ
て
は
、
こ
の
種

の
経
済
組
織
も
管
理
及
び
調
整
の
役
割
を
発
揮
し
に
く
い
。
第
三
の
類
型

の
経
済
組
織
は
郷
政
府
の
も
と
に
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
一
つ
の

　
　
　
中
国
郷
政
権
建
設
に
お
け
る
諸
問
題
（
董
・
西
村
“
通
山
）

管
理
又
は
調
整
の
機
関
で
あ
る
た
め
に
、
必
然
的
に
経
済
実
体
に
対
し
て

過
多
の
干
渉
を
行
い
、
政
府
と
企
業
の
分
離
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
。
同

時
に
ま
た
、
郷
政
府
と
経
済
実
体
の
間
に
一
つ
の
不
必
要
な
機
構
が
増
え

る
こ
と
に
も
な
る
。
各
地
の
実
践
経
験
に
も
と
づ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
種

の
経
済
組
織
は
、
郷
党
委
、
郷
政
府
と
互
い
に
対
等
な
経
済
管
理
機
関
へ

と
発
展
し
や
す
い
。
第
四
の
類
型
の
経
済
組
織
は
一
種
の
理
想
的
な
モ
デ

ル
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
経
済
実
体
と
郷
政
府
の
問
が
経
済
を
管
理
す

る
権
限
の
面
で
区
分
し
や
す
い
。
②
郷
政
府
は
経
済
実
体
に
対
し
て
、
直

接
、
計
画
、
任
務
を
下
達
し
、
直
接
、
調
整
と
監
督
を
行
う
こ
と
が
で

き
、
さ
ら
に
ほ
か
の
部
門
を
通
す
必
要
が
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
必
ず
目

を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
各
地
の
経
済
の
発
展
状
況
が
け
っ
し

て
画
一
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
う
え
経
済
実
体
の
性
質
の
経
済

組
織
に
も
一
足
飛
び
に
到
達
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
組
織
を
設
置
す
る
際
の
形
態
と
性
質
に
つ
い
て

は
、
多
様
性
が
許
容
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
い
か
な
る
形
態
で
あ

れ
経
済
管
理
の
性
質
の
組
織
は
根
絶
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
中
共
中
央

の
一
九
八
四
年
の
一
号
文
件
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
も
と
の
公
社
の
レ
ベ
ル
で
は
、
す
で
に
経
済
実
体
が
形
成
さ
れ
た
が
、

そ
の
経
済
組
織
の
役
割
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
公
社
の

経
済
力
が
脆
弱
で
あ
る
場
合
は
、
具
体
的
な
状
況
と
大
衆
の
願
い
に
も
と

づ
き
、
違
っ
た
形
態
の
経
済
連
合
組
織
又
は
調
整
・
サ
ー
ビ
ス
組
織
を
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七



　
　
　
比
較
法
学
二
一
巻
二
号

置
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
条
件
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
設
置
し
な
く
て
も
よ

い
」
と
。
わ
れ
わ
れ
は
、
経
済
力
が
比
較
的
脆
弱
な
と
こ
ろ
又
は
新
規
の
建

設
プ
官
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
半
経
済
管
理
・
半
経
済
実
体
の
性
質
の

経
済
組
織
を
設
立
す
る
の
が
よ
い
、
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
①
こ
の
種
の

経
済
組
織
は
ま
だ
経
済
実
体
の
程
度
に
は
達
し
て
い
な
い
の
で
、
経
済
実

体
と
み
な
し
て
取
り
扱
う
の
は
、
そ
れ
自
身
の
発
展
に
と
っ
て
不
利
で
あ

る
。
②
一
定
の
行
政
力
に
依
拠
し
て
、
一
定
の
行
政
措
置
を
講
じ
れ
ば
、
そ

の
発
展
を
助
け
、
そ
れ
が
経
済
実
体
に
転
化
す
る
の
を
促
す
こ
と
が
で
き

る
。
③
単
純
な
行
政
的
な
介
入
は
、
経
済
組
織
の
発
展
に
と
っ
て
不
利
で

あ
り
、
こ
の
種
の
経
済
組
織
が
経
済
実
体
が
有
す
る
一
部
の
職
権
を
も
つ

こ
と
を
許
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
農
業
サ
ー
ビ
ス
公
司
を
例
に
と
れ
ば
、
生

産
責
任
制
が
実
施
さ
れ
た
の
ち
、
農
業
サ
ー
ビ
ス
は
日
増
し
に
切
迫
し
て

必
要
と
さ
れ
る
状
況
の
も
と
に
あ
る
。
技
術
力
な
ど
と
い
っ
た
多
様
な
要

因
の
制
約
の
た
め
に
、
こ
の
種
の
公
司
は
完
全
な
損
益
自
己
負
担
を
求
め

て
い
る
も
の
の
、
独
立
採
算
は
必
然
的
に
そ
の
発
展
に
と
っ
て
不
利
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
必
要
な
行
政
力
に
よ
る
援
助
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
経
済
組
織
の
設
置
と
発
展
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
必
ず
以
下
の
問
題
を

う
ま
く
解
決
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①
政
府
と
企
業
の
機

関
に
お
い
て
は
、
そ
の
人
員
は
絶
対
的
に
分
離
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
政
府

と
企
業
の
分
離
に
は
、
次
の
三
重
の
意
味
が
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と

考
え
る
。
つ
ま
り
、
①
組
織
上
の
分
離
設
置
、
②
職
権
の
分
離
、
③
人
員
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一
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の
分
離
。
し
か
も
人
員
の
分
離
は
政
府
と
企
業
の
分
離
に
お
け
る
カ
ギ
と

な
っ
て
い
る
。
実
践
の
な
か
で
、
人
々
の
注
意
力
は
政
府
と
企
業
を
分
離

す
る
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
組
織
上
の
分
離
設
置
と
職
権
上
の
分
離
の

う
え
に
注
が
れ
る
だ
け
で
、
人
員
の
分
離
を
見
落
し
て
い
る
。
政
府
の
行

政
活
動
と
企
業
の
経
営
管
理
活
動
は
、
二
種
類
の
性
質
の
異
な
る
行
為
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
と
企
業
の
間
に
相
互
に
兼
職
が
行
わ
れ
る
な

ら
ば
、
不
可
避
的
に
、
行
政
手
段
で
も
っ
て
経
済
管
理
活
動
に
と
っ
て
代

え
る
と
い
っ
た
、
人
民
公
社
化
の
際
の
あ
の
種
の
や
り
方
が
現
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
政
府
と
公
社
の
分
離
設
置
が
た
だ
形
式
に
止
ま
り
う
る
だ
け
で

は
、
職
権
上
の
分
離
も
単
な
る
絵
空
事
に
す
ぎ
な
い
。
調
査
に
よ
れ
ば
、

郷
党
委
書
記
、
副
書
記
、
郷
長
、
副
郷
長
で
工
場
長
、
企
業
長
を
兼
任
す

る
場
合
も
、
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
珍
し
く
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
必
然
的

に
経
済
実
体
と
し
て
の
企
業
の
基
本
的
な
権
利
は
保
証
さ
れ
え
な
い
。
平

均
主
義
（
悪
平
等
）
や
無
償
調
達
の
現
象
が
依
然
と
し
て
ゆ
ゆ
し
く
存
在
し

て
い
る
の
は
、
そ
の
一
つ
の
確
か
な
証
拠
で
あ
る
。
②
経
済
組
織
間
の
相

互
関
係
に
つ
い
て
、
中
共
中
央
の
一
九
八
四
年
の
一
号
文
件
が
は
っ
ぎ

り
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
連
合
組
織
又
は
調
整
サ
ー
ビ
ス
組
織

は
「
地
区
の
協
同
経
済
組
織
及
び
そ
の
他
の
専
業
協
同
経
済
組
織
に
対
し

て
、
平
等
互
恵
又
は
調
整
・
『
指
導
』
の
関
係
に
あ
り
、
も
は
や
行
政
従
属

関
係
や
一
歩
一
歩
移
行
す
る
と
い
っ
た
関
係
に
は
な
い
。
」
各
地
で
は
、

経
済
組
織
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
だ
若
干
の
あ
い
ま
い
な
認
識
が
存
在



し
て
お
り
、
依
然
と
し
て
三
級
所
有
の
観
念
を
一
掃
し
て
い
な
い
。
若
干

の
経
済
組
織
が
ほ
か
の
若
干
の
経
済
組
織
の
合
法
的
な
権
利
・
利
益
を
侵

し
、
か
つ
人
事
に
つ
い
て
干
渉
す
る
事
例
も
し
ば
し
ば
生
じ
て
い
る
。

　
中
共
中
央
、
国
務
院
が
一
九
八
六
年
十
月
に
発
し
た
通
知
が
指
摘
す
る

と
こ
ろ
に
よ
れ
ぽ
、
郷
政
府
が
経
済
を
管
理
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
主
と

し
て
経
済
的
、
法
律
的
及
び
行
政
的
手
段
を
運
用
し
て
、
商
品
生
産
の
発

展
の
た
め
に
服
務
す
る
、
と
さ
れ
る
。
郷
政
府
は
郷
経
済
組
織
が
自
主
権

を
行
使
す
る
の
を
支
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
経
済
組
織
の
具
体
的
な
経

営
活
動
を
請
負
っ
た
り
、
又
は
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
り
し
て
は
な
ら

な
い
し
、
さ
ら
に
経
済
組
織
を
行
政
管
理
機
関
に
変
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
日
　
郷
政
府
の
活
動
方
法

　
農
村
に
お
け
る
生
産
請
負
を
主
と
し
た
多
様
な
形
態
の
経
済
責
任
制
の

実
施
に
つ
れ
て
、
郷
政
府
は
必
ず
以
前
の
「
政
社
合
一
」
体
制
の
際
の
、

小
区
域
ご
と
の
請
負
や
、
村
ご
と
の
請
負
、
「
鱒
点
」
（
住
み
込
み
）
な
ど

と
い
っ
た
、
類
い
の
科
学
的
で
な
い
活
動
方
法
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
依
然
と
し
て
伝
統
的
な
村
ご
と
の
請
負
の
方
法
を

採
っ
て
い
る
郷
が
相
当
あ
る
。
そ
の
主
な
原
因
は
、
①
上
級
の
政
権
機
関

の
活
動
方
法
が
改
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
検
査
が
あ
り
、

ひ
っ
き
り
な
し
に
報
告
表
が
求
め
ら
れ
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
中
心
的
活
動

が
あ
り
、
随
時
状
況
と
資
料
を
掌
握
し
、
も
ろ
も
ろ
の
中
心
任
務
を
実
施

に
移
し
て
完
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
各
部
門
は
い
ず
れ
も
そ
の
部

　
　
　
中
国
郷
政
権
建
設
に
お
け
る
諸
問
題
（
董
・
西
村
”
通
山
）

門
の
任
務
が
中
心
任
務
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ

と
あ
る
ご
と
に
す
べ
て
中
心
任
務
と
さ
れ
る
。
②
若
干
の
地
区
の
村
民
委

員
会
は
区
分
け
が
小
さ
す
ぎ
、
村
の
幹
部
の
素
質
が
劣
っ
て
お
り
、
具
体

的
な
問
題
を
解
決
で
き
な
い
。
③
人
民
公
社
化
以
来
、
長
期
に
わ
た
っ
て

形
成
さ
れ
た
活
動
上
の
習
慣
は
短
時
間
に
は
改
め
が
た
い
。
幹
部
が
小
区

域
を
請
負
い
、
村
を
請
負
い
、
「
踵
点
」
す
る
（
住
み
込
む
）
と
い
っ
た
方

法
は
、
科
学
的
で
な
い
活
動
方
法
で
あ
る
こ
と
が
と
っ
く
に
証
明
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
①
幹
部
の
専
門
化
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
。
②
幹
部
の

政
策
法
律
水
準
と
文
化
的
素
養
を
向
上
さ
せ
る
の
に
不
利
で
あ
る
。
③
時

を
移
さ
ず
、
効
果
的
に
、
ま
た
法
律
適
合
的
に
問
題
を
解
決
す
る
う
え
で

不
利
で
あ
る
。
④
そ
の
た
め
に
郷
党
委
及
び
郷
政
府
の
主
要
な
幹
部
が
一

日
中
具
体
的
な
事
務
の
な
か
に
落
ち
い
る
は
め
に
な
る
。
⑤
基
層
（
末
端
）

の
大
衆
的
自
治
組
織
の
積
極
性
と
自
主
性
を
動
員
す
る
の
に
不
利
で
あ

り
、
他
人
任
せ
の
考
え
（
「
依
頼
思
想
」
）
を
も
た
ら
し
や
す
い
。
若
干
の
郷

幹
部
は
業
務
が
大
変
骨
が
折
れ
る
、
と
う
ら
み
事
を
言
っ
て
い
る
。
　
「
会

議
中
に
は
訪
問
客
が
あ
り
、
眠
れ
ば
、
大
声
で
さ
け
ん
で
起
こ
す
者
が
あ

り
、
食
事
中
に
は
人
が
待
っ
て
い
る
。
郷
に
下
り
れ
ば
、
人
が
追
い
か
け

て
く
る
」
と
。
か
れ
ら
は
（
人
員
）
編
成
が
大
変
小
さ
い
た
め
に
そ
う
な

る
と
考
え
、
ま
だ
活
動
方
法
が
妥
当
で
な
い
こ
と
が
そ
の
骨
の
お
れ
る
原

因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
。

　
幹
部
が
村
を
請
負
う
と
い
う
伝
統
的
な
方
法
を
改
め
る
こ
と
は
、
全
く
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苦
難
に
み
ち
た
任
務
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
任
務
を
完
成
す
る
に

は
必
ず
以
下
の
い
く
つ
か
の
任
務
を
立
派
に
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
考
え
る
。
そ
れ
ら
は
す
な
わ
ち
、
①
村
を
（
個
別
に
）
請
負
う
方
法

と
一
致
（
協
力
）
し
て
責
任
を
負
う
方
法
と
の
比
較
教
育
を
行
い
、
幹
部

が
（
個
別
に
）
村
を
請
負
う
と
い
う
方
法
と
一
致
（
協
力
）
し
て
責
任
を
負

う
方
法
に
対
す
る
認
識
を
観
念
の
う
え
か
ら
改
め
る
。
②
上
級
の
活
動
方

法
を
改
め
る
。
上
級
の
各
部
門
は
、
一
致
（
協
力
）
し
責
任
を
も
っ
て
任

務
を
割
り
ふ
り
、
一
致
（
協
力
）
し
て
任
務
の
完
成
状
況
を
総
括
し
て
報

告
し
、
一
致
（
協
力
）
し
て
責
任
を
負
う
制
度
を
形
づ
く
る
。
③
党
と
政

府
は
分
業
を
行
い
、
政
府
と
公
社
は
分
離
し
て
設
置
す
る
。
幹
部
が
小
区

域
ご
と
に
請
負
い
、
村
ご
と
に
請
負
い
、
「
鱒
点
」
す
る
（
住
み
込
む
）
と
い

っ
た
活
動
方
法
は
、
党
と
政
府
が
分
か
れ
て
お
ら
ず
、
政
府
と
公
社
が
分

離
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
主
要
な
現
わ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

制
度
上
、
職
責
上
、
正
し
く
党
と
政
府
の
分
業
を
行
い
、
政
府
と
公
社
の

分
離
設
置
を
行
う
に
は
、
幹
部
が
村
を
請
負
う
と
い
っ
た
活
動
方
法
は
維

持
し
が
た
く
な
っ
て
い
る
。
④
幹
部
の
ポ
ス
ト
責
任
制
を
定
め
、
そ
れ
ぞ

れ
の
幹
部
の
業
務
上
の
具
体
的
な
任
務
と
具
体
的
な
責
任
と
を
確
か
な
も

の
に
し
、
権
限
と
責
任
と
利
益
の
三
者
を
結
び
つ
け
る
。

　
要
す
る
に
、
郷
政
権
を
手
腕
の
あ
る
（
や
り
手
の
）
機
関
に
か
え
る
必
要

が
あ
る
。
立
ち
お
く
れ
た
手
工
業
的
な
指
導
方
法
か
ら
進
ん
だ
現
代
化
さ

れ
た
科
学
的
な
管
理
方
法
に
転
換
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
歩
一
歩
科

二
二
〇

学
的
な
指
導
体
系
を
う
ち
た
て
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
㊨
　
郷
人
民
代
表
大
会

　
建
国
初
期
、
広
範
な
人
民
を
組
織
し
て
、
国
家
の
事
務
、
社
会
の
事

務
、
経
済
及
び
文
化
事
業
の
管
理
に
参
加
さ
せ
る
た
め
に
、
各
級
の
各
界

人
民
代
表
会
議
を
招
集
し
、
か
つ
そ
れ
に
一
歩
一
歩
人
民
代
表
大
会
の
職

権
を
代
行
さ
せ
て
い
き
、
人
民
政
府
を
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
し
た
。
そ
し

て
は
じ
め
は
、
郷
が
人
民
代
表
大
会
の
職
権
を
代
行
し
た
。
一
九
五
四
年

に
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
各
級
人
民
代
表
大
会
が
選
出
さ
れ
た
の
ち
に
は
、

直
接
選
挙
の
方
法
に
よ
っ
て
基
層
人
民
代
表
大
会
を
選
出
し
、
社
会
主
義

改
造
と
社
会
主
義
建
設
の
順
調
な
進
展
を
強
力
に
保
証
し
た
。
し
か
し
、

「
文
化
大
革
命
」
に
お
い
て
、
基
層
政
権
建
設
を
含
む
人
民
民
主
政
権
建

設
は
極
め
て
重
大
な
破
壊
を
受
け
た
。
党
の
十
一
期
三
中
総
会
以
来
、
国

家
の
民
主
化
の
進
行
過
程
全
体
を
す
み
や
か
に
回
復
さ
せ
、
推
し
進
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
人
民
政
権
建
設
は
新
し
い
発
展
段
階
に
入
っ

た
。
農
村
に
お
い
て
政
府
と
公
社
を
分
離
し
、
郷
政
権
を
回
復
し
、
設
立

す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
重
要
な
改
革
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
農
村
経
済
の
繁

栄
に
つ
れ
て
、
政
治
制
度
も
そ
れ
に
つ
れ
改
善
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
レ
ー

ニ
ン
は
か
つ
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
「
今
後
、
わ
れ
わ
れ

は
生
産
力
と
文
化
を
発
展
さ
せ
る
面
で
一
歩
前
進
し
、
向
上
す
る
ご
と

に
、
つ
ね
に
必
ず
同
時
に
わ
れ
わ
れ
の
ソ
ビ
エ
ト
制
度
を
改
善
し
、
改
造

す
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
さ
ら
に
「
こ
れ
は
古
い
問
題
で
あ
る
が
、
永
遠
に



新
し
い
問
題
で
も
あ
る
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
中
国
語
版
『
レ
ー
ニ
ソ
全

集
』
…
二
巻
、
八
九
、
三
五
五
頁
）
。
ま
た
、
郵
小
平
同
志
も
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
の
国
家
は
す
で
に
社
会
主
義
現
代
化

建
設
の
新
し
い
時
期
に
入
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
社
会
の
生
産
力
を
大
幅
に

高
め
る
と
同
時
に
、
社
会
主
義
の
経
済
制
度
と
政
治
制
度
を
改
善
し
、
か

つ
完
全
な
も
の
と
し
、
高
度
の
社
会
主
義
民
主
と
完
備
し
た
社
会
主
義
の

法
律
制
度
（
法
秩
序
）
を
発
展
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
（
『
郵
小
平
文
選
』

一
八
○
頁
）
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
今
後
、
わ
が
国
の
農
村
の
基
層
政
権
建

設
を
断
え
ず
強
化
し
、
改
善
し
て
い
く
う
え
で
の
全
般
的
な
指
導
思
想
で

あ
る
。
そ
れ
は
農
村
基
層
政
権
を
わ
が
国
の
政
治
、
経
済
に
よ
り
よ
く
服

務
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
に
は
ま
ず
第
一
に
、
郷
人
民
代
表
大
会
を
立
派
に
開
催
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
及
び
地
方
組
織
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
こ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
①
会
期
通
り
に
郷
人
民
代
表
大
会
を
招
集
し
、
十
分
に

民
主
を
発
揚
す
る
。
②
人
民
代
表
の
役
割
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
。
③
郷

政
府
の
活
動
報
告
を
真
剣
に
審
査
す
る
。
④
そ
の
行
政
区
域
内
の
経
済
、

文
化
事
業
及
び
公
共
事
業
の
建
設
発
展
計
画
を
立
派
に
決
定
す
る
。
⑤
郷

長
、
副
郷
長
を
立
派
に
選
ぶ
。
⑥
大
会
の
閉
会
後
に
、
会
議
の
決
議
を
全

郷
人
民
の
実
際
の
行
動
に
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
現
在
、
会
期
通
り
に
郷
人
民
代
表
大
会
を
招
集
し
て
い
な
い
地
域
が
少

な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
あ
る
省
（
山
西
省
）
の
統
計
で
は
、
会
期
通
り
に
招

　
　
　
中
国
郷
政
権
建
設
に
お
け
る
諸
問
題
（
董
・
西
村
謳
通
山
）

集
さ
れ
て
い
る
の
は
、
全
省
の
郷
の
一
八
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ

の
う
ち
、
招
集
さ
れ
た
も
の
に
も
二
種
類
の
状
況
が
あ
る
。
一
つ
は
真
剣

に
開
催
し
た
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
形
式
的
に
行
っ
た
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
会
期
通
り
開
け
な
い
か
、
ま
た
は
真
剣
に
開
催
し
な

い
の
は
、
主
と
し
て
①
県
委
が
重
視
し
て
い
な
い
、
②
郷
党
委
が
重
視
し

て
い
な
い
、
③
ほ
か
の
任
務
と
ぶ
つ
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
、
だ
か

ら
で
あ
る
。
現
在
、
政
府
と
公
社
が
分
離
し
た
の
ち
に
は
、
郷
党
委
が
す

べ
て
を
請
負
い
、
郷
人
大
が
役
割
を
発
揮
せ
ず
、
ひ
い
て
は
郷
人
民
政
府

す
ら
も
重
視
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
っ
た
状
況
が
か
な
り
多
く
見
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
党
と
政
府
の
分
業
を
う
ま
く
行
う
こ
と
の
ほ
か
に
、

党
は
党
を
管
理
し
、
政
府
は
政
府
を
管
理
し
、
人
民
大
衆
の
意
見
を
重
視

す
る
こ
と
、
こ
れ
は
政
治
の
民
主
化
の
問
題
で
あ
り
、
人
民
が
国
家
の

主
人
公
と
な
る
問
題
で
あ
る
。
主
人
と
サ
ー
バ
ン
ト
の
関
係
に
正
し
く

置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
基
層
（
末
端
）
の
幹
部
の
頭
の
な
か
で
は
、

こ
の
問
題
は
思
想
上
け
っ
し
て
徹
底
的
に
う
ま
く
解
決
さ
れ
て
は
い
な

い
。

　
次
に
、
基
層
政
権
に
も
人
民
代
表
大
会
の
常
務
委
員
会
を
設
置
す
る
こ

と
を
考
慮
し
う
る
。
あ
る
地
方
で
は
、
人
民
代
表
を
選
挙
し
、
そ
し
て
代

表
大
会
を
招
集
す
る
こ
と
を
一
種
の
負
担
と
み
な
し
、
ま
だ
幹
部
会
を
開

い
て
手
間
を
省
く
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
、
民
主
を
面
倒
だ
と
き
ら
っ
て
い

る
。
あ
る
若
干
の
郷
鎮
幹
部
の
法
制
（
適
法
性
）
観
念
は
極
め
て
薄
く
、
つ
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ね
に
権
力
で
も
っ
て
法
に
か
え
、
言
葉
で
も
っ
て
法
に
か
え
、
法
に
よ
ら

ず
に
事
を
処
理
す
る
、
と
い
っ
た
現
象
が
極
め
て
ゆ
ゆ
し
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
郷
人
大
常
務
委
を
設
置
す
れ
ば
、
そ
れ
が
郷
人
大
代
表
の
選
挙

を
主
宰
し
、
郷
人
大
会
議
を
招
集
し
、
郷
人
民
政
府
の
活
動
を
監
督
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
郷
人
大
代
表
と
連
係
し
、
人
民
代
表
の
組
織
活

動
を
割
り
ふ
り
、
人
民
大
衆
の
郷
人
民
政
府
及
び
勤
務
員
に
対
す
る
訴
願

や
意
見
を
受
理
し
、
郷
人
民
政
府
及
び
そ
の
関
係
部
門
を
う
な
が
し
て
郷

人
大
代
表
の
提
案
を
処
理
さ
せ
、
郷
人
民
政
府
の
適
当
で
な
い
決
議
を
改

め
、
ま
た
は
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
郷
人
民
政
府
に
所
属
す

る
部
門
の
勤
務
員
の
任
免
を
決
定
し
、
郷
人
大
の
閉
会
中
は
副
郷
長
の
個

別
的
な
任
免
を
決
定
す
る
。
郷
長
が
事
故
に
よ
り
職
務
を
担
当
で
き
な
い

と
き
は
、
代
行
の
人
選
を
決
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
も
し
郷
人
大
常

務
委
が
な
け
れ
ぽ
処
理
し
よ
う
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
（
を
設
置
す
る

こ
と
）
は
、
郷
レ
ベ
ル
の
権
力
機
関
の
建
設
を
強
化
す
る
こ
と
に
と
っ
て
、

積
極
的
な
効
果
を
も
っ
て
い
る
。
も
し
郷
レ
ベ
ル
の
人
大
常
務
委
を
設
置

し
な
い
な
ら
ば
、
郷
レ
ベ
ル
の
人
大
の
主
任
、
副
主
任
を
た
だ
選
挙
し
、

か
れ
ら
が
閉
会
期
間
中
権
力
機
関
の
目
常
業
務
に
責
任
を
負
う
と
い
う
こ

と
で
よ
い
か
ど
う
か
。
こ
れ
（
を
設
置
す
る
こ
と
）
は
民
主
を
発
揚
し
、
法

制
（
法
秩
序
）
を
強
化
す
る
の
に
有
利
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は

憲
法
改
正
等
の
問
題
に
関
連
す
る
。

　
第
三
に
、
地
方
組
織
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
郷
人
大
会
議
は
毎
年
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二

く
と
も
一
回
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
郷
レ
ベ
ル
の
人
大
の
活

動
の
実
情
は
、
一
年
に
た
だ
一
回
開
会
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
行
政
区

域
に
お
け
る
季
節
性
の
強
い
多
く
の
活
動
の
実
施
計
画
を
決
定
す
る
す
べ

が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
同
級
の
人
民
政
府
の
活
動
を
効
果
的
に
監
督
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
閉
会
中
は
さ
ら
に
い
か
な
る
役
割
も
発
揮
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
基
本
的
に
「
バ
ラ
バ
ラ
な
砂
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
郷

レ
ベ
ル
の
人
大
会
議
が
毎
年
少
な
く
と
も
二
回
開
催
さ
れ
、
上
半
期
に
は

財
政
報
告
と
計
画
を
、
下
半
期
に
は
執
行
状
況
の
検
査
に
つ
い
て
決
議
を

行
う
よ
う
に
提
案
す
る
。

　
第
四
に
、
郷
人
民
代
表
の
役
割
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
。
関
係
部
門
の

統
計
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
に
は
現
在
、
合
計
、
五
四
〇
万
人
の
郷
人
民
代

表
が
お
り
、
つ
ま
り
平
均
し
て
郷
ご
と
に
お
よ
そ
六
〇
名
前
後
い
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
五
五
〇
万
人
の
代
表
と
い
う
積
極
的
要
素
を
動
員
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
郷
の
こ
の
六
〇
人
あ
ま
り
の
積
極
的
要
素
を
動
員
す
れ
ば
、
一

つ
の
巨
大
な
物
質
的
な
力
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
上
に
述
べ
た
問
題
の
ほ
か
に
も
、
さ
ら
に
例
え
ば
、
郷
の
財
政
創
設
問

題
、
タ
テ
割
り
と
ヨ
コ
割
り
の
分
割
間
題
、
幹
部
の
素
質
が
劣
る
と
い
う

問
題
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
他
の
若
干
の
問
題
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
問
題
の
存
在
に
よ
っ
て
、
郷
政
権
の
指
導
的
役
割
と
指
導
力
が
ゆ
ゆ

し
く
削
減
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
で
き
る
だ
け
は
や
く
そ
れ
を
是
正
し
、
解

決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
問
に
は
、
一
種
の
内
部
的



な
つ
な
が
り
が
存
在
し
、
か
つ
ま
た
多
く
の
部
門
の
活
動
に
も
関
連
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
徹
底
的
に
解
決
す
る
に
は
、
必
ず

各
種
の
問
題
を
一
緒
に
つ
か
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
を
一
緒
に
と
ら
え
ね

ぼ
な
ら
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
基
層
政
権
が
わ
が
国
の
人
民
民
主
独
裁
の
基
礎
組
織
で

あ
り
、
党
と
政
府
の
非
常
に
大
き
な
部
分
の
活
動
が
い
ず
れ
も
基
層
政
権

を
通
じ
て
は
じ
め
て
完
成
で
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ

る
。
わ
が
国
の
八
億
の
人
口
が
農
村
に
住
み
、
農
村
の
基
層
政
権
を
立
派

に
建
設
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
経
済
発
展
や
社
会
主
義
精
神
文
明
建
設

に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
農
村
基

層
政
権
建
設
作
業
を
う
ち
か
た
め
、
完
全
な
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
は
極

め
て
重
大
な
仕
事
で
あ
る
。

け
る
諸
問
題
」
　
（
原
題
は
「
関
於
郷
政
権
建
設
若
干
問
題
的
探
討
」
）
の
内
容
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
東
京
都
立
大
学
大
学
院
博
士
課
程
の
通
山
昭
治
氏
（
現

在
、
同
大
学
助
手
）
に
通
訳
の
労
を
と
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
合
わ
せ

て
翻
訳
も
お
願
い
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
、
董
成
美
教
授
は
、
一
九
二
八
年
二
一
月
中
国
雲
南
省
昆
明
に
出

生
、
一
九
五
一
年
北
京
大
学
政
治
系
卒
業
、
現
在
は
中
国
政
法
大
学
、
南

開
大
学
等
の
兼
任
教
授
を
つ
と
め
、
　
『
中
国
法
学
』
の
常
務
編
集
委
員
、

憲
法
学
研
究
会
理
事
、
兼
任
弁
護
士
と
し
て
活
躍
中
で
あ
り
、
同
教
授
の

著
書
で
あ
る
『
憲
法
基
本
知
識
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
は
、

『
中
国
憲
法
概
論
』
（
西
村
監
訳
、
杉
中
・
野
沢
共
訳
、
成
文
堂
、
一
九
八
四
年
）

と
し
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
西
村
）

　
〔
訳
者
あ
と
が
き
〕

　
中
国
人
民
大
学
法
律
系
の
董
成
美
教
授
は
、
昭
和
六
二
年
度
「
早
稲
田

大
学
国
際
交
流
基
金
」
に
よ
る
外
国
人
招
聴
研
究
員
と
し
て
来
日
さ
れ
、

四
月
二
〇
日
－
五
月
二
〇
日
の
一
ケ
月
間
、
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所

に
お
い
て
、
　
「
中
国
憲
法
の
基
本
的
諸
問
題
に
関
す
る
討
論
」
を
行
な
っ

た
、
こ
こ
に
翻
訳
・
紹
介
し
た
も
の
は
、
五
月
一
五
日
開
催
の
講
演
会
”
「
中

国
憲
法
学
の
今
日
的
課
題
」
（
原
題
は
「
当
前
中
国
憲
法
学
方
面
的
新
課
題
」
）

お
よ
び
五
月
一
三
日
開
催
の
研
究
懇
談
会
H
「
中
国
の
郷
政
権
建
設
に
お

　
　
　
中
国
郷
政
権
建
設
に
お
け
る
諸
問
題
（
董
・
西
村
”
通
山
）

二
二
三


