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は
じ
め
に

西
欧
を
小
心
と
し
た
先
進
諸
問
の
政
治
が
、
転
換
期
に
あ
る
と
討
わ
れ
て
久
し
い
c

一
九
七

0
年
代
か
ら
、

福
祉
国
家
の
危
機
は
戸
高

に
叫
ば
れ
て
き
た
し
、
八

0
年
代
を
象
徴
し
た
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
が
、
ど
の
税
世
そ
の
転
換
を
・
万
向
付
け
、
動
揺
に
終
止
符
を
打
つ
吋
能

性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
、
幾
多
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
こ
の
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
は
、
現
夜
の
経
済
グ
ロ

i

パ
リ
ゼ
!
シ
ヨ
ン
の
傾
向
に
適
応
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
評
価
さ
れ
、
先
進
諸
川
内
の
政
治
を
収
紋
さ
せ
転
換
期
に
終
止
符
を
打
っ
か
に
は

え
た
。
し
か
し
、
九

0
年
代
も
後
半
に
入
る
と
、
こ
れ
ら
の
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
を
撚
傍
し
た
右
派
政
党
が
支
持
を
失
、
つ
が
例
も
地
え
、
イ

ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど
、
州
欧
諸
問
に
お
い
て
「
た
派
政
党
の
復
権
」
が
共
通
の
動
向
と
し
て
生
じ
た
。
こ
の
現
実
は
、
先
進
諸
問
の
政

治
が
未
だ
い
転
換
期
の
途
上
に
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
た
と
・
パ
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
現
実
を
踏
ま
え
、
現
代
政
治
学
・
比
較
政
治
学
は
、
山
側
社
凶
家
の
危
機
の
端
緒
と
し
て
の
七

0
年
代
分
析
、
そ
の
危
機
に

対
す
る

J

つ
の
処
五
遣
と
し
て
の
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
を
中
心
と
す
る
八

0
年
代
の
分
析
の
時
代
を
経
て
、
九

0
年
代
か
ら
現
症
に
来
る
時

期
の
政
治
分
析
を
そ
の
中
心
的
課
題
と
す
る
段
階
に
入
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
近
年
同
欧
を
中
心
と
し
て
生
じ
て
い
る
主
派
政
党
の
復

権
に
よ
っ
て
、
先
進
諸
同
の
裕
社
関
家
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
な
変
符
を
見
せ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
政
治
学
に
お
い
て
先
端

的
か
つ
量
一
要
な
課
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
本
稿
は
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
別
の
イ
ギ
リ
ス
制
社
同
家
の
変
谷
に
焦
点
を
%
で
、
こ
の
課
題

に
・
取
り
組
む
も
の
で
あ
る
。

こ
の
課
題
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
格
好
の
検
討
材
料
と
な
る
の
「
充
派
政
党
の
復
権
」
を
象
徴
し
た
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
も
、
二

O

。
一
年
六
月
の
総
選
挙
で
の
勝
利
を
持
っ
て
品
会
期
日
に
入
っ
て
い
る
c

そ
の
問
、
様
々
な
政
策
的
提
一
パ
が
実
行
に
移
さ
れ
、
そ
の
政
策
的



転
換
の
実
像
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
O
O
一
年
六
月
の
総
選
挙
に
お
い
て
、

T
・
ブ
レ
ア
を
党
首
と
す
る
労
働
党
は
得
票
率
四
一

%
、
獲
得
議
席
間
二
一
と
い
う
圧
倒
的
勝
利
を
収
め
た
(
表
1
)
。
こ
の
結
巣
は
、
「
地
滑
り
古
田
ヂ

回
目

E
O」
と
名
づ
け
ら
れ
世
界
に
衝
撃
を
与
え
た
前
回
(
一
九
九
七
年
五
月
)
の
数
値
と
ほ
ぼ
変

わ
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
二
闘
連
続
の
大
勝
は
、
労
働
党
の
歴
史
上
は
お
ろ
か
、
イ

ギ
リ
ス
の
議
会
政
治
上
で
も
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
勝
利
の
質
は
、
前
聞
と
は
異

な
っ
て
い
た
と
も
替
え
る
。
前
回
選
挙
が
保
守
党
へ
の
不
満
も
含
め
た
労
働
党
へ
の
期
待
値
を
中

心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
今
回
は
、
ブ
レ
ア
政
権
一
期
日
の
実
績
を
踏
ま
え
た
詳

価
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

ブ
レ
ア
自
身
も
、
一
一

O
O
一
年
の
総
選
挙
に
際
し
て
、

2001年イギリス総選挙結果

得禁率(%) 議席数

労働党 41 412 

保守党 32 166 

m自民主党 18 52 

その他 10 29 

Guαrdiαn，2001.6.11. 

表 1

一
期
日
の
実
績
を
強
調
し
、
そ
れ
と
の

連
続
性
を
選
挙
戦
略
の
中
心
に
据
え
て
い
た
。
「
仕
事
は
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
円
)
「
我
々
は
い
ま
や
、
仕
事
に
取
り
掛
か
り
、

終
わ
ら
せ
、
完
成
さ
せ
る
と
き
に
き
た
の
で
す
」
と
い
う
プ
レ
ア
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
期
日
か
ら
の
方
針
を
継
続
し
、
仕
事

を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
二
期
日
を
目
指
す
と
い
う
姿
勢
は
終
始
一
貫
し
て
い
た
。
ま
た
、
選
挙
用
の
マ
ニ
ブ
エ
ス
ト
に
は
、

一
期
日
の
実

績
を
強
調
す
る
設
葉
が
並
ぴ
、
そ
の
成
果
を
一
歩
進
め
る
こ
と
が
公
約
と
し
て
並
ん
だ
ο

こ
う
い
っ
た
戦
略
の
成
果
と
し
て
ん
7

闘
の
結
果

が
あ
る
な
ら
ば
、
二

O
O
一
年
選
挙
で
の
勝
利
は
、
労
働
党
が
着
手
し
た
政
治
的
転
換
の
流
れ
が
支
持
さ
れ
た
結
果
と
し
て
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
転
換
へ
の
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
の
流
れ
を
踏
襲
し
つ
つ
今
後
も
続
け
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
関
家
の
変
脊
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
…
)
(
近
藤
)

九
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九
四

さ
て
、
ニ

O
O
一
年
の
選
挙
で
は
何
が
争
わ
れ
て
い
た
の
か
。

一
ヶ
月
に
及
ぶ
選
挙
戦
は
、
終
始
労
働
党
絶
対
有
利
の
ま
ま
進

み

(関
1
)
、
最
も
選
挙
民
の
意
見
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
と

選挙前支持率の推移(ガーディアン紙)

予
想
さ
れ
た
ユ

l
ロ
参
加
問
題
も
含
め
て
、
争
点
は
総
じ
て
盛

り
上
が
り
に
欠
け
た
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
前
聞
か
ら
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
ヒ
も
下
が
っ
た
五
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
低

投
票
率
に
も
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
中
に
お
い
て
も
、
比

較
的
メ
デ
ィ
ア
等
の
注
目
を
集
め
、
議
論
さ
れ
た
争
点
が
一
つ

存
在
し
た
。
そ
れ
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
め
ぐ
る
争
点

で
あ
る
。

今
聞
の
選
挙
で
の
労
働
党
の
公
約
の
中
で
、
医
療
や
教
育
と

い
っ
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
人
材
や
設
備
の
充
実
が
住
日

を
集
め
た
。
選
挙
用
の
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
の
中
に
は
、
「
公
共
サ

l

図1

ピ
ス
の
刷
新
は
、
ニ
ュ

l
・
レ
イ
パ

l
の
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
の
中

心
に
位
置
す
る
」
と
掲
げ
ら
れ
、
減
税
を
行
う
よ
り
も
公
共
サ
i

ピ
ス
に
よ
り
投
資
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
明
記
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
と
り
わ
け
そ
の
こ
と
は
、
医
療
と
教
育
に
お
い
て
強
調
さ



れ
、
看
護
士
を
・
一
万
人
、
医
師
を

J

万
人
、
教
師
を

A

万
人
前
や
す
と
い
う
具
体
的
な
数
般
が
マ
ニ
ブ
エ
ス
ト
に
掲
げ
ら
れ
た
。

こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
選
挙
戦
中
の
中
心
的
ト
ピ
ッ
ク
の
-
つ
と
な
っ
た
。
政
府
機
能
の
縮
小
を
そ

の
政
策
燃
念
の
核
と
す
る
と
い
う
労
働
党
へ
の
一
般
的
評
側
か
ら
す
れ
ば
、
や
や
立
去
を
つ
い
た
公
約
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

)j 

ねて で
のは
攻こ
撃の
材公
料約
とを
し 「
た2大
コき
まな
た政

!荷

大
き
な
政
府

へ
の

M
婦
と
捉
え
る
向
き
も
あ
り
、
保
守
党
は
、
「
労
働
党
は
明
税
す
る
に
違
い
な
い
」
と
し
て
絡

へ
の
凶
日
仰
を
唱
え
、
ι

指
定
に
七
人
持
を
伸
ば
し
て
い
た
ね
山
民
民
党
へ
の
危
機
感
を
示

し
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
た
。

し
か
し
他
万
で
、
よ
り
大
き
な
政
策
提
起
A
1
般
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
労
働
党
の
政
策
を

m'に
「
大
き
な
政
府
」
へ
の
同
帰
と
し
て
汗
側

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
労
働
党
が
「
政
府
機
能
の
限
定
」
の
五
向
へ
と
一
貫
し
て
向
か
っ
て
い
る
側
耐
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る

G

選
挙

山
中
、
ブ
レ
ア
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
た
っ

「
技
々
は
、
投
資
な
く
し
て
は
学
校
や
病
院
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
川
刷
新
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
金
さ
え
出
せ
ば
十
分
と

い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
技
々
は
鍵
と
な
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
総
本
的
改
革
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
の
で
す
」
。

そ
の
総
本
的
改
革
と
し
て
は
、
公
私
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
市
場
原
理
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
用
な
ど
、
政
的
機
能
の
限
定
を
伴
、
っ

改
革
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

マ
ニ
ブ
エ
ス
ト
全
般
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
主
に
量
点
が
般
か
れ
て
い
る
と
一
一
一
什
え
よ
う
。
し
か

も
そ
れ
は
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
の
一
期
日
か
ら
一
貫
し
て
と
ら
れ
て
い
る
政
捺
雑
念
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
の
「
政
府
機
能
の
限
定
」
、
そ
し
て
そ
こ
に
設
場
し
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
光
実
と
い
う
「
大
き
な
政
府
」
的
公
約
|
|
こ

現
代
イ
ギ
リ
ス
悩
祉
関
家
の
変
符
に
関
す
る
磁
究
・
序
説
(
‘
)
(
近
藤
)

九
五
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の
両
持
に
ど
う
整
合
性
を
つ
け
て
労
働
党
の
進
む
退
を
評
価
す
る
か
は
、
二

0
0
.
年
選
挙
に
お
け
る
中
心
的
論
点
の
一
つ
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
論
点
が
中
心
と
な
っ
た
こ
と
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
と
す
る
悩
社
凶
家
シ
ス
テ
ム
を
ど
の
よ
う
な

H
向
へ
向

か
わ
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
転
換
期
に
あ
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
見
る

k
で
の
鍵
的
な
論
点
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
ぶ
し
て
い
る
の

労
働
党
政
権
が
取
っ
て
い
る
道
は
、
福
祉
凶
家
の
維
持
(
ま
た
は
そ
れ
へ
の
同
帰
)
か
、
「
政
府
機
能
の
限
定
」
に
よ
る
そ
の
縮
小
か
、

あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
二
項
対
な
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
新
た
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
の
か
り

こ
の
間
題
は
、
現
代
政
治
上
の
よ
り
大
き
な
問
題
と
連
関
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
九

0
年
代
に
実
現
し
た
「
左
派
政
党
の
復
権
」
は
、

じ
0
年
代
以
降
転
換
期
に
あ
る
先
進
諸
国
の
政
治
を
、
ど
の
よ
う
な

H
向
へ
導
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
間
い
で
あ
る
。
そ
の
中

で
、
福
祉
問
家
シ
ス
テ
ム
は
ど
の
よ
う
に
変
山
け
し
て
い
る
の
か
。

本
稿
は
、
主
に
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
に
お
け
る
福
社
政
策
の
民
聞
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
c

ブ
レ
ア

労
働
党
政
権
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
関
家
は
ど
の
よ
う
に
変
谷
し
つ
つ
あ
る
の
か
む
こ
の
論
点
を
主
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本

稿
は
、
イ
ギ
リ
ス
分
析
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
「
左
派
政
党
の
復
権
」
を
中
心
と
し
た
九

0
年
代
か
ら
現
在
に
い
た
る
時
期
に
お
い
て
、

阿
欧
先
進
諸
問
の
政
治
は
ど
の
よ
う
な
転
換
を
遂
げ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
、

よ
り
広
い
現
代
政
治
川
f

・
比
較
政
治
学
上
の
論
点
へ
の

J

つ
の
問
題
提
起
を
目
指
し
て
い
る

G

以
下
で
は
、
次
の
よ
う
な
順
序
で
検
討
が
進
め
ら
れ
る
。
ま
ず
第
J
t
H
十
で
は
、
現
代
先
進
同
政
治
に
関
す
る
比
較
研
究
の
諸
潮
流
を
検

討
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
悩
制
凶
家
分
析
の
前
提
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
政
治
学
的
視
角
が
採
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
議
論

す
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
稿
は
単
な
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
分
析
の
み
な
ら
ず
、
一
悩
社
凶
川
家
分
析
を
中
心
と
し
て
九

0
年
代

以
降
の
先
進
各
闘
の
転
換
を
読
み
解
く
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
政
治
学
・
比
較
政
治
学
的
課
題
を
も
射
税
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に



本
稿
を
位
置
付
け
る
た
め
、
分
析
の
第

段
階
と
し
て
、

m論
的
検
討
も
ま
た
境
嬰
な
課
題
と
な
る
}
そ
こ
で
の
万
法
論
的
問
題
提
起
を

踏
ま
え
て
、
第
‘
コ
市
以
下
で
は
、
共
体
的
な
イ
ギ
リ
ス
術
祉
問
家
の
分
析
に
入
る

J

ま
ず
第
鼻
ぷ
ゅ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
待
の

…
旅
史
的
丈
脈
を
終
賭
し
た
い
。
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
梢
祉
問
山
本
の
特
徴
と
、
八

0
年
代
以
降
の
動
向
に
触
れ
た
上
で
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権

へ
の
文
脈
を
幣
理
し
、
論
点
を
析
出
す
る
の
そ
し
て
第
一
二
本
で
は
、

今
九
九
七
年
か
ら
現
紅
に
い
た
る
プ
レ
ア
労
働
党
政
権
の
悩
祉
政
能

を
見
つ
つ
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
引
け
は
ど
の
よ
う
な
形
で
生
じ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る

か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
最
後
に
、
本
稿
の
分
析
が
現
代
の
政
治
や
の
中
で
持
つ
九
仕
立
に
つ
い
て
整
理
し
た
仁
で
、
ブ
レ
ア
政
権
が
採
っ

て
い
る
福
祉
国
家
政
策
の
吋
能
性
に
つ
い
て
孝
え
る
。

(
1
)

一
九
九
七
年
総
選
挙
に
お
け
る
労
働
党
の
如
何
栗
本
は
間
三
%
、
終
得
議
席
は
問
.
八
で
あ
っ
た

φ

(2)
・一

O
O
一
年
五
月
八
日
、
総
選
挙
を
宣
言
す
る
ス
ピ
ー
チ
で
の
、
フ
レ
ア
の
発
?
H
U

(
3
)
C
N
h
Q可
門
出
札
。
『

NWM。。]「印EHωE

(
4
)
伊
国

σoc吋
可
知
『

q
-
K砕
さ
守
主
0
2
曲
、
可
凶
コ
H
Q
N
F
H
L印
ゲ
。
回
一
司
司
号

quNOOH湖沼・。・

(
5
)
。
ロ
ロ
コ
法
a
p
M
o
o
-
ω
-
N
H・

(
6
)
C
S
H可
札
芯
ロ
uN。。]戸・
ω
・]5・

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
問
家
の
変
符
に
関
す
る
併
究
・
序
説
三
)
{
近
藤

九
日七



筑
波
法
政
第
三
ト
二
号
(
コ

0
0

}L 
A 

第
1
章

イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
を
見
る
視
角

第

1
節

収
散
・
分
岐
・
維
持

i
l福
祉
国
家
は
変
化
し
て
い
る
の
か
?

現
代
先
進
諸
問
の
政
治
が
転
換
期
に
入
っ
た
と
行
わ
れ
、
政
治
学
で
も
そ
の
転
換
に
対
し
て
様
々
-
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、

現
在
そ
の
道
筋
、
あ
る
い
は
展
望
に
関
し
て
、
大
ま
か
に
分
け
て
ま
ず

A

つ
の
潮
流
が
認
め
ら
れ
る
。

A

つ
は
、
「
新
し
い
収
紋
」

vA
で

あ
り
、
こ
れ
に
従
っ
た
場
合
、
現
代
の
制
社
側
家
は
総
じ
て
解
体
あ
る
い
は
縮
小
の
道
を
歩
ん
で
い
る
と
結
締
付
け
ら
れ
る
円
こ
の
収
紋

説
に
対
抗
し
た
も
う

つ
の
潮
流
は
、
「
分
岐
」
説
と
し
て
括
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
福
祉
同
家
論
に
関
し
て
-
行
え
ば
、

転
換
期
に
入
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
道
筋
が
一
円
び
収
鮫
へ
と
向
か
サ
て
い
る
と
は
司
会
主
川
え
ず
、
一
制
祉
問
・
一
本
の
解
体
に
向
か
う
同
も
あ
れ
ば
、

維
持
さ
れ
る
同
も
あ
り
、
あ
る
い
は
新
た
な
方
向
へ
の
変
符
を
目
指
す
附
も
あ
る
な
ど
、
分
岐
し
て
い
る
と
い
う
議
論
守
あ
る

ρ

ま
ず
こ

の
一
一
つ
の
潮
流
を
出
発
点
と
し
て
、
現
代
福
祉
同
家
を
巡
る
議
論
の
状
況
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
「
新
し
い
収
数
」
説
に
つ
い
て
。
主
に
現
代
先
進
諸
ほ
に
関
す
る
政
治
経
済
体
制
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
に
顕
者
に
表
れ
て
い
る

潮
流
で
、
そ
れ
が
故
も
前
日
悦
す
る
要
凶
は
、
経
済
を
中
心
と
し
た
グ
ロ

i
パ
リ
ゼ

i
シ
ヨ
ン
で
あ
る
の
つ
ま
り
、
多
凶
籍
企
業
に
象
徴
さ

れ
る
資
本
や
財
の
間
際
化
、
さ
ら
に
金
融
市
場
の
向
山
化
、
ま
た
そ
れ
ら
を
推
進
す
る

G
A
T
T
や
W
T
O
、

I
M
F
な
ど
の
民
間
も
あ

、
)
 
t
 

品
問
山
平
松
で
の
政
治
経
済
体
制
は
、
同
際
的
競
争
力
機
保
の
た
め
に
は
規
制
緩
和
な
ど
の
形
で
山
市
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の

結
果
、
各
国
の
政
治
経
済
体
制
は
「
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
」
到
の
シ
ス
テ
ム
へ
と
収
赦
し
て
い
く
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ケ
イ
ン



ズ
主
義
的
福
祉
国
家
へ
の
収
紋
の
終
お
の
結
果
転
換
期
に
入
っ
た
現
代
の
光
進
諸
国
の
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
が
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
別
シ

ス
テ
ム
へ
の
「
新
し
い
収
紋
」
と
い
う
形
で
、
転
換
期
に
終
止
符
を
打
ち
つ
つ
あ
る
と
す
る
c

日
・
キ
ッ
チ
エ
ル
ト
ら
は
、
ネ
オ
・
リ
ベ

ラ
ル
・
モ
デ
ル
に
基
づ
く
「
新
し
い
収
紋
」
説
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
整
均
し
て
い
る
。

と
す
る
よ
う
な
強
い
力
に
、

「
全
て
の
型
の
資
本
主
義
は
、
以
前
に
は
非
市
場
的
諸
制
度
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
領
域
に
も
、
市
場
関
係
を
再
び
導
入
し
よ
う

い
ま
や
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
」

こ
の
モ
デ
ル
に
従
え
ば
、
福
祉
問
家
に
お
い
て
は
非
市
場
的
制
域
に
あ
っ
た
柄
却
の
領
域
も
ま
た
市
場
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
福
祉

関
心
家
は
解
体
へ
と
向
か
う
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
へ
の
収
数
説
に
よ
れ
ば
、
福
祉
問
家
は
総
じ
て
解
体

の
道
へ
と
収
飲
し
て
い
く
と
い
う
論
照
に
な
る
。

福
祉
問
家
論
に
依
拠
し
つ
つ
、
こ
の
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
へ
の
収
紋
を
最
も
明
係
に
定
式
化
し
た
論
者
と
し
て
、

B
・
ジ
エ
ソ
ツ

ブ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
、

グ
ロ

i
パ
リ
ゼ

i
シ
ヨ
ン
も
そ
の
以
内
と
す
る
フ
ォ

i
デ
イ
ズ
ム
か
ら
。
ホ
ス
ト
・
ブ
ォ

i
デ
イ
ズ
ム
へ
の
持

消
的
移
行
の
中
で
、
附
家
シ
ス
テ
ム
も
ま
た
よ
り
適
合
的
な
シ
ス
テ
ム
へ
の
い
転
換
を
迫
ら
れ
る
と
し
、
そ
の
結
果
、
現
代
光
進
品
川
は
ケ

イ
ン
ズ
、
正
義
的
福
祉
問
家

(
K
W
S
)
か
ら
シ
ュ
ン
ベ

l
タ

l
主
義
的
ワ

l
ク
フ
ェ
ア
同
(
氷

(
S
W
S
)
へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
る
と
す
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

s
w
sの
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
エ
ソ
ッ
プ
に
よ
れ
ば
そ
れ
は

A
J…
に
ま
と
め
ら
れ
る
υ

ま
ず
第
-

に
、
問
民
経
済
の
構
造
的
競
争
力
を
で
き
る
か
ぎ
り
強
化
す
る
た
め
に
、

サ
プ
ラ
イ
・
サ
イ
ド
に
介
入
し
、
附
か
れ
た
経
済
に
お
い
て
生

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
問
中
永
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
)
(
近
膝
)

九
九



筑
波
法
政
第
一
一
一
十
一
一
号
(
一
一

O
O
二
)

一O
O

産
、
過
程
、
組
織
、
そ
し
て
市
場
の
革
新
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
来
、
第
一
一
点
と
し
て
、
社
会
政
策
を
、
労
働
市
場

の
フ
レ
キ
シ
ピ
リ
テ
ィ
の
ニ

l
ズ
に
、
そ
し
て
闘
際
的
な
競
争
に
従
厳
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
福
祉
は
、
単
に
削

減
さ
れ
る
と
詩
う
よ
り
も
、
市
場
の
力
に
従
属
さ
せ
る
べ
く
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
な
福
祉
関
家
か
ら

の
明
確
な
脱
皮
|
|
つ
ま
り
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
か
ら
シ
ュ
ン
ベ

i
タ
i
主
義
的
ワ

i
ク
フ
ェ
ア
へ
ー
ー
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

ジ
エ
ソ
ッ
プ
は
、

S
W
S
へ
の
転
換
の
中
で
、
福
祉
国
家
は
解
体
さ
れ
る
方
向
へ
と
収
飲
す
る
、
と
い
う
議
論
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
彼
が
そ
の
典
型
と
し
て
い
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
の
イ
ギ
リ
ス
の
八

0
年
代
を
象
慣
す
る
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
こ
そ
、
叶
効
果
的

な
ポ
ス
ト
・
フ
ォ

i
デ
イ
ズ
ム
体
制
と

S
W
S
の
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
的
変
棟
へ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
移
行
」
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
中
に
お
い
て
福
祉
政
策
は
や
は
り
「
経
済
的
諸
課
題
に
従
属
」
す
る
形
で
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

i
シ
ヨ
ン
や
ポ
ス
ト
・
ブ
ォ
!
デ
イ
ズ
ム
化
と
い
っ
た
経
済
的
変
化
を
軸
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
「
新

し
い
収
鍛
」
説
は
、
主
に
そ
の
方
向
性
を
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
に
向
け
て
い
る
の
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
場
合
、
サ
ツ
チ
ャ
リ
ズ

ム
と
い
う
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
的
試
み
を
経
験
し
て
い
る
イ
、
ギ
リ
ス
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
典
剰
と
し
て
評
価
さ
れ
る
が
、
そ
の
評
価
は
サ
ツ

チ
ャ
リ
ズ
ム
期
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
現
代
イ
ギ
リ
ス
に
貫
通
す
る
。
つ
ま
り
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
以
後
も
、
こ
の
ネ

オ
・
リ
ベ
ラ
ル
的
傾
向
は
継
続
し
て
お
り
、
補
社
同
家
は
‘
鈍
し
て
「
解
体
」
へ
向
か
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
「
新
し
い
収
数
」
説
に
対
し
、
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
と
い
う
前
提
を
共
有
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
て
の
閲
家
が

同
様
の
政
策
変
更
へ
と
去
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
批
判
す
る
潮
流
も
出
て
き
て
い
る
。
キ
ツ
チ
エ
ル
ト
ら
は
、
前
掲
の
ネ
オ
・
リ
ベ

ラ
ル
・
モ
デ
ル
へ
の
「
新
し
い
収
紋
」
説
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
収
数
は
生
じ
て
い
な
い
し
、
存
在
し
そ
う
な
と
こ
ろ
も
な
い
、
と
し
て

「
分
岐
」
が
続
く
、
と
結
論
づ
け
る
。



「
分
岐
」
説
を
と
る
論
者
は
他
に
も
多
く
存
点
す
る
が
、
披
ら
の
論
拠
の
法
燥
は
、
多
く
の
場
合
、
新
制
度
論
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。

.r_) 

ま
り
、
同
様
の
外
部
的
イ
ン
プ
ッ
ト
(
こ
こ
で
は
、
経
済
的
グ
ロ

i
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
)
を
受
け
た
と
し
て
も
、
各
闘
に
同
有
の
制
度
や

惟
史
的
パ
ス
が
そ
れ
に
対
す
る
対
応
に
制
約
を
加
え
る
た
め
、
必
ず
し
も
同
じ
政
治
経
済
体
制
へ
と
収
赦
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
結

果
、
「
収
赦
」
は
批
判
さ
れ
「
分
岐
」
が
艇
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
例
え
ば
、
そ
の
問
に
お
け
る
過
去
の
経
験
や
既
存
の
問
題
解
決

テ
ク
ニ
ッ
ク
は
、
ア
ク
タ
ー
の
問
題
解
決
能
力
を
規
定
し
て
い
る
た
め
、
た
と
え
凶
様
な
経
済
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
外
部
か
ら
受
け
た
と
し

て
も
、
そ
れ
ら
の
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
役
割
に
よ
っ
て
、
対
応
は
様
々
な
形
へ
と
分
岐
し
て
い
く
。
ま
た
、
政
党
の
配
訳
、
で
選
出
学
ル

i
ル、

行
政
と
L
H
一
法
の
関
係
、

ん
い
僚
制
の
能
力
と
い
っ
た
一
附
的
な
制
度
の
規
定
力
の
た
め
に
、
件
闘
は
外
部
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
回
折
さ
せ
て

受
け
取
る
た
め
、

そ
の
対
応
は
同
…
に
は
な
ら
な
い

こ
れ
ら
の
「
既
存
の
政
治
的
条
刊
と
ア
ク
タ
ー
の
よ
向
と
の
相
互
作
川
」
ゆ
え
に
、

山
の
い

政
治
経
済
政
策
や
制
度
の
分
岐
は
再
生
廃
さ
れ
つ
づ
け
る
」
ご
と
に
な
る

n

既
存
の
制
度
や
版
史
的
パ
ス
か
ら
の
制
約
を
強
調
す
る
新
制
度
論
の
潮
流
と
則
論
的
に
は
械
め
て
常
接

「
同
様
の
挑
戦
へ
の
反
出
の
小
で
す
ら
、

こ
の
よ
う
に

「
分
岐
」
品
は
、

に
結
び
つ
い
て
版
関
さ
れ
て
い
る
ひ
こ
れ
ら
の
新
制
皮
命
的
潮
流
は
、
…
術
祉
川
間
山
本
織
に
お
い
て
も
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
畑
一
福
祉
凶
家
の
解

体
へ
の
収
紋
を
批
判
し
、
十
似
祉
関
家
の
「
維
持
」
を
合
め
た
「
分
岐
」
を
説
明
す
る
議
論
を
別
論
的
に
支
え
て
い
る
と
‘
一
討
っ
て
も
よ
い
が
、

と
り
わ
け
総
社
凶
門
家
の
「
維
持
」
を
主
張
す
る
際
の
強
力
な
則
論
的
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
新
制
度
九
州
の
代
衣
的
品
者
の

A

人
で
あ
る

B
-
ロ
ス
ス
タ
イ
ン
は
、
そ
の
制
度
論
を
理
論
的
背
設
と
し
つ
つ
、

ス
ウ
ェ

i
デ

ン
に
お
け
る
悩
祉
川
門
家
の
維
持
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
彼
が
強
調
す
る
流
れ
は
、
制
度
が
あ
る
規
範
を
生
み
出
し
、
そ
の
規
批
判
に
従
つ

た
行
動
を
ア
ク
タ
ー
が
と
る
結
果
、
そ
の
行
動
は
結
来
的
に
制
度
を
再
生
旅
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
制
度
は
「
維
持
」
さ
れ
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
は
、
そ
の
持
Mm主
義
的
な
一
悩
松
岡
山
本
の
制
度
が
、
利
他
主
義
を
促
進
す
る
社
会
的
公
正
の
道
徳

現
代
イ
ギ
リ
ス
制
祉
問
家
の
変
終
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
)
(
近
藤
)

。
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スウェーデンにおける公的支出への態度

1981 1986 1992 
一一一一一一時一ー

十42 +44 +48 

+29 +:i3 +58 

経への援助 + 19 +35 + 17 

23 -23 25 

- 5 - 5 -13 

脊 +20 +30 十49

+63 十46 +55 

策 -54 -53 -68 

表 1-1 

医療・保健

ifJ齢誇援助

児訟のし主る家

住民'f:九

社会扶助

初等・中等教

}語m政策

jIiJ家・都Ili政

it:この衣の素材は次の1'(IIIJに対する終えからなづている

!税は様々なrl的のために使われます。あなたは以下にぶした 11的に支出される

歳出が、憎やされるべきか、現状維持されるべきか減らされるべきか、いずれ

だと努えますかJ
このJくの数frli!立、文UIを的やすことを願う人十の制合から、減らすことを願う

人キの制合を減じたものであるι

H¥所:B.Rothstein， Just Institution Matter， p.167. 

。

的
規
範
や
、
尚

nmhHME似
祉
を
可
能
と
す
る
川
分
配
へ
の
支
持
と
凶
家
へ

の
信
頼
性
の
い
け
川
さ
を
生
み
出
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
の
道
徳
的
規

範
に
よ
っ
て
選
好
を
形
成
さ
れ
た
同
日
比
は
、

企
1
山
柏
崎
‘

k
k
h厄
ん
リ
、
品
川
問
札
札
刈
ぺ
p
h

通
一
・
4
・n
f
L
千
ι
T
I
L
r芳

諸
制
度
を
よ
り
よ
向
す
る
こ
と
と
な
り
(
点
1
1
1
)
、
そ
の
結
巣
、

ス

ウ
ェ
!
デ
ン
の
い
侃
社
凶
家
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
r

こ
れ
は
、
制
度
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
ア
ク
タ
ー
の
選
好
や
合
mm性
、
広
川
ん

や
利
市
計
、
制
依
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
以
前
の
制
度
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
る
と
い
う
形
で
、
制
度
的
規
定
性
や
出
史
的
パ
ス
を
取
視
し
た
議
ぬ

で
あ
り
、
そ
れ
を
ぬ
拠
と
し
て
、
な
、
せ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
総
社
出
家
が

維
持
さ
れ
て
い
る
の
か
を
説
明
し
て
い
る
。
新
制
度
論
は
、
こ
の
よ
う
な

形
で
、
福
祉
国
家
の
維
持
の
則
一
論
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
と
パ

え
よ
う
。

新
制
度
論
に
基
づ
い
た
イ
ギ
リ
ス
悩
徒
同
家
分
析
と
し
て
は
、

D
1

・
ゾ
〕

ア
ソ
ン
の
も
の
が
代
表
的
で
あ
り
、
彼
は
イ
ギ
リ
ス
悩
校
同
家
が
一
貸
し

て
「
維
持
」
さ
れ
て
い
る
と
分
析
す
る
。
彼
は
、
衣
1
1
2
の
よ
う
な
統

計
的
デ

i
タ
を
示
し
た
上
で
、
多
く
の
同
に
お
い
て
福
祉
政
策
へ
の
支
出

は
そ
れ
ほ
ど
減
少
し
て
お
ら
ず
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
勢
力
が
目
指
し
た
制
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全
体

公
共

財

価
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教
育

保
健

住
宅

そ
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所
得

移
転

年
金

疾
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褒
1
-

2
 
先

進
各

国
に

お
け

る
国

家
支

出
の

割
合

(
G
D
P
比
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1979
一

切

イ
平
リ
ス
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ド
イ
ツ

ス
ウ
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デ
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1979 
1990 
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1990 
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0
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1
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一
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6.0 

一
0.1

4.7 
4.7 

-
0
.
0
 

0.9 
0.9 

-
0
.
0
 

0.5 
0.4 

-
0
.
1
 

11.2 
11.9 

+
0
.
7
 

6.9 
7.0 

+
0
.
1
 

0.2 
+
0
.
1
 

家
族

手
当

1.
7
 
1.6 

+
0
.
0
 

1.2 
0.8 

-
0
.
4
 

1.6 
1.3 

-
0
.
3
 
I
 0.4 

0.4 
一
0.0

失
業

0.7 
0.6 

-
0
.
1
 

0.9 
1.3 

+
0
.
4
 

0.4 
0.5 

+
0
.
1
 

0.4 
0.3 

-
0
.
1
 

そ
の

他
の

所
得

保
障

0.1 
0.8 

+
0
.
7
 

1.
3
 
1.6 

+
0
.
3
 

0.1 
0.2 

+
0
.
1
 

0.0 
0.0 

0.0 

行
政

的
そ

の
他

支
出

1.4 
1.
6
 

+
0
.
3
 

2.6 
2.4 

-
0
.
2
 

4.9 
5.2 

十
0.3

0.6 
0.6 

-
0
.
0
 

付
加

移
転

1.4 
1.
8
 

+
0
.
5
 

0.5 
0.4 

-
0
.
1
 

3.2 
3.7 

+
0
.
6
 

2.7 
3.5 

+
0
.
8
 

出
所
:
P. 

Pierson，“The
 Ne

w
 Politics ofthe Welfare State"，

 
p.161. 

部
記
、
「
九
ヤ

:=--tくま経平岩
l~H添s-義副長むとよ

E玄
令
子
。
害
事
~
.
i会帯電

(
 1) 

(
担
繊
)

1011: 



筑
波
法
政
第
一
二
十

A

一
号
(
二
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一O
問

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
福
祉
同
家
の
発
展
に
伴
い
、
福
祉
予
算
は
肥
大
化
し
、
そ
の
受
給
者
は
明
加
の

A

途
を
た
ど
っ
た
。

そ
の
結
果
、
福
祉
政
策
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
利
益
集
聞
の
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
ま
れ
、
ま
た
大
衆
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
福
祉
政
策
に
対

す
る
強
力
な
執
着
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
福
祉
岡
山
系
の
縮
小
を
中
心
と
す
る
改
革
に
対
し
て
大
き
な
障
山
内
と
な
り
、
結
局
改
革
は
進

刊誌】

燥
し
な
い
結
果
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
福
祉
問
家
の
縮
小
は
、
福
祉
受
給
が
カ
ッ
ト
さ
れ
る
大
衆
に
と
っ
て
は
「

A

小
人
気
政
策
」
と
な
る

た
め
に
、
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
政
治
勢
力
は
支
持
率
減
と
い
う
政
治
的
コ
ス
ト
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
選
挙
で
の

多
数
派
獲
得
を
第
一
日
燃
と
す
る
政
党
の
利
誌
に
反
す
る
こ
と
に
な
り
、
福
祉
M
門
家
の
縮
小
は
実
現
し
な
い
の
で
あ
る
。
サ
ッ
チ
ャ
!
政

機
も
、
社
会
的
給
付
の
維
持
や
拡
大
を
志
向
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
陛
論
を
前
に
し
て
、
一
裕
社
凶
家
縮
小
が
「

.7

小
人
気
政
策
」
で
あ
り
、
そ
れ

を
実
行
す
る
こ
と
は
多
大
な
政
治
的
リ
ス
ク
を
伴
、
つ
こ
と
を
発
見
し
た
た
め
、
結
問
、
一
裕
社
問
問
家
を
維
持
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

彼
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
福
祉
凶
家
は
維
持
さ
れ
て
い
る
と
論
ず
る
そ
の
理
論
的
論
拠
も
ま
た
、
制
度
命
的
で
あ
る
。
制
社
同
山
本
と

い
う
制
度
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
政
策
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
は
、
利
議
集
凶
や
受
給
者
の
「
利
益
」
を
規
定
し
、
総
小
の
試
み

に
対
し
て
障
山
ふ
け
を
与
え
、
そ
の
機
会
を
閉
じ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
一
総
統
凶
家
の
成
熟
に
伴
っ
て
形
成
さ
れ
た
利
益
集
聞
や
大
衆
的
支
持
、

決
定
ル

l
ル
な
ど
が
朕
史
的
パ
ス
と
な
っ
て
、
一
術
祉
問
家
縮
小
に
対
し
て
制
約
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
い
し
た
が
っ
て
ピ
ア
ソ
ン
に
と
っ

て
は
、
制
祉
同
家
と
い
う
制
度
を
縮
小
と
い
う
方
向
へ
と
変
化
さ
せ
る
民
望
は
恨
め
て
附
難
な
も
の
で
あ
り
、
部
分
的
に
達
成
さ
れ
こ
そ

は
す
る
も
の
の
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
的
な
収
数
な
ど
実
際
は
起
こ
っ
て
い
な
い
と
い
う
結
論
へ
と
会
主
る
。

こ
こ
に
見
た
よ
う
に
、

ロ
ス
ス
タ
イ
ン
に
し
ろ
ピ
ア
ソ
ン
に
し
ろ
、
新
制
度
論
に
基
づ
き
、
凶
内
的
制
度
や
歴
史
的
パ
ス
に
よ
る
制
約

を
強
調
し
つ
つ
、
福
祉
国
家
の
維
持
を
導
き
出
す
。
そ
の
議
論
は
、
グ
ロ

i
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
や
ポ
ス
ト
・
フ
ォ

l
デ
イ
ズ
ム
へ
の
移
行

と
い
っ
た
経
済
的
論
理
に
規
定
さ
れ
た
形
で
各
国
政
治
の
民
望
を
描
く
「
新
し
い
収
数
」
論
に
対
し
て
、
政
治
制
度
や
政
治
的
ア
ク
タ
ー



な
ど
を
強
調
し
、
政
治
的
論
均
を
復
活
さ
せ
つ
つ
、
「
分
岐
」
の

a

形
態
と
し
て
の
「
制
社
同
家
の
維
持
」
を
示
し
た
と
い
う
点
で
、

定
の
寄
与
を
な
し
た
も
の
と
1
1

川
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
制
度
品
に
依
拠
し
た
こ
れ
ら
の
議
論
に
は
、
郎
内
論
的
・
現
実
的
の
州
耐

か
ら
批
判
が
提
起
し
う
る
。

ま
ず
第
.
に
理
論
的
批
判
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
が
、
既
存
の
制
度
や
政
策
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
な
ど
の
綬
史
的

パ
ス
に
よ
る
規
定
性
と
制
約
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
制
度
や
政
策
の
形
成
・
変
化
の
説
明
可
能
性
と
い
う
点
で
、
弱
点
を
抱
え
て
い
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
ピ
ア
ソ
ン
の
場
合
は
、
制
度
や
政
策
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
利
話
集
同
や
受
任
芥
の
利
刊
紙
・
選
好

が
国
定
的
な
も
の
に
捉
え
ら
れ
、
も
っ
ぱ
ら
制
度
変
化
の
蹄
古
と
な
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
問
題
が
予
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ロ
ス
ス
タ

イ
ン
の
場
合
も
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
制
度
を
形
成
す
る
ア
ク
タ
ー
の
規
範
が
既
存
の
制
度
に
よ
っ
て
組
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ

一時

の
よ
う
な
制
度
形
成
は
制
度
の
「
再
生
巌
」
へ
と
向
か
う
，
そ
の
結
果
、
制
度
の
維
持
は
よ
く
説
明
で
き
る
け
れ
ど
も
、
制
度
の
変
容

や
新
し
い
政
策
・
制
度
の
形
成
の
説
明
に
関
し
で
は
問
題
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
点
は
、
制
祉
同
家
の
現
状
が
、
必
ず
し
も
ど
ア
ソ
ン
や
ロ
ス
ス
タ
イ
ン
の
分
析
ど
お
り
に
は
必
ず
し
も
な
い
、
つ
ま
り
、

制
度
・
政
策
の
変
化
は
現
実
に
起
こ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
予
定
に
照
ら
し
た
場
合
、
よ
り
明
降
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
期
に
、
統
計
上
・
数
字
ト
し
で
は
福
祉
川
家
の
「
縮
小
」
は
述
成
さ
れ
な
か
っ
た
か

Q
U
 

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ピ
ア
ソ
ン
が
「
縮
小
」
に
成
功
し
た
と
認
め
る
杭
宅
政
策
や
失
業
給
付
以
外
に
も
、
年
金
制
度
に
お
け
る
民
間

年
金
の
導
入
、
問
民
保
健
サ
ー
ビ
ス

(
N
H
S
)
に
お
け
る
内
部
市
場
の
導
入
な
ど
、
制
度
や
政
策
の
変
化
が
現
実
に
は
生
じ
、
一
術
相
同

家
の
性
格
の
変
化
を
導
い
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
変
化
を
支
え
た
も
の
と
し
て
、
と
り
わ
け
年
金
や
失
業
な
ど
の
社
会
保

障
政
策
に
関
し
て
必
ず
し
も
そ
の
削
減
が
「
γ

小
人
気
政
策
」
に
は
斗
て
は
ま
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
叶
返
酬
の
変
化
も
あ
る

(
い
ず
れ

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
士
)
(
近
藤

。
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Lハ

も
詳
し
く
は
後
の
章
に
お
い
て
述
べ
る
)
。
こ
れ
ら
の
変
谷
は
、
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
期
に
お
い
て
は
、
ピ
ア
ソ
ン
の
バ
う
よ
う
な
制
度
的

制
約
の
た
め
に
完
全
に
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
側
耐
は
あ
る
も
の
の
、
福
祉
関
家
変
待
へ
の
契
機
を
な
し
、
そ
れ
ら
が
現
伐
の
ブ
レ
ア
政

一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
も
行
え
よ
、
っ
。
少
な
く
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
編
社
同
山
本
が
変
山
け
し
て
い
な
い
、
と
は

A

市川え

権
に
対
し
て
、

な
い
現
実
が
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
関
し
て
も
、
そ
の
汗
遍
、
正
義
的
福
祉
問
家
と
し
て
の
性
絡
を
維
持
し
つ
つ
も
、

N
P
O
や
社
会
的

企
業
な
ど
の
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
が
福
祉
供
給
に
お
い
て
大
き
な
役
刻
を
相
い
つ
つ
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
一
悩
社
M
山
山
本
か
ら
多
一
応
的
悩
社
社
会

治

へ
の
変
容
の
契
機
を
見
出
す
見
解
も
存
在
し
て
い
る
、

し
た
が
っ
て
、

新
制
度
論
に
基
づ
く
裕
社
間
家
の
維
持
品
に
対
し
て
は
、

期
叫
ん
川
的
・
現
実
的
の
耐

f

聞
か
ら
批
判
が
技
場
し
て
い
る
が
、

と
り
わ
け
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
現
実
に
生
じ
て
い
る
制
度
や
政
策
の
変
化
を
従
え
、
そ
こ
に
生
じ
る
制
限
的
来
県
を
踏
ま
え
た
「
分
岐
」

を
説
明
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
収
紋
九
州
と
制
度
論
に
基
づ
く
維
持
論
と
の
両
行
に
共
通
す
る
・
十
刀
法
的
問
題
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
小

つ
ま
り
、
両
者
と
も

構
造
主
義
的
な
傾
向
が
強
く
、
変
化
や
形
成
を
主
導
す
る
政
治
的
、
五
体
が
、
従
M
判
的
に
扱
わ
れ
る
傾
向
が
強
い
と
い
う
点
で
あ
る

λ

「

JI51 

紋
」
論
に
お
い
て
は
、

グ
ロ
!
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
で
あ
れ
ポ
ス
ト
・
ブ
ォ

l
デ
イ
ズ
ム
化
で
あ
れ
、
経
済
的
変
化
に
伴
っ
て
、
政
治
経
-A
川

体
制
は
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
へ
と
向
か
う
と
い
う
議
論
と
な
っ
て
お
り
、
件
関
の
政
治
的
・
制
度
的
変
化
は
、
経
済
と
い
う
構
造
的
上
台
の

変
化
に
規
定
さ
れ
て
進
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
制
度
請
に
基
づ
い
た
維
持
論
の
多
く
は
、
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
役
割
に

J
え
の

焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
論
理
を
救
い
出
し
た
も
の
の
、
制
度
や
硲
史
的
パ
ス
に
よ
る
そ
の
ア
ク
タ
ー
の
行
動
へ
の
規
定
・

制
約
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
は
り
主
体
の
役
割
を
従
属
変
数
と
し
、
構
造
主
義
の
色
が
濃
厚
な
議
論
を
組
み
収
て
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
と
一
行
え
よ
う
。



こ
れ
ら
の
問
題
点
は
、
収
般
論
や
福
祉
同
家
の
維
持
論
だ
け
で
は
な
く
、
新
制
度
論
に
慕
づ
く
「
分
岐
」
説
に
も
%
て
は
ま
る
と
忠
わ

ア
ク
タ
ー
は
区
に
制
度
か
ら
の
制
約
を
受
け
る
「
得
体
」
と
し
て
捕
か
れ
、
各
同
の
制

度
的
配
限
に
従
っ
て
そ
の
分
岐
の
道
筋
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
論
煙
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
議
論
の
山
中
で
も
、

ま
さ
に
ロ
ス
ス
タ
イ
ン
自
身
が
新
制
度
論
の
代
表
的
論
芥
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
点
は
、
制
度
的
制
約
や
政

策
決
定
に
お
け
る
パ
ス
依
必
性
を
強
調
す
る
新
制
度
九
州
、
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
い
た
福
祉
川
門
家
分
析
が
陥
り
が
ち
な
も
の
で
あ
っ
た
と
も

一
万
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
議
品
が
刑
判
論
的
に
抱
え
る
問
題
点
の
.
っ
と
し
て
、
主
体
の
意
附
や
珂
念
、
戦
略
と
い
っ
た
論
矧
を

い
か
に
説
明
の
中
に
盛
り
込
む
か
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
し
く
ピ
ア
ソ
ン
が
見
た
よ
う
に
、
主
体
の
意
同
の
み
で
制
度
形
成
や
変
化
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
の

A

ト
、
ど
の
よ
う
に
し
て
制
度
や
政
策
の
形
成
・
変
化
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
じ
る
「
分
岐
」
を

説
明
し
う
る
照
論
的
装
置
は
吋
能
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
政
治
分
析
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
は
前
裂
な
課
題
の

a

つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
新
制
度
必
内
部
か
ら
も
、
新
た
な
ト
ク
川

性
を
見
出
そ
う
と
い
う
動
き
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

K
-
セ
レ
ン

/
S
-
ス
タ
イ
ン
モ
は
、
自
身
、
り
が
編
集
に
携
わ
っ
た
新
制
度
論
に

関
す
る
論
文
集
の
冒
頭
で
、
上
述
の
よ
う
な
制
度
論
批
判
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
今
後
の
制
度
論
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
わ

「
見
逃
さ
れ
て
い
る
の
は
、
制
度
的
制
約
と
政
治
戦
略
と
の
相
虻
的
影
料
、
よ
り
広
く
は
、
川
町
念
、
利
説
、
制
度
と
の
相
伝
作
用
に
つ

z
 

い
て
の
、
よ
り
明
確
な
理
論
化
で
あ
る
。
」

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
関
家
の
変
谷
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
自
)
(
近
藤
)
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八

セ
レ
ン
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
化
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
制
度
論
の
弱
点
と
さ
れ
て
き
た
制
度
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
問
題
を
検
討
す
る

可
能
性
が
開
け
る
と
し
、
そ
の
中
で
も
、
「
制
度
的
変
数
」
と
「
耀
念
的
変
数
」
と
の
相
互
作
用
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
重
要
だ
と
す

{担ヤ

る
の
で
あ
る
。
政
治
学
・
比
較
政
治
学
は
現
荘
、
主
体
の
窓
関
や
理
念
と
、
制
度
や
構
造
の
も
つ
制
約
と
の
問
の
相
互
作
用
を
検
討
し
つ

お

っ
、
制
度
の
形
成
や
変
化
を
も
説
明
し
う
る
甥
論
装
慣
を
求
め
る
段
階
に
入
っ
て
い
る
と
詩
え
よ
う
。

で
は
、
制
度
・
政
策
の
形
成
・
変
化
を
射
程
に
入
れ
つ
つ
福
祉
問
家
の
現
代
的
変
谷
を
見
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
こ
の
相
証
作

用
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
問
家
の
変
容
を
読
み
解
く
視
品
川
に
つ
い
て
の
検
討
の
第

A

…
段
階
と

し
て
、
ア
イ
デ
ア
・
理
念
の
要
素
に
焦
点
を
絞
り
つ
つ
、
制
度
・
政
策
の
形
成
・
変
化
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第

2
節

ア
イ
デ
ア
・
理
念
と
構
築
主
義

現
代
の
福
祉
国
家
の
変
耐
け
を
見
る
際
に
、
現
論
的
に
は
、

い
か
に
制
度
・
政
策
の
形
成
・
変
化
を
説
明
す
る
か
と
い
う
問
題
が
論
点
と

な
り
、
最
近
の
新
制
度
論
の
展
開
の
中
で
は
、
そ
の
際
の
媒
介
変
数
と
し
て
規
範
や
ア
イ
デ
ア
・
理
念
の
要
素
を
最
視
し
よ
う
と
す
る
も

の
が
出
始
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
イ
デ
ア
・
現
念
の
要
点
に
沿
っ
て
制
度
・
政
策
の
形
成
・
変
化
が
生
じ
、
そ
れ
ら
の
違
い
が
制
度
の

諜
異
を
生
み
出
す
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

品加一

も
と
も
と
、
ア
イ
デ
ア
・
理
念
の
要
素
は
、
比
較
政
治
研
究
に
お
い
て
は
利
緩
や
制
度
と
並
ん
で
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ

(抽司

れ
、
そ
れ
ら
の
要
素
に
章
一
点
を
お
い
た
政
治
分
析
も
行
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
制
度
形
成
・
変
容
と
い
っ
た
構
築
主
義
的
論
点
に
お
い
て

と
り
わ
け
重
要
視
さ
れ
る
要
素
で
あ
る
。



そ
も
そ
も
前
節
で
取
り
上
げ
た
ロ
ス
ス
タ
イ
ン
に
し
て
も
、
ア
イ
デ
ア
・
則
一
念
の
要
素
に
よ
っ
て
制
度
が
構
築
さ
れ
る
と
い
う
議
織
を

行
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
ア
イ
デ
ア
・
理
念
が
ア
ク
タ
ー
の
選
好
を
構
築
し
た
た
め
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
別
相
初
出
家
は
可

能
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
、
そ
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

ア
イ
デ
ア
・
環
念
の
要
素
に
よ
る
制
度
の
構
築
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
械

の
議
論
に
お
い
て
は
、

そ
の
ア
イ
デ
ア
・
瑚
念
の
要
素
が
過
去
の
制
度
に
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

制
度
の
新
た
な
構
築
と
い
う
よ
り

も
「
川
内
」
生
産
の
根
拠
と
な
り
、
結
局
そ
れ
ら
は
制
度
規
定
的
な
柄
祉
問
門
家
維
持
論
の
蝶
介
変
数
と
し
て
の
位
置
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の

ト

l
t占
、

必
制

T
t一

ア
イ
デ
ア
・
地
念
の
姿
素
の
も
つ
構
築
主
義
的
な
可
能
性
を
十
分
に
は
利
川
で
き
な
か
っ
た
と
ま
り
え
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
嬰
主

の
持
つ
構
築
、
主
義
的
な
可
能
性
を
よ
り
党
持
さ
せ
る
た
め
に
は
い
か
な
る
湖
町
九
州
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

t

こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
持
っ
た
議
論
の
中
で
ま
ず
最
初
に
技
闘
す
べ
き
は
、

R
-
H
-
コ
ッ
ク
ス
の
福
祉
同
家
分
析
で
あ
る
〈
彼
は
、

制
度
・
政
策
の
形
成
・
変
符
に
際
し
で
は
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
な
ど
の
主
体
が
持
つ
理
念
や
ア
イ
デ
ア
の
影
響
力
が
大
き
く
、
そ
の
結
果
、

持
凶
の
福
祉
改
前
十
に
お
け
る
分
岐
が
生
じ
て
い
る
と
す
る
。

れ
体
的
に
見
ょ
う
υ

彼
の
問
題
関
心
は
「
な
ぜ
裕
社
改
革
は
生
じ
た
の
か
」
と
い
う
点
に
あ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ

の
一
一
.
凶
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
三
附
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
の
制
度
的
近
県
が
大
き
く
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
現
在
の

一
例
祉
制
度
改
本
に
は
大
き
な
走
が
生
じ
て
お
り
、
制
度
や
一
勝
史
的
パ
ス
の
淀
川
共
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
分
岐
の
安
凶
を
説
明
す
る
こ
と
は
で

一却

さ
な
い
か
ら
で
あ
る
υ

こ
の
よ
う
に
彼
は
、
前
節
で
も
取
り
上
げ
た

p
・
ピ
ア
ソ
ン
を
始
め
と
す
る
「
制
度
的
葉
県
モ
デ
ル
」
の
説
明
に

対
す
る
批
判
も
込
め
つ
つ
、
「
福
祉
改
革
は
、
公
的
予
算
の
大
き
さ
よ
り
も
社
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
巡
る
闘
争
」
で
あ
り
、
一
裕
校

改
前
の
ア
イ
デ
ア
・
理
念
が
い
か
に
社
会
内
で
の
正
統
性
を
獲
得
し
、
改
本
の
「
社
会
的
構
築
」
に
成
功
す
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と

灼一

ア
イ
デ
ア
・
班
念
の
要
素
の
持
つ
構
築
主
義
的
な
役
割
に
蒜
目
す
る
。

し
て
、

判
明
代
イ
ギ
リ
ス
M
m
祉
制
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
三
)
(
近
藤
)

O 
)1.. 
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ア
イ
デ
ア
・
理
念
に
よ
る
社
会
的
構
築
と
し
て
彼
が
特
に
童
相
似
す
る
も
の
は
、
「
イ
シ
ュ

1
・
ブ
レ

i
ミ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
る
過
引
で

あ
る
の
こ
こ
に
は
、
福
祉
改
革
の
必
要
性
の
社
会
的
構
築
、

つ
ま
り
、
補
祉
改
市
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
広
範
な
主
持
を

控
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
「
イ
シ
ュ

l
」
と
し
て
構
築
し
て
い
く
こ
と
の
主
要
性
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
過
釈
を
、

ピ
ア
ソ
ン
ら
の
「
パ
ス
依
作
性
」
に
対
置
す
る
形
で
「
パ
ス
形
成
」
と
呼
び
、
過
去
の
パ
ス
の
焼
定
力
よ
り
も
、
改
事
へ
の
新
た
な
パ
ス

を
い
か
に

「
作
り
出
す
」

か
が
改
本
の
成
討
を
分
け
る
も
の
で
あ
り

そ
こ
か
ら
山
氏
庶
民
を
含
ん
だ
諸
制
度
へ
の
分
岐
は
品
川
刑
さ
れ
る
と
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
パ
ス
形
成
」
の
鍵
こ
そ
が
、
社
会
内
で
正
統
性
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
ア
イ
デ
ア

-m念
の
戦
略
的
な
捉
起
で
あ
り
、

こ
こ
に
、
「
ア
イ
デ
ア
・
理
念
」
が
、
福
祉
改
本
の
た
め
の
主
要
な
要
素
と
仕
る
。
こ
の
議
論
は
、
利
議
集
凶
や
受
議
行
と
い
う
形
で
同

定
的
な
「
利
益
」
を
考
祭
の
前
提
と
し
て
い
た
ピ
ア
ソ
、
J

を
批
判
し
、
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
一
ゾ
え
る
c

「
パ
ス
依
作
性
」

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
利
益
」
が
改
革
の
障
害
に
な
っ
た
と
論
じ
る
ピ
ア
ソ
ン
に
対
し
て
、

コ
y
ク
ス
は
「
ア
イ
デ
ア
・
烈
念
」
に
よ
る

「
パ
ス
形
成
」
を
霊
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
福
祉
改
革
に
よ
る
制
度
変
化
の
可
能
性
を
論
じ
る
の
で
あ
る
つ

コ
ッ
ク
ス
は
、
以
上
の
よ
う

な
方
法
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
ア
ク
タ
ー
が
、
あ
る
政
策
エ
リ
ア
に
お
け
る
概
念
的
言
説
を
変
化
さ
せ
、
政
策
提
案
の
正
統
性
を
計
価
す
る
た
め
の
新
し
い
基
燃
を

設
定
す
る
際
に
、
パ
ス
形
成
は
政
策
改
本
の
一
つ
の
以
同
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
。
新
た
な
社
会
的
構
築
は
、
政
策
改
市
を
可
能
と
す

る
た
め
、
制
度
の
変
化
を
よ
り
容
易
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
策
を
正
中
1
化
す
る
た
め
の
新
た
な
概
念
と
し
て
表
出
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
・

理
念
は
、
改
革
の
独
立
的
な
要
凶
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
戸



コ
ッ
ク
ス
は
こ
の
よ
う
な

-
V

刀
法
に
基
づ
き
、

デ
ン
マ
ー
ク
と
オ
ラ
ン
ダ
で
は
こ
の
「
パ
ス
形
成
」
に
成
功
し
た
た
め
に
裕
社
改
市
が
述

成
さ
れ
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
失
敗
し
た
た
め
に
悩
祉
改
本
は
作
折
し
た
と
分
析
し
、
も
と
も
と
問
類
の
制
度
下
に
あ
っ
た
一
二
同
の
分
岐

を
説
明
し
て
い
る
。

コ
ッ
ク
ス
の
議
論
の
持
つ
理
論
的
意
義
は
、
そ
の
「
社
会
的
構
築
」
の

mm論
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
制
度
変
化
や
制
度
形
成
の
説
明

を
可
能
に
し
、

単
に
制
度
に
規
定
さ
れ
た
形
で
は
な
い
分
岐
の
発
作
を
訓
明
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

政
治
的
主
体
(
コ
ッ
ク
ス
の
場
合
は
、

政
治
的
リ
ー
ダ
ー
)
が
、
戦
略
的
に
人
々
の
認
知
構
造
や
選
好
を
変
化
さ
せ
化
統
性
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
、
積
械
的
に
制
度

を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
点
に
お
い
て
構
築
主
義
的
で
あ
り
、
そ
の
牡
会
的
構
築
の
鍵
的
要
主
と
し
て
、
ア
イ
デ
ア

'm一
念
が
強
制
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

コ
ッ
ク
ス
は
、

ア
イ
デ
ア

-m念
に
よ
っ
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
制
度
が
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
人
々

の
認
知
構
造
や
選
好
を
変
化
・
構
築
し
、

新
た
な
制
度
形
成
に
対
し
て
正
統
れ
を
独
特
す
る
こ
と
を
議
論
し
て
い
る
点
で
、

L
し
、

E
f
-
-
b
h
H

L

子
ArrY4山雪印

に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
ブ
レ
!
ミ
ン
グ
論

ω

"̂' 

る
J

一
弘
法
な
立
北
を
も
っ
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
本
し
苧
の
中
で
後
述
す
る
。
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
花
け
し
た
い
の
は
、

ア
イ
デ
ア
・
川
町
念
の
盟
主
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
制
度
の

規
定
性
や
制
約
性
を
超
え
た
政
策
変
化
や
制
度
変
符
を
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
制
度
的
混
異
を
導
き
出
す
こ
と
で
悩

祉
国
家
の
「
分
岐
」
を
説
明
す
る
逃
が
聞
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
イ
デ
ア
・
環
念
の
要
議
が
、
制
度
・
政
築
の
形
成
・
変
化
を
分
析
す
る
際
の
鍵
的
な
概
念
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
、
こ
の
よ
う
な

形
成
・
変
化
の
説
明
に
取
り
組
ん
だ
論
者
の
多
く
が
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
の
例
え
ば
、

P
・
A
-
ホ
i
ル
も
ま
た
、
制
度
総
に
と
っ
て

重
要
な
課
題
は
、
変
化
を
い
か
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し
、
サ
ッ
チ
ャ

l
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
経
消
政
取
が
、
ケ
イ

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
関
心
永
の
変
符
に
関
す
る
研
究
・
序
説
三
)
(
近
藤
)
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ン
ズ
主
義
か
ら
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
へ
と
変
化
し
た
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ホ
ー
ル
の
議
論
は
、
こ
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
か
ら
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
へ
の
変
化
が
、
制
度
的
規
定
性
や
パ
ス
依
存
性
に
よ
る
述
続
性
で
は
説

K
M
 

明
が
つ
か
な
い
点
を
契
機
と
す
る
り
そ
こ
で
彼
が
強
調
し
た
の
は
、
ア
イ
デ
ア
・
湖
町
念
の
要
主
で
あ
り
、
そ
れ
が
利
益
や
制
度
と
の
問
で

持
つ
初
任
作
川
で
あ
っ
た
。
ホ
ー
ル
は
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
・
県
念
の
要
素
会
二
政
策
パ
ラ
ダ
イ
ム
い
と
し
て
概
念
化
し
、
こ
の
政
策
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
変
化
に
従
い
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
変
化
も
展
開
し
た
と
締
ず
る

f

彼
は
、
こ
れ
ら
の
マ
ク
ロ
経
済
政
策
の
変
化
と
政
策
パ
ラ
ダ
イ

ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
〉

「
マ
ク
ロ
経
済
政
能
形
成
の
よ
う
な
技
術
的
に
複
雑
な
政
策
領
域
に
お
い
て
、
政
策
決
定
者
は
、
彼
ら
が
瓜
刷
す
る
諸
問
題
が
ど
の
よ

う
に
認
織
さ
れ
、
政
第
を
通
じ
て
ど
の
日
襟
が
達
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
目
標
に
到
達
す
る
た
め
に
ど
の
技
術
が
別
い
ら
れ
う
る
か
に
つ

い
て
民
体
化
す
る
、
包
括
的
な
ア
イ
デ
ア
・
烈
念
の
セ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
導
か
れ
う
る
じ
(
強
調
引
川
者
)

こ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
政
策
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
は
、
問
題
の
認
識
構
造
、
政
策
の
日
椋
そ
の
も
の
や
そ
の
た
め
の
道
共
、
政

湖

町

治

的
的
-
一
五
日
説
ま
で
を
も
変
化
さ
せ
る
包
括
的
な
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
解
釈
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」
と
・
一
日
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ

の
解
釈
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ッ
チ
ャ

l
政
権
は
ケ
イ
ン
ズ
長
義
か
ら
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
へ
の
政
策
変
化
に

成
功
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

ホ
ー
ル
は
「
政
策
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
い
う
形
で
ア
イ
デ
ア
・
理
念
の
役
割
を
具
体
化
し
つ
つ
、
そ
れ
を
基
点
と
し
て
政

策
変
化
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
上
で
取
り
上
げ
た
コ
ッ
ク
ス
川
様
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
・
理
念
に
よ
る
正
統
性
の
獲
得
と



い
う
点
の
強
調
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、

ホ
ー
ル
は
以
ド
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
マ
、
ネ
タ
リ
ス
ト
の
ア
イ
デ
ア
・
周
念
の
取
な
る
存
作
の
み
で
は
、
そ
れ
ら
が
政
策
決
定
狩
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
保
証
さ
れ
な

ぃ
。
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
・
理
念
が
、
な
ぜ
キ
!
・
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
他
の
も
の
以

k
に
採
川
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の

ア
ク
タ
ー
が
、
他
の
も
の
以
上
に
、
政
策
に
対
す
る
影
響
力
を
も
ち
え
た
か
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

ケ
イ
ン
ズ
主
義
か
ら
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
へ
の
政
箭
変
化
の
中
で
も
、
こ
の
よ
う
な
過
程
が
示

a

変
で
あ
っ
た
。
七

0
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お

い
て
、
そ
れ
ま
で
マ
ク
ロ
経
済
に
関
す
る
「
政
策
パ
ラ
ダ
イ
ム
)
の
砲
に
あ
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
主
義
が
い
い
頼
性
を
尖
い
、
そ
れ
は
附
時
に
経

消
政
策
に
お
け
る
キ

i
・
ア
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
財
務
符
の
権
威
を
掘
り
出
し
た
。
他
万
、
む
に
メ
デ
ィ
ア
や
様
々
な
財
政
サ
ー
ク
ル
と
い
っ

た
市
民
社
会
内
で
の
討
議
に
お
い
て
、

マ
ネ
タ
リ

ρ

ベ
ム
と
い
う
新
た
な
ア
イ
デ
ア
・
理
念
が
焼
成
し
始
め
、

メ
デ
ィ
ア
等
を
通
じ
次
第
に

権
威
を
も
つ
よ
う
に
な
る
り
そ
し
て
そ
の
ア
イ
デ
ア
・
牒
念
は
、
市
民
社
会
か
ら
政
治
的
ア
リ
ー
ナ
へ
と
ス
ピ
ル
・
オ
ー
バ
ー
し
た
結
栄
、

経
済
に
お
け
る

M
・
米
の
役
割
を
減
少
さ
せ
る
べ
き
と
す
る
サ
ッ
チ
ャ

i
保
守
党
と
共
鳴
し
、
経
済
政
策
に
関
す
る
新
た
な
「
政
策
パ
ラ
ダ

イ
ム
」
と
し
て
転
換
を
主
導
し
た
の
で
あ
る
ハ

こ
の
過
程
に
お
い
て
は
、

マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
の
政
策
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
、
政
治
家
を
中
心
と
し
た
政
策
決
定
ア
ク
タ
ー
の
共
的
を
獲
得
す
る

過
程
が
重
視
さ
れ
て
い
る

つ
ま
り
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
、
同
家
内
に
お
い
て
政
策
決
定
に
対
し
彩
枠
力
を
及
ぼ
す
主
体
(
と

そ
の
連
合
)
も
ま
た
構
築
さ
れ
た
と
い
、
つ
点
で
、

コ
ッ
ク
ス
川
様
、

ア
イ
デ
ア

-m念
に
よ
る
新
た
な
「
パ
ス
形
成
」
と
い
う
側
一
山
を
持
つ

て
お
り
、
構
築
主
義
的
な
品
明
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
政
策
の
変
化
を
説
明
し
た
と
古
川
え
る
だ
ろ
、
ブ

現
代
イ
ギ
リ
ス
縞
祉
問
中
家
の
変
符
に
m
附
す
る
研
究
・
山
小
説
(

J

)

{

近
藤
)
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四

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
ホ
ー
ル
の
議
論
に
は
一
定
の
限
界
も
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

一
言
で
一
訴
え
ば
そ
れ
は
、

コッ

ク
ス
が
論
じ
た
「
社
会
的
」
構
築
と
い
う
側
面
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
策
形
成
に
関
わ
る
国
家
内
の
主
体
の
構
築
は
論
じ

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
正
統
性
を
付
与
す
る
社
会
的
基
盤
の
構
築
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
市
民
社
会
か
ら
同
家
へ
向
け
た
ベ
ク
ト
ル
は
明
確
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
メ
デ
ィ
ア
や
財
政
サ
ー
ク
ル
と
い
っ
た
市

民
社
会
内
で
醸
成
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
・
理
念
と
共
鳴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
関
家
内
の
主
体
や
そ
の
連
合
が
構
築
さ
れ
て
い
く
点

が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
構
築
主
義
的
な
説
明
に
成
功
す
る
と
と
も
に
、
ホ
ー
ル
自
ら
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
問
中
家

内
刊
M
W

中
心
的
な
政
策
過
程
分
析
に
対
し
て
オ
ル
タ
ナ
テ
イ
ヴ
を
提
起
し
て
い
る
と
言
え
る
、
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
変
化
の
過
程
に
お
い
て
は
、
国
家
内
部
の
ア
ク
タ
ー
の
問
で
正
統
性
を
獲
得
し
た
ア
イ
デ
ア
・
線
念
が
、
今
度
は

市
民
社
会
内
の
認
識
構
造
や
選
好
を
変
化
さ
せ
つ
つ
、
正
統
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
、
「
社
会
的
構
築
」
の
側
面
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。

市
民
社
会
内
に
あ
る
言
説
状
況
を
い
か
に
し
て
共
鳴
盤
と
し
て
構
成
し
、
支
持
調
達
を
実
現
す
る
か
、
こ
の
問
題
は
、
政
策
形
成
を
考
え

る
際
の
.Aγ

可
欠
な
政
治
的
論
理
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
の
考
察
が
な
け
れ
ば
、
歴
史
的
パ
ス
や
制
度
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
社
会
的
諸
基
盤

か
ら
の
制
約
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
政
策
ア
イ
デ
ア
が
頓
挫
す
る
と
い
う
ピ
ア
ソ
ン
的
議
論
に
対
す
る
批
判
力
も
、
半
減
し
て
し
ま
う
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
か
ら
市
民
社
会
へ
と
向
け
た
ベ
ク
ト
ル
の
分
析
も
ま
た
重
要
な
の
で
あ
る
。

J
-
S
・
ド
ラ
イ
ゼ
ツ
ク
は
、
そ
の
制
度
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
論
文
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
制
度
デ
ザ
イ
ン
は
、
そ
の
大
部
分
に
お
い
て
、
社
会
に
お
け
る
言
説
配
置
の
再
形
成
の
問
題
で
あ
る
。
汁



つ
ま
り
、
あ
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
税
・
に
悶
家
内
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
内
に
あ
る
人
々
の
首
誕
配

Mm-
認
識
構
造
を
把
掘
し
、
そ
れ
ら
の
共
鳴
を
猿
得
す
る
形
で
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
ο

例
え
ば
ド
ラ
イ
ゼ
ツ
ク
は
、
あ
る
氏
、
主
主
義

「
満
足
し
た
共
和
初
、
主
義
」
、
「
忠
誠
的
な
保
守
、
正
義
」
、
つ
小
満
を
抱
い
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
、

1
M
私
的
な
白
山
七

M
川
事
~

品
川
氏
」
と
い
っ
た
様
十
な
社
会
内
の
三
日
説
配
置
を
把
擬
し
、
ど
の
一
仁
川
説
の
共
鳴
を
獲
得
す
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

制
度
を
形
成
す
る
際
に
も
、

ド
ラ
イ
ゼ
ッ
ク
の
議
繍
は

制
度
・
政
策
の
形
成
・
変
化
の
際
に
、

悦
家
内
だ
け
で
な
く
市
民
社
会
内
で
の
共
鳴
を
獲
得
す
る
こ
と
を

強
制
し
て
い
る
と
ヴ
え
る

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、

市
民
社
会
内
の
諸
一
JU品
を
共
鳴
椴
と
し
て
い
か
に
惜

築
す
べ
き
か
と
い
う
、

同
家
内
に
あ
る
)
主
体
の
戦
略
的
行
為
に
関
す
る
議
論
を
よ
り
別
枠
仰
に
打
ち
出
す
こ
と
が

必
裂
と
な
る
で
あ

3
}
d
L
 

7
〆一、

r

i

yこ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
主
に
は
社
会
迷
動
論
の
丈
脈
で
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
ブ
レ
!
ミ
ン
グ
論
で
あ
る
ー
そ
れ
は
、
社
会
運
動

、ノ
P
P
A
d
A
e
A

〉

h
h
J
U
W
A

、ーや、、

ぴ
〆

J
q
ペ
.M
ィーヵ

単
な
る
容
観
的
・
構
造
的
変
化
に
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

役
会
内
に
お
け
る
参
加
若
を
運
動
へ
と
駅
り
点
て
劫

H
を
促
進
す
る
よ
う
な
認
知
的
過
絞
を
続
て
初
め
て
、
社
会
運
動
が
構
成
さ
れ
た
り
、
多
く
の
支
持
汗
を
挫
如
何
し
運
動
が
成
功
し
た
り
す

る
と
論
じ
、
そ
の
認
知
的
過
狩
を
「
フ
レ

i
ミ
ン
グ
過
程
」
と
呼
ぶ
c

「
品
例
人
が
、
自
身
の
定
活
や
計
一
界
一
般
の
山
山
米
引
を
、

れ訂

釈
の
凶
式
」
」
と
い
う
「
フ
レ
ー
ム
」
の
定
義
や
、
「
集
合
行
為
を
正
当
化
し
動
機
付
け
る
よ
う
な
、
昨
一
則
介
や
山
け
己
に
関
す
る
共
布
照
一
解
を

形
成
す
る
、
人
間
集
同
に
よ
る
意
誠
的
な
戦
略
的
努
力
」
と
い
う
「
フ
レ
i
ミ
ン
グ
」
の
定
義
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
レ
i
ミ
ン

吋
山
比
百
九
日
川
ナ
、
認
識
し
、

de

i

-

-

l

i

-

-

化
し
、
分
類
す
る
い
こ
と
を
り
能
に
す
る

J
m

グ
論
は
、
ア
イ
デ
ア
・
理
念
の
要
素
に
よ
る
社
会
的
構
築
の
側
面
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
《

つ
ま
り
、
あ
る
主
体
に
よ
る
ア
イ
デ
ア
・

m念
を
も
っ
た
戦
略
的
行
為
に
よ
り
、

い
か
に
社
会
的
諸
基
盤
を
自
ら
の
主
張
へ
の
共
鳴
撒
と
し
て
構
成
し
て
い
く
か
と
い
う
、
「
文
化

現
代
イ
ギ
リ
ス
悩
祉
関
家
の
変
吹
け
に
関
す
る
緋
究
・
序
説
(
一
)
(
近
藤
)

Ji 
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二
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一
一

O
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二
)

一
一
ム
ハ

構
築
と
運
動
構
築
の
積
極
的
過
程
」
を
焦
点
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
主
体
の
戦
略
的
行
為
に
よ
る
社
会
的
構
築
と
い
う
点
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
り
、
市
民
社
会
の
言
説
構
造
を
構
築

し
共
鳴
を
獲
得
す
る
過
程
の
重
要
性
を
論
じ
た
点
で
、
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
レ
i
ミ
ン
グ
論
の
重
要
性
は
、

そ
の
点
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
い
。
フ
レ
i
ミ
ン
グ
論
は
、
主
体
↓
構
造
と
い
う
一
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

主
体
と
構
造
と
の
相
互
作
用
と
い
う
論
点
に
も
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
の

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

や
は
り
フ
レ
i
ミ
ン
グ
諭
の
論
者
で
あ
る

w-A-
ギ
ャ
ム
ソ
ン

/
D
-
S
-
メ
イ
ヤ
!
の
次
の
よ
う
な
一
一
つ

の
著
述
を
見
ょ
う
。

司冊
v

「
機
会
は
、
運
動
を
形
成
し
制
約
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
運
動
は
同
時
に
機
会
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
」

「
フ
レ
ー
ム
は
、

一
方
で
は
恢
界
の

J

部
で
あ
り
、
受
動
的
で
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
他
方
マ
人
々
は
、
そ
れ
ら
を
積
磁
的
に
構
築
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
」

つ
ま
り
、

フ
レ
i
ミ
ン
グ
論
に
お
い
て
は
、
社
会
的
諸
法
盤
の
況
説
構
造
が
、
社
会
運
動
(
主
体
)
の
成
百
を
左
お
す
る
「
機
会
構
造
」

と
し
て
重
視
さ
れ
る
ο
そ
れ
ら
の
詮
説
構
造
か
ら
講
離
し
た
ア
イ
デ
ア
・
理
念
に
よ
っ
て
は
共
鳴
を
獲
得
す
る
こ
と
は
闘
難
で
あ
ろ
う
し
、

そ
れ
ら
の
言
説
構
造
が
、
社
会
運
動
(
主
体
)
に
近
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
成
功
の
可
能
性
は
高
ま
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
構
造
↓
主
体

の
ベ
ク
ト
ル
も
そ
の
中
に
お
い
て
は
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

フ
レ

1
ミ
ン
グ
論
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
単
に
主
体
に
対
す
る
悶
定
的
な
制
約
条
件
と
し
て
働
く
も
の
で
は
な
い
α



な
ぜ
な
ら
、
そ
の
機
会
構
造
そ
の
も
の
が
主
体
の
戦
時
的
行
為
に
よ
っ
て
鵠
築
さ
れ
る

(
さ
れ
た
)
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
社
会
運
動
の

発
生
や
成
功
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
、
工
体
の
側
が
、
あ
る
ア
イ
デ
ア

-m念
を
も
っ
て
、
社
会
的
諸
恭
般
の
認
知
構
造
や
解
釈
フ
レ

l

ム
ワ

i
ク
、
選
好
を
結
桜
的
に
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
共
鳴
滋
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
に
有
利
な
機
会
構

造
へ
と
作
り
変
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
フ
レ
!
ミ
ン
グ
論
に
お
い
て
、
構
造
と
主
体
の
関
係
は
、
ど
ち
ら
か
.
五
の
ベ
ク
ト
ル
か
ら
で
は
な
く
、
相
万
九
的
な
構
築

の
述
鎖
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
構
造
と
主
体
と
の
間
の
相

κ作
川
を
吋
能
に
す
る
則
論
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
相
正
作

別
の
媒
介
変
数
と
し
て
、

ア
イ
デ
ア
・
理
念
の
要
素
が
主
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

先
に
も
限
定
を
付
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
フ
レ

i
ミ
ン
グ
論
は
社
会
運
動
命
の
館
域
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ブ
レ

l
ミ
ン
グ

ド

3

の
主
体
と
し
て
も
社
会
運
動
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
政
治
分
析
に
利
川
す
る
こ
と
に
は

間
保
も
必
盟
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ブ
レ

l
ミ
ン
グ
主
体
と
し
て
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
や
政
党
な
ど
岡
山
本
内
で
政
策
形
成
を
主
導
す
る

ア
ク
タ
ー
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
と
構
造
と
の
間
の
相
互
作
間
に
よ
る
構
築
主
義
的
議
論
を
、
同
山
本
的
ア
ク
タ
ー
と
市
民
社
会

の
本
総
と
の
間
の
相
虻
作
用
に
よ
る
制
度
・
政
策
の
形
成
・
変
化
の
問
題
と
し
て
煎
論
化
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
、
つ
り
こ
こ
ま
で
取
り

上
げ
て
き
た
議
諭
を
踏
ま
え
、
主
体
と
し
て
同
家
内
で
政
策
形
成
を
主
導
す
る
ア
ク
タ
ー
を
与
え
、
主
体
i
構
造
の
、
そ
し
て
同
家
l
市

民
社
会
の
相

κ作
川
を
、
凶
ー
ー
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
度
・
政
策
の
形
成
・
変
化
に
関
す
る
珂
誠
に
つ
い
て
、

応
の
繋
川
町
を
し
て
お
き
た
い
の

iヌi

0) 
ょ
っ

.
方
で
川
家
内
の
ア
ク
タ
ー
を
主
体
と
し
て
、
他
方
に
市
民
社
会
に
は
、
ド
ラ
イ
ゼ
ッ
ク
が
九
一
口
、
つ
よ
う
な
一
一
二
日
説

構
造
を
機
会
構
造
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
相
克
作
用
を
考
え
る
。

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
同
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
.
)
(
近
藤
)

一
一
七
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ま
ず
①
の
ベ
ク
ト
ル
に
つ
い
て
。
国
家
内
の
政
治
的
ア
ク
タ
ー
は
、
市
民
社
会
に

お
け
る
斤
誕
構
造
に
影
響
を
受
け
、

そ
れ
ら
に
対
応
し
う
る
ア
イ
デ
ア
・
郎
一
念
を
作

図 1-1 

り
出
す
こ
と
に
よ
り
、
制
度
・
政
策
の
形
成
・
変
化
を
日
指
す
主
体
(
や
そ
の
述
九
日
)

と
し
て
構
築
さ
れ
る
ひ
こ
の
ベ
ク
ト
ル
に
お
い
て
は
、
市
民
社
会
の
一
段
説
構
造
の
指

轡
に
よ
り
、
主
体
が
構
築
さ
れ
る
側
而
を
持
つ
の
で
あ
る

η

ホ
ー
ル
の
議
論
で
は
た

よ
う
に
、
市
民
社
会
内
で
発
生
し
た
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
的
な
〉
口
品
が
、
川
家
に
ス
ピ
ル
・

オ
ー
バ
ー
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
に
法
づ
い
た
政
策
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
持
っ
た
ア
ク

タ
ー
が
、
川
門
家
内
で
影
響
均
を
持
つ
も
の
と
し
て
構
築
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
例
で
あ

る

し
か
し
、

川
家
内
の
ア
ク
タ
ー
は
、

単
に
市
民
社
会
の
一
.
川
説
構
造
か
ら
お
響
を
受

け
る
だ
け
で
は
な
く
、

主
体
的
に
そ
の
一
一
パ
説
構
造
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

'H

し
た
ア
イ
デ
ア
・
山
内
念
を
も
っ
て
、
市
民
社
会
の
は
説
構
造
に
お
い
て
も
共
鳴
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
、
社
会
内
で
の
正
統
性
を
鮭
得
で
き

ら
に
有
利
な
機
会
構
造
を
構
築
す
る
こ
と
が
川
能
で
あ
る
υ

ま
た
、
肉
ら
の
作
り
出

フ
レ
!
ミ
ン
グ
品
が
顕
著
に
示
し
た
よ
う
に
、
同
家
的
ア
ク

タ
ー
が
市
民
社
会
へ
向
け
て
フ
レ

i
ミ
ン
グ
戦
略
を
行
う
こ
と
に
よ
り
(
①
)
、
市
民
社
会
の
日
一
円
説
を
共
鳴
盤
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
が
、

な
い
点
で
、
こ
れ
ら
の
過
松
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
も
あ
る
ハ
そ
こ
で
、

制
度
・
政
策
の
形
成
・
変
化
の
過
程
に
お
い
て
は
不
可
欠
の
過
程
と
な
る
や

こ
の
過
程
は
、
政
策
そ
の
も
の
の
正
統
性
を
符
る
段
階
と
と
も
に
、
政
策
の
変
符
・
形
成
の
必
要
性
を
正
統
化
す
る
課
題
設
定
の
段
階



に
お
い
て
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
過
税
に
成
功
し
た
場
合
、

コ
ッ
ク
ス
が
昔
前
う
よ
う
な

ノ
ス
形
成
」
が
行
わ
れ
、
市
民
社
会
の
パ
必
憐

造
や
人
々
の
認
知
構
造
、
選
好
の
、
よ
り
改
革
に
有
利
な
形
へ
の
形
成
・
変
化
が
可
能
と
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
主
体
か
ら
構
造
へ
の
積
械
的
働
き
か
け
に
よ
る
「
社
会
的
構
築
」
の
側
面
が
存
在
す
る
た
め
に
、
も
と
も
と
少
数
で
あ
っ

た
り
許
証
的
な
も
の
で
あ
っ
た
り
し
た
ア
イ
デ
ア
・
懸
念
が
、

フ
レ
!
ミ
ン
グ
戦
略
に
よ
る
社
会
的
構
築
の
結
栄
、
正
統
牲
を
持
つ
も
の

と
し
て
多
数
の
共
鳴
を
獲
得
し
、
・
有
利
な
機
会
構
造
を
構
築
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
家
内
の
主
体
は
、
川
小
に
市
民
社
会

の
一
川
口
説
構
造
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ア
-
県
念
へ
の
共
鳴
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
度
・
政
策
の

形
成
・
変
化
へ
の
機
会
構
造
を
主
体
的
に
構
築
す
る
の
で
あ
る
c

そ
の
結
果
、

ノ
ス
形
成
」
を
受
け
た
い
巾
民
社
会
の
討
説
状
況
は
、
一
件
び
出
家
内
の
主
体
に
影
響

h
を
及
ぼ
す
(
①
)

f

そ
の
こ
と
に
よ

り
、
同
家
内
の
主
体
が
よ
り
正
統
性
を
も
っ
て
、

-mら
の
日
指
す
ア
イ
デ
ア
・
瑚
念
の
実
現
へ
と
向
か
い
、
そ
の
結
果
、
制
度
・
政
策
の

形
成
・
変
化
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
「
パ
ス
形
成
」
に
失
敗
し
た
場
合
に
は
、

-

Z

口
説
構
造
と
よ
り
共
鳴
す
る
新
た
な
主
体

が
構
築
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
相
立
的
な
構
築
の
述
鎖
・
競
合
の
中
で
、
制
度
・
政
誌
の
形
成
・
変
化
は
達
成
/
間
持
さ
れ
、

制
度
や
政
策
の
分
岐
が
生
じ
て
い
く
で
あ
ろ
う
σ

こ
の
枠
組
に
お
い
て
は
、
制
度
や
構
造
の
持
つ
規
定
力
は
相
対
化
さ
れ
る
。
市
民
社
会
の
一
夜
説
構
法
は
、
取
に
凶
山
本
内
り

ιu体
を
構
築
・

制
約
す
る
の
で
は
な
く
、
主
体
の
側
か
ら
の
フ
レ

i
ミ
ン
グ
戦
略
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ピ
ア
ソ
ン
や
ロ
ス

ス
タ
イ
ン
の
よ
う
に
、
制
度
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
利
品
」
や
「
規
範
」
が
常
に
そ
の
ま
ま
凶
家
内
の
主
体
を
制
約
す
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
市
民
社
会
の
言
説
構
造
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ぞ
れ
自
体
以
前
の
「
パ
ス
形
成
」
や
フ
レ

l
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
構
築
さ

れ
た
も
の
へ
と
相
対
化
さ
れ
、
よ
体
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
主
体
の
ア
イ
デ
ア
に
よ
っ

現
代
イ
ギ
リ
ス
悩
祉
問
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
一
)
(
近
藤
)
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筑
波
法
政
第
:
ト
-
ひ
っ

.
0
0

り

て
ど
の
よ
う
な
変
化
も
.
叶
能
と
す
る
議
論
も
批
判
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
点
で
、

.
Hで
同
家

L
m民
社
会
の
、
他
五
で
、
巨
体
l
構
造
の
相

-K
作
川
に
よ
っ
て
、
政
策
・
制
度
の
変
化
の
可
能
性
は
導
か
れ
る
と
一
バ
え
よ
う
c

し
た
が
っ
て
、
制
度
や
政
慌
の
「
分
岐
」
や
淀
川
火
の
発

作
い
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
単
に
制
度
的
主
異
に
よ
る
規
定
・
制
約
だ
け
で
は
な
く
、
主
体
の
持
つ
ア
イ
デ
ア
・
瑚
念
の
史
家
を
分
析
し
、

そ
れ
ら
の
フ
レ
!
ミ
ン
グ
戦
略
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
代
先
進
諸
同
に
関
す
る

&

A

つ
の
潮
流
l
l
l
「
収
赦
」
と
「
分
岐
」

l
ー
ー
か
ら
出
発
し
た
本
阜
の
議
命
は
、
そ
れ
ら

の
用
論
的
前
艇
を
批
判
し
つ
つ
、

ア
イ
デ
ア

-m念
の
要
素
と
そ
れ
に
よ
る
「
社
会
的
機
築
」
と
い
う
万
法
の
導
入
の
観
点
か
ら
、
先
進

品
同
の
「
分
岐
」
を
必
明
す
る
枠
組
に
つ
い
て
の
議
論
へ
と
到
達
し
た
。
本
本
で
こ
の
よ
う
な
議
論
を
行
っ
て
き
た
の
は
、
本
一
例
が
川
内
也

と
す
る
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
の
政
策
形
成
と
そ
れ
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
悩
祉
同
家
の
変
符
が
、

ア
イ
デ
ア

-m念
の
要
素
に
よ
っ
て
導
か
れ

て
い
る
部
分
が
大
き
く
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
変
容
は
、
グ
ロ

l
パ
リ
ズ
ム
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
た
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
中

な
る
収
紋
や
、
制
度
に
規
定
・
制
約
さ
れ
た
福
祉
問
家
の
維
持
で
も
な
い
、
新
た
な
道
筋
を
た
ど
っ
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
(

次
取
以
ド
で
は
、
本
市
で
の
・
万
法
論
的
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
イ
ギ
リ
ス
制
祉
川
門
家
そ
の
も
の
の
分
析
へ
と
進
ん
で
い
き
た
い
っ

注
(
1
)
戦
後
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
の
成
虫
、
お
よ
び
そ
の
危
機
と
再
編
を
め
ぐ
る
比
較
研
究
と
し
て
間
口
信
久
治
制
「
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的

福
祉
凶
山
本
町
青
木
品
青
山
、
一
九
八
九
年
を
参
照
。
ま
た
、
「
収
数
の
終
認
」
は
、
次
の
文
献
で
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
〉
ら
出
。
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関
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ay己
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ロ
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弘

ω・∞
gZHHMO¥出
仲
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ぢ
ユ

n
m
H
F由民
z
t
o
E
E
m
g
E
の
CHHMM)白
g
t
4
2
p
v
]庄内田
J
5
∞
盟
幅
広
岡

HHO咽州内・斗げの日申
p
g
M門
戸
出

円、。ロ
m
叫田守巾仲町出向日明よ

M
W
1
R
-
h・むさ
pmhuo~を
gg均一な

H
H
e

九円
Q
N
N
Z
町四九円むと。ぉロ円札前

5

5
。
。
芝
、
。
さ
と

2
k山口
C
N
H
h
w
な
@
。
日

BH}吋即応
m
o
dロ
ル
話
『
田
島
々

阿
》
司
巾
凹

M
F
H
φ
φ
N
W
阿

M-Mω
・

(
批
)
」
『
止
に

u

同

Y
H
・

(お
)
E
・
イ
マ

i
ガ
ッ
ト
も
ま
た
、
腔
史
的
制
度
論
の
近
年
の
展
開
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
山
中
で
、
ぞ
れ
が
「
線
念
」
や
「
解
釈
」
を
強
調
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
構
造
的
規
定
性
と
い
う
従
来
の
欠
点
を
修
正
し
つ
つ
、
「
構
築
主
義
的
」
側
而
を
強
め
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
彼
女
は
、

セ
レ
ン
ら
の
議
織
と
同
様
、
現
山
代
の
制
度
論
の
日
限
が
、
制
度
形
成
や
制
度
変
行
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
・
ぶ
し
、
そ
し
て
そ
の
際
に
抗
日

す
べ
き
要
素
の
一
っ
と
し
て
「
環
念
」
の
前
一
安
性
を
提
起
し
て
い
る
。
本
稿
も
、
制
度
論

PH休
の
理
論
的
到
達
点
肉
体
を
論
ず
る
こ
と
が
日
的

で
は
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
同
家
の
変
符
の
分
析
と
ほ
う
本
稿
の
課
題
上
不
可
欠
の
論
点
と
し
て
、
い
か
に
制
皮
が
変
存
し
形
成
さ
れ
る
か

と
い
う
問
題
に
は
注
目
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
業
織
の
い
く
つ
か
(
例
え
ば
、

P
・
A
-
ホ
l
ル
)
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
も
J

け
反
し

て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
コ
肘
・
冨

-
H
S
B
2切
汗

A
Z
d凶冊。『岳民
n回
目
。

o
g
a
p巾
Z
巾
者
同
ロ
田
口
氏
吉
位
。
口
同
日
時
国

guJMUO内
定
門
的
ロ
お
え
め

C円札四月ア

〈
己
-
N
∞
唱
冨
ゆ
∞
二

MM-H4-ま
た
、
こ
れ
ら
の
制
度
内
酬
の
民
間
に
つ
い
て
は
、
小
野
料

-

A

吋
比
較
政
治
円
以
京
大
今
出
版
会
、
会
一

0
0
一
年
、
主

に
第
間
取
を
も
参
照
の
こ
と
っ

(
M
m
)

本
稿
で
「
ア
イ
デ
ア

-m一
念
」
と
炎
現
す
る
も
の
は
、
英
見
附
に
必
け
る

E
S
で
あ
る
。
こ
の
タ

l
ム
を
「
ア
イ
デ
ア
」
と
の
み
訳
し
た
場

合
、
そ
こ
に
は
単
な
る
「
構
想
」
や
「
政
策
案
」
と
い
っ
た
や
や
狭
い
立
味
に
と
ら
れ
、
則
一
念
や
規
範
、
解
釈
附
式
な
ど
人
骨
の
認
知
機
造
に

関
わ
る
大
き
な
枠
組
が
伝
わ
ら
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
c

逆
に
「
閣
内
念
」
!
と
の
み
訳
し
た
場
合
に
は
、
抽
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
り
、
ぞ

れ
が
兵
ト
体
的
な
政
策
案
や
制
度
構
想
に
ま
で
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
ら
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
よ
本
文
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
論
殺

が

E
S
と
い
う
場
合
、
そ
の
両
者
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
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