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よ
っ
て
打
開
す
る
条
件
づ
く
り
を
進
め
よ
う
な
ど
と
い
う

企
て
に
国
会
が
く
み
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の

で
す
。 

 

今
、
国
会
は
、
国
民
の
声
を
聞
こ
う
と
し
な
い
安
倍
政

権
は
退
陣
せ
よ
と
い
う
大
き
な
う
ね
り
に
包
ま
れ
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
日
本
共
産
党
は
、
安
倍
内
閣
の
憲
法
破
壊

を
阻
止
し
、
戦
後
七
十
年
、
被
爆
七
十
年
の
夏
を
誇
り
を

持
っ
て
迎
え
る
た
め
に
全
力
で
闘
う
決
意
を
申
し
上
げ
、

意
見
と
い
た
し
ま
す
。 

○
会
長
（
柳
本
卓
治
君
） 

田
中
茂
君
。 

○
田
中
茂
君 

会
長
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
日
本

を
元
気
に
す
る
会
・
無
所
属
会
、
無
所
属
の
田
中
茂
で
す
。 

 

今
日
は
、
憲
法
審
査
会
の
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
、

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
日
本
国
憲
法
に
お
け

る
近
代
憲
法
の
理
念
を
い
か
に
融
合
さ
せ
て
日
本
独
自
の

憲
法
を
作
る
か
、
こ
の
点
に
関
し
て
私
の
考
え
を
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

哲
学
者
の
梅
原
猛
氏
は
、
国
家
は
そ
の
成
立
の
過
程
か

ら
大
き
く
人
工
国
家
と
自
然
国
家
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る

と
述
べ
て
お
り
ま
す
。 

 

人
工
国
家
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、

ロ
シ
ア
、
中
国
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
意
思
や
概

念
が
先
行
し
て
目
的
を
持
っ
て
つ
く
ら
れ
た
国
の
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
独
立
戦
争
や
革
命
に
よ
っ
て
人

工
的
に
つ
く
ら
れ
た
国
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
日
本
は
、
革
命
や
独
立
戦
争
の
よ
う
な

経
験
を
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
に
国
が
ま
と
ま
っ
て
成
り

立
っ
て
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
内
乱
も
あ
れ
ば
戦
国
時

代
も
経
験
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
国
は
天
皇
の
下

に
ま
と
ま
っ
て
き
た
。
縄
文
、
弥
生
、
大
和
と
二
千
年
以

上
も
前
か
ら
脈
々
と
続
く
歴
史
と
伝
統
、
文
化
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
る
自
然
国
家
な
の
で
あ
り
ま
す
。
文
化
的
要

素
の
極
め
て
高
い
天
皇
制
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
国
な
の

で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

〔
会
長
退
席
、
会
長
代
理
金
子
洋
一
君
着
席
〕 

 

日
本
人
は
、
外
か
ら
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
長
い
歴
史
の

中
で
得
た
知
識
や
知
恵
、
経
験
で
昇
華
す
る
こ
と
を
繰
り

返
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
民
族
の
独
自
性

と
も
な
り
、
つ
い
に
今
日
ま
で
一
度
も
そ
の
形
を
変
え
よ

う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ド
ラ
ス
チ
ッ
ク

な
変
化
を
好
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
、
日
本
の
自
然
や
風
土

な
ど
が
生
み
出
し
た
日
本
人
の
気
質
が
存
在
し
て
い
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
同
質
性
の
高
い
民
族
と
、
と
り
わ

け
聖
徳
太
子
が
述
べ
た
、
各
自
が
異
な
る
こ
と
を
認
め
た

上
で
の
和
の
精
神
が
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
、
精

神
的
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

 

日
本
国
憲
法
が
西
洋
の
考
え
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
絶
対
王
制
や
専
制
政
治
か
ら
人
権
や
自
由
を
勝
ち

取
っ
た
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
人
権
宣

言
が
基
本
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
源
流
が
遠
く
マ
グ
ナ
カ

ル
タ
や
権
利
の
章
典
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
ま
す
。

彼
ら
は
、
革
命
の
中
か
ら
血
を
流
し
、
戦
う
こ
と
で
自
ら

の
権
利
を
権
力
か
ら
勝
ち
取
り
、
彼
ら
の
思
想
的
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
と
な
る
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
近
代
憲
法
を
築
き

上
げ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
日
本
人
は
、
た
だ
受
け
入
れ
た
だ
け
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
憲
法
を
不
磨
の
大
典
の
ご
と

く
扱
っ
て
き
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
こ

の
憲
法
が
、
日
本
人
が
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
考
え
る
こ
と

の
な
か
っ
た
人
権
や
主
権
、
自
由
な
ど
を
保
障
し
た
も
の

だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
三
百
十
万
人
と
い

う
尊
い
命
の
代
償
と
し
て
得
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
と
考

え
て
お
り
ま
す
。 

 

自
ら
積
極
的
に
勝
ち
取
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

広
島
、
長
崎
の
原
爆
の
悲
惨
さ
を
体
験
し
た
国
民
が
戦
争

を
望
ま
ず
、
戦
争
放
棄
を
規
定
し
た
第
九
条
は
何
よ
り
も

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
は
当
然
の
成
り
行

き
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
が
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
七

十
年
も
経
て
、
守
る
た
め
に
は
憲
法
に
指
一
本
触
れ
さ
せ

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
そ
れ
が
現
実
の
世
界
と
適
合
し

な
く
な
っ
た
条
文
で
す
ら
変
え
さ
せ
な
い
原
動
力
と
な
り
、

今
日
ま
で
続
い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
世
界
情
勢
、
米
ソ
の
対
立
の
変
化
も
日
本
に

有
利
に
働
い
て
き
ま
し
た
。
日
本
は
、
戦
争
放
棄
の
規
定

を
逆
手
に
取
っ
て
戦
後
の
経
済
的
繁
栄
を
手
に
入
れ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
自
衛
隊
は
つ
く
っ
た
も
の
の
、
平
和
の
守

り
は
米
軍
に
任
せ
て
、
ひ
た
す
ら
経
済
活
動
に
励
ん
だ
結
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果
で
あ
り
ま
す
。
よ
そ
の
国
の
軍
隊
に
任
せ
て
守
っ
て
き

た
平
和
を
あ
た
か
も
自
分
で
守
っ
た
か
の
よ
う
に
錯
覚
し

た
の
か
、
反
戦
の
美
名
の
下
に
、
都
合
の
悪
い
批
判
に
は

耳
を
傾
け
る
こ
と
な
く
、
つ
い
に
は
一
国
平
和
主
義
ま
で

生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
。
湾
岸
戦
争
を
経
験
し
て
、
日
本

人
は
初
め
て
経
済
力
だ
け
で
は
国
際
貢
献
は
で
き
な
い
こ

と
を
知
っ
た
の
で
す
。
戦
争
を
放
棄
し
て
い
る
と
い
う
憲

法
上
の
理
由
は
、
国
際
社
会
の
中
で
は
通
用
し
な
く
な
っ

て
い
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

独
立
、
革
命
を
通
じ
て
理
想
の
社
会
を
築
こ
う
と
し
た

西
洋
人
は
、
戦
わ
ず
に
そ
れ
が
得
ら
れ
る
と
は
考
え
て
い

ま
せ
ん
。
ど
こ
の
国
も
自
由
は
戦
っ
て
勝
ち
取
る
も
の
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
だ
け
が
、
戦
争
を
し
な
い
国
と

い
う
看
板
を
掲
げ
て
さ
え
い
れ
ば
自
由
も
権
利
も
守
ら
れ

る
と
い
う
妄
想
の
中
に
七
十
年
近
く
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た

の
で
あ
り
ま
す
。 

 

誤
解
が
な
い
よ
う
に
言
え
ば
、
戦
争
放
棄
を
否
定
す
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
争
の
な
い
世
界
は
人
類
が
目

指
す
べ
き
理
想
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
人
類
の

歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
ま
さ
に
暴
力
と
戦
争
の
歴
史
で
あ

り
ま
し
た
。
戦
争
放
棄
は
、
世
界
唯
一
の
国
と
し
て
自
己

評
価
す
る
の
は
勝
手
で
す
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
ん
な
非

現
実
的
な
こ
と
を
言
う
国
は
世
界
で
も
希
有
と
い
う
こ
と

で
す
。
戦
争
放
棄
を
標
榜
す
る
だ
け
で
国
が
守
れ
る
の
な

ら
、
人
類
の
歴
史
は
も
っ
と
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た

は
ず
で
し
ょ
う
。 

 
 
 

〔
会
長
代
理
金
子
洋
一
君
退
席
、
会
長
着
席
〕 

 

宗
教
観
で
い
え
ば
、
元
来
日
本
人
は
、
西
洋
人
の
よ
う

に
絶
対
神
へ
の
信
仰
よ
り
も
、
神
も
仏
も
一
緒
に
祭
り
、

神
や
仏
は
山
川
草
木
、
石
な
ど
も
宿
っ
て
い
る
と
信
じ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
季
節
は
移
り
変
わ
る
も
の
で
あ
り
、
同

じ
よ
う
に
人
の
心
も
権
勢
も
容
姿
も
移
り
変
わ
る
。
無
常

観
や
諦
観
が
生
ま
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
一
瞬
を
永
遠
に
生
き

る
と
い
う
世
界
観
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
日
本
人
の
考
え
方

や
生
き
方
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
形
成
し
て
き
た
と

考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

日
本
人
は
受
け
入
れ
る
こ
と
に
た
け
て
い
ま
し
た
。
受

け
入
れ
て
日
本
風
に
昇
華
し
て
世
界
へ
発
信
す
る
。
そ
の

意
味
で
、
受
け
入
れ
た
だ
け
で
日
本
流
の
ア
レ
ン
ジ
を
施

さ
な
か
っ
た
日
本
国
憲
法
は
珍
し
い
存
在
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
だ
け
戦
争
体
験
が
大
き
な
傷
痕
を
残
し
た
と
も
言
え

ま
す
が
、
そ
れ
を
自
ら
の
権
利
と
し
て
世
界
に
主
張
し
続

け
る
時
代
は
も
う
終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
は
戦
争
を
す
る
と
い
う
意
味

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
非
現
実
的
な
主
張
で
は
な
く
、
現
実

的
に
戦
争
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
ま

す
。 

 

今
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
は
西
洋
の

思
想
や
宗
教
を
背
景
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

こ
に
は
日
本
人
の
国
家
観
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
も
含

ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
せ
い
も
あ
り
、
日
本
人
は
日
本

国
憲
法
を
都
合
よ
く
理
解
し
て
、
義
務
を
果
た
す
努
力
は

せ
ず
に
権
利
だ
け
主
張
し
て
き
た
嫌
い
が
あ
り
ま
す
。
義

務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
権
利
は
得
ら
れ
な
い
、
そ
れ
が
西

洋
の
憲
法
が
生
ま
れ
た
根
底
に
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

勝
ち
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

改
め
て
、
日
本
国
憲
法
に
書
か
れ
た
近
代
憲
法
の
精
神

と
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
融
合
さ
せ
て
日
本

独
自
の
憲
法
を
作
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
二
十
一
世
紀
に

日
本
は
ど
こ
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
ま
ず
は
国

家
像
の
土
台
づ
く
り
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
何
も
始
ま
り
ま

せ
ん
。
憲
法
改
正
は
単
な
る
条
文
の
改
正
や
追
加
で
あ
る

べ
き
で
は
な
く
、
日
本
人
が
初
め
て
自
ら
の
義
務
を
果
た

し
て
将
来
に
残
す
も
の
と
し
て
作
り
上
げ
る
こ
と
に
こ
そ

意
味
が
あ
る
と
、
そ
う
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
、
私
の
発
言
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

○
会
長
（
柳
本
卓
治
君
） 

江
口
克
彦
君
。 

○
江
口
克
彦
君 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
次
世
代
の

江
口
克
彦
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

現
行
憲
法
は
、
周
知
の
と
お
り
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
押
し
付
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
理
屈
は
と
も
か
く
と
い
た

し
ま
し
て
、
国
民
自
身
の
手
で
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
一
国
の
最
高
法
規
で
あ
る
憲
法
は
他
国
に
よ
っ

て
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
民
自
ら
の
手
で
作
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
他
国
の
手

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
日
本
の
現
行
憲
法
は
、
当
然
、
改
正

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。 

 

改
正
は
、
日
本
の
歴
史
、
文
化
や
日
本
人
固
有
の
伝
統
、


