


性
や

ア
メ
リ
カ
の
企
業
社
会
に
は、

「
グ
ラ
ス・
シ
ー
リ
ン
グ」
(
gla
ss

cei
lin
g
ガ
ラ
ス
の
天
井）

が

未
だ
に
確
固
と
し
て
存
在
す
る

と
い
う
連
邦
政
府
の
報
告
書
が

発
表
さ
れ
ま
し
た。

「
企
業
で
働
く
労
働
者
の
う

ち
四
五
％
は
女
性
な
の
に、

女

性
の
重
役(t
o
p
j
o
b)

は
五
％

に
す
ぎ
な
い
。

何
か
が
間
違
っ

て
い
る
」

と
報
告
書
は
述
べ
て

い
ま
す。

能
力
は
同
じ
な
の
に、

わ
が
国
で
は
聞
き
慣
れ
な
い

言
葉
で
す
が、

ア
メ
リ
カ
で
は、

ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ

ン
は、

毎
日
の
よ
う
に
新
聞
を

賑
わ
し
て
い
る
よ
う
で
す。

こ

れ
に
関
連
す
る
記
事
を
幾
つ
か

紹
介
し
ま
し
ょ
う。

人
種
を
理
由
に
不
利
益
な
扱
い

を
す
る
の
は
「
差
別」
(
dis,

cri
min
a
ti
on
)

で
あ
り、

法

律
上
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す。

そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず、

前
述
の
数
値
が
示
す
と

こ
ろ
は、

意
欲
も
能
力
も
あ
る

女
性
が
企
業
の
昇
淮
階
段
を
登
っ

て
い
こ
う
と
す
る
と、

目
に
見

え
な
い
天
井
に
頭
を
打
ち
つ
け

て
上
に
あ
が
れ
な
い
実
情
が
あ

る
と
い
う
事
実
で
す。

こ
れ
を

是
正
す
る
手
っ

取
り
早
い
方
法

は、

昇
進
に
関
し
て
女
性
を
優

遇
せ
よ
と
い
う
政
策
を
採
用
す

る
こ
と
で
し
ょ
う。

昨
年
の
九
月、

イ
ギ
リ
ス
で

日
本
の
三
菱
鉛
筆
を
ス
ポ
ン
サ
ー

と
す
る
文
学
賞
が
設
け
ら
れ
ま

し
た。

他
の
伝
統
的
な
文
学
賞

に
比
べ
て
賞
金
が
破
格
の
高
額

で
あ
る
こ
と
は
別
と
し
て、

女

坂

元

和

夫

ア
フ
ァ

ー
マ

テ
ィ

ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン

性
作
家
だ
け
を
受
賞
対
象
と
す

る
点
が
批
判
の
的
と
な
り
ま
し

た。

従
来
の
著
名
な
文
学
賞
で

は
女
性
の
受
賞
が
ほ
と
ん
ど
な

い
と
い
う
女
性
作
家
の
不
満
に

応
え
た
の
だ
と
い
う
の
が
主
催

者
側
の
説
明
で
す。

文
学
の
世

界
に
も
グ
ラ
ス
・
シ
ー
リ
ン
グ

が
あ
る
た
め、

別
ル
ー
ト
の
優

遇
措
置
を
設
け
た
と
い
う
こ
と

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

し
か
し、

タ
イ
ム
ス
は、

こ

の
よ
う
な
賞
は、

「
性
に
よ
る

取
り
分」

を
設
定
す
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
ず、

文
学
を
文
学
た

ら
し
め
て
い
る
価
値
を
歪
め
る

も
の
だ
と
し、

こ
れ
は
女
性
に

対
す
る
侮
辱
で
は
な
い
の
か
と

厳
し
く
批
判
し
ま
し
た。

ア
メ
リ
カ
で
は、

歴
史
的
に

白
人
男
性
が
社
会
の
い
ろ
い
ろ

な
領
域
で
圧
倒
的
多
数
派
を
形

成
し
て
き
ま
し
た。
一

九
五
0

年
代
に
始
ま
っ
た
公
民
権
運
動

（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
憲
法
の
保

障
す
る
権
利
の
適
用
を
求
め
る

運
動）

は、

六
四
年
に
人
種
や

性
別
に
よ
っ
て
差
別
を
す
る
こ

と
を
禁
止
す
る
公
民
権
法
の
制

定
に
結
実
し
ま
し
た。

し
か
し、

機
会
の
平
等
は
保
障
さ
れ
て
も、

グ
ラ
ス
・
シ
ー
リ
ン
グ
の
よ
う

な
形
に
は
っ
き
り
現
れ
な
い
根

強
い
差
別
を
除
去
す
る
た
め
に

は、

単
な
る
禁
止
に
と
ど
ま
ら

ず
積
極
的
な
是
正
優
遇
措
置
が

必
要
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
次

第
に
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た。

「
何
年
も
鎖
に
つ
な
が
れ
て
片

足
を
引
き
ず
っ
て
歩
い
て
い
る

人
を
解
放
し
て
ス
タ
ー
ト
ラ
イ

ン
ヘ
連
れ
て
行
き、
『
さ
あ、

皆
と
一

緒
に
自
由
に
競
争
し
な

さ
い
』

と
言
う
こ
と
が
本
当
に

フ
エ
ア
ー
な
の
だ
ろ
う
か
」

と

い
う
リ
ン
ド
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

大
統
領
の
言
葉
が
こ
の
考
え
方

を
よ
く
表
し
て
い
ま
す。

こ
う
し
て、

六
八
年
に
女
性

や
黒
人
な
ど
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

に
対
す
る
積
極
的
差
別
是
正
措

置
が
立
法
化
さ
れ
ま
し
た。

こ

れ
を
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア

ク
シ
ョ
ン

(
a
ffir
m
a
ti
ve

a
c
ti
on
 p
ro
gra
m
)

と
い
い

ま
す。

具
体
的
に
は、

政
府
戦

員
の
採
用
や
大
学
の
入
学
に
お

い
て
女
性
や
黒
人
の
採
用
枠
を

定
め
た
り、

あ
る
い
は、

連
邦

政
府
と
契
約
す
る
事
業
主
や
政

府
か
ら
補
助
金
・

研
究
費
を
得

る
こ
と
の
で
き
る
機
関
の
資
格

要
件
と
し
て、

女
性
や
黒
人
を

一

定
割
合
で
雇
用
・

昇
進
さ
せ

る
こ
と
等
を
定
め
た
の
で
す。

昇
進
に
関
し
て
女
性
優
遇
措

置
を
採
用
し
て
い
る
会
社
に
お

い
て、

女
性
に
先
を
越
さ
れ
た

男
性
が
上
司
に、
「
彼
女
の
方

が
僕
よ
り
も
本
当
に
優
れ
て
い

る
の
で
す
か
」

と
質
問
し
た
と

し
ま
す。

彼
の
方
が
優
れ
て
い

る
場
合
に
は、

上
司
は、

「
実

力
は
関
係
な
い
。

会
社
は
女
性

を
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
」

と

答
え
る
で
し
ょ
う。

そ
う
で
は

な
く
て、

実
際
に
女
性
の
方
が

優
れ
て
い
る
場
合
に
も、

上
司

は、

相
手
を
傷
つ
け
る
こ
と
を

慮
っ
て
同
じ
よ
う
に
言
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん。

こ
の
男
性
が
や
り
場
の
な
い

不
公
平
感
を
抱
く
こ
と
で
あ
ろ
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う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん。

黒
人
と
白
人
の
場
合
で
も
基
本

的
に
は
同
じ
こ
と
で
し
ょ
う。

ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・

ア
ク

シ
ョ
ン
は、

社
会
全
体
と
し
て

み
た
場
合
に
は、

グ
ル
ー
プ
間

の
実
質
的
な
平
等
を
固
復
す
る

方
策
と
し
て
是
認
で
き
ま
す
が、

個
々
人
の
次
元
で
は、

そ
の
扱

い
は
ア
ン
フ
エ
ア
ー
で
あ
り
逆

差
別
で
あ
る
と
の
感
を
否
め
ま

せ
ん
。

こ
れ
は、

ア
フ
ァ
ー
マ

テ
ィ
ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
の
副
作

用
と
で
も
い
う
べ
き
マ
イ
ナ
ス

面
で
す。

来
年
は、

ア
メ
リ
カ
の
大
統

領
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す。

政
策

論
争
の
中
心
の
一
っ
が
ア
フ
ァ
ー

マ
テ
ィ
ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
の
見

直
し
問
題
で
す。

リ
ベ
ラ
ル
派

の
民
主
党
は、

ク
リ
ン
ト
ン
大

統
領
を
先
頭
に
し
て、

ア
フ
ァ
ー

マ
テ
ィ
ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
が
真

の
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
不

可
欠
だ
と
主
張
し
ま
す。

保
守

派
の
共
和
党
は、

平
等
を
崩
す

逆
差
別
だ
と
批
判
し
ま
す。

共

和
党
の
大
統
領
候
補
ド
ー
ル
上

院
議
員
は、

ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ

ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
の
強
硬
な
反

対
論
者
で
す
し、

ギ
ン
グ
リ
ッ

チ
下
院
議
長
も
同
様
で
す。

ア
メ
リ
カ
で
は
確
か
に
時
代

は
変
わ
り
ま
し
た。

あ
の
「
ホ

ワ
イ
ト
・

オ
ン
リ
ー
」

の
サ
イ

ン
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
し、

女
性
が、

か
つ
て
は
男
性
の
仕

事
と
考
え
ら
れ
て
い
た
仕
事
を

し
て
い
る
の
を
見
て
も
誰
も
驚

か
な
く
な
り
ま
し
た。

新
し
い

世
代
が
社
会
の
大
部
分
を
占
め

る
に
至
り、

人
種
や
性
の
ゆ
え

に
一

部
の
者
が
故
な
く
優
遇
さ

れ
る
こ
と
に
対
す
る
怒
り
を
あ

ら
わ
に
す
る
者
が
増
え
て
き
ま

し
た。保

守
派
は、

こ
の
よ
う
な
事

態
を
直
視
す
べ
き
だ
と
い
う
の

で
す。

ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
は、

人
種
と
か
女

性
と
い
う
社
会
の
グ
ル
ー
プ
を

重
視
し、

グ
ル
ー
プ
単
位
で
物

事
を
考
え
る
政
策
で
あ
り、

自

由
主
義
の
中
核
を
な
す
「
個
の

尊
重」

主
義
(in
di
vi
du
a
lis
m)

と
は
相
容
れ
な
い
面
が
あ
り
ま

す。

か
つ
て
は
良
い
政
策
で
あ
っ

た
と
し
て
も、

今
の
時
代
で
は、

む
し
ろ
有
害
に
な
っ
た
と
す
る

の
で
す。

ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
は
九

人
の
判
事
で
構
成
さ
れ
て
い
ま

す。

保
守
派
は、

レ
ー
ン
ク
イ

ス
ト、

ス
カ
リ
ア、

ト
ー
マ
ス

ら
五
名
の
判
事
で
す。

リ
ベ
ラ

ル
派
は、

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
判

事
を
筆
頭
に
し
て、

ク
リ
ン
ト

ン
大
統
領
が
任
命
し
た
ギ
ン
ズ

バ
ー
グ、

ブ
レ
ヤ
ー
ら
四
名
で

す。
保
守
派
は、

ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ

ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
厳

し
い
立
場
を
と
り、

憲
法
の
平

等
保
護
条
項
が
保
護
す
る
の
は、

個
人
で
あ
っ
て
グ
ル
ー
プ
で
は

な
い
と
い
う
原
理
原
則
を
強
調

し
ま
す。

こ
の
一

年
間
に、

最
高
裁
は

幾
つ
か
の
違
憲
判
断
を
下
し
ま

し
た
。

そ
の
中
に
は、

連
邦
の

高
速
道
路
建
設
計
画
で、

マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
労
働
者
の
優
先
使
用

枠
を
定
め
た
条
項
を
違
憲
と
す

る
も
の
や、

選
挙
区
改
正
で
黒

人
が
多
く
居
住
す
る
区
域
を
意

図
的
に
―

つ
の
選
挙
区
と
す
る

連
邦
政
府
の
施
策
を
違
憲
と
す

る
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す。

こ
の
よ
う
に、

ア
メ
リ
カ
の

最
高
裁
は、

過
去
三
0
年
間
の

リ
ベ
ラ
ル
な
先
例
を
次
々
と
変

更
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す。

と
こ
ろ
で、

裁
判
所
が
政
治

的
な
問
題
に
つ
い
て
も
積
極
的

に
判
断
し、

司
法
が
政
治
の
場

に
口
出
し
す
る
こ
と
を
意
に
介

さ
な
い
や
り
方
の
こ
と
を
司
法

積
極
主
義
と
い
い
ま
す。

普
通

は、

リ
ベ
ラ
ル
な
裁
判
所
が
そ

の
立
場
を
と
る
も
の
で
す
が、

今
の
連
邦
最
高
裁
で
は、

保
守

派
が
司
法
積
極
主
義
を
と
り、

リ
ベ
ラ
ル
派
が
司
法
の
自
制
と

限
界
を
強
調
す
る
司
法
消
極
主

義
を
と
る
と
い
う
い
さ
さ
か
奇

妙
な
図
式
に
な
っ
て
い
ま
す。

国
連
は、

「
各
分
野
で
指
導

的
地
位
に
就
く
女
性
の
割
合
を

三
0
％
と
す
る
こ
と
」

と
い
う

数
値
目
標
を
設
定
し、

各
国
に

そ
の
実
現
を
求
め
て
い
ま
す。

こ
れ
を
う
け
て、

日
本
に
お
い

て
も、

最
近、

各
方
面
で
女
性

の
進
出
・

登
用
が
漸
く
目
に
付

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た。

国
会

議
員
が
七
％、

裁
判
官
が
八
％、

行
政
の
各
種
審
議
会
委
員
が
一

二
％
と
い
っ
た
具
合
で
す。

し
か
し、

公
務
員
の
管
理
戦

は
一

％
に
満
た
ず、

私
企
業
の

管
理
戦
に
い
た
っ
て
は、

さ
ら

に
微
々
た
る
も
の
で
す。

性
差
別
だ
け
で
な
く、

少
数

民
族、

身
障
者
な
ど
の
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
に
対
す
る
差
別
是
正
で

も、

日
本
は
ア
メ
リ
カ
に
比
べ

て
は
る
か
に
遅
れ
て
い
ま
す。

こ
の
よ
う
な
現
状
の
も
と
で、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー

マ
テ
ィ
ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
の
見

直
し
論
が
日
本
に
そ
の
ま
ま
妥

当
す
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
が、

「
個
の
価
値
」

を
大
切
に
し、

「
市
民
の
権
利
」

か
ら
「
市
民

の
自
由
」

へ
と
い
う
ア
メ
リ
カ

の
社
会
意
識
の
変
化
・

復
帰
は

見
逃
せ
な
い
も
の
が
あ
る
と
思

い
ま
す。
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◆
弱
者
に
よ
り
集
中
し
た

被
害

多
く
の
人
命
を
奪
い、

人
々

の
暮
ら
し
を
破
壊
し
た
あ
の
阪

神
大
震
災
か
ら
早
や
半
年
が
経

ち
ま
し
た。

こ
の
地
震
が
起
き
る
ま
で、

私
は、

天
災
と
い
う
も
の
は、

全
て
の
人
に
平
等
に
起
き
る
と

思
っ
て
い
ま
し
た。

し
か
し、

現
実
は
そ
う
甘
く
は
な
か
っ
た

の
で
す。

老
朽
化
し
た
木
造
住

宅
が
密
集
し
て
い
る
地
区
に
住

宅
被
害
が
よ
り
多
く
集
中
し、

高
齢
者
や
障
害
者
に、

被
害
が

よ
り
多
く
な
っ
て
い
ま
す。

長
田
区
を
中
心
と
し
た
ケ
ミ

カ
ル
・
シ
ュ
ー
ズ
の
町
は、

壊

滅
的
な
打
撃
を
受
け、

た
だ
で

さ
え
弱
い
資
金
力
の
下
で、

青

息
吐
息
の
状
態。

私
が、

弁
護

士
会
の
電
話
相
談
や、

東
灘
区、

西
宮
市
な
ど
の
出
張
相
談
で
受

け
た
相
談
で
も、
「
社
会
的
弱

者」
が
即
「
震
災
弱
者」
と
な
っ

て
い
る
の
が
実
態
で
し
た。

そ
の
う
え、

最
も
弱
い
立
場

に
あ
る
生
活
保
護
受
給
者
に
つ

い
て、

神
戸
市
は、

避
難
所
に

い
る
間
は
保
護
費
の
一

部
を
削

る
と
通
告。

ま
た、

新
た
な
保

護
申
請
に
つ
い
て
は、

避
難
所

に
い
る
以
上
必
要
な
最
低
生
活

は
保
障
さ
れ
て
い
る
と
し
て、

申
請
を
認
め
な
い
方
針
を
打
ち

出
し
て
い
ま
す。

い
ざ
と
い
う
と
き
に、

国
民

の
生
活
を
支
え
る
た
め
に
役
立

つ
と
い
う
の
が、

社
会
保
障
制

度
の
原
点
で
は
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か。

◆
崩
れ
去
っ
た
「
安
全
神
話」

尾

藤

廣

「
阪
神
大
震
災
」

喜

に

思
う

今
回
の
地
震
被
害
の
中
で、

特
に
注
目
さ
れ
た
の
は、

安
全

だ
と
い
わ
れ
て
き
た
阪
神
高
速

の
高
架
道
路
が、

も
ろ
く
も
崩

れ
去
っ
た
こ
と
で
し
た。

ま
た、

住
吉
川
に
か
か
る
モ

ノ
レ
ー
ル
建
設
工
事
に
つ
い
て

は、

景
観
破
壊
と
安
全
性
へ
の

疑
問
か
ら、

住
民
に
よ
っ
て
差

し
止
め
請
求
の
裁
判
が
起
こ
さ

れ
て
い
ま
し
た。

と
こ
ろ
が、

裁
判
所
は、

安
全
性
に
問
題
が

あ
る
と
の
学
者
の
証
言
を
無
視

し
て、

モ
ノ
レ
ー
ル
の
建
設
を

認
め
て
し
ま
い
ま
し
た。

神
戸
市
は
、

住
民
の
声
を

「
反
対
の
た
め
の
反
対
に
す
ぎ

な
い
。
」

と
し
て、

全
く
聞
く

耳
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
す。

し
か
し、

こ
の
モ
ノ
レ
ー
ル
の

支
柱
も
住
民
の
指
摘
通
り
傾
い

て
し
ま
い
ま
し
た。

こ
れ
ら
の
点
は、

い
か
に
机

上
の
計
算
に
よ
る
「
安
全」

の

主
張
が、

現
実
の
前
に
無
力
で

あ
る
か
を
物
語
っ
て
い
ま
す。

◆
問
わ
れ
る
「
町
づ
く
り」

の
あ
り
方

株
式
会
社
神
戸
市
と
い
わ
れ、

山
を
削
り、

海
を
埋
め
立
て
て、

ひ
た
す
ら
開
発
を
進
め
て
き
た

結
果、

ポ
ー
ト
ピ
ア
ラ
ン
ド
な

ど
の
埋
立
て
地
は、

液
状
化
現

象、

ア
ク
セ
ス
道
路
の
通
行
不

能
な
ど
で
大
き
な
被
害
を
受
け

て
い
ま
す。

一

方、

老
朽
木
造
住
宅
の
密

集
地
帯
の
防
災
対
策
が
な
お
ざ

り
に
さ
れ
て
い
た
結
果、

被
害

を
益
々
大
き
く
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た。

そ
ん
な
中
で、

長
田
区
真
野

地
区
の
住
民
の
奮
闘
は
大
き
な

励
ま
し
で
し
た。

こ
の
地
域
は、

昭
和
四
0
年

代
の
公
害
反
対
運
動
の
中
で、

地
域
住
民
と
地
元
の
化
学
工
場

と
が
共
存
共
栄
の
話
し
合
い
を

始
め、

そ
の
後
は
老
朽
木
造
住

宅
の
建
替
え、

住
民
の
連
絡
組

織
や
福
祉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ

く
り
な
ど
住
民
が
中
心
と
な
っ

て
町
を
作
っ
て
き
ま
し
た。

今
回
の
震
災
で
も、

火
災
の

発
生
直
後
に
住
民
の
バ
ケ
ッ
リ

レ
ー
と
化
学
工
場
の
自
衛
消
防

隊
の
協
力
に
よ
る
消
化
活
動
で、

火
災
の
広
が
り
を
防
ぎ、

倒
壊

し
た
家
屋
で
の
救
助
活
動
も
住

民
総
出
で
行
な
い、

大
き
な
成

果
を
挙
げ
て
い
ま
す。

◆

今
こ
そ
「
特
別
立
法」

を

京
都
の
町
も
木
造
住
宅
が
建

ち
並
ぶ
地
区
が
多
く、

他
人
事

で
は
あ
り
ま
せ
ん。

今
回
の
震

災
を
貴
重
な
教
訓
と
し
て、

今

こ
そ
総
合
的
な
天
災
対
策
の
た

め
の
特
別
立
法
を
制
定
す
べ
き

で
す。そ

の
内
容
に
は、

①
国
に
よ

る
個
人
の
財
産
被
害
に
対
す
る

一

定
の
補
償
を
制
度
化
す
る、

②
中
小
企
業
を
中
心
と
す
る
地

場
産
業
の
振
輿
策
を
盛
り
込
む、

③
土
地
所
有
権
の
制
限
を
図
る

一

方、

住
民
の
主
体
的
な
意
見

を
生
か
し
た
町
づ
く
り
を
制
度

化
す
る、

④
国
に
よ
る
住
宅
ロ
ー

ン
の
救
済
対
策
を
盛
り
込
む
と

と
も
に、

「
住
む
権
利」

の
保

障
が
基
本
的
に
国
の
責
任
に
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る、

⑤

衣
・

食
・
住
・

医
・
心
を
総
合

的
に
保
障
す
る
緊
急
体
制
の
確

立、

な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
る
べ

き
で
し
ょ
う。
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■

知
事
の
交
替
と
計
画
変
更
・

青
島
東
京
都
知
事
が
「
世
界

都
市
博
覧
会」

の
開
催
を
選
挙

公
約
ど
お
り
に
中
止
す
る
の
か

そ
れ
と
も
開
催
す
る
の
か、

多

く
の
国
民
の
関
心
を
集
め
ま
し

た。

テ
レ
ビ

画
面
に
映
し
出
さ

れ
た
知
事
の
表
情
に
は、

迷
い

と
苦
悩
が
表
れ
て
い
ま
し
た
。

最
終
的
に
は
公
約
を
守
る
と

言
明
し
ま
し
た
が、

こ
の
問
題

は
知
事
の
選
挙
公
約
と
議
会
の

意
思
の
優
劣
な
ど
民
主
的
な
行

政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
疑
問
を
投
げ
か
け
た
の
で

し
た。鈴

木
前
都
知
事
が
決
定
し
た

都
市
博
覧
会
を、

そ
の
後
任
の

知
事
が
変
更
す
る
こ
と
は
行
政

の
継
続
性
と
い
う
観
点
か
ら
は

問
題
が
な
い
の
か。

し
か
し、

行
政
の
判
断
に
も

誤
り
と
い
う
も
の
は
あ
る
わ
け

で、

前
の
判
断
が
誤
り
で
あ
る

こ
と
や
都
民
の
意
思
に
反
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た

場
合
に
変
更
は
許
さ
れ
る
と
い

う
べ

き
で
し
ょ
う。

都
市
博
開
催
中
止
を
選
挙
公

約
に
掲
げ
た
候
補
者
が
当
選
し

た
場
合
に、

有
権
者
の
意
思
が

投
票
行
為
に
表
れ
て
い
る
と
し

て、

前
知
事
の
行
政
方
針
を
変

更
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る

の
か。

し
か
も、

今
回
の
場
合

に
は、

都
議
会
も、

改
め
て
都

市
博
覧
会
開
催
を
賛
成
多
数
で

決
議
し
て
い
る
が、

ど
ち
ら
が

優
先
す
る
と
い
う
べ
き
か。

議
会
制
民
主
主
義
制
度
の
も

と
で
は、

民
意
を
反
映
し
て
い

る
議
会
が
最
高
の
決
定
機
関
で

す
か
ら、

そ
の
決
定
が
優
先
さ

山

崎

浩

民
主
主
義
と

青
島
知
事
の
決
断

れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す。

他
方

公
約
を
掲
げ
て
当
選
し
た
知
事

に
も、

投
票
を
通
じ
て
民
意
が

反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら

れ
ま
す。

し
か
し、

都
知
事
の
選
挙
と

い
う
も
の
が、

都
市
博
覧
会
の

開
催
に
つ
い
て
の
都
民
の
意
思

の
ス
ト
レ
ー
ト
な
反
映
と
言
え

る
か
疑
問
で
す。

選
挙
中
に
そ

の
意
思
決
定
が
で
き
る
程、

正

確
な
情
報
が
都
民
に
提
供
さ
れ

た
か
問
題
で
す
し、

そ
も
そ
も

「
汚
職
し
そ
う
に
な
い
か
ら
」

「
新
鮮
だ
か
ら
」
「
他
に
い
い
候

補
が
い
な
い
か
ら
」

と
い
う
理

由
で
投
票
し
た
人
も
い
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
だ

と
す
れ
ば、

公
約
を
掲
げ
た
候

補
が
当
選
し
た
と
い
う
だ
け
の

理
由
で、

議
会
の
決
定
に
優
先

す
る
と
い
う
結
論
を
出
す
の
は

飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す。

も
ち
ろ
ん
、

青
島
候
補
が
知

事
当
選
後
も
公
約
の
遵
守
か、

議
会
の
意
思
の
尊
重
か
で
悩
ん

だ
姿
は、

約
束
を
簡
単
に
破
る

政
党
や
政
治
家
に
う
ん
ざ
り
し

て
い
た
私
達
の
目
に
は、

新
鮮

で
誠
実
に
映
り
ま
し
た
。

し
か
し、

都
民
全
体
の
生
活

に
係
わ
る
問
題
を、

公
約
を
守

る
べ

き
か
否
か
と
い
う、

ま
さ

し
く
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
悩
む
が
ご

と
く
知
事
一

人
が
心
の
中
で
悩

む
と
い
う
形
に
な
っ

た
こ
と
は

残
念
で
し
た
。

■

住
民
投
票
を
・

僕
は、

こ
の
問
題
が
報
じ
ら

れ
た
時
か
ら、

こ
れ
は
都
民
の

直
接
投
票
に
よ
っ

て
決
め
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま

し
た
。

都
民
が
都
市
博
覧
会
の

開
催
の
賛
否
に
つ
い
て
投
票
を

し
て、

そ
の
結
論
に
知
事
が
従

う
と
い
う
方
法
で
す。

こ
れ
な
ら、

仮
に
都
市
博
覧

会
開
催
と
い
う
結
論
が
で
て
も

都
知
事
は
公
約
違
反
を
し
た
こ

と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
住
民
投
票
は、

欧
米
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま

す。

私
が
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る

シ
ア
ト
ル
で
は、

市
内
の
建
物

の
高
さ
規
制
を
二
倍
に
強
化
す

る
と
い
う
こ
と
も
住
民
投
票
で

決
め
て
い
ま
し
た。

日
本
で
は
法
律
で
は
住
民
投

票
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
が、

条

例
で
定
め
て
い
る
例
は、

米
子

市
の
中
海
淡
水
化
賛
否
に
つ
い

て
の
市
民
投
票、

窪
川
町
や
巻

町
の
原
発
設
置
の
賛
否
に
関
す

る
町
民
投
票
等
が
あ
り
ま
す。

住
民
投
票
制
度
に
も、

欠
点

は
あ
り
ま
す。

賛
否
の
案
に
投

票
す
る
し
く
み
の
た
め、

議
論

を
経
て
よ
り
よ
い
修
正
案
を
作

り
上
げ
る
と
い
う
過
程
を
と
れ

な
い
、

中
身
よ
り
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
の
良
し
悪
し
で
結
論
が
左
右

さ
れ
る、

少
数
者
の
利
益
が
損

な
わ
れ
か
ね
な
い
な
ど
で
す。

し
か
し、

正
し
い
情
報
を、

で
き
る
だ
け
多
く
の
機
会
に
、

住
民
に
伝
え
る
工
夫
を
す
る
こ

と
で
こ
れ
ら
の
欠
点
を
小
さ
く

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す。

そ
の

た
め
に
は、

訴
訟
で
取
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
手
続
き、

つ
ま
り

賛
成
・

反
対
双
方
の
陣
営
が、

争
点
を
十
分
に
整
理
し
た
う
え

で、

都
民
の
前
に
主
張
と
証
拠

の
提
示
を
し
て
い
く
と
い
う
手

続
き
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ

゜

{
つ
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遺
産
を
め
ぐ
る
紛
争
雑
感

遺
産
を
め
ぐ
る
家
事
調
停
の

申
立
て
件
数
は、

全
国
の
家
事

調
停
事
件
の
約一
割
弱
を
占
め

て
い
ま
す。

増
加
傾
向
を
た
ど

る
一

方
で、

解
決
も
困
難
化
し

て
い
ま
す。

土
地
価
格
の
高
騰、

権
利
意
識
の
高
揚、

家
族
間
の

人
間
関
係
の
複
雑
化
等
が
そ
の

原
因
で
し
ょ
う
か。

そ
こ
で、

家
庭
裁
判
所
で
仕
事
を
し
て
い

た
頃
感
じ
て
い
た
こ
と、

現
在

調
停
委
員
と
し
て
思
う
こ
と
等

を
若
干
述
べ
て
み
ま
す。

紛
争
の
典
型
ー
�

被
相
続
人
が
再
婚
の
た
め、

相
続
人
が、

先
妻
と
の
間
の
子

と、

後
妻
及
び
そ
の
間
の
子
で

あ
る
場
合。

先
妻
の
子
は、

死

亡
し
た
母
が
懸
命
に
働
い
て
遺

産
が
増
え
た
の
に
何
も
も
ら
わ

ず
死
亡
し
た、

と
か、

被
相
続

人
が
母
と
婚
姻
中
に
女
性
関
係

を
も
ち、

母
と
離
婚
し
て
そ
の

女
性
と
再
婚
し
た
が、

母
は、

ず
い
ぶ
ん
苦
し
み
何
も
保
障
な

く
離
婚
と
な
っ
た、

等
と
訴
え

ま
す。ま

た、

非
嫡
出
子
（
婚
外
子）

の
い
る
場
合。

そ
の
相
続
分
は

現
在
嫡
出
子
の
二
分
の
一
で
す

が、

民
法
改
正
案
で
は
平
等
と

な
っ
て
い
ま
す。

女
性
関
係
の

あ
っ
た、

被
相
続
人
で
あ
る
自

分
の
父
親
の
こ
と
を、

当
時
の

父
は
仕
方
が
な
か
っ
た、

と
冷

静
に
み
る
息
子
が
い
た
り、

非

嫡
の
子
が
控
え
目
で
あ
っ
た
り

し
て、

話
し
合
い
の
容
易
な
場

合
も
あ
り
ま
す
が、

対
立
の
す

さ
ま
じ
い
例
も
あ
る
よ
う
で
す。

こ
れ
ら
の
例
の
多
く
は、

被

相
続
人
が
ど
の
よ
う
に
生
き
た

か
が、

遺
さ
れ
た
人
達
に
後
々

及
ん
で
い
る
感
が
し
ま
す。

杉

本

孝

子

こ
の
よ
う
に
複
雑
な
家
庭
で

な
い
場
合
で
も、

兄
弟
の
中
に、

或
い
は
そ
の
配
偶
者
に、
一
人

変
わ
っ
た
人
（
そ
の
意
味
は
様
々

で
す
が、

例
え
ば、

自
分
だ
け

大
学
卒
な
の
に、

親
の
世
話
を

し
た
兄
弟
に
均
分
を
主
張
す
る

等）

が
い
る
場
合
と
か、

親
が

一
人
の
子
の
家
庭
か
ら
他
の
子

の
家
庭
へ
移
り、

子
の
仲
が
す
っ

き
り
し
な
い
場
合
や、

被
相
続

人
と
同
居
し
て
い
た
相
続
人
が、

預
貯
金
等
動
産
を
か
く
し
た
り

し
て、

不
信
感
を
も
た
れ
た
場

合
等。

ま
た、

家
業
等
の
後
継

問
題
が
絡
む
と、

解
決
は
困
難

を
極
め
ま
す。

結
局
ど
の
場
合
も、

相
続
人

間
の
感
情
的
対
立
の
大
き
い
点

が
共
通
し
て
い
る
と
い
え
そ
う

で
す。紛

争
を
未
然
に

ー
ー_

普
段
か
ら、

家
族
円
満
に
努

め、

物
心
と
も
公
平
に
子
と
関

わ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん。

そ
し
て、

常
日
頃、

自
分
の
配

偶
者、

子
（
場
合
に
よ
っ
て
は

子
の
配
偶
者
も）

ら
全
員
の
い

る
と
こ
ろ
で、

相
続、

祭
司
に

つ
い
て
の
考
え
を
き
ち
ん
と
話

し
て
納
得
さ
せ
て
お
く
こ
と
が

で
き
れ
ば
理
想
的
で
し
ょ
う。

し
か
し、

こ
の
よ
う
に
単
純

で
は
な
い
場
合
は、

遺
言
を
遺

し
て
お
く
こ
と
も
も
っ
と
検
討

さ
れ
て
い
い
と
想
い
ま
す。

昨

年
の
家
族
法
学
会
で
は、

遺
言

が
テ
ー
マ
で
し
た
が、

最
近
遺

言
す
る
人
は
一
般
化
し
つ
つ
あ

る、

つ
ま
り、

高
額
の
資
産
が

あ
る
訳
で
も
な
い
人
と
か、

女

性
も
多
く
な
っ
て
い
る
と
の
公

証
人
の
感
想
も
出
さ
れ
ま
し
た。

子
の
な
い
夫
婦
は、

配
偶
者

が
亡
く
な
っ
た
場
合、

遺
言
が

あ
れ
ば、

配
偶
者
の
兄
弟
に
ま

で
判
を
も
ら
わ
ず
に
相
続
が
確

定
し
ま
す。

内
縁
関
係
の
ま
ま

で
あ
っ
た
と
か、

亡
夫
の
両
親

を
世
話
し
た
妻
は、

相
続
人
で

は
な
い
た
め、

遺
言
（
遺
贈）

を
書
い
て
も
ら
わ
な
い
と
相
続

関
係
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
い
ま

す。
先
に
述
べ
た
紛
争
の
典
型
の

場
合
も、

冷
静
な
遺
言
が
望
ま

れ
る
と
こ
ろ
で
す。

遺
言
を
書

く
こ
と
へ
の
抵
抗
感
は、

遺
さ

れ
る
人
達
が
骨
肉
の
争
い
を
せ

ず
に
す
む
か
も
し
れ
な
い
こ
と

を
思
い、

ま
た
遺
言
書
の
は
じ

め
に、

数
行
で
も
家
族
へ
の
想

い
が
書
か
れ
て
あ
る
と
き、

不

思
議
な
潤
滑
油
の
機
能
を
多
少

な
り
と
も
果
た
す
現
実
に
期
待

し
て、

の
り
超
え
て
欲
し
い
も

の
で
す。

家
族
の
歴
史

な
ん
と
か
円
満
解
決
と
な
っ

た
と
き
の
私
の
正
直
な
感
想
は、

結
局、
「
み
ん
な
」

い
い
人
達

だ
っ
た
…
…
と
の
思
い
で
す。

し
か
し、

円
満
な
解
決
の
容

易
で
な
い
場
合、
そ
の
よ
う
な

関
係、

状
況
（
問
題
点
と
い
っ

て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん）

を
含
ん
だ
も
の
が
そ
の
家
族
そ

の
も
の
で
あ
り、

長
年
か
か
っ

て
た
ど
っ
た
そ
の
家
族
の
歴
史

で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
す。

あ
る
程
度
距
離
を
置
い
て
冷

静
に
全
体
を
眺
め
直
せ
る
と、

今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
が

見
え
た
り
し
て、

解
決
へ
の
一

歩
と
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
で

し
ょ
う。
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非
嫡
出
子
の
相
続
分

とに同女のたて が遇子法を婚 判は
いつじ性子とも確あすを律排主そ
うい相とやい かるる ‘ 上除義のを法断憲？一心U竺己XしEUン旦J艮三1差
こて続の妻う例にとこそのしを理し違
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とは権間に場兄 ‘ いとう夫てと由ま反法子の婦姻よ〇最

土胃字［し食笈胃己芯え笠；、り、見 t,� 喜塁認享？ り、開霊拿
るが張うみ ミ 親のと理いらこ事民 ° な0分分へて法の判の
でぃすしナれそ包感で的子生と実法 い条とを非い律多所七

しかるナこばの＜情すなよまか婚は とのす 、 嫡な上数は且
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‘
ハ

っ。いと カミの親っし 由優た ‘ 義律 う定民出壬夫婚に — 貝

し
か
し

、

法
律
婚
主

義
を
と

る
か
ら
と
い
っ
て、

非
嫡
出
子

の
相
続
分
を
半

分
に
す
る
合

理

的
な
理
由
は
あ
り
ま
せ
ん。

法

律
婚
を
尊
重

す
る
と
い
う
目

的

は
他

の
直
接

的
な
方

法
で
達
成

す
べ
き

で
し

ょ
う。
こ
の
よ
う

な
不
合

理
な
差

別
は

、

個
人

の

平
等

を
定
め
た
憲

法一
四

条
に

違
反
す
る
と
考
え

る
べ
き

で
し

ょ

゜

{
つ

国
際
人

権
規
約

で
は

、

出
生

に
よ
る
差

別
が
禁
止

さ
れ
て
い

ま
す
し

、

民
法
九

0
0
条
の
制

定
当

時
は

、

諸
外
国

で
も
非
嫡

出
子
を
差

別
す
る
こ
と
が
一

般

的
で
し
た
が

、

一

九
六

0
年
代

以
降 、

差
別
せ
ず

同一
に
取

り

扱
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
世
界

的
な
潮

流
に
も
反
す
る

も
の
で
し

ょ
う。

き
ら
り
と
光

る
最
高
裁

判
所

判
事
の
違
憲
意

見
が

、

将
来

の

日
本
を
明
る
＜
照

ら
す
こ
と
に

な
る
予
感

が
し
ま
す。
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