
和
問
題
の
解
決
に
と
ỳ
て
大
き
な
前
進
で
あ
る
と
い
え
る
Ố

反
面
ỏ
こ
れ
ま
で
の
行
政
機
関
の
姿
勢
や
民
間
運
動
団
体
の
行
動
形
態
等
に
起
因
す
る

新
し
い
諸
問
題
は
ỏ
同
和
問
題
に
対
す
る
根
強
い
批
判
を
生
み
ỏ
同
和
問
題
の
解
決
を
困

難
に
し
ỏ
複
雑
に
し
て
い
る
Ố
こ
れ
ら
の
新
し
い
諸
問
題
は
ỏ
同
対
審
答
申
で
は
全
く
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
が
ỏ
今
後
に
お
け
る
同
和
問
題
の
解
決
に
と
ỳ
て
ỏ
大
き
な
障
害
で
あ

り
ỏ
そ
れ
ら
を
克
服
す
る
こ
と
は
同
和
問
題
の
解
決
に
と
ỳ
て
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ

る
Ố

況
総
務
庁
・
地
域
改
善
対
策
啓
発
推
進
指
針
ớ
抄
Ờ

ớ
一

九

八

七

・

三

・

一

八

Ờ

総
務
庁
長
官
官
房
地
域
改
善
対
策
室

第
一
章

啓
発
の
目
的
ỏ
テ
ồ
マ
及
び
内
容

１

啓
発
の
目
的
は
何
か

地
域
改
善
対
策
と
し
て
啓
発
を
行
う
目
的
は
何
か
Ố
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
一
見

自
明
の
よ
う
で
あ
る
が
ỏ
効
果
的
な
啓
発
実
行
の
第
一
歩
は
ỏ
そ
の
目
的
を
的
確
に
把
握

す
る
こ
と
で
あ
る
Ố

地
域
改
善
対
策
の
啓
発
の
目
的
は
ỏ
次
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
Ố

⑴

同
和
関
係
者
に
対
す
る
差
別
意
識
の
解
消

⑵

同
和
関
係
者
の
自
立
向
上
精
神
の
か
ん
養

同
和
関
係
者
に
対
す
る
差
別
意
識
は
ỏ
今
日
で
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
Ố
六
一

年
意
見
具
申
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
ỏủ
同
和
地
区
の
実
態
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
ỏ

実
態
の
劣
悪
性
が
差
別
的
な
偏
見
を
生
む
と
い
う
一
般
的
な
状
況
が
な
く
な
ỳ
て
き
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ỏ
差
別
意
識
の
解
消
が
必
ず
し
も
十
分
進
ん
で
き
て
い
な
い
背
景
と

し
て
は
ỏ
昔
な
が
ら
の
非
合
理
的
な
因
習
的
な
差
別
意
識
が
現
在
で
も
一
部
に
根
強
く
残

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
ỏ
今
日
ỏ
差
別
意
識
の
解
消
を
阻
害
し
ỏ
ま
た
ỏ
新
た
な
差

別
意
識
を
生
む
様
々
な
新
し
い
要
因
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
ỐỨỐ
そ
の
新

し
い
要
因
と
し
て
の
行
政
の
主
体
性
の
欠
如
ỏ
同
和
関
係
者
の
自
立
ỏ
向
上
の
精
神
の
か

ん
養
の
視
点
の
軽
視
ỏ
え
せ
同
和
行
為
の
横
行
ỏ
同
和
問
題
に
つ
い
て
の
自
由
な
意
見
の

潜
在
化
傾
向
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
Ố
こ
の
新
た
な
差
別
意
識
の
解
消
も
ỏ
今
日
の
啓
発
の

重
要
な
目
的
の
一
つ
で
あ
る
Ố

一
方
ỏ
同
和
関
係
者
の
自
立
向
上
精
神
の
か
ん
養
は
ỏ
そ
れ
自
体
啓
発
の
大
き
な
目
的

と
さ
れ
な
け
れ
ば
ỏ
同
和
問
題
の
解
決
は
望
め
な
い
Ố
こ
れ
ま
で
ỏ
同
和
関
係
者
の
自
立

向
上
精
神
の
か
ん
養
の
た
め
の
啓
発
は
比
較
的
軽
視
さ
れ
て
き
た
が
ỏ
こ
の
面
で
も
行
政

は
ỏ
主
体
性
を
発
揮
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
Ố

な
お
ỏ
啓
発
活
動
の
具
体
的
に
目
指
す
と
こ
ろ
は
ỏ
部
落
差
別
に
関
す
る
心
理
的
土
壌

を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
Ố
国
民
の
中
に
は
ỏ
ま
れ
に
で
は
あ
る
が
ỏ
同
和
関
係
者
に
対
す

る
偏
見
に
凝
り
固
ま
ỳ
て
ỏ
あ
ら
ゆ
る
啓
発
活
動
を
受
け
付
け
な
い
者
も
存
在
す
る
が
ỏ

こ
の
よ
う
な
も
の
が
全
く
無
く
な
ら
な
い
限
り
ỏ
啓
発
活
動
は
無
意
味
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
は
ỏ
極
め
て
狭
い
見
方
で
あ
る
Ố
こ
の
よ
う
な
者
が
社
会
か
ら
浮
き
上
ỳ
た
存
在
と

な
り
ỏ
そ
の
存
在
が
か
え
ỳ
て
差
別
意
識
の
愚
か
さ
を
一
般
の
人
々
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う

な
社
会
の
雰
囲
気
を
作
る
こ
と
こ
そ
が
啓
発
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
Ố

２

啓
発
の
テ
ồ
マ
と
内
容
ớ
略
Ờ

第
二
章

啓
発
の
主
体
ỏ
対
象
及
び
方
法

１

啓
発
の
主
体
と
対
象

⑴

啓
発
の
主
体
の
範
囲
を
更
に
拡
大
す
る
こ
と

⑵

啓
発
の
対
象
が
主
体
と
な
る
こ
と
こ
そ
重
要

⑶

教
育
の
場
に
お
け
る
啓
発
の
実
施

教
育
の
場
に
お
け
る
啓
発
の
実
施
に
つ
い
て
は
ỏ
重
要
で
あ
る
の
で
ỏ
特
に
触
れ

る
こ
と
と
し
た
い
Ố

ア

義
務
教
育
期
に
お
け
る
教
育

こ
の
時
期
は
ỏ
善
悪
の
判
断
の
基
礎
が
固
ま
る
時
期
で
あ
る
の
で
ỏ
何
が
正

し
い
こ
と
で
ỏ
何
が
間
違
ỳ
て
い
る
こ
と
か
を
教
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
Ố

個
人
と
し
て
の
自
分
自
身
の
大
切
さ
ば
か
り
で
な
く
ỏ
他
人
を
大
切
に
し
ỏ
他

人
の
立
場
に
立
ỳ
て
考
え
る
態
度
や
習
慣
を
身
に
つ
け
る
よ
う
十
分
に
教
え
ỏ

基
本
的
人
権
尊
重
の
教
育
が
徹
底
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
ỏ
同
和

問
題
解
決
に
と
ỳ
て
重
要
な
意
義
を
持
ỳ
て
い
る
の
で
あ
る
Ố

な
お
ỏ
六
十
一
年
意
見
具
申
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
ỏ
同
和
問
題
そ
の

も
の
に
つ
い
て
は
歴
史
の
教
育
と
並
行
し
て
教
え
る
な
ど
児
童
・
生
徒
の
発
達

段
階
に
十
分
考
慮
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
Ố

イ

高
校
・
大
学
等
に
お
け
る
教
育

こ
の
時
期
は
ỏ
よ
り
円
熟
し
た
も
の
の
見
方
が
育
つ
時
期
で
あ
り
ỏ
同
和
問

題
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
及
び
現
代
社
会
に
お
け
る
社
会
学
的
分
析
と
考
察
を

教
え
る
こ
と
に
よ
ỳ
て
ỏ
広
い
見
地
か
ら
同
和
問
題
を
考
え
る
力
を
養
う
こ
と
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が
重
要
で
あ
る
Ố

こ
の
場
合
ỏ
従
来
一
部
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
同
対
審
答
申
の
記
述
を
絶
対
視

し
ỏ
他
の
見
方
は
す
べ
て
否
定
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ố
あ
ら

ゆ
る
見
方
を
実
証
的
に
分
析
す
る
学
問
的
ア
プ
ロ
ồ
チ
が
重
要
で
あ
り
ỏ
こ
こ

で
も
自
由
な
意
見
交
換
の
環
境
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ố

ウ

差
別
発
言
等
を
契
機
に
学
校
教
育
の
場
に
糾
弾
闘
争
そ
の
他
の
民
間
運
動
団

体
の
圧
力
等
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と

学
校
教
育
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
こ
と
は
ỏ
同
和
教
育
の
過
程
に
お
い
て
す

ら
ỏ
い
わ
ゆ
る
差
別
発
言
事
件
が
起
き
る
こ
と
が
あ
る
が
ỏ
そ
の
対
処
方
法
を

確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
Ố

児
童
・
生
徒
の
差
別
発
言
は
ỏ
先
生
か
ら
注
意
を
与
え
ỏ
皆
が
間
違
い
を
正

し
合
う
こ
と
で
十
分
で
あ
る
Ố
差
別
事
件
に
限
ら
ず
ỏ
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も

教
育
の
場
へ
民
間
運
動
団
体
の
圧
力
等
を
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
ỏ
団
体
は
自
粛

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
Ố
団
体
の
自
粛
が
な
い
場
合
に
は
ỏ
教
育
委
員
会
及
び

学
校
は
ỏ
断
固
そ
の
圧
力
等
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
Ố
部
会
報
告
に
も
あ
る
と

お
り
ỏ
団
体
の
行
為
が
違
法
行
為
に
該
当
す
る
と
き
は
ỏ
警
察
の
協
力
を
求
め

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
Ố

２

啓
発
の
方
法
ớ
略
Ờ

況
東
京
地
裁
・
第
二
次
教
科
書
訴
訟
判
決

ớ
杉
本
判
決
Ờ

ớ
一
九
七
〇
・
七
・
一
七

Ờ

第
一
審
東
京
地
裁
判
決

１

教
育
を
受
け
る
権
利
お
よ
び
教
育
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
の
主
張
に
つ
い
て

鯉

教
育
を
受
け
る
権
利

⑴

憲
法
二
十
六
条
は
ỏ
一
項
で
ủ
す
べ
て
国
民
は
ỏ
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
ỏ
そ
の
能
力
に
応
じ
て
ỏ
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
ỐỨ
と
定
め
ỏ
二

項
で
ủ
す
べ
て
国
民
は
ỏ
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ỏ
そ
の
保
護
す
る
子
女
に
普
通

教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
ふ
Ố
義
務
教
育
は
ỏ
こ
れ
を
無
償
と
す
る
ỐỨ
と
定
め
て

い
る
が
ỏ
こ
の
規
定
は
ỏ
憲
法
二
十
五
条
を
う
け
て
ỏ
い
わ
ゆ
る
生
存
権
的
基
本
権
の
い

わ
ば
文
化
的
側
面
と
し
て
ỏ
国
民
の
一
人
一
人
に
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保
障

し
ỏ
そ
の
反
面
と
し
て
ỏ
国
に
対
し
右
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
実
現
す
る
た
め
の
立
法

そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
べ
き
責
務
を
負
わ
せ
た
も
の
で
あ
ỳ
て
ỏ
国
民
と
く
に
子
ど
も
に

つ
い
て
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
Ố

と
こ
ろ
で
ỏ
憲
法
が
こ
の
よ
う
に
国
民
こ
と
に
子
ど
も
に
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保
障

す
る
ゆ
え
ん
の
も
の
は
ỏ
民
主
主
義
国
家
が
一
人
一
人
の
自
覚
的
な
国
民
の
存
在
を
前
提

と
す
る
も
の
で
あ
り
ỏ
ま
た
ỏ
教
育
が
次
代
を
に
な
う
新
し
い
世
代
を
育
成
す
る
と
い
う

国
民
全
体
の
関
心
事
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
が
ỏ
同
時
に
ỏ
教
育
が
何
よ
り
も
子
ど
も
自

ら
の
要
求
す
る
権
利
で
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
Ố
す
な
わ
ち
ỏ
近
代
お
よ
び
現
代
に

お
い
て
は
ỏ
個
人
の
尊
厳
が
確
立
さ
れ
ỏ
子
ど
も
に
も
当
然
そ
の
人
格
が
尊
重
さ
れ
ỏ
人

権
が
保
障
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
ỏ
子
ど
も
は
未
来
に
お
け
る
可
能
性
を
持
つ
存
在
で
あ
る

こ
と
を
本
質
と
す
る
か
ら
ỏ
将
来
に
お
い
て
そ
の
人
間
性
を
十
分
に
開
花
さ
せ
る
べ
く
自

ら
学
習
し
ỏ
事
物
を
知
り
ỏ
こ
れ
に
よ
ỳ
て
自
ら
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
子
ど
も
の
生
来

的
権
利
で
あ
り
ỏ
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
の
学
習
す
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
教
育
を
授

け
る
こ
と
は
国
民
的
課
題
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
Ố

そ
し
て
ỏ
こ
こ
に
い
う
教
育
の
本
質
は
ỏ
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
の
学
習
す
る
権
利
を
充

足
し
ỏ
そ
の
人
間
性
を
開
発
し
て
人
格
の
完
成
を
め
ざ
す
と
と
も
に
ỏ
こ
の
こ
と
を
通
じ

て
ỏ
国
民
が
今
日
ま
で
築
き
あ
げ
ら
れ
た
文
化
を
次
の
世
代
に
継
承
し
ỏ
民
主
的
ỏ
平
和

的
な
国
家
の
発
展
ひ
い
て
は
世
界
の
平
和
を
に
な
う
国
民
を
育
成
す
る
精
神
的
ỏ
文
化
的

な
い
と
な
み
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
Ố

こ
の
よ
う
な
教
育
の
本
質
に
か
ん
が
み
る
と
ỏ
前
記
の
子
ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利

に
対
応
し
て
子
ど
も
を
教
育
す
る
責
務
を
に
な
う
も
の
は
親
を
中
心
と
し
て
国
民
全
体
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
Ố
す
な
わ
ち
ỏ
国
民
は
自
ら
の
子
ど
も
は
も
と
よ
り
ỏ
次
の
世
代
に

属
す
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
ỏ
そ
の
人
間
性
を
開
発
し
ỏ
文
化
を
伝
え
ỏ
健
全
な
国
家
お

よ
び
世
界
の
担
い
手
を
育
成
す
る
責
務
を
負
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ỳ
て
ỏ
家
庭

教
育
ỏ
私
立
学
校
の
設
置
な
ど
は
こ
の
よ
う
な
親
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
の
自
然
的
責
務

に
由
来
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
Ố
こ
の
よ
う
な
国
民
の
教
育
の
責
務
は
ỏ
い

わ
ゆ
る
国
家
教
育
権
に
対
す
る
概
念
と
し
て
国
民
の
教
育
の
自
由
と
よ
ば
れ
る
が
ỏ
そ
の

実
体
は
右
の
よ
う
な
責
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
Ố
か
く
し
て
ỏ
国
民
は
家
庭
に
お
い
て

子
ど
も
を
教
育
し
ỏ
ま
た
社
会
に
お
い
て
種
々
の
形
で
教
育
を
行
な
う
の
で
あ
る
が
ỏ
し

か
し
現
代
に
お
い
て
ỏ
す
べ
て
の
親
が
自
ら
理
想
的
に
子
ど
も
を
教
育
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
ỏ
右
の
子
ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利
に
対
応
す
る

責
務
を
十
分
に
果
た
し
得
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
ỏ
公
教
育
と
し
て
の
学
校
教
育
が
必
然
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