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そ
う
し
た
テ
ク
ニ
カ
ル
な
性
格
の
強
い
政
策
で

あ
る
た
め
、
こ
の
分
野
で
は
専
門
家
集
団
が
重
要

な
位
置
を
占
め
る
。
原
子
力
政
策
は
専
門
家
グ
ル
ー

プ
を
中
心
に
立
案
さ
れ
、
そ
れ
が
国
会
に
か
け
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
国
会
が
こ
れ
ま
で
原
発
政
策

を
継
続
し
て
審
議
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
議
員
の
関
心
は
、
原
子
力
政
策
を
過

疎
対
策
に
連
動
す
る
こ
と
に
注
が
れ
て
き
た
。
わ

け
て
も
過
疎
地
域
を
抱
え
る
議
員
に
と
っ
て
、
原

発
政
策
に
付
随
す
る
ア
メ
を
い
か
に
地
元
に
取
り

込
む
か
が
最
も
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
の

点
で
原
発
は
、
都
市
住
民
が
得
を
す
る
分
、
迷
惑

部
分
は
農
村
地
に
つ
け
が
回
る
規
制
型
政
策
の
典

型
で
あ
る
。

　

法
定
さ
れ
た
政
策
は
、
そ
の
後
、
実
施
段
階
に

移
る
が
、
そ
れ
を
担
当
す
る
の
は
原
子
力
政
策
の

策
定
に
か
か
わ
っ
て
き
た
専
門
家
集
団
で
あ
る
。

そ
の
意
味
か
ら
す
る
と
、
日
本
の
場
合
、
原
発
政

策
は
部
外
者
の
チ
ェ
ッ
ク
を
ほ
と
ん
ど
受
け
な
い

自
己
規
制
型
の
政
策
分
野
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ

が“
原
子
力
村
”と
呼
ば
れ
る
政
策
集
団
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
か
か
わ
る
グ
ル
ー
プ
間
に
は
利
益
を
相
互

援
助
す
る
構
造
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
役
所
が
出

す
許
認
可
に
対
す
る
企
業
の
天
下
り
の
受
け
入
れ
、

企
業
か
ら
研
究
者
に
出
さ
れ
る
研
究
助
成
や
寄
付

講
座
な
ど
、
原
発
開
発
に
は
閉
鎖
的
な
構
造
的
問

題
が
残
る
。　

　

た
だ
、“
原
子
力
村
”
は
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
一

体
化
し
た
組
織
で
は
な
か
っ
た
。
今
回
の
原
発
事

故
で
“
村
”
の
中
身
は
、
実
際
に
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
な
か
で
も
、
原
発

を
規
制
す
る
官
庁
と
、
そ
れ
を
促
進
す
る
部
署
が

同
じ
経
産
省
の
傘
下
に
あ
る
と
い
う
他
の
国
で
は

考
え
ら
れ
な
い
制
度
が
継
続
し
て
き
た
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
２
つ
の
部
門
を
分
離
す
る
と
い
う
意

見
が
あ
る
反
面
、
佐
賀
県
で
休
止
中
の
原
発
を
再

稼
働
す
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
状
況
を
住
民

に
説
明
し
た
の
は
規
制
官
庁
で
あ
る
原
子
力
安
全
・

保
安
院
で
あ
っ
た
。
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
が
、
今
も
つ
づ
く
。

原
発
政
策
と
自
治
体
の
役
割

　

原
発
政
策
の
規
制
や
施
設
の
安
全
確
保
な
ど
に

つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
自
治
体
は
ほ
と
ん
ど
無
縁
で

推
移
し
て
き
た
。
立
地
計
画
を
除
け
ば
、
政
策
の

基
本
は
自
治
体
の
頭
上
を
越
え
る
空
中
戦
で
策
定

さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
が
、
従
来
の

経
過
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
こ
の
政
策
分
野
で
は

特
定
の
専
門
家
集
団
が
作
る
“
原
子
力
村
”
の
主
導

権
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ

れ
か
ら
は
違
う
。
ま
た
、
違
う
べ
き
で
あ
る
。
市

長
会
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
地
方
六
団
体
は
、
原
子

力
政
策
の
開
発
や
立
案
の
初
歩
か
ら
か
か
わ
る
必

要
が
あ
る
。
今
回
の
大
事
故
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
一
旦
、
大
き
な
問
題
が
発
生
す
る
と
、
第

一
の
被
害
者
は
自
治
体
で
あ
り
住
民
で
あ
る
。
そ

の
点
が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
に
も
軽
視
さ
れ
て
き

た
よ
う
に
思
う
。
原
発
開
発
は
損
得
を
都
市
と
農

村
に
二
分
す
る
規
制
型
政
策
の
性
格
が
強
い
。
自

治
体
が
先
頭
を
切
っ
て
、
そ
の
点
に
再
検
討
を
加

え
る
努
力
を
進
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　

今
回
の
原
発
事
故
で
は
も
う
一
つ
、
政
府
が
非

常
事
態
に
備
え
関
係
す
る
自
治
体
と
住
民
に
対
し

「
計
画
的
避
難
区
域
」
や
「
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
」

な
ど
の
指
示
を
出
す
例
が
増
え
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
れ
ら
の
施
策
を
実
行
に
移
す
責
任
は
、
地

元
自
治
体
に
課
せ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ

れ
は
国
が
住
民
か
ら
不
評
を
買
う
責
任
を
自
治
体

に
押
し
つ
け
る
、「
非
難
回
避
」（
ブ
レ
イ
ム
・
ア
ボ

イ
ダ
ン
ス
）
と
呼
ば
れ
る
。
程
度
の
差
は
あ
れ
、
こ

れ
は
い
ず
れ
の
政
府
も
よ
く
使
う
政
策
手
法
で
あ

る
。
た
だ
、
非
難
回
避
は
危
機
状
況
に
あ
っ
て
、

責
任
あ
る
政
府
と
し
て
は
慎
む
べ
き
方
法
で
あ
る
。

そ
の
点
が
政
府
に
は
十
分
、
理
解
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
政
府
へ
の
信

頼
は
一
層
、
低
下
し
、
復
興
は
ま
ま
な
ら
な
く
な

る
。
こ
れ
か
ら
の
成
り
行
き
が
注
目
さ
れ
る
。

原
発
事
故
と
政
策
の
４
パ
タ
ー
ン

　

一
般
に
公
共
政
策
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
、
４

つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
一
つ
は
「
分
配
型
」
と
指

称
さ
れ
る
、
誰
も
損
を
し
な
い
政
策
で
あ
る
。
国

民
や
住
民
、
そ
れ
ぞ
れ
が
な
ん
ら
か
の
形
で
利
益

を
得
る
タ
イ
プ
の
政
策
を
指
す
。
60
年
代
に
国
が

進
め
て
き
た
高
度
成
長
政
策
が
そ
の
典
型
と
言
わ

れ
る
。
こ
の
政
策
に
よ
っ
て
日
本
国
民
の
生
活
レ

ベ
ル
は
、
都
市
部
と
農
村
部
を
問
わ
ず
格
段
に
上

が
っ
た
。

　

も
う
一
つ
は
、「
再
分
配
型
」
と
呼
ば
れ
る
類
型

で
あ
る
。
こ
の
種
の
政
策
は
所
得
移
転
を
伴
う
。

そ
の
た
め
、
再
分
配
型
で
は
年
代
間
の
違
い
や
所

得
格
差
に
よ
る
対
立
を
生
む
こ
と
が
あ
る
。
最
近

の
例
で
は
、
年
金
問
題
が
典
型
的
な
ケ
ー
ス
に
な

る
。
高
齢
者
世
代
は
、
年
金
制
度
の
改
正
に
は
反

対
で
あ
る
。
年
金
が
減
額
さ
れ
る
と
生
活
の
基
盤

が
崩
れ
る
。
一
方
、
若
い
世
代
は
年
金
制
度
の
改

革
を
主
張
す
る
。
再
分
配
タ
イ
プ
が
年
代
間
の
確

執
に
発
展
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
今
回
の
原
発
事
故
と
は
そ
れ
ほ
ど

関
係
が
な
い
。
問
題
は
こ
の
先
の
２
つ
の
政
策
に

あ
る
。
一
つ
は
、「
規
制
型
」
と
呼
ば
れ
る
パ
タ
ー

ン
で
あ
る
。
得
を
す
る
人
が
い
る
反
面
、
損
を
す

る
人
も
い
る
政
策
で
あ
る
。
原
発
開
発
が
典
型
的

な
事
例
に
な
る
。
電
力
は
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
不

可
欠
で
あ
る
。
と
り
わ
け
都
市
部
で
は
、
住
民
は

電
力
の
供
給
に
大
き
く
依
存
し
て
き
た
。
原
発
に

つ
い
て
危
険
性
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
開
発
は
当
然
視
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
、

原
発
は
迷
惑
施
設
で
あ
る
。
都
市
近
郊
に
造
ら
れ

る
と
な
る
と
住
民
の
間
で
「
N
I
M
B
Y
効
果
」
が

働
く
。
自
宅
の
裏
庭
に
原
発
が
出
来
る
の
は
お
断

り
、
で
き
る
だ
け
遠
隔
の
過
疎
地
に
と
い
う
要
請

が
強
ま
る
。

　

最
後
は
「
自
己
規
制
型
」
で
あ
る
。
実
は
こ
れ
が

政
策
の
中
で
、
も
っ
と
も
厄
介
で
あ
る
。
し
ば
し

ば
、
社
会
的
に
大
き
な
問
題
を
発
生
さ
せ
る
主
因

に
な
る
。
今
回
の
原
発
事
故
も
、
そ
の
原
因
は
ど

う
や
ら
原
子
力
に
か
か
わ
る
政
策
が
自
己
規
制
型

で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
自
己
規
制
型

で
は
、
政
策
を
立
案
し
、
そ
れ
を
法
律
化
し
、
出

来
上
が
っ
た
計
画
を
実
施
に
移
す
の
は
、
特
定
の

ご
く
限
ら
れ
た
人
び
と
で
あ
る
。
政
策
分
野
は
、

ア
マ
チ
ュ
ア
に
は
無
縁
の
排
他
的
で
外
部
か
ら
の

監
視
を
寄
せ
つ
け
な
い
性
格
を
持
つ
。

“
原
子
力
村
”
と
危
機
管
理

　

最
近
、“
原
子
力
村
”
と
い
う
表
現
を
よ
く
目
に

す
る
。
こ
れ
は
、
原
発
政
策
の
発
展
や
成
長
に
か

か
わ
っ
て
き
た
少
数
の
人
び
と
や
グ
ル
ー
プ
を
指

す
言
葉
で
あ
る
。
原
子
力
政
策
に
は
特
別
な
知
識

と
経
験
が
必
要
で
あ
る
。
原
子
物
理
学
な
ど
に
つ

い
て
、
高
度
な
専
門
的
知
見
が
な
け
れ
ば
理
解
で

き
な
い
政
策
部
門
で
あ
る
。
数
年
前
、
原
発
を
実

地
に
見
学
し
た
個
人
的
な
経
験
か
ら
言
う
と
、
現

場
を
見
て
施
設
が
異
様
に
大
き
い
こ
と
以
外
、
原

子
力
発
電
の
構
造
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
説

明
を
受
け
て
も
皆
目
、
見
当
す
ら
つ
か
な
か
っ
た
。

“
原
子
力
村
”と
自
治
体
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