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停
止
を
招
く
こ
と
な
の
だ
。
第
二
に
、
バ
ラ
マ
キ
論
に

は
ど
う
し
て
も
二
つ
の
イ
ン
チ
キ
が
含
ま
れ
て
し
ま
う

こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
何
か
。｢

公
共
事
業
以
外
の
支
出
が
バ
ラ
マ
キ

で
は
な
い｣

と
の
説
明
が
で
き
な
い
の
だ
。
子
ど
も
手

当
や
生
活
保
護
、
農
家
の
戸
別
補
償
の
支
出
な
ど
が
、

バ
ラ
マ
キ
で
は
な
い
と
説
明
す
る
の
は
ど
う
考
え
て
も

不
可
能
だ
。
公
共
事
業
と
こ
れ
ら
の
支
出
と
は
バ
ラ
マ

キ
度
が
ど
う
違
う
の
だ
と
の
証
明
が
不
可
避
な
の
に
、

そ
れ
が
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、「
公
共
事
業
＝
バ
ラ
マ
キ

論
」
は
イ
ン
チ
キ
と
な
る
の
だ
。

　
次
の
イ
ン
チ
キ
は
、
公
共
事
業
は
い
く
ら
資
金
が
回

っ
た
か
と
い
う
乗
数
的
な
効
果
以
上
に
、
た
と
え
ば
、

道
路
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
て
つ
な
が
る
こ
と
で
生
活
や

産
業
の
活
動
を
助
け
る
と
い
う
ス
ト
ッ
ク
効
果
が
あ
り
、

本
来
そ
の
た
め
に
事
業
を
行
う
の
だ
が
、
そ
の
肝
心
な

本
来
目
的
で
あ
る
ス
ト
ッ
ク
効
果
を
無
視
し
た
、
フ
ロ

ー
だ
け
で
公
共
事
業
を
議
論
し
て
い
る
と
い
う
イ
ン
チ

キ
な
の
だ
。
こ
う
し
て
公
共
事
業
は
バ
ラ
マ
キ
だ
と
の

批
判
は
、
行
い
得
な
い
、
行
っ
て
は
な
ら
な
い
安
直
な

批
判
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
一
月
八
日
、
朝
日
新
聞
は｢

ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
っ
て
、
な
に
？｣

と
い
う
特
集
の
な
か
で
、
公
共

事
業
に
つ
い
て
、｢

一
九
九
〇
年
代
に
は
景
気
回
復
の

た
め
に
毎
年
一
〇
兆
円
く
ら
い
の
公
共
事
業
を
し
て
、

要
は
、
国
民
の
財
産
で
あ
る
電
波
を
利
用
し
て
生
業
が

成
り
立
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
特
権
を
活
か
す
た
め
の

勉
強
を
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
維
新

の
橋
下
徹
氏
か
ら
「
そ
の
よ
う
な
く
だ
ら
な
い
質
問
は

し
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
指
摘
さ
れ
、
面
目
丸
つ
ぶ
れ

の
質
問
者
ま
で
い
た
の
だ
っ
た
。
質
問
者
、
つ
ま
り
は

メ
デ
ィ
ア
の
不
勉
強
が
選
挙
報
道
を
つ
ま
ら
な
く
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
同
様
の
こ
と
は
、
東
日
本
大
震
災
の
と
き
の
報
道
に

も
感
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
震
災
時
に
被
災
者
の
示
し

た
、
落
ち
着
い
て
乱
れ
ず
、
パ
ニ
ッ
ク
や
け
ん
か
騒
ぎ
も

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
状
況
を
、
中
国
、
韓
国
は
じ
め
世

界
中
の
メ
デ
ィ
ア
が
驚
嘆
し
て
世
界
に
伝
え
た
。

　
そ
れ
が
な
ぜ
可
能
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
多
く
の
関

心
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、「
な
る
ほ
ど
」
と
頷
け
る
説
明
仮

説
の
提
出
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た（
こ
の
本
が
参
考
に
な
り

ま
す
：
拙
著 

「
日
本
人
は
な
ぜ
大
災
害
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
」（
海
竜
社
））。
あ
る
テ
レ
ビ
局
の
記
者
が
、
こ

の
こ
と
を
女
性
学
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
聞
い
て
い

た
。
彼
女
は
、「
そ
れ
は
日
本
人
が
横
並
び
の
性
質
を
持

っ
て
い
る
か
ら
」
と
答
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
答
え
も
い
い
加
減
な
も
の
だ
と
思
う
が
、
驚
い

た
の
は
記
者
か
ら
二
の
矢
、
三
の
矢
と
な
る
質
問
が
全

く
な
か
っ
た
こ
と
な
の
だ
。「
な
ぜ
、
横
並
び
の
性
質
が

強
い
と
、
大
災
害
時
に
取
り
乱
す
こ
と
が
な
い
の
か
」

劣
化
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
出
現
に
よ
っ
て
顕
在
化

し
て
し
ま
っ
た
。（
略
）
テ
レ
ビ
の
没
落
は
、
そ
の
テ
レ
ビ

界
の
人
々
が
、自
分
た
ち
の
情
報
発
信
が
い
っ
た
い
『
何

の
た
め
の
も
の
な
の
か
』
と
い
う
根
本
の
と
こ
ろ
に
つ

い
て
考
え
る
の
を
怠
っ
た
せ
い
で
起
き
た
こ
と
な
の
で

は
な
い
か｣

と
述
べ
て
い
る
。

　
今
回
の
衆
議
院
選
挙
で
は
、
テ
レ
ビ
の
開
票
報
道
が

型
に
は
ま
っ
た
画
一
的
な
放
送
に
な
っ
て
お
り
、
つ
ま

ら
な
い
と
の
声
が
顕
在
化
し
た
。
池
上
彰
氏
の
開
票
速

報
番
組
は
突
っ
込
み
も
よ
く
、
そ
の
た
め
、
こ
の
放
送

が
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
な
ど
に
も
出
回
っ
て
繰
り
返
し
見
ら
れ

て
い
る
。

　
当
選
直
後
の
候
補
者
に
「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
の
感
想
は
い
か
が
で
す
か
」
な
ど
と
い
う
小
学
生
に

も
で
き
る
よ
う
な
質
問
を
繰
り
返
し
て
、
視
聴
者
に
バ

カ
に
さ
れ
な
い
は
ず
が
な
い
。
候
補
者
が
選
挙
期
間
中

何
に
重
点
を
置
い
て
訴
え
て
き
た
の
か
、
ど
う
い
う
背

景
と
意
図
を
持
っ
て
立
候
補
し
た
の
か
と
い
っ
た
事
柄

に
つ
い
て
、
質
問
側
が
具
体
か
つ
個
別
の
準
備
や
予
習

も
な
い
ま
ま
、
紋
切
り
型
の
質
問
を
行
っ
て
き
た｢

劣

化
し
た
知
性
」
が
問
わ
れ
た
の
だ
。

　
そ
れ
が
一
般
的
な
状
況
で
あ
る
な
か
で
、
若
干
の
工

夫
を
池
上
氏
が
加
え
た
か
ら
好
評
を
博
し
た
の
で
あ
る
。

田
樹
氏
は
、「
街
場
の
メ
デ
ィ
ア
論
」（
光
文
社
新

書
）
の
な
か
で
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
知
的
な

内

と
、
す
ぐ
に
次
の
質
問
が
考
え
つ
く
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
な
ぜ
日
本
人
だ
け
が
こ
の
態
度
が
示
せ
る
ほ
ど
の

横
並
び
の
性
質
を
持
つ
の
か
（
学
者
の
仮
説
が
正
し
い

と
し
て
）。
な
ぜ
他
国
民
は
横
並
び
意
識
が
少
な
い
の

か
。
疑
問
が
疑
問
を
呼
ぶ
は
ず
で
は
な
い
か
。

　
要
は
、
こ
の
記
者
は
何
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

だ
か
ら
、
す
ん
な
り
と
納
得
で
き
る
は
ず
も
な
い
回
答

を
も
ら
っ
て
引
っ
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
ん
な
知

的
レ
ベ
ル
の
低
い
幼
稚
な
寸
劇
を
見
せ
ら
れ
て
い
る
視

聴
者
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
選
挙
報
道
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
「
知
的
に
十
分
な
も

の
で
は
な
い
」
だ
け
に
止
ま
っ
て
い
る
の
な
ら
、
ま
だ

問
題
は
少
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
メ
デ
ィ
ア
や
そ
れ
を

取
り
巻
く
環
境
が
「
知
的
な
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う

実
態
の
反
映
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
テ
レ
ビ

に
の
み
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
そ
の
典
型
が
、
安
易
な
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
よ
る
思
考

停
止
で
あ
る
。
そ
の
典
型
が
本
欄
で
も
指
摘
し
た｢

土

建
国
家
に
逆
戻
り
論
」
や
、
整
備
が
必
須
で
あ
る
基
幹

イ
ン
フ
ラ
の
「
従
来
型
」
と
の
言
い
換
え
や
、
さ
ら
に

は
、
最
近
の
「
公
共
事
業
＝
バ
ラ
マ
キ
論
」
で
あ
る
。
こ

の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
型
の
「
バ
ラ
マ
キ
論
」
に
は
い
く
つ
も

の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、（
そ
れ
が
狙
い
か
も
し

れ
な
い
が
）
紋
切
り
レ
ッ
テ
ル
の
多
用
が
公
共
事
業
の

効
果
を
ま
と
も
に
評
価
す
る
思
考
を
放
棄
さ
せ
、
思
考

借
金
が
国
と
地
方
を
合
わ
せ
て
一
、〇
〇
〇
兆
円
に
ふ

く
ら
ん
だ
。」
と
具
体
の
数
字
的
根
拠
も
示
さ
ず
に
書

い
た
。
ま
る
で
公
共
事
業
だ
け
で
借
金
を
増
や
し
た
よ

う
な
書
き
方
だ
し
、
一
〇
兆
円
の
支
出
は
一
〇
〇
年
続

け
な
け
れ
ば
一
、〇
〇
〇
兆
円
に
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

　
真
実
は
こ
う
な
の
だ
。
一
九
九
〇
年
の
国
債
残
高
は
、

建
設
国
債
が
一
〇
二
兆
円
、赤
字
国
債
が
六
五
兆
円
だ
っ

た
。
そ
れ
が
二
〇
一
二
年
に
は
、
建
設
国
債
が
二
四
七 

兆
円
（
二
・
四
倍
）
に
増
え
、
赤
字
国
債
が
四
五
〇
兆
円

（
六
・
九
倍
）
に
増
え
た
の
だ
。
国
債
増
加
を
三
八
五
兆

円
増
え
た
赤
字
国
債
で
説
明
せ
ず
に
、
そ
の
半
分
以
下

の
一
四
五
兆
円
増
え
た
建
設
国
債
で
説
明
し
よ
う
と
す

る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
も
う
記
事
で
は
な
い
。
公
共
事

業
を
た
た
く
た
め
だ
け
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
だ
。
公
共
事

業
の
原
資
で
あ
る
建
設
国
債
が
国
債
全
体
の
急
増
の
原

因
で
あ
る
と
す
る
説
明
な
ど
ほ
と
ん
ど
成
立
し
な
い
の

に
、
無
理
矢
理
に
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
の
だ
。

　
建
設
国
債
で
行
わ
れ
た
公
共
事
業
に
よ
り
、
わ
が
国

土
に
は
、
港
湾
、
空
港
、
河
川
堤
防
、
ダ
ム
、
道
路
な

ど
が
整
備
さ
れ
、
そ
れ
は
将
来
世
代
も
使
え
る
財
産

（
＝
国
富
）
と
し
て
残
る
。
だ
か
ら
法
が
許
す
の
だ
が
、

法
が
許
さ
な
い
赤
字
国
債
を
こ
の
よ
う
に
混
同
さ
せ
よ

う
と
す
る
論
説
が
氾
濫
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
が
公
共
事
業
に
つ
い
て
の
国

民
の
正
し
い
認
識
を
阻
害
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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