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タ
リ
ア（
21
）の
二
か
国
だ
け
で
あ
る
。

２
．
政
府
へ
の
信
頼
の
重
要
性

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
よ
れ
ば
、
政
府
へ
の
信

頼
の
有
り
無
し
は
、
政
府
が
国
民
と
の

関
係
を
ど
う
上
手
に
と
り
結
べ
る
か
を

左
右
し
、
各
種
の
政
策
が
意
図
さ
れ
た

と
お
り
の
成
功
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か

に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
３
。

　

令
和
の
時
代
の
我
が
国
は
、例
え
ば
、

平
成
か
ら
引
き
続
く
年
金
・
医
療
財
政

と
国
民
負
担
の
問
題
、
所
得
と
雇
用
に

お
け
る
格
差
の
拡
大
と
こ
れ
に
対
応
す

　

そ
れ
に
よ
る
と
、「
あ
な
た
は
お
国
の

政
府
を
信
頼
し
て
い
ま
す
か
」と
い
う

設
問
に「
は
い
」と
答
え
た
者
の
比
率
が

日
本
は
38
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
36
か
国
中

24
位
と
い
う
不
成
績
で
あ
っ
た
。
政
府

を
信
頼
し
て
い
る
国
民
が
４
割
に
満
た

な
い
と
い
う
衝
撃
的
な
数
字
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
加
盟
国
平
均
は
45
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
り
、
最
高
は
85
パ
ー
セ
ン

ト
の
ス
イ
ス
で
あ
る
。
Ｇ
７
の
国
を
見

る
と
、
カ
ナ
ダ（
61
パ
ー
セ
ン
ト
。
以

下
単
位
略
）、ド
イ
ツ（
59
）、イ
ギ
リ
ス

（
42
）、フ
ラ
ン
ス（
38
）の
順
で
あ
り
、日

本
よ
り
低
い
の
は
、ア
メ
リ
カ（
31
）、イ

１
．
あ
る
調
査
結
果

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ（
経
済
協
力
開
発
機
構
）

は
、
２
０
１
９
年
11
月
、
加
盟
国
政
府

総
覧
と
も
言
え
るGovernm

ent at a 
Glance 2019

を
公
表
し
た
１
。こ
れ
は
、

国
民
本
位（people-centered

）の
観
点

か
ら
各
国
の
政
策
と
制
度
運
営
の
改
善

の
状
況
を
指
標
化
し
分
析
し
て
情
報
提

供
し
、
政
府
の
改
革
を
促
す
意
図
の
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
政
府
へ
の
信
頼

度
の
国
際
比
較（
２
０
１
８
年
の

Gallup W
orld Poll

に
よ
る
も
の
）が

含
ま
れ
て
い
る
２
。

令
和
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

公
益
社
団
法
人　

全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議
会
顧
問

（
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
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Fairness

）及
び
⑥
国
民
を
巻
き
込
ん

だ
政
策
形
成（
政
策
が
ど
の
よ
う
な
考

え
方
に
基
づ
い
て
設
計
さ
れ
て
い
る
の

か
を
国
民
が
知
る
こ
と
は
信
頼
を
増
進

す
る
：Inclusive policy m

aking

）

を
挙
げ
て
い
る
５
。

　

前
記
「
政
策
面
で
の
政
府
の
力
量
」

の
要
因
は
こ
の
①
に
対
応
す
る
。
そ
し

て
、「
政
府
・
公
務
員
の
行
動
・
態
度

が
廉
潔
、・
誠
実
で
う
そ
隠
し
の
な
い

も
の
か
ど
う
か
」
の
要
因
は
②
か
ら
⑥

に
対
応
す
る
。

　

で
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
調
査
結
果
に
示

さ
れ
た
日
本
の
38
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う

数
字
に
は
こ
の
二
つ
の
要
因
が
ど
う
関

係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。そ
し
て
、

信
頼
度
の
数
字
を
上
げ
る
た
め
の
課
題

は
何
で
あ
ろ
う
か
。

４
．
日
本
の
数
字
は
な
ぜ
低
い

　
　

の
か

⑴ 　
「
政
策
面
で
の
政
府
の
力
量
」
に

つ
い
て
の
認
識

　

平
成
の
時
代
を
振
り
返
る
と
、
歴
代

も
の
か
ど
う
か（honesty

）に
つ
い
て

の
国
民
の
認
識
で
あ
る
４
。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
政
府
が
信
頼
の
確
保

の
た
め
に
注
力
す
べ
き
分
野
と
し
て
、

①
信
頼
性（
経
済
・
社
会
・
政
治
の
不

安
定
を
最
小
限
に
す
る
と
い
う
責
務
を

果
た
す
こ
と
は
信
頼
の
根
本
で
あ
る
：

Reliability

）、
②
行
き
届
い
た
適
切
な

対
応（
国
民
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
と
き
、
ど
う
い
う
経
験
を
す
る
か
が

信
頼
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
：

Responsiveness

）、
③
国
民
に
開
か

れ
た
行
政（
政
策
決
定
へ
の
国
民
の
参

画
や
必
要
な
情
報
の
適
切
な
公
開
・
提

供
の
推
進
は
信
頼
を
増
進
す
る
：

O
penness

）、
④
規
制
の
在
り
方
改
善

（
社
会
正
義
、
公
正
及
び
法
の
支
配
の

実
現
並
び
に
施
策
や
サ
ー
ビ
ス
実
施
の

た
め
の
規
制
を
適
正
な
内
容
の
も
の
に

す
る
こ
と
が
信
頼
に
つ
な
が
る
：

Better regulation
）、
⑤
廉
潔
さ
と

公
明
正
大
さ（
廉
潔
さ
は
信
頼
の
決
定

的
要
因
で
あ
り
、
政
府
が
清
潔
、
公
正

で
開
か
れ
た
存
在
で
あ
る
と
国
民
が
見

る
か
ど
う
か
を
決
め
る
：Integrity&

る
た
め
の
福
祉
・
税
制
の
在
り
方
問
題
、

ま
た
、
気
候
変
動
の
影
響
で
激
甚
化
し

た
災
害
に
備
え
る
た
め
の
公
共
イ
ン
フ

ラ
の
再
整
備
問
題
な
ど
、
そ
の
解
決
が

国
民
の
負
担
に
直
結
し
、
国
民
の
理
解

を
得
る
こ
と
が
す
べ
て
の
前
提
と
な
る

政
策
課
題
を
抱
え
て
い
る
。
令
和
の
時

代
に
お
い
て
は
、
国
民
の
政
府
へ
の
信

頼
と
い
う
要
素
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
重

要
と
な
る
。

　

政
府
を
信
頼
し
て
い
る
国
民
が
４
割

に
満
た
な
い
と
い
う
状
況
は
心
配
で
あ

る
。
我
が
国
の
数
字
を
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均

を
上
回
る
も
の
に
引
き
上
げ
、
で
き
れ
ば

ド
イ
ツ
並
み
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
．
政
府
へ
の
信
頼
の
決
定
要
因

　

政
府
へ
の
信
頼
は
、
大
き
く
二
つ
の

要
因
に
影
響
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
一

つ
は
、
政
策
の
成
果
と
い
う
か
た
ち
で

表
わ
れ
る
政
府
の
力
量（com

petence

）

に
関
す
る
国
民
の
認
識
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
政
府
・
公
務
員
の
行
動
・
態

度
が
廉
潔
、
誠
実
で
う
そ
隠
し
の
な
い
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げ
て
、
そ
の
信
頼
感
を
評
価
し
て
も
ら

う
も
の
で
あ
る（
２
０
１
９
年
10
月
実

施
）。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
5
段
階
で
の
評
点

は
、
自
衛
隊（
３
・
８
）、
医
療
機
関（
３
・

７
）、警
察（
３
・
４
）、裁
判
官（
３
・
３
）、

銀
行（
３
・
３
）、
教
師（
３
・
１
）、
大

企
業（
３
・
０
）、
マ
ス
コ
ミ
・
報
道
機

関（
２
・
６
）の
順
に
高
い
。
そ
し
て
、

官
僚（
２
・
６
）、
国
会
議
員（
２
・
５
）

へ
の
信
頼
感
は
低
い
。
政
府
へ
の
信
頼

の
低
さ
が
別
の
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い

る
感
が
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
そ
の
こ

と
で
は
な
く
、
回
答
者
が
日
常
の
接
触

な
ど
を
通
じ
て
そ
の
活
動
や
社
会
へ
の

貢
献
の
実
感
を
持
っ
て
い
る
職
種
の
数

字
が
お
し
な
べ
て
高
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
活
動
等
の
実
感
が
ど
れ
ほ
ど

あ
る
か
が
信
頼
感
の
数
字
を
左
右
す
る

こ
と
を
示
唆
す
る
。「
国
会
議
員（
以
下
、

本
稿
で
は
「
政
治
家
」
と
い
う
。）」「
官

僚
」
に
つ
い
て
は
、
そ
う
い
う
実
感
が

持
ち
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
だ

け
で
数
字
は
低
い
方
に
流
れ
る
。

い
。「
政
策
面
で
の
政
府
の
力
量
」
が

政
府
へ
の
信
頼
の
数
字
を
低
く
す
る
強

い
動
因
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
受

け
ら
れ
な
い
。

⑵ 　
「
政
府
・
公
務
員
の
行
動
・
態
度
」

に
つ
い
て
の
認
識

　

で
は
、「
政
府
・
公
務
員
の
行
動
・

態
度
が
廉
潔
、
誠
実
で
う
そ
隠
し
の
な

い
も
の
か
ど
う
か
」
の
認
識
と
い
う
要

因
が
、
政
府
へ
の
信
頼
の
数
字
を
低
く

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
を

出
す
前
に
、
一
つ
見
て
お
き
た
い
も
の

が
あ
る
。

（
認
識
形
成
の
難
し
さ
）

　

政
府
へ
の
信
頼
に
関
係
す
る
別
の
興

味
あ
る
調
査
と
し
て
、
一
般
財
団
法
人

中
央
調
査
社
が
２
０
１
９
年
11
月
に
公

表
し
た
「
議
員
、
官
僚
、
大
企
業
、
警

察
等
の
信
頼
感
」
調
査
が
あ
る
６
。
こ

の
調
査
は
、
無
作
為
抽
出
の
個
別
面
接

に
よ
り
、
国
会
議
員
、
官
僚
、
マ
ス
コ

ミ
・
報
道
機
関
、
銀
行
、
大
企
業
、
医

療
機
関
、
警
察
、
自
衛
隊
、
教
師
を
あ

の
政
権
は
、
冷
戦
の
終
焉
、
領
土
問
題
、

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
、
少
子
高
齢
化
と

現
役
世
代
の
減
少
の
も
と
で
の
財
政
・

税
制
の
切
り
回
し
、「
限
界
集
落
」
と

い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
過
疎
化
の
一

層
の
進
展
な
ど
、
激
変
す
る
環
境
の
も

と
で
様
々
な
政
策
課
題
の
解
決
に
当

た
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
各
種

世
論
調
査
が
政
府
へ
の
期
待
の
ト
ッ
プ

に
あ
げ
る
も
の
は
、
一
貫
し
て
景
気
対

策
で
あ
る
。
国
民
は
政
府
の
力
量
を
最

終
的
に
は
経
済
で
測
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
経
済
は
バ
ブ
ル
崩
壊
以
来
低
成

長
が
続
き
、
デ
フ
レ
脱
却
も
は
か
ば
か

し
く
な
い
な
ど
課
題
を
抱
え
続
け
て
き

た
。
た
だ
、
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
自

体
は
国
際
的
に
極
端
に
見
劣
り
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
現
在
、
経
済
は
戦
後
最

長
に
並
ぶ
景
気
回
復
期
に
あ
る
。
安
倍

内
閣
総
理
大
臣
の
在
任
期
間
は
憲
政
史

上
最
長
と
な
っ
た
。
そ
の
支
持
率
は
、

小
泉
内
閣
時
代
に
匹
敵
す
る
レ
ベ
ル
に

あ
る
。

　

国
民
に
政
府
の
政
策
運
営
に
つ
い
て

決
定
的
な
疑
問
が
あ
る
と
は
見
え
な
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う
そ
隠
し
の
な
い
も
の
か
ど
う
か
」
に

関
す
る
認
識
に
影
響
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
り
、
そ
れ
が
、
政
府
へ
の
信
頼
の

数
字
を
低
く
し
て
い
る
こ
と
が
十
分
考

え
ら
れ
る
。

（「
開
か
れ
た
政
府
」へ
の
改
革
の
遅
れ
）

　

他
方
、
平
成
の
時
代
に
は
、
行
政
手

続
法（
１
９
９
３
年
。
そ
の
後
２
０
０

５
年
改
正
で
政
令
、
省
令
な
ど
の
制
定

に
当
た
っ
て
の
意
見
公
募
手
続
導
入
）、

行
政
情
報
公
開
法（
１
９
９
９
年
）、
国

家
公
務
員
倫
理
法（
１
９
９
９
年
）、
政

策
評
価
法（
２
０
０
１
年
）、
公
文
書
管

理
法（
２
０
０
９
年
）の
制
定
な
ど
一
連

の
制
度
改
革
が
行
わ
れ
た
。い
ず
れ
も
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
政
府
へ
の
信
頼
の
確
保
の

た
め
に
注
力
す
べ
き
と
す
る
分
野
に
含

ま
れ
る
も
の
で
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の

多
く
で
は
ひ
と
昔
ふ
た
昔
前
に
実
行
済

み
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
制
度
改
革
は
、「
公
正
の

確
保
と
透
明
性
」「
政
府
の
有
す
る
そ

の
諸
活
動
を
国
民
に
説
明
す
る
責
務
」

「
職
務
に
関
す
る
倫
理
の
保
持
」
等
を

改
革
に
お
け
る
内
閣
機
能
の
強
化
や
２

０
１
４
年
の
国
家
公
務
員
法
改
正
に
よ

る
幹
部
公
務
員
任
用
制
度
の
改
革
な

ど
、
い
わ
ゆ
る
「
政
治
主
導
」、
あ
る

い
は
「
官
邸
主
導
」
と
言
わ
れ
る
政
策

形
成
及
び
運
営
が
進
ん
だ
。
こ
れ
ら
改

革
は
、
い
わ
ゆ
る
縦
割
り
行
政
を
打
破

し
、
政
策
の
総
合
性
・
統
一
性
を
高
め

て
、
よ
り
国
民
本
位
の
メ
リ
ハ
リ
の
あ

る
行
政
が
可
能
に
な
る
と
い
う
点
で
評

価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、そ
の
後
の
経
過
に
お
い
て
、

例
え
ば
、
内
閣
府
や
内
閣
官
房
の
部
局

や
民
間
有
識
者
に
よ
る
助
言
機
関
な
ど

が
増
大
・
複
雑
化
し
、
政
策
形
成
過
程

が
国
民
に
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
と

の
指
摘
が
出
て
き
た
７
。
一
時
期
出

回
っ
た
「
忖
度
」
と
い
う
こ
と
ば
も
そ

の
よ
う
な
環
境
が
関
連
し
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

い
き
お
い
、
報
道
機
関
が
そ
う
し
た

状
況
を
取
り
上
げ
る
機
会
も
多
か
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
か
ら
国
民
に
形

成
さ
れ
た
「
評
判
」
が
、「
政
府
・
公

務
員
の
行
動
・
態
度
が
廉
潔
、
誠
実
で

　

加
え
て
、「
実
感
」
を
持
て
な
い
「
政

治
家
」「
官
僚
」
に
つ
い
て
も
回
答
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
回
答
者
は
よ
り

ど
こ
ろ
を
他
に
さ
が
す
だ
ろ
う
。
そ
の

場
合
、マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道（
多

く
の
場
合
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ

る
）な
ど
か
ら
形
成
さ
れ
る
「
評
判
」

の
よ
う
な
も
の
が
「
実
感
」
の
代
わ
り

に
な
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ

れ
が
数
字
を
低
く
す
る
要
因
に
な
る
。

（
政
府
に
つ
い
て
の「
実
感
」と「
評
判
」）

　

こ
れ
は
、「
政
府
・
公
務
員
の
行
動
・

態
度
が
廉
潔
、
誠
実
で
う
そ
隠
し
の
な

い
も
の
か
ど
う
か
」
に
つ
い
て
の
国
民

の
認
識
の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
重
要

で
あ
る
。
そ
う
し
た
行
動
・
態
度
と
い

う
も
の
に
つ
い
て
、多
く
の
国
民
は「
実

感
」
を
持
た
な
い
。
こ
の
た
め
、
こ
の

要
因
に
つ
い
て
は
、
各
種
の
報
道
等
か

ら
形
成
さ
れ
た
「
評
判
」
の
よ
う
な
も

の
が
国
民
の
認
識
形
成
を
左
右
す
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
前
提
に
立
っ
て
、
平
成
の
時
代

を
見
る
と
、
２
０
０
１
年
の
中
央
省
庁
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の
数
字
を
改
革
の
先
行
し
定
着
し
て
い

る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
に
及
ば
な
い
低
い
も

の
に
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

５
．
信
頼
を
高
め
る
た
め
の
課
題

　

我
が
国
に
お
け
る
政
府
へ
の
信
頼
に

つ
い
て
は
、「
政
府
・
公
務
員
の
行
動
・

態
度
が
廉
潔
、
誠
実
で
う
そ
隠
し
の
な

い
も
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
要
因
に
お

い
て
問
題
が
あ
り
、
対
応
が
求
め
ら
れ

る
。
ま
ず
、「
評
判
」
へ
の
対
策
が
必

要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
政
府
に
お

け
る
政
策
の
形
成
・
設
計
に
当
た
っ
て
、

政
治
家
の
意
思
と
公
務
員
の
専
門
性
と

の
健
全
な
調
和
の
下
に
、
国
民
の
目
が

届
く
か
た
ち
で
の
し
っ
か
り
し
た
議
論

の
プ
ロ
セ
ス
を
尽
く
す
こ
と
に
真
剣
な

努
力
を
注
ぐ
こ
と
で
あ
る
。

　
「
実
感
」
へ
の
対
策
も
必
要
で
あ
る
。

当
面
、
先
に
見
た
「
開
か
れ
た
政
府
」

へ
の
一
連
の
制
度
改
革
に
つ
い
て
、
そ

の
求
め
る
と
こ
ろ
に
沿
っ
て
公
務
員
の

意
識
と
行
動
が
完
全
に
刷
新
さ
れ
、
政

府
と
国
民
と
の
距
離
が
格
段
に
縮
ま
っ

に
関
す
る
総
務
省
調
査
結
果
で
は
、「
各

調
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
概
ね
適
切
に

運
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
」
と

し
つ
つ
、
三
つ
の
事
項
に
つ
い
て
、「
一

部
に
改
善
を
要
す
る
も
の
も
み
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
今
後
、
各
府
省
へ
の
改
善

通
知
の
発
出
及
び
職
員
へ
の
研
修
を
通

じ
て
法
の
趣
旨
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と

に
よ
り
改
善
を
図
る
こ
と
と
す
る
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
８
。
意
見
公
募
手
続

は
、
国
民
の
政
策
意
思
決
定
へ
の
参
画

を
進
め
る
も
の
で
、
政
府
と
国
民
と
の

距
離
を
縮
め
、
信
頼
増
進
に
プ
ラ
ス
と

な
る
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
ま

だ
ま
だ
課
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
他
の
分
野

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
「
開
か
れ
た
政
府
」
の
進
展
は
ま
だ

ま
だ
十
分
で
は
な
い
。そ
の
た
め
、「
政

府
・
公
務
員
の
行
動
・
態
度
が
廉
潔
、誠

実
で
う
そ
隠
し
の
な
い
も
の
か
ど
う

か
」に
つ
い
て
判
断
で
き
る「
実
感
」を

国
民
が
持
つ
に
至
ら
ず
、依
然
と
し
て

「
評
判
」か
ら
認
識
が
形
成
さ
れ
る
構
造

に
な
っ
て
い
る
。そ
の
こ
と
が
、信
頼
度

目
的
に
掲
げ
た
。
そ
れ
は
、
通
俗
的
な

意
味
で
の
「
よ
ら
し
む
べ
し
、
し
ら
し

む
べ
か
ら
ず
」
の
政
府
を
「
開
か
れ
た

政
府
」
に
変
え
、
政
府
・
公
務
員
の
活

動
と
そ
の
公
正
さ
、
適
正
さ
、
適
切
さ

の
如
何
が
国
民
の
目
に
見
え
や
す
い
も

の
に
す
る
改
革
で
あ
っ
た
。

　

政
府
へ
の
信
頼
度
の
認
識
形
成
の
議

論
に
立
ち
返
る
と
、こ
れ
ら
の
改
革
は
、

「
政
府
・
公
務
員
の
行
動
、態
度
が
廉
潔
、

誠
実
で
う
そ
隠
し
の
な
い
も
の
か
ど
う

か
」
の
要
因
に
関
す
る
国
民
の
判
断
を

「
実
感
」
に
基
づ
く
も
の
に
し
、
往
々

に
し
て
悪
い
も
の
で
あ
る
「
評
判
」
に

影
響
さ
れ
に
く
い
も
の
に
す
る
は
た
ら

き
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
改
革
が
進
展
す
る
こ
と
で
、

政
府
へ
の
信
頼
度
の
数
字
が
上
が
り
、

改
革
が
先
行
す
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
レ

ベ
ル
に
到
達
し
た
と
し
て
も
決
し
て
不

思
議
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
現
実
に
は
、
改
革
の
進
展

度
合
い
を
例
え
ば
行
政
手
続
法
で
見
る

と
、
そ
の
施
行
状
況
に
関
す
る
直
近
２

０
１
９
年
３
月
公
表
の
意
見
公
募
手
続
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信
頼
の
「
接
点
」
に
あ
る
行
政
相
談

委
員
の
皆
様
の
役
割
は
令
和
の
時
代
に

お
い
て
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
る
。
政
府

と
国
民
と
の
距
離
を
縮
め
、
真
に
国
民

本
位
の
信
頼
さ
れ
る
行
政
を
実
現
す
る

こ
と
に
引
き
続
き
の
お
力
添
え
を
い
た

だ
く
こ
と
を
切
望
し
て
や
ま
な
い
。

と
「
接
点
」
は
、
実
は
一
部
存
在
し
て

い
る
。
行
政
相
談
委
員
制
度
で
あ
る
。

行
政
相
談
委
員
は
、
国
民
か
ら
の
苦
情

相
談
に
つ
い
て
「
役
所
と
国
民
の
間
に

立
っ
て
、
双
方
の
信
頼
と
尊
敬
を
受
け

な
が
ら
、
自
ら
の
責
任
で
そ
の
解
決
に

奉
仕
す
る
」（
１
９
６
６
年
第
51
回
国

会
行
政
相
談
委
員
法
案
提
案
理
由
）特

別
な
地
位
の
職
で
あ
る
。

　

行
政
相
談
委
員
の
制
度
は
、
そ
の
創

設
に
よ
り
、
昭
和
の
時
代
に
お
い
て
す

で
に
、政
府
と
国
民
と
を
結
ぶ
新
た
な
、

か
つ
特
別
な
「
回
路
」
を
開
い
た
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
回
路
の
入
り

口
す
な
わ
ち
「
接
点
」
に
あ
る
行
政
相

談
委
員
と
の
対
話
と
苦
情
相
談
の
解
決

を
通
じ
て
、
回
路
の
先
に
あ
る
政
府
の

「
廉
潔
、
誠
実
で
う
そ
隠
し
の
な
い
行

動
・
態
度
」
を
国
民
が
「
実
感
」
す
る

こ
と
に
よ
り
政
府
へ
の
信
頼
が
育
ま
れ

て
い
る
。
行
政
相
談
委
員
は
そ
の
特
別

な
立
場
と
奉
仕
の
精
神
に
基
づ
く
活
動

を
通
じ
て
、
国
民
の
政
府
へ
の
信
頼
を

つ
く
り
上
げ
る
こ
と
に
重
要
な
貢
献
を

し
て
い
る
。

て
き
た
こ
と
を
国
民
に
実
感
し
て
も
ら

え
る
よ
う
、
徹
底
し
た
努
力
を
傾
注
す

る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
例
え

ば
、「
行
き
届
い
た
適
切
な
対
応
」
な

ど
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
示
す
信
頼
確
保
の
た
め

の
行
動
分
野（
前
記
３
）を
参
照
し
つ

つ
、
国
民
と
政
府
と
の
関
係
を
改
め
て

見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
政
府
と
国
民
の
間
を
つ
な
ぐ

「
回
路
」
を
し
っ
か
り
し
た
も
の
に
し

て
、
国
民
と
の
「
接
点
」
を
も
っ
と
増

や
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ど
の
「
接
点
」
か
ら
も
、
政
府
・
公
務

員
が
「
廉
潔
、
誠
実
で
う
そ
隠
し
の
な

い
行
動
・
態
度
」
を
目
指
し
、
実
現
し

て
い
る
様
子
を
国
民
が
見
て
取
れ
る
状

況
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
強
い

「
実
感
」
を
も
た
ら
し
、
政
府
へ
の
信

頼
を
確
実
な
も
の
と
す
る
。

６
．
令
和
の
時
代
の
行
政
相
談

　
　

委
員

　

そ
の
よ
う
な
政
府
と
国
民
の「
回
路
」
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