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●
は
じ
め
に

「
広
場
舞
（guang chang w

u
）」
と

は
、市
庁
舎
広
場
、公
園
、大
学
の
キ
ャ

ン
パ
ス
、
団
地
内
の
緑
地
な
ど
全
て
の

公
共
空
間
に
お
い
て
、
健
康
増
進
の
た

め
の
ダ
ン
ス
を
主
に
行
う
自
発
的
な
集

団
活
動
の
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年

後
半
か
ら
二
〇
一
四
年
前
半
に
か
け
、

メ
デ
ィ
ア
は
広
場
舞
で
流
さ
れ
る
音
楽

の
音
量
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
ご

近
所
ト
ラ
ブ
ル
を
連
日
取
り
上
げ
て
き

た
。
汚
物
を
か
け
た
り
、
威
嚇
発
砲
を

し
た
り
、
音
を
発
し
た
り
等
の
対
抗
手

段
に
よ
っ
て
広
場
舞
の
参
加
者
を
広
場

か
ら
追
い
出
す
よ
う
な
事
案
も
相
次
い

で
い
る
。
二
〇
一
四
年
四
月
に
浙
江
省

温
州
の
あ
る
管
理
組
合
は
音
響
装
置
を

二
六
万
元
で
設
置
し
、
広
場
で
踊
っ
て

い
る
人
々
に
対
し
「
反
撃
」
に
出
た
。

こ
の
事
件
に
注
目
し
た
浙
江
省
の
幹
部

は
、
末
端
部
門
の
「
不
作
為
」
を
重
く

批
判
し
た
う
え
で
、
末
端
部
門
に
対
し

対
応
措
置
を
と
る
よ
う
指
示
し
た
。

事
実
、
中
国
の
都
市
化
の
急
速
な
展

開
に
従
い
、
広
場
舞
の
よ
う
に
、
自
分

の
利
益
ば
か
り
を
主
張
し
、
近
隣
住
民

と
の
妥
協
を
し
な
い
こ
と
で
団
地
内
ト

ラ
ブ
ル
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
よ
う
な
こ

と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
。
ペ
ッ
ト
や
車
の
駐

車
位
置
な
ど
、
す
べ
て
の
も
の
が
衝
突

の
火
種
と
な
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
ト

ラ
ブ
ル
は
「
個
人
」
の
素
質
が
劣
悪
で

あ
る
こ
と
が
原
因
で
あ
り
、
各
個
人
ま

た
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
の
仲
裁
に
よ

り
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
一

般
的
な
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
広
場
舞

に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
に
対
し
て
は
、
世

論
は
常
に
そ
の
背
後
に
あ
る
政
治
社
会

的
な
意
味
を
「
深
読
み
」
し
、
国
家
が

関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
み
よ
う
と
す

る
。そ

れ
ら
の
世
論
に
は
様
々
な
形
の
も

の
が
存
在
し
て
い
る
。
第
一
に
、
温
和

な
批
判
者
は
広
場
舞
を「
文
化
的
弱
者
」

の
唯
一
の
娯
楽
で
あ
る
と
み
な
し
、
同

情
を
与
え
て
い
る
。
第
二
に
、
過
激
な

批
判
者
は
広
場
舞
を
「
公
害
」
で
あ
る

と
み
な
し
、
中
国
に
か
つ
て
存
在
し
て

い
た
「
単
位
」
組
織
の
残ざ

ん

滓し

で
あ
る
と

結
論
付
け
て
い
る
。
第
三
に
、
更
に
政

治
的
な
見
方
と
し
て
、
広
場
舞
は
文
化

大
革
命
期
の
「
忠
の
字
舞
」
を
受
け
継

い
だ
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
「
個
人
の

意
思
は
他
人
の
そ
れ
よ
り
上
に
あ
る
」

と
い
う
政
治
的
な
専
制
意
識
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
様
々
な
見
方
が
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
広
場
舞
を
外
部
か
ら

観
察
し
た
結
果
出
て
き
た
も
の
で
あ

り
、
広
場
舞
の
参
加
者
が
自
身
を
ど
う

認
識
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
欠
け

て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
広
場
舞
に
は
二
つ
の

面
が
あ
る
と
い
え
る
。
ひ
と
つ
は
大
衆

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
社
会
の

後
進
的
要
素
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
も

う
ひ
と
つ
は
広
場
舞
の
活
動
の
繁
栄
・

普
及
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
二
つ
の
面

が
形
成
さ
れ
た
背
景
に
関
し
て
簡
単
な

分
析
を
行
う
。
こ
れ
ら
の
矛
盾
は
、
現

代
中
国
の
都
市
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
め
ぐ
る

様
々
な
力
、
す
な
わ
ち
協
力
関
係
に
あ

る
行
政
・
資
本
権
力
、「
中
産
階
級
・

市
民
」
の
文
化
権
力
、「
大
衆
」
が
伝

統
社
会
の
な
か
で
得
た
行
動
資
源
な
ど

が
相
互
に
影
響
し
た
結
果
で
あ
る
。

中国の都市化を考える
特　　集

広
場
舞
の
二
つ
の
側
面

　

―
都
市
空
間
に
お
け
る
権
力
と
公
共
参
加
―

潘 

妮
妮
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広場舞の二つの側面 ―都市空間における権力と公共参加―

●
行
政
と
資
本
の
協
力
―
都
市
に

お
け
る
「
広
場
」
の
役
割
―

政
治
と
社
会
の
あ
り
方
の
変
遷
に
関

し
て
人
類
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
お
い

て
、「
広
場
」
は
公
共
権
力
を
体
現
す

る
重
要
な
場
所
で
あ
る
。
近
代
中
国
は

都
市
建
設
に
お
い
て
西
洋
の
広
場
の
構

造
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
意
識
的
に
伝

統
的
な
政
治
社
会
秩
序
と
の
決
別
の
象

徴
と
し
、
民
族
国
家
を
構
築
す
る
と
い

う
隠
喩
を
含
ま
せ
た
。
中
国
共
産
党
に

よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
広
場
を
政
治
的
に

最
大
限
活
用
し
、
ソ
連
の
よ
う
に
広
場

を
「
人
民
至
上
」
の
象
徴
的
な
場
所
と

し
た
だ
け
で
は
な
く
、
広
場
の
建
設
と

都
市
環
境
の
管
理
を
繋
ぎ
あ
わ
せ
、
大

衆
の
大
規
模
な
動
員
に
よ
り（
例
え
ば
、

一
九
五
〇
年
代
の
重
慶
や
武
漢
な
ど
で

行
わ
れ
た
愛
国
衛
生
運
動
で
は
、
ゴ
ミ

捨
て
場
が
大
衆
動
員
に
よ
っ
て
広
場
に

変
え
ら
れ
た
）、
社
会
主
義
国
家
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
社
会
の
な
か
に
埋
め
込

も
う
と
し
た
。

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
建
国
初

期
の
様
々
な
政
治
的
概
念
が
依
然
と
し

て
残
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
党
・
国
の

上
層
部
は
政
治
的
合
法
性
に
ヒ
ビ
が
入

る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
都
市
の
ど
真
ん

中
に
位
置
す
る
広
場
の
名
称
に「
人
民
」

を
入
れ
、そ
こ
を
「
大
衆
活
動
の
空
間
」

と
し
た
。
し
か
し
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

と
お
り
、
そ
の
頃
の
政
治
的
合
法
性
の

実
質
的
な
重
心
は
既
に
経
済
発
展
に
移

り
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
お
け
る
競
争
こ
そ
が
地

方
官
僚
の
成
績
に
つ
な
が
る
中
心
任
務

と
な
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
地
方

政
府
は「
生
産
第
一
、分
配
第
二
」の「
生

産
型
政
府
」
へ
と
移
り
変
わ
り
、
行
政

と
資
本
の
協
力
も
理
に
か
な
っ
た
か
た

ち
で
新
た
な
都
市
計
画
を
主
導
し
た
。

一
九
九
〇
年
代
半
ば
、
大
連
の
広
場

を
中
心
と
し
た
都
市
の
再
開
発
が
全
国

的
な
都
市
広
場
の
建
設
の
高
ま
り
を

リ
ー
ド
し
、
現
代
の
広
場
の
基
本
的
な

形
式
を
定
め
た
。
一
方
で
、
現
代
の
広

場
は
古
い
街
に
対
す
る
「
全
面
的
再
開

発
」
の
産
物
で
あ
り
、
再
開
発
の
目
的

は
更
に
多
く
の
外
来
商
業
投
資
を
呼
び

込
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
設
計
に
お

い
て
も
「
先
進
的
」
な
美
的
意
識
に
近

付
こ
う
と
し
て
お
り
、
同
時
に
旅
行
客

を
呼
び
込
む
効
果
も
持
た
せ
て
い
た
。

言
い
替
え
れ
ば
、
再
開
発
は
都
市
の
外

に
あ
る
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
お
こ
な

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
方
で
、
新

た
に
建
設
さ
れ
た
広
場
は
も
は
や
公
共

建
築
の
中
心
で
は
な
く
な
っ
た
。
新
た

に
建
築
さ
れ
た
公
共
建
築
（
政
府
機

関
、
商
業
セ
ン
タ
ー
、
文
化
セ
ン
タ
ー
、

運
動
場
、
お
よ
び
商
業
住
宅
区
の
付
属

物
）
は
行
政
と
資
本
権
力
の
主
導
下
で

受
動
的
な
大
衆
に
与
え
ら
れ
た
空
間
で

あ
る
。
実
際
は
、
こ
の
よ
う
な
空
間
の

配
置
は
、「
大
衆
」
と
い
う
概
念
が
建

国
期
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
よ
う
な
権
利

主
体
と
し
て
の
性
質
を
持
た
ず
、
単
な

る
「
被
統
治
者
」
と
し
て
の
性
格
し
か

持
た
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

商
業
住
宅
は
商
品
化
さ
れ
た
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
領
域
で
あ
り
、
そ
の
排
他
的

権
力
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
政
府
機
関

は
行
政
の
権
威
の
象
徴
で
あ
り
、
人
が

勝
手
に
侵
入
で
き
る
よ
う
な
空
間
で
は

な
い
。
新
た
に
建
設
さ
れ
た
そ
の
他
の

公
共
建
築
は
消
費
主
義
的
倫
理
の
排
他

性
を
帯
び
て
い
る
。
商
業
セ
ン
タ
ー
の

消
費
基
準
と
、
新
た
に
建
設
さ
れ
た
文

化
セ
ン
タ
ー
、
運
動
場
に
お
け
る
中
産

階
級
」
美
的
感
覚
が
、
そ
こ
に
無
形
の

敷
居
と
圧
力
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
重
慶
の
メ
デ
ィ
ア
が
、
労

働
者
が
夏
に
デ
パ
ー
ト
の
入
り
口
で
空

調
に
あ
た
っ
て
涼
む
こ
と
を
許
す
べ
き

か
否
か
と
い
う
問
題
を
か
つ
て
提
起
し

た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
伝
統

的
な
大
衆
倫
理
と
主
導
権
を
握
る
資
本

お
よ
び
消
費
倫
理
が
互
い
に
衝
突
し
て

い
る
こ
と
の
反
映
で
あ
る
と
い
え
る
。

建
国
初
期
の
広
場
と
い
う
空
間
が
作

り
出
し
た
権
利
主
体
の
イ
メ
ー
ジ
が

「
大
衆
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
日
の

商
業
住
宅
、政
府
機
関
、商
業
セ
ン
タ
ー

と
文
化
セ
ン
タ
ー
、
運
動
場
に
よ
っ
て

作
り
出
さ
れ
た
権
利
主
体
の
イ
メ
ー
ジ

は
「
中
産
階
級
・
市
民
」
で
あ
る
と
い

え
る
。
中
産
階
級
・
市
民
の
空
間
の
外

に
大
衆
の
広
場
が
あ
り
、
広
場
で
繰
り

広
げ
ら
れ
る
主
な
娯
楽
活
動
は
商
品
化

さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
、
消
費
主
義
に

基
づ
い
た
中
産
階
級
の
消
費
観
と
は
相

互
に
対
立
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
広
場

は
、
個
人
主
義
、
独
立
、
そ
し
て
自
治

を
代
表
す
る
中
産
階
級
・
市
民
と
、
集

団
主
義
と
権
威
に
対
す
る
服
従
を
代
表

す
る
大
衆
と
い
う
二
つ
の
階
級
の
隔
離

を
象
徴
し
て
い
る
。
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●
中
産
階
級
・
市
民
の
文
化
的
権

力
―
「
お
ば
ち
ゃ
ん
」
イ
メ
ー

ジ
の
示
す
も
の
―

中
国
の
急
速
な
都
市
化
は
海
外
に
お

け
る
経
験
を
学
ぶ
こ
と
の
上
に
成
り

立
っ
て
お
り
、
広
場
と
そ
の
周
辺
の
建

築
と
の
相
対
的
な
位
置
と
地
位
は
中
産

階
級
・
市
民
に
属
す
る
都
市
型
の
権
利

を
生
み
出
し
て
い
る
。
中
国
の
市
場
化

さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
は
急
速
な
都
市
化
と

共
に
成
長
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
中

産
階
級
・
市
民
の
価
値
を
押
し
出
す

こ
と
を
自
分
た
ち
の
務
め
と
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
我
々
は
大
衆
メ
デ
ィ

ア
に
描
き
出
さ
れ
た
広
場
で
踊
っ
て
い

る
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
観
察
す
る
こ
と

で
、
あ
る
程
度
直
観
的
に
中
産
階
級
・

市
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
観
察

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
広
場
で
自
由
に

踊
っ
て
い
る
「
非
市
民
」
の
描
写
を
通

し
て
更
に
際
立
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

広
場
舞
で
踊
っ
て
い
る
人
々
は
大
衆

メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
は
よ
く
「
お
ば

ち
ゃ
ん
（
中
国
語
で
は
「
大
妈
／da 

m
a

」）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
概

念
と
し
て
は
四
〇
歳
以
上
の
中
年
女
性

で
あ
る
と
い
う
だ
け
な
の
だ
が
、
一
九

八
〇
年
以
降
中
国
の
急
速
な
制
度
変

化
、
そ
し
て
彼
女
た
ち
が
一
九
七
〇
年

代
上
半
期
以
前
に
生
ま
れ
た
点
を
鑑
み

る
と
、「
お
ば
ち
ゃ
ん
」と
い
う
表
現
は
、

実
質
的
に
は
成
長
経
歴
と
密
接
に
関
連

し
、
現
代
社
会
と
は
相
容
れ
な
い
集
団

的
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
。

具
体
的
に
い
え
ば
、
ま
ず
、「
お
ば

ち
ゃ
ん
」
は
物
質
的
に
恵
ま
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
年
代
に
育
っ
た
た
め
、

日
常
的
に
消
費
に
対
す
る
強
烈
な
欲
望

を
持
た
な
い
か
、「
理
性
」
的
な
消
費

習
慣
を
持
た
な
い
と
一
般
的
に
は
み
ら

れ
て
い
る
。
次
に
、
毛
沢
東
時
代
の
中

国
女
性
は
男
性
と
同
様
の
「
労
働
者
」

と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
た
め
、
中
産
階

級
の
淑
女
ら
し
さ
を
持
た
ず
、「
お
ば

ち
ゃ
ん
」
は
教
育
程
度
が
低
く
立
ち
居

振
る
舞
い
も
上
品
で
は
な
い
こ
と
を
暗

示
し
て
い
る
。最
後
に
、「
お
ば
ち
ゃ
ん
」

は
集
団
主
義
社
会
の
な
か
で
の
経
験
を

通
し
、
集
団
主
義
的
な
大
衆
動
員
に
服

従
す
る
こ
と
を
覚
え
た
た
め
、
個
人
主

義
的
な
開
放
社
会
の
公
共
参
加
の
方
式

に
は
適
応
し
な
い
と
一
般
的
に
は
み
ら

れ
て
い
る
。

数
年
前
、《
暇
人
馬
お
ば
ち
ゃ
ん
（
中

国
語
で
は
「
闲
人
马
大
姐
／xian ren 

m
a da jie

」）》
と
い
う
ド
ラ
マ
が
人

気
を
博
し
た
。
物
語
そ
の
も
の
は
街
中

の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
こ
と
に
心
血

を
注
ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
幹
部
の
「
お
ば

ち
ゃ
ん
」
を
正
面
か
ら
描
い
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
ド
ラ
マ
は
同
時
に
、「
お

ば
ち
ゃ
ん
」
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
効
果
を

も
た
ら
し
得
る
空
間
を
厳
密
に
限
定
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
空
間
と
は
下
級

階
層
の
労
働
者
が
集
ま
る
古
い
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
で
あ
り
、
閉
鎖
的
な
顔
な
じ
み

同
士
の
社
会
で
あ
る
。
そ
し
て
「
お
ば

ち
ゃ
ん
」
が
街
中
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決

し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
う
ま
く
回
す
こ

と
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
の
侵
害
を

常
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。

二
〇
一
三
年
の
英『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』

誌
で
発
表
さ
れ
た“D

ancing queens: 
G
rooving grannies encounter 

opposition”

と
い
う
文
章
の
な
か
で

は
「
お
ば
ち
ゃ
ん
」
の
中
国
語
の
発

音
「dam

a

」
を
直
接
用
い
て
い
る
。

こ
の
文
章
は
中
国
の
国
内
世
論
に
お
け

る
「
お
ば
ち
ゃ
ん
」
批
判
の
高
ま
り
を

取
り
上
げ
た
。
こ
の
文
章
の
作
者
は
好

奇
心
に
満
ち
た
目
で
、
こ
れ
ら
の
「
モ

ダ
ン
」
な
「
愛
の
歌
と
西
洋
の
ダ
ン
ス

ス
タ
イ
ル
を
好
む
」
よ
う
な
「
高
齢
の

女
性
」
を
観
察
し
て
い
る
。
文
章
の
取

材
対
象
は
広
場
の
周
囲
で
観
察
し
て
い

る
「
市
民
」
で
あ
り
、「
お
ば
ち
ゃ
ん
」

本
人
た
ち
に
は
声
を
上
げ
る
余
地
は
与

え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
「
広
場
舞

で
流
さ
れ
る
音
楽
」
を
描
写
す
る
際

に
、
作
者
は
「
鳳
凰
伝
奇
」
と
い
う
二

人
組
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
取
り
上
げ
、
こ
の

ユ
ニ
ッ
ト
が
「
中
国
人
民
解
放
軍
第
二

砲
兵
部
隊
（
戦
略
ミ
サ
イ
ル
部
隊
）
の

文
芸
組
織
に
所
属
し
て
い
る
」
こ
と
を

特
に
強
調
し
た
。
歌
手
と
軍
の
文
芸
団

と
の
関
係
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
中
国

の
大
衆
音
楽
の
流
行
の
状
況
に
詳
し
く

な
い
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
の
読
者
に
、

広
場
舞
の
音
楽
と
政
治
的
宣
伝
と
の
間

に
は
関
連
性
が
あ
る
と
誤
解
さ
せ
て
し

ま
う
。
こ
の
ユ
ニ
ッ
ト
は
売
れ
始
め
て

か
ら
確
か
に
軍
の
文
芸
団
に
入
っ
て
い

る
。
し
か
し
歌
っ
て
い
る
の
は
極
め
て

ス
ト
レ
ー
ト
な
恋
の
歌
で
し
か
な
い
。

『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
の
こ
の
文
章
が
中
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広場舞の二つの側面 ―都市空間における権力と公共参加―

国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
際
の
題
名
は
《
広

場
舞
の
お
ば
ち
ゃ
ん
を
救
う
》
で
あ
っ

た
。「
救
う
」と
い
う
表
現
に
よ
り
、「
先

進
」
が
「
後
進
」
を
支
配
す
る
と
い
っ

た
よ
う
な
一
種
の
権
力
主
張
を
強
烈
に

表
し
て
い
る
。

●
大
衆
参
加
の
資
源
―「
お
ば
ち
ゃ

ん
」
と
「
動
員
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
」

の
結
合
―

都
市
空
間
の
権
力
構
造
か
ら
み
て

も
、
主
流
な
世
論
か
ら
み
て
も
、
広
場

の
大
衆
、つ
ま
り
「
お
ば
ち
ゃ
ん
」
は
、

中
国
の
都
市
発
展
の
う
ね
り
の
な
か
で

絶
対
的
な
弱
者
の
位
置
に
置
か
れ
て
い

る
。
広
場
舞
の
よ
う
に
「
近
所
迷
惑
」

な
行
為
に
対
抗
す
る
「
市
民
」
の
行
動

こ
そ
が
強
烈
な
社
会
的
合
法
性
と
社
会

資
本
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿

の
始
め
に
挙
げ
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の

ニ
ュ
ー
ス
を
振
り
返
る
と
、
ひ
と
つ
の

矛
盾
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ

は
、
広
場
舞
の
集
団
性
、
日
常
性
、
そ

し
て
公
開
性
に
対
し
、
直
接
的
な
対
抗

を
合
法
的
に
行
う
こ
と
は
難
し
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
対
抗
行
為
は
基

本
的
に
は
個
人
の
行
動
で
あ
り
、
利
害

関
係
を
持
つ
人
々
が
組
織
的
に
対
抗
す

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾

を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
し
ば
ら
く
観

察
者
の
立
場
を
離
れ
、
広
場
舞
の
空
間

に
入
り
、「
お
ば
ち
ゃ
ん
」
と
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
そ
し
て
国
家
と
の
相
互
作
用

を
体
感
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
中

国
の
全
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
政
策
の
な
か

に
あ
る
「
逆
向
運
動
」
の
影
響
と
、「
お

ば
ち
ゃ
ん
」
が
自
身
の
持
つ
社
会
参
加

資
源
か
ら
得
る
利
益
に
よ
り
、「
お
ば

ち
ゃ
ん
」
が
広
場
に
自
身
の
公
共
的
な

空
間
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。広

場
舞
の
合
法
性
は
、「
お
ば
ち
ゃ

ん
」
と
国
家
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
系
と
の
長

期
的
な
相
互
作
用
の
な
か
で
形
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
お
ば

ち
ゃ
ん
」
が
国
家
の
「
動
員
」
に
積
極

的
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
結
果
な

の
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
中
国
の

党
政
系
統
は
そ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い

て
、
前
文
で
挙
げ
た
都
市
建
設
の
よ
う

に
工
業
化
と
近
代
化
に
順
応
す
る
「
正

向
運
動
」
の
他
に
、
都
市
や
農
村
の
弱

者
グ
ル
ー
プ
を
視
野
に
入
れ
た
逆
向
運

動
も
同
様
に
行
っ
て
き
た
。
そ
し
て
中

国
式
の
逆
向
運
動
に
は
、
先
進
民
主
主

義
諸
国
の
福
祉
政
策
を
模
倣
す
る
と
と

も
に
、体
制
そ
の
も
の
の
伝
統
的
資
源
、

特
に
政
治
権
力
を
支
え
る
た
め
に
社
会

に
埋
め
込
ま
れ
た
「
大
衆
動
員
」
資
源

を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。
八
〇
年
代
以
降
の
大
衆
動
員
は
政

治
的
色
彩
が
薄
く
、
単
な
る
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
道
具
で
あ
っ
た
。
政
府
主
導
の
下

で
の
民
衆
参
加
に
よ
り
政
府
の
行
政
コ

ス
ト
を
削
減
す
る
こ
と
が
そ
の
重
要
な

目
的
で
あ
っ
た
。

「
大
衆
動
員
型
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
政
策
」

が
広
場
舞
の
合
法
的
な
地
位
を
築
き
上

げ
て
き
た
こ
と
に
は
二
つ
の
意
義
が
あ

る
。
ひ
と
つ
は
、
一
九
九
五
年
に
国
務

院
の
発
布
し
た
《
全
国
人
民
健
康
計
画

綱
要
（
以
下
、「
綱
要
」）》
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
二
〇
〇
五
年
に
始

ま
っ
た
全
国
文
明
都
市
建
設
活
動
で
あ

る
。「
綱
要
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

は
、「
経
済
・
社
会
・
体
育
の
発
展
レ

ベ
ル
が
異
な
る
全
て
の
地
域
」
の
人
民

の
「
大
衆
体
育
」
を
発
展
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る
。こ
の
目
標
の
た
め
に
、「
綱
要
」

は
非
商
品
化
さ
れ
た
基
層
大
衆
の
健
康

づ
く
り
の
方
法
を
奨
励
し
、
国
家
の
社

会
全
体
に
対
す
る
管
理
の
枠
組
み
（
政

府
、
企
業
・
団
体
や
地
区
の
末
端
組
織
）

が
大
衆
動
員
の
責
任
を
負
う
必
要
点
に

関
し
て
も
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。「
綱

要
」
が
定
め
た
健
康
意
識
と
動
員
思
想

は
二
〇
〇
五
年
に
始
ま
っ
た
全
国
文
明

都
市
建
設
活
動
に
お
い
て
更
に
具
体
的

な
実
践
に
移
さ
れ
た
。
都
市
の
「
文
明

的
な
生
活
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
立
て

る
た
め
、
健
康
と
娯
楽
の
二
つ
の
面
を

持
つ
広
場
舞
が
重
要
な
大
衆
動
員
の
方

式
と
な
っ
た
。
広
場
舞
活
動
は
コ
ス
ト

が
低
く
、
組
織
し
や
す
く
、
敷
居
も
低

く
、
強
烈
な
視
覚
効
果
も
も
た
ら
す
。

ゆ
え
に
地
方
政
府
が
好
ん
で
用
い
る
動

員
方
式
と
な
っ
た
と
同
時
に
地
方
政
府

の
仕
事
の
成
果
を
明
ら
か
に
示
す
手
段

と
も
な
っ
た
。「
近
代
化
」
の
影
響
を

受
け
た
若
い
「
市
民
」
が
消
費
主
義
的

な
休
暇
の
過
ご
し
方
を
よ
り
好
む
よ
う

に
な
り
、
政
府
の
動
員
す
る
活
動
に
は

参
加
し
た
が
ら
な
く
な
っ
た
。し
か
し
、

「
お
ば
ち
ゃ
ん
」
は
「
大
衆
」
を
対
象

と
し
た
国
家
的
動
員
行
動
に
加
担
す
る

こ
と
を
通
し
て
公
共
参
加
の
空
間
を
確

立
し
た
の
で
あ
る
。
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「
お
ば
ち
ゃ
ん
」
は
国
家
ガ
バ
ナ
ン

ス
と
結
合
し
、
公
共
空
間
の
な
か
で
組

織
的
に
活
動
を
行
う
。
こ
れ
は
広
場
舞

に
対
抗
す
る
た
め
の
個
人
行
動
と
は
真

逆
の
性
質
を
持
つ
。
そ
し
て
「
お
ば

ち
ゃ
ん
」
が
相
互
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
通
じ
て
組
織
す
る
資
源
も
ま
さ
し

く
「
彼
女
た
ち
」
の
成
長
背
景
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
広
場
舞
現
場
へ
の
訪
問
を
通

し
、
広
場
舞
空
間
の
形
成
と
発
展
に
は

以
下
の
要
素
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
ま
ず
、
ひ
と
つ
の
広
場
舞

グ
ル
ー
プ
の
中
心
は
ほ
と
ん
ど
が
（
定

年
退
職
し
た
）「
単
位
」
の
中
年
女
性

で
あ
る
。「
単
位
」
は
定
年
退
職
後
の

割
り
当
て
住
宅
制
度
を
廃
止
し
て
い

る
。
し
か
し
、
退
職
後
も
交
友
関
係
を

維
持
し
、
孤
立
を
防
ぐ
た
め
、
同
僚
が

何
人
か
で
約
束
し
て
商
業
住
宅
区
（
ま

た
は
隣
り
合
っ
た
い
く
つ
か
の
商
業
住

宅
区
）
内
に
一
緒
に
住
む
と
い
う
状
況

が
一
般
的
で
あ
る
。
次
に
、
退
職
し
た

企
業
「
単
位
」
の
女
性
の
青
春
時
代
は

ま
さ
に
一
九
八
〇
年
代
の
思
想
大
解
放

の
時
と
重
な
っ
て
お
り
、
当
時
の
若
い

女
性
に
と
っ
て
西
洋
の
社
交
ダ
ン
ス
は

個
性
を
表
現
す
る
最
先
端
か
つ
重
要
な

手
段
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
西
洋
の
社

交
ダ
ン
ス
は
「
単
位
」
の
労
働
組
合
活

動
の
重
要
な
組
織
形
式
で
あ
り
、
当
時

の
女
性
の
社
交
習
慣
を
形
成
す
る
重
要

な
空
間
で
あ
っ
た
。

以
上
三
つ
の
原
因
を
合
わ
せ
て
考
え

る
と
、
親
密
か
つ
小
さ
な
交
友
関
係
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
ち
、
ダ
ン
ス
と
い

う
青
春
時
代
の
記
憶
を
持
つ
中
高
年
の

女
性
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
広

場
舞
の
中
心
的
な
参
加
者
そ
し
て
組
織

者
と
な
る
の
で
あ
る
。

初
期
の
ダ
ン
ス
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規

模
は
小
さ
か
っ
た
が
、
活
動
を
行
う
い

く
つ
か
の
条
件
は
既
に
そ
ろ
っ
て
い

た
。
ひ
と
つ
目
は
、
共
同
で
安
価
な
音

響
設
備
を
購
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二

つ
目
は
、
メ
ン
バ
ー
が
開
放
的
な
環
境

で
踊
る
こ
と
に
羞
恥
心
を
持
た
な
い
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
団
体
活
動
の
規

模
も
小
さ
い
も
の
か
ら
徐
々
に
拡
大

し
、
新
メ
ン
バ
ー
も
旧
メ
ン
バ
ー
の
交

友
関
係
や
自
発
的
な
加
入
を
通
し
て
増

加
し
て
い
っ
た
。「
単
位
」
と
「
農
村
」

と
い
う
開
放
空
間
に
お
け
る
人
付
合
い

の
習
慣
、
そ
し
て
同
じ
中
年
で
あ
る
と

い
う
共
通
点
、
そ
れ
ら
が
「
お
ば
ち
ゃ

ん
」
の
同
士
の
ス
ム
ー
ズ
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
役
立
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
広
場
舞
の
規
模
が
大
き
く
な
る
に

つ
れ
て
他
の
住
民
と
衝
突
を
起
こ
す
よ

う
に
な
る
と
、
退
職
し
た
「
お
ば
ち
ゃ

ん
」
は
陳
情
、
管
理
組
合
等
の
合
法
的

な
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
自
治
」
の
資
源
を

用
い
て
直
接
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
構
と
交
渉

し
、
自
分
た
ち
の
広
場
舞
活
動
を
保
護

す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

世
論
に
お
い
て
「
お
ば
ち
ゃ
ん
」
と

「
市
民
」
は
都
市
空
間
に
お
い
て
対
立

す
る
二
者
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
両

者
の
間
に
決
し
て
は
っ
き
り
と
し
た
区

別
は
存
在
し
て
い
な
い
。「
お
ば
ち
ゃ

ん
」
以
外
に
も
、
広
場
で
踊
っ
て
い
る

人
々
の
な
か
に
中
年
男
性
と
ま
す
ま
す

多
く
の
若
い
女
性
も
加
わ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
都
市
化
が
進
む
に
つ
れ
、
世

代
ご
と
に
分
か
れ
て
住
む
状
況
は
一
般

的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
両
親
と

同
じ
都
市
に
住
み
、
し
ば
し
ば
往
来
す

る
よ
う
な
生
活
方
式
は
八
〇
〜
九
〇
年

代
生
ま
れ
の
都
市
の
若
者
の
な
か
で
は

依
然
と
し
て
主
流
で
あ
る
。
中
国
の
大

多
数
の
女
性
は
結
婚
後
も
仕
事
を
続
け

る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
極
め
て
多
く

の
世
帯
が
両
親
と
同
居
す
る
か
両
親
の

家
の
近
く
に
住
む
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
家
事
と
育
児
の
負
担
を
軽
減

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

生
活
方
式
は
母
親
の
生
活
習
慣
が
娘
や

息
子
の
妻
に
受
け
継
が
れ
る
可
能
性
を

も
た
ら
す
。
広
場
舞
は
単
に
「
健
康
の

為
」
の
、
敷
居
の
極
め
て
低
い
日
常
の

運
動
方
式
で
あ
る
が
、仕
事
に
追
わ
れ
、

健
康
意
識
の
高
い
若
い
女
性
に
も
こ
れ

は
徐
々
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
ま
す
ま

す
多
く
の
「
非
お
ば
ち
ゃ
ん
」
が
広
場

舞
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
こ
と
は
、
広

場
舞
の
場
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る

も
の
が
ま
さ
に
真
の
「
市
民
」
空
間
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
。

（
ぱ
ん　

に
に
／
中
国
・
重
慶
大
学
人
文

社
会
科
学
高
等
研
究
院
講
師
）


