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国
柄
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
廃
道
論
は
方
法
論
の
提

示
や
ヒ
ン
ト
が
な
け
れ
ば
主
張
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　

よ
く
メ
デ
ィ
ア
が
使
う
よ
う
な
「
丁
寧
に
説
明
す
れ

ば
理
解
さ
れ
る
は
ず
だ
」、
と
い
っ
た
「
は
ず
論
」
で
は

ダ
メ
な
の
だ
。
何
を
判
断
基
準
と
し
て
、
誰
が
、
ど
う

す
れ
ば
、
と
い
っ
た
具
体
の
方
法
論
が
な
け
れ
ば
、
つ

ま
り
実
現
可
能
性
を
示
さ
な
け
れ
ば
主
張
に
す
ら
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
東
京
の
環
状
道
路
議
論
も
可
能
性
の
検
証
が

十
分
で
は
な
い
。
首
都
高
の
中
央
環
状
、
外
郭
環
状
、

圏
央
道
の
三
本
の
環
状
道
路
が
あ
れ
ば
、
通
過
交
通
の

都
心
流
入
を
抑
え
て
都
心
混
雑
を
減
少
さ
せ
、
高
度
な

土
地
利
用
が
十
分
で
な
か
っ
た
首
都
圏
エ
リ
ア
に
民
間

の
投
資
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
の
は
、
首

都
高
の
都
心
環
状
線
が
キ
チ
ン
と
機
能
し
続
け
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
の
だ
。

　

都
心
環
状
線
が
あ
っ
て
も
、
ほ
か
に
三
本
の
環
状
道

路
が
必
要
な
ほ
ど
に
、
首
都
圏
へ
の
経
済
や
交
通
の
集

中
が
あ
る
の
だ
。
東
京
・
首
都
圏
の
物
流
が
マ
ヒ
し
て

も
経
済
が
ど
う
な
っ
て
も
い
い
と
い
う
の
な
ら
、
都
心

環
状
線
撤
去
も
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で

は
こ
の
国
の
経
済
が
も
た
な
い
。
わ
が
国
の
物
流
は
圧

倒
的
に
道
路
が
分
担
し
て
い
る
し
、
長
距
離
で
は
高
速

道
路
が
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、
入
荷
が
セ
リ
に
間
に
合

わ
な
け
れ
ば
積
み
荷
の
価
値
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
時

の
熱
狂
ぶ
り
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
欧
米
各
国
と
の
間

に
、
高
速
道
路
な
ど
の
整
備
ス
ピ
ー
ド
に
大
き
な
格
差

が
生
じ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
に
お
い
て
劣
後
し
て

い
っ
て
い
る
状
況
が
生
ま
れ
た
の
は
、
大
い
に
反
省
す

べ
き
こ
と
な
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
半
藤
氏
は
「
最
大
の
危
機
に
お
い
て
日
本

人
は
抽
象
的
な
観
念
論
を
非
常
に
好
み
、
具
体
的
な
理

性
的
な
方
法
論
を
ま
っ
た
く
検
討
し
よ
う
と
し
な
い
」

こ
と
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
昭
和
と
い
う
よ
り
、
わ

れ
わ
れ
日
本
人
と
し
て
の
自
戒
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る

と
思
う
の
だ
。

　

以
下
は
、
二
〇
一
三
年
一
月
二
十
一
日
の
朝
日
新
聞

の
社
説
で
あ
る
。「
財
源
論
の
前
に
規
律
を
」
と
題
す
る

も
の
で
、「
財
源
論
の
前
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
規
律

は
、
ほ
か
に
も
あ
る
。
高
速
道
路
の
新
規
着
工
に
手
を

広
げ
な
い
こ
と
。
そ
し
て
既
存
の
道
路
に
つ
い
て
も
一

部
は
捨
て
る
発
想
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。（
略
）『
捨
て

る
思
想
』
は
、
た
と
え
ば
首
都
高
の
都
心
環
状
線
だ
。

外
側
に
東
京
外
環
道
な
ど
三
本
も
の
環
状
線
整
備
が
進

ん
で
お
り
、
つ
く
り
替
え
は
二
重
投
資
に
な
り
か
ね
な

い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

根
拠
が
は
っ
き
り
し
な
い
主
張
だ
が
、
ま
ず
「
路
線

を
捨
て
る
発
想
」
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

　
「
す
べ
て
の
道
は
ロ
ー
マ
に
通
ず
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

ほ
と
ん
ど
の
道
路
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
を
構
成
し

て
い
る
。
結
節
点
間
を
結
ぶ
リ
ン
ク
が
一
つ
切
れ
た
だ

け
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
路
線
代
替
性
（
リ
ダ
ン

ダ
ン
シ
ー
と
い
っ
て
も
い
い
）
は
極
端
に
減
少
す
る
。

　

逆
に
リ
ン
ク
交
通
量
が
少
な
い
ゆ
え
に
整
備
を
先
送

り
さ
れ
て
き
た
路
線
で
も
、
新
た
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

加
わ
る
と
全
体
の
リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー
は
急
激
に
拡
大
す

る
。
つ
ま
り
、
交
通
量
の
多
少
に
関
わ
ら
ず
、
一
つ
の

リ
ン
ク
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
路
線
代
替
性
を
高
め

る
効
用
を
持
っ
て
い
る
。

　

ど
の
リ
ン
ク
で
あ
れ
、
そ
の
リ
ン
ク
を
利
用
す
る
こ

と
で
最
も
高
い
利
便
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
利
用
者

が
必
ず
存
在
す
る
。
数
多
い
全
国
リ
ン
ク
の
な
か
で
、

あ
る
リ
ン
ク
の
閉
鎖
理
由
を
構
成
で
き
る
の
か
と
考
え

て
み
る
と
、
こ
の
既
得
権
の
剥
奪
は
簡
単
に
行
え
る
と

も
思
え
な
い
。「
な
ぜ
、
自
分
に
と
っ
て
最
も
利
便
性
の

高
い
こ
の
リ
ン
ク
を
切
る
の
か
。
こ
の
リ
ン
ク
が
で
き

た
か
ら
や
っ
と
通
院
で
き
て
い
る
の
に
病
院
に
行
く
な

と
い
う
こ
と
か
」
と
い
っ
た
問
い
に
、「
交
通
量
が
少
な

い
か
ら
」
な
ど
と
い
う
理
由
で
説
得
で
き
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。

　

こ
の
社
説
は
、
財
源
が
厳
し
い
こ
と
か
ら
そ
の
節
約

の
手
段
と
し
て
、
あ
る
道
路
は
廃
道
に
し
て
リ
ン
ク
を

切
っ
て
し
ま
え
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
実
行
可
能
な
主
張
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
多
数
決
の
結
論
で
す
」で
押
し
切
る
こ
と
が
で
き
る

間
制
約
が
厳
し
い
物
流
は
、
信
号
機
の
な
い
首
都
高
な

ど
の
自
動
車
専
用
道
路
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

二
〇
一
〇
年
頃
の
貨
物
輸
送
を
ト
ン
キ
ロ
ベ
ー
ス
で

見
る
と
、
わ
が
国
で
は
自
動
車
が
六
二
％
を
分
担
し
て

い
る
。
こ
れ
で
も
、
わ
が
国
で
は
海
岸
に
沿
っ
て
都
市

立
地
し
て
い
る
か
ら
内
航
水
運
の
シ
ェ
ア
が
高
く
、
フ

ラ
ン
ス
の
八
一
％
や
ド
イ
ツ
の
七
一
％
と
い
う
自
動
車

分
担
率
よ
り
は
低
く
な
っ
て
い
る
。

　

一
般
に
メ
デ
ィ
ア
は
、
先
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
た

め
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
知
識
」
に
つ
い

て
の
認
識
が
ま
る
で
足
り
な
い
。「
こ
れ
を
言
う
た
め

に
は
、
こ
の
こ
と
は
知
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
」
と
の

謙
虚
さ
を
欠
い
た
ま
ま
書
き
連
ね
る
か
ら
「
何
の
根
拠

も
な
い
主
張
」
と
な
る
の
だ
。

　

次
は
二
〇
一
三
年
十
月
十
四
日
の
産
経
新
聞
で
あ
る
。

「
バ
ラ
マ
キ
批
判
も
ど
こ
吹
く
風
」
と
い
う
自
民
党
の

国
土
強
靱
化
の
動
き
を
批
判
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

こ
れ
も
実
に
奇
妙
な
記
事
で
、「
バ
ラ
マ
キ
路
線
と
野

党
が
批
判
し
て
い
る
」
と
は
書
い
て
い
る
も
の
の
、
肝

心
の
野
党
の
批
判
内
容
が
ま
っ
た
く
示
さ
れ
て
い
な
い
。

野
党
は
「
強
靱
化
施
策
が
こ
う
い
う
理
由
で
バ
ラ
マ
キ

だ
」
と
い
う
具
体
の
指
摘
が
全
く
示
せ
て
い
な
い
か
ら
、

そ
も
そ
も
「
批
判
」
な
ど
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

主
張
に
必
要
な
の
は
根
拠
と
な
る
具
体
の
事
実
な
の

だ
が
、そ
れ
が
な
い
か
ら
空
文
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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昭
和
史
や
幕
末
史
で
有
名
な
歴
史
家
の
半
藤
一
利
氏

は
、
昭
和
史
の
最
後
に
ま
と
め
と
し
て
昭
和
の
反
省
を

示
し
て
い
る
。
開
戦
時
に
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
五
倍
も
あ
り
、

自
動
車
生
産
能
力
が
五
〇
倍
も
あ
っ
た
国
と
戦
端
を
開

く
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
考
え
た
の

で
あ
る
。
彼
が
第
一
に
あ
げ
た
の
が
、「
国
民
的
熱
狂
を

つ
く
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
も
の
だ
。「
熱
狂
は
理

性
的
な
も
の
で
は
な
く
感
情
的
な
も
の
だ
が
、
昭
和
の

な
か
で
な
ん
と
日
本
人
は
熱
狂
し
た
こ
と
か
、
マ
ス
コ

ミ
に
煽
ら
れ
い
っ
た
ん
燃
え
上
が
っ
て
し
ま
う
と
、
熱

狂
そ
の
も
の
が
権
威
を
も
ち
は
じ
め
る
」
と
言
っ
て
い

る
が
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
今
も
変
わ
ら
な
い
。
数
年
前
の
道
路
国
会
と

言
わ
れ
た
国
会
議
論
で
は
、「
道
路
サ
ー
ビ
ス
は
国
民

に
平
等
に
行
き
渡
っ
た
か
」「
経
済
競
争
し
て
い
る
欧

米
諸
国
と
遜
色
の
な
い
レ
ベ
ル
に
来
た
か
」
な
ど
と
い

っ
た
道
路
に
関
す
る
本
質
的
な
議
論
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

マ
ッ
サ
ー
ジ
チ
ェ
ア
議
論
に
終
始
し
た
。
本
質
的
な
道

路
議
論
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
を
し
た
メ
デ
ィ

ア
は
皆
無
で
、
あ
る
社
が
マ
ッ
サ
ー
ジ
チ
ェ
ア
と
い
え

ば
、
あ
る
社
は
特
別
会
計
宿
舎
を
出
し
て
く
る
と
い
う

有
様
だ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
は
、
他
の
会
計
で
も
支
出
さ
れ
て
お
り
、
か

つ
法
定
の
範
囲
内
で
あ
っ
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
お
構

い
な
し
、
叩
き
ま
く
る
の
が
正
義
だ
と
い
わ
ん
ば
か
り


