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的
、
引
市
的
枠
組
み
で
諮
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
い
ま
や
安
全
保
附
は
人
間
の
レ

ベ
ル
か
ら
出
設
に
と
ら
え
ら
れ
、
市
和
の

叩
世
氏
を
支
え
る
環
境
、
続
出
川
、
社
会
、
文

化
、
他
阪
な
ど
、
町
曲
目
的
な
怠
昧
内
容
を

市
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
あ
」。

従
米
の

枠
組
み
の
中
で
は
、
も
は
や
「
対
従
療
法

に
し
か
な
ら
な
い
」
よ
う
な
烈
凶
が
次
々

と
山
て
き
て
い
る
か
ら
だ
。

一
方
で
、
危
機
の
予
測
も
燥
し
く
な
っ

て
い
る
。

「人
間
の
予
測
・
限
作
司
惚
れ

が
徐
々
に
だ
が
、
柳
川
町
先
に
阪
下
し
て
い

る
」
と
、
京
都
大
続
出
別
研
均
所
の
佐
和
隙

光
所
長
は
指
摘
す
る
。

「ひ
と
昔
前
な
ら

め
て

「安
ん
と
と
は
何
か
、
が
い
ま
問
わ

れ
て
い
る
。

「
そ
も
そ
も
安
全
や
、
安
会
保
障
の
慨

念
日
休
が
、
い
ま
大
き
く
捕
ら
い
で
い
る

ん
で
す
」
と
、
国
学
院
大
経
済
学
部
の
古

沢
広
祐
教
授
は
一
言
う
。
「
か
つ
て
安
全
保

隙
と
い
え
ば
冷
戦
構
造
を
背
民
に
、
政
治

ベ
ッ
ド
の
岐
に
コ
ピ
l
股
が
な
け
れ

ば
、
本
棚
の
下
敷
き
に
な
っ
て
死
ん
で
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
西
宮
市
夜
住
の
作
家

日

一
・
小
旧
安
さ
ん
は
、
阪
神
大
震
災
の
被
災

3
一
体
験
か
ら
「
人
問
が
安
心
し
て
住
め
る

月
一
一
関
」
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
い
る
。

8
=

「
安
全
」
の
基
本
は
非
暴
力
だ
、
と
小

年
一
一
回
さ
ん
は
言
う
。
「
山
を
削
り
、
海
を
即
一

氾

一
め
立
て
、
超
高
間
ビ
ル
を
建
て
る
。
そ
う

前
一
し
た
乱
開
発
に
よ
る
暴
力
的
な
町
づ
く
り

引

が

、
地
震
で
多
く
の
『
難
死
』
者
を
出
し

e
た
。
安
全
な
町
の
条
件
と
は
、
人
聞
が
歩

ゆ

く
ζ
と
を
優
先
さ
せ
た
巡
、
次
に
白
転
車

れい

一
専
用
の
辺
が
あ
る
こ
と
だ
。
建
物
は
周
り

を
木
に
閉
ま
れ
、
地
に
し
っ
か
り
と
足
の

つ
い
た
一
一
一
、
凹
附
建
て
ぐ
ら
い
が
い
い
」

戦
後
「
殺
す
な
」
の
以
似
を
主
被
し
続

け
て
き
た
小
川
さ
ん
だ
が
、
門
川
辺
は
「
む

し
ろ
川
が
川
で
も
『
秘
さ
れ
て
は
忽
ら
な

い
』
と
い
う
例
以
が
ト
〈
引
だ
」
と
、
思

う
。
「
「
す
ゐ
~
附
で
な
く

『さ
れ
る
』

側
か
ら

ηえ
る
、
と
い
う
こ
と
円
安
全
も

全
く
同
じ
だ
」
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従
来
の
枠
組
み
で
は
語
れ
ず

大
震
災
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
市
件
、
そ
し

て
O
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1
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京

川
小
純
な
モ
デ
ル
や
引
算
式
で
か
な
り
の
限

か
ら
し
さ
が
得
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
病
気

で
も
、
経
済
で
も
、
予
間
山
も
し
な
い
『
他

け
也
が
山
て
く
る
。
不
問
か
長
引
い
て

い
る
の
も
、
政
仰
の
傑
作
可
飽
性
が
圧
倒

的
に
低
下
し
た
一
一
副
れ
だ
」
と
い
う
。

安
全
の
中
身
が
変
わ
り
、
危
機
の
予
測

も
献
し
く
な
っ
て
い
る
以
別
に
川
え
、
日

本
人
の
「
危
段
位
則
」
の
M
M
さ
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

一
氏
一
日
工
楽
大
の
橋
爪
大
一
三
郎
教
授
(
社

会
内
寸
)
は
「
危
機
と
は
状
況
が
変
化
す
る

こ
と
、
つ
ま
り
過
去
の
合
恵
が
漉
さ
れ
る

と
と
で
す
。
と
と
ろ
が
、
日
本
社
会
の
合

と
師
川
川
さ
ん
は
言
う
。
「
ま
ず
、
自
分
で

日
分
を
守
る
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
京
本
で

す
。
次
に
家
族
が
家
肢
を
、
地
局
か
地
域

を
、
そ
し
て
悶
が
悶
を
守
る
。
と
こ
ろ
が

日
本
人
に
は
、

ζ
の
順
序
の
感
覚
が
な

い
。
刊
か
起
こ
る
と
す
べ
て
人
の
せ
い
、

附
の
せ
い
に
し
、
守
ら
れ
る
と
い
う
伺
点

が
あ
っ
て
も
、
守
る
と
い
う
窓
識
が
な

一
庁
、
ぷ
一
一
五
許
論
家
で
明
治
学
院
大
教

授
の
竹
山
背
制
さ
ん
は
、
先
巡
悶
な
ど
で

は
そ
も
そ
も
安
全
に
対
す
る
人
々
の
考
え

方
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
、
と
指
慨
す

る
。
「
人
間
の
経
済
的
、
政
治
的
行
為
を

い
吋
一
一
川

危

機

が

多

様

化

し

複

雑

に

……一

「個
」
と
「
社
会
」
見
直
す
時

思
は
、
集
聞
の
門
か
れ
た
特
定
の
状
削
を

日
明
の
一
川
促
と
受
け
取
る
こ
と
か
ら
山
発

し
て
い
る
か
ら
、
白
川
協
の
可
抽
出
性
宅
本
能

的
一
比
出
れ
る
つ
忽
れ
あ
か
ら
、
そ
れ
を
-
-一

応
~比
し
て
川
氾
す
-
の
こ
と
ら
で
き
れ
い
」

と
「
川
す
。
そ
の
う
え
「
山
い
り
の
ト〈
多
吹
の

同
で
は
、
他
人
む
他
川
も
削
れ
仙
川
な
の

だ
、
と
い
う
一
円
以
訓
が
あ
る
。
だ
が
、
日
本

人
は
同
じ
人
川
な
の
だ
か
ら
品
せ
は
わ
か

る
、
友
人
ー
も
阿
川
市
に
了
日
比
入
る
、
と
川
沿
っ

て
い
る
の
お
人
よ
し
な
ん
で
す
一
と
、
一
似

し
い
。「

衣
食
住
」
は
満
た
さ
れ
て

「
安
全
に
も
ル
ー
ル
や
川
一
山
が
あ
る
」

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
で
、
残
留
サ
リ
ン
力

ス
の
除
去
に
向
か
う
東
京
消
防
庁
化
学
機

動
中
隊
員
。
新
し
い
形
の
汚
威
に
、
日
本

中
が
お
の
の
い
た
H
M川作
1
川
山
川
、
山
川
'

km干
代
川
M

門で

規
定
す
る
副
会
の
下
部
時
造
と
い
え
ば
、

什
は
火
食
川
、
食
べ
る
こ
と
や

-rを
作
み

行
て
る
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
っ
と
こ
う
が

山
代
村
人
心
、
刊
に
九
巡
川
で
は
円
相
本
的
な

と
こ
ろ
は
も
う
糾
た
さ
れ
て
い
る
の
そ
こ

で
つ
」
一口
ス
と
友
人
1
』
が
力
仰
や
的
刊
以
な

ど
の
刈
伐
に
な
っ
て
い
ゐ
一
と

γ
っ。

エ
口
ス
と
は
U
い
協
問
え
れ
ば
伏
迎
さ
、

使
間
さ
、

hA
Uち
よ
さ
、
新
し
さ
で
あ

る
q

「
人
々
が
こ
う
し
た
ら
の
に
と
ん
と

ん
向
か
っ
て
い
る
の
そ
れ
と
対
に
な
っ
て

安
全
も
あ
ゐ
n

ハ
は
山
K
A
F
と
い
え
ば
日
己

緋
仰
の
た
め
だ
っ
た
が
、
い
ま
は
よ
り
袋

入
:
に
、
山
叫
ん
れ
に
、
レ
」
山
川
収
不
一
川
慌
に
も
す

る
こ
と
に
内
か
っ
て
い
る
」

λμ
災
P
0
1
5
7の
ニ
コ
ー
ス
に
H

K
小
が
パ
ニ
ソ
ク
に
な
ゐ
内
げ
な
ら
川
ぎ

ょ，
つ
が
な
い
、

し」川
U
わ
れ
て
い
た
災
川
な

ど
も

J
川
と
か
仰
ぎ
ょ
う
が
あ
る
は
寸
ι

と
・
り
い
い
r
ら
だ
。
い
ろ
い
る
な
似
険
が

川
た
り
、
川
出
川
附
グ
ッ
ズ
や
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

文
化
国
家
日
本
の
創
造

橋
瓜
た
↓
一

文
化
は
大
事
だ
と
、

だ
が
、
心
底
そ
う
思
っ
て
い
る
日
本
人
が
、

な
ぜ
な
の
か
っ

「
文
化
が
大
事
」
と
言
っ
て
も
、

で
も
中
心
な
の
だ
。

f21世紀に生きる』

fタ9oーヱア
し1 は

O 戦

後
五
O 
年

そ
し
て
、

誰
も
が
口
で
は
そ
う
言
う
。

郎

た
く
さ
ん
い
る
と
立
冨
じ
こ
く
i

D

(
↑

l
《

ぱ

そ
れ
は
生
活
の
う
る
お
い
と
い
う
意
味
。
文
化
は
添
え
も
の
、

誰
も
が
そ
う
思
っ
た
か
ら
こ
そ
、

ふ
と
我
に
か
え
れ
ば
、

生
活
を
支
え
て
い
る
の
は
、

経
済
で
あ
る
。

経
済
大
国
へ
の
道
を
ひ
た
走
っ
て
き
た
。

文
化
は
大
事
だ
と
言
っ
て
み
る
。
た
か
だ
か
、

経
済
大
国
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

っ
さ
き
に
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、

そ
こ
で
、

日
本
は
、

生
活
が
あ
く
ま

ひ
た
走
っ
て
、

そ
の
程
度
の
こ
と
な
の
で
あ
る
D

い
や
、

と
こ
か
む
な
し

だ
か
ら
こ
そ
、

三
番
目
か
五
番
目
に
で
も
考
え
れ
ば
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

文
化
が
み
す
ぼ
ら
し
い
。
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文
化
は
ま

だ
か
ら
大
学
は

• 

ブ
な
ど
が
は
や
る
の
も
同
じ
乙
と
で
あ

る。
竹
山
さ
ん
は
「
こ
れ
は
廿
柄
本
的
に
は
社

会
全
体
の
生
活
条
件
が
向
尽
く
な
っ
て
い
る

い
い
兆
候
だ
」
と
み
る
。
だ
が
、
安
全
も

エ
ロ
ス
も
そ
の
す
品
質
は
「
も
っ
と
、
も
っ

と
」
。
つ
ま
り
「
あ
て
ど
が
な
く
、
こ
こ

ま
で
平
に
い
れ
れ
ば
大
丈
夫
、
と
い
う
逮

一

成
感
が
な
い
。
し
か
も
一
度
あ
る
レ
ベ
ル
一

に
上
が
る
と
後
戻
り
が
で
き
ず
、
落
後
す
一

る
恐
れ
が
常
に
つ
き
ま
と
う
」
問
題
点
が

あ
る
。セ

缶
つ
に
「
安
全
や
エ
ロ
ス
を
追
求
す
る

社
会
は
、
ま
だ
『
生
存
』
と
い
う
謀
本
的

な
下
部
梢
造
を
必
死
に
追
求
し
て
い
る
社

会
に
対
し
て
、
後
ろ
め
た
さ
や
負
い
目
が

あ
る
」
。
経
済
的
に
貸
し
い
附
は
、
せ
っ

ば
つ
ま
れ
ば

「峨
争
を
レ
て
で
も
が
ん
ば

ろ
う
」
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。

「下
部

開
造
の
伐
の
格
差
が
開
け
ば
聞
く
ほ
ど
、

住
界
全
体
の
安
全
が
熊
レ
く
な
る
」
と
、

竹
田
さ
ん
は
み
る
。

「
ひ
と
り
よ
が
り
」
脱
却
を

役
川
山
り
が
で
き
な
い
な
ら
、

ーこ
う
す
れ

ば
よ
い
の
か
η

竹
川
さ
ん
は
一
エ
ロ
ス
と

友
人
し
の
山
口
出
」
を
も
っ
必
版
社
を
必
く
。

「
他
人
を
利
川
し
、

川
分
だ
け
が
ん
地
内
ち

い
い
、
友
人
ー
だ
、
と
い
O
の
と
は
あ
て
ど

が
な
く
、
う
し
ろ
め
た
い
。
お
金
さ
え
山

一

世
ば
安
全
が
は
え
る
、
と
い
う
問
中
司
令
に
な

っ
て
く
る
と
、
公
然
は
ひ
と
り
よ
が
り
に

な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
の
社
会
の
成

口
す
べ
て
の
安
全
の
レ
ベ
ル
モ
上
げ
て
い

く
、
そ
う
し
た
一
般
的
な
条
川
け
と
し
て
安

A
L
を
汚
え
て
い
か
な
い
と」
n

つ
ま
り
、

エ
ロ
ス
や
山
叫
ん
I

の
「
村
会
他
一
だ
っ

弘
た
に

J

の
求
め
る
「
小
叫
ん
ト
」
と
は
刊

か
。
「
も
っ
と
、
も
っ
と
」
か
ら
、
少
し

以
ち

tJま
っ
て
ろ
え
て
み
る
川
一に
き
て
い

占
却
。

(大
原
悦
子
)

H
お
わ
り

日
本
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オ
ン
ボ
ロ
に
な
り
、
教
育
は
荒
廃
し
、
そ
れ
を
誰
も
不
思
議
だ
と
思
わ
な
い
。

* 

文
化
と
は
、
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
。

文
化
と
い
う
場
合
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
意
味
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
は
、
高
級
文
化
(
ハ
イ
・

カ
ル
チ
ャ
ー
)
と
い
う
意
味
。
芸
術
や
宗
教
、
科
学
な
ど
の
、
い
か
に
も
「
文
化
」
と
い
っ
た
活
動
が
こ
れ
に
あ
た

る
。
第
二
は
、
と
に
か
く
人
間
の
行
動
パ
タ
ー
ン
と
い
う
意
味
。
文
化
人
類
学
が
、
そ
れ
ま
で
の
文
化
の
概
念
を
拡

張
し
て
、
用
い
た
言
い
方
で
あ
る

日
本
語
で
「
文
化
」
と
言
え
ば
、
ふ
つ
う
は
、
前
者
(
高
級
文
化
)
の
意
味
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
日
本
は
、
世
界
的
に
見
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
文
化
を
そ
な
え
て
い
た
。
け
れ
ど
も
明
治
の
人
び
と
は
、

欧
米
世
界
と
接
触
し
て
み
て
、
自
分
た
ち
の
文
化
な
ど
欧
米
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
「
文
化
」
の
名
に
値
し
な
い
こ

と
を
発
見
し
た
。
(
そ
の
こ
ろ
、
「
異
文
化
を
大
事
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
く
れ
る
、
文
化
人
類
学
な
ど
と
い
う

学
問
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
だ
o
)

そ
こ
で
彼
ら
は
、
チ
ヨ
ン
マ
ゲ
を
切
り
、
肉
を
食
べ
、
洋
服
を
着
、
学
校
を
建
て
、

軍
隊
を
作
り
、
法
律
や
科
学
技
術
を
せ
っ
せ
と
西
洋
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
し
た
。

そ
の
選
択
は
正
し
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
た
め
に
日
本
人
は
、
自
分
た
ち
の
文
化
は
価
値
が
な
く
、

恥
ず
べ
き
も
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
歌
葬
伎
や
能
や
、
茶
道
や
生
花
や
舞
踊
や
、
キ
モ
ノ
や
寿
司

や
日
本
庭
園
ゃ
、
:
:
:
外
国
人
に
「
ワ
ン
ダ
フ
ル
」
と
言
っ
て
も
ら
え
た
も
の
は
、
そ
う
か
な
あ
と
思
う
。
そ
れ
以

外
は
、
文
化
の
う
ち
に
入
ら
な
い
の
で
あ
る
D

日
本
に
は
、
自
分
た
ち
の
基
準
で
日
本
の
文
化
を
-評
価
す
る
仕
組
み
が
な
い
。
絵
画
で
も
音
楽
で
も
学
問
の
世
界

に
も
、
国
内
巨
匠
、
囲
内
大
家
が
ひ
し
め
い
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
家
元
と
同
じ
で
実
力
が
な
く
、
国
際
的
に

ま
っ
た
く
通
用
し
な
い
。

一
方
若
手
は
、
ど
ん
な
に
よ
い
仕
事
を
し
て
も
、
外
国
で
賞
で
も
取
ら
な
い
限
り
認
め
ら

れ
な
い
。
基
準
を
外
国
(
西
洋
)
に
置
い
た
ま
ま
だ
か
ら
、
日
本
で
誰
か
が
創
造
的
な
仕
事
を
す
る
な
ど
、
考
え
て

も
い
な
い
の
だ
。* 

文
化
と
は
、
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
。

文
化
と
は
、
生
き
る
に
値
す
る
人
生
の
ス
タ
イ
ル
の
こ
と
だ
。

日
本
人
一
人
ひ
と
り
が
、
自
分
の
人
生
の
ス
タ
イ
ル
を
大
事
に
、
そ
れ
に
自
信
を
持
つ

こ
と
。
そ
こ
か
ら
、
す
べ

て
が
始
ま
る
。

そ
の
う
え
で
、
政
府
も
そ
れ
を
支
援
す
る
よ
う
、
大
胆
に
政
策
を
切
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

科
学
技
術
に
話
を
限
っ
て
も
、
や
る
べ
き
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

昨
年
成
立
し
た
科
学
技
術
基
本
法
は
、
日
本
の
「
科
学
技
術
創
造
立
国
」
を
う
た
っ
て
い
る
。
本
気
で
そ
れ
を
や

る
気
な
ら
、
日
本
を
ア
メ
リ
カ
に
匹
敵
す
る
、
世
界
最
高
水
準
の
科
学
技
術
の
メ
ッ
カ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
失
敗
す
れ
ば
、
日
本
は
経
済
大
国
の
地
位
を
す
べ
り
落
ち
、
じ
り
貧
に
な
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
世
界
の
才
能
を
集
め
、
思
う
存
分
に
研
究
し
て
も
ら
え
る
環
境
を
作
る
必
要
が
あ
る
。

い
ま
の
日

本
の
大
学
は
、
あ
ま
り
に
レ
ベ
ル
が
低
い
の
で
、
専
門
学
校
に
格
下
げ
す
る
か
、
「
大
学
清
算
事
業
団
」
に
で
も
移

文
化

国
家
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そ
し
て
ゼ
ロ
か
ら
大
学
を
つ
く
り
直
し
た
ほ
、
つ
が
い
い
。

う
ん
と
予
算
を
つ
け
る
。
も
ち
ろ
ん
、
た
だ
金
を
ば
ら
ま
く
だ
け
で
は
だ
め
だ
か
ら
、
大
学
や
研
究
所
を

し
っ
か
り
管
理
す
る
ア
カ
デ
ミ

ッ
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
シ
ス
テ
ム
や
、
大
胆
な
競
争
原
理
を
採
り
入
れ
る
。

日
本

人
だ
ろ
う
と
、
外
国
人
だ
ろ
う
と
、
立
派
な
研
究
成
果
を
あ
げ
れ
ば
研
究
費
を
は
ず
む
。
だ
め
な
ら
お
払
い
箱
に
す

そ
ん
な
緊
張
感
が
、
創
造
の
現
場
に
は
不
可
欠
な
の
だ
。

日
本
の
研
究
職
を
オ
ー
プ
ン
に
す
る
こ
と
。

管
す
る
。

次
に
、

る
ま
ず
手
は
じ
め
に
、

の
日
本
文
化
も
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
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国
民
が
こ
の
意
義
を
理
解
す
れ
ば
、

こ
れ
か
ら
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