
Title 現代政治と利益集団 (二･完) : その理論的考察
Sub Title The theoretical relationship between contemporary politics and

interest groups (2)
Author 内山, 秀夫(Uchiyama, Hideo)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1962

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.35, No.10 (1962. 10) ,p.21- 53 

JaLC DOI
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19621015-0021

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


現
代
政
治
と
利
益
集
団
（
二
・
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
1
そ
の
理
論
的
考
察
ー

内

山

秀

夫

六五四三二一
問
題
の
所
在

政
治
と
集
団

利
益
集
団
の
定
義
と
機
能
…

「
利
益
』
現
象
と
そ
の
理
論
的
対
応
－

比
較
政
治
と
利
益
集
団

結
　
　
語

：
以
上
前
号

：
以
下
本
号

四

　
今
ま
で
に
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
現
代
政
治
に
お
い
て
は
利
益
集
団
の
政
治
機
能
を
考
え
ず
に
は
、
十
分
な
認
識
に
到
達
で
き
な
い
こ
と
が

明
ら
か
に
な
つ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
事
実
に
対
応
す
る
理
論
的
展
開
に
も
ふ
れ
て
き
た
が
、
今
や
政
治
現
象
が
必
ず
し
も
個
別
的
国

家
内
で
完
結
せ
ず
、
殊
に
国
内
政
策
の
多
く
が
、
そ
の
国
家
の
対
外
的
態
度
に
関
連
を
持
つ
傾
向
が
大
ぎ
く
、
ま
た
二
極
分
裂
型
の
国
際
状
況
に
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二
　
　
（
一
〇
八
九
）



　
　
　
現
代
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治
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利
益
集
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二
二
　
　
（
一
〇
九
〇
）

お
い
て
の
そ
う
し
た
現
象
の
世
界
大
な
影
響
が
予
想
さ
れ
る
現
代
に
あ
つ
て
は
、
こ
う
し
た
よ
り
新
し
い
事
象
に
対
応
す
る
理
論
的
要
請
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
や

契
機
が
生
れ
、
こ
の
点
に
「
利
益
」
現
象
が
組
み
こ
ま
れ
る
べ
き
必
要
も
で
て
く
る
。
政
治
現
象
を
、
特
殊
国
家
的
な
現
象
と
見
ず
、
同
一
の

「
政
治
文
化
」
に
つ
ら
な
る
「
政
治
体
制
」
か
ら
理
解
し
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
「
政
治
体
制
」
論
も
、
こ
う
し
た
要
請
か
ら
生
れ
た
一
つ
の
理

論
的
試
み
と
い
え
よ
う
。
し
か
ら
ば
、
こ
う
し
た
理
論
に
、
「
利
益
」
現
象
は
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
ば
ら
く
、
S
．
H
・

ビ
ア
ー
の
理
論
を
説
明
し
よ
う
。

　
ビ
ア
ー
は
、
「
政
治
体
制
」
の
分
析
概
念
ど
し
て
、
「
政
治
文
化
」
、
「
権
力
の
パ
タ
ー
ン
」
、
「
利
益
の
パ
タ
ー
ン
」
、
お
よ
び
「
政
策
の
パ
タ
ー

ン
」
を
提
起
す
る
。
そ
の
場
合
「
政
治
文
化
」
は
、
一
般
的
な
社
会
文
化
の
中
、
特
に
政
治
の
管
理
方
法
と
政
治
の
目
的
に
か
か
わ
り
、
そ
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
パ
リ
ユ
ユ
　
　
ピ
リ
し
フ
　
　
　
　
　
　
　
エ
モ
ユ
シ
ヨ
ナ
ル
　
ア
テ
イ
テ
ユ
し
ド

た
る
構
成
要
因
は
、
価
値
、
信
念
．
お
よ
び
感
情
的
態
度
と
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
前
者
は
「
権
威
の
諸
概
念
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
へ

的
の
諸
概
念
」
で
あ
る
。
「
権
威
概
念
」
と
し
て
の
「
政
治
的
価
値
」
は
、
「
如
何
に
し
て
決
定
が
作
成
さ
れ
、
遂
行
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
基
準

や
規
範
」
を
中
心
と
し
、
「
目
的
で
は
な
く
し
て
、
手
段
に
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
決
定
が
そ
れ
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
る
方
法
と
か
手
続

き
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
決
定
の
内
容
と
か
目
的
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
」
し
、
か
く
し
て
そ
れ
は
、
「
こ
の
種
の
規
範
を
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
才
リ
テ
イ
　
（
一
）

す
る
者
に
、
道
徳
的
に
結
び
つ
け
て
い
る
規
範
に
よ
つ
て
、
要
求
を
提
出
さ
せ
る
道
徳
的
な
性
質
で
あ
る
」
。
た
と
え
ば
、
　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

国
民
は
、
政
治
制
度
の
「
当
為
」
に
つ
い
て
共
通
の
政
治
的
知
識
と
承
認
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
政
治
的
伝
統
は
実
際
に
、
ア
メ
リ
カ

人
の
政
治
行
動
に
影
響
を
及
ぽ
し
て
い
る
。
ま
た
、
あ
る
政
治
体
制
に
お
い
て
は
、
特
定
の
家
族
、
習
慣
な
ど
に
よ
つ
て
、
そ
の
行
使
方
法
を
厳

密
に
限
定
さ
れ
て
い
る
高
度
に
個
人
的
、
伝
統
主
義
的
な
正
統
的
権
力
が
、
す
な
わ
ち
権
威
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
視
角
か
ら
考
察
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
や
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
へ

ば
、
安
定
し
た
政
治
体
制
は
、
少
く
と
も
権
威
に
つ
い
て
の
共
通
の
広
範
囲
に
わ
た
る
概
念
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
「
権
威
と
し
て
の
政
治
的
価
値
」
は
、
法
律
上
の
規
定
以
上
の
範
囲
に
及
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
に
法
律
i
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

に
憲
法
ー
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
は
、
「
分
析
」
に
到
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
な
る
。
「
目
的
概
念
」
と
し
て
の
「
政
治
的
価
値
」
は
、
勿
論



単
独
で
成
立
す
る
概
念
で
は
な
く
、
「
権
威
概
念
」
と
の
関
連
に
お
い
て
機
能
す
る
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
区
分
が
依
然
と
し
て
有
効
な
の
は
、

ピ
ア
：
が
「
よ
り
合
理
主
義
的
な
体
制
に
お
い
て
は
、
手
続
き
上
の
基
準
が
、
本
質
的
な
も
の
を
犠
牲
に
し
て
の
み
充
足
さ
れ
る
し
、
ま
た
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

逆
も
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
近
い
も
の
が
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
よ
う
な
体
制
、
た
と
え
ば
戦
時
下
の
立
憲
体
制
の
ご
と
く
、
迅
速
で

強
力
な
政
治
活
動
へ
の
要
請
と
、
同
時
に
権
威
は
あ
る
が
、
緩
慢
な
動
ぎ
を
す
る
手
続
き
が
本
質
的
に
尊
重
さ
れ
る
よ
う
な
期
待
と
の
間
の
緊
張

関
係
を
内
蔵
す
る
体
制
が
例
示
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
時
に
お
い
て
典
型
的
に
看
取
さ
れ
る
こ
の
「
権
威
と
目
的
」
の
二
律
背
反
現
象
は
、

実
は
程
度
に
差
こ
そ
あ
れ
、
一
般
的
状
態
に
お
け
る
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
内
在
す
る
宿
命
で
あ
る
こ
と
に
到
れ
ぽ
、
後
述
す
る
点
と
共
に
、
こ

の
「
目
的
概
念
」
の
弁
別
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
の
べ
て
く
れ
ぽ
、
誰
し
も
「
権
威
概
念
と
目
的
概
念
が
、
あ

た
か
も
一
つ
の
価
値
を
包
含
す
る
か
の
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
、
政
治
的
行
為
に
お
け
る
善
悪
の
基
準
が
、
公
共
政
策
の
目
標
の
善
悪
の
規
定
」
だ

と
考
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
「
こ
れ
等
の
概
念
が
、
『
当
為
』
に
つ
い
て
の
価
値
ば
か
り
で
な
く
、
『
存
在
』
に
か
ん
す
る
信
念
、
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

規
範
的
命
題
だ
け
で
な
く
．
実
在
的
な
命
題
を
も
包
含
し
て
い
る
」
こ
と
も
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
す
る
こ
と
は
、
人
問
の
現

実
的
行
動
と
社
会
に
つ
い
て
の
信
念
が
、
権
威
と
目
的
と
い
う
価
値
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
リ
し
フ
し
ン
ス
テ
ム

　
し
か
し
、
こ
こ
で
そ
う
さ
れ
た
よ
う
な
価
値
と
信
念
の
区
別
が
、
政
治
分
析
に
も
た
ら
す
効
用
の
第
一
は
、
そ
の
区
別
、
す
な
わ
ち
信
念
体
系

か
ら
、
政
治
的
葛
藤
に
お
い
て
問
題
と
な
つ
て
い
る
も
の
を
理
解
す
る
の
に
役
だ
つ
場
合
が
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
十
九
世
紀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
け
る
選
挙
権
の
拡
大
に
か
ん
す
る
論
争
で
も
、
基
本
的
に
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
選
挙
権
を
持
つ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
は
共
通
し
た
承
認
が

あ
つ
た
し
、
た
だ
そ
の
表
現
に
お
い
て
多
岐
で
あ
つ
た
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
現
在
の
経
済
分
野
に
お
け
る
政
府
活
動
に
か
ん
す
る
論
議
に
お
い
て

も
、
「
人
間
の
権
利
」
対
「
財
産
権
」
と
い
つ
た
よ
う
な
倫
理
的
原
理
間
の
対
立
、
葛
藤
に
す
ぎ
ず
、
現
象
的
に
は
政
府
活
動
の
長
期
的
効
果
に

つ
い
て
の
見
解
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
。
右
の
よ
う
な
「
変
動
と
発
展
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
助
け
る
も
の
は
、
価
値
と
信
念
の
区
分
か
ら
生
ず
る

　
　
　
　
（
五
）

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
信
念
体
系
の
変
化
が
、
政
治
文
化
に
、
ひ
い
て
は
政
治
体
制
に
及
ぼ
す
影
響
を
機
能
的
に
掌
握
す
る
可
能
性
を
も
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二
四
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一
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（
六
）

有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
第
二
の
効
用
は
、
「
あ
る
体
制
の
政
治
文
化
が
、
社
会
全
体
の
文
化
に
関
連
し
て
い
る
方
法
を
識
別
す
る
」
の
に
役

だ
つ
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
政
治
に
関
連
を
持
つ
て
い
な
い
よ
う
な
理
念
で
も
、
政
治
文
化
と
し
て
の
信
念
体
系
を
通
じ
て
、
政
治
と
密
接
に

関
連
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
は
、
普
通
、
啓
蒙
期
の
哲
学
体
系
の
政
治
的
表
現
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

基
本
的
に
は
そ
れ
は
、
進
歩
と
か
人
間
の
完
全
性
と
い
つ
た
信
念
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
は
つ
き
り
理
解
で
き
よ

う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
区
分
を
す
る
こ
と
は
、
原
則
的
に
正
当
で
あ
る
が
、
実
際
上
の
研
究
過
程
に
あ
つ
て
は
、
信
念
と
価
値
と
を
分
離
す

る
こ
と
が
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
を
、
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
所
論
を
説
く
ま
で
も
な
く
、
十
分
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
一

般
的
に
、
政
治
文
化
と
い
う
信
念
と
価
値
は
、
わ
れ
わ
れ
が
政
治
体
制
の
パ
タ
ー
ン
の
変
化
の
根
元
を
そ
こ
に
見
い
だ
し
う
る
よ
う
な
発
展
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

に
お
け
る
世
界
観
の
諸
相
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　
「
感
情
的
態
度
と
象
徴
性
」
も
、
政
治
文
化
の
分
析
概
念
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
れ
は
現
代
の
政
治
家
（
典
型
的
に
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
つ
て
そ
う
さ
れ

た
よ
う
に
）
が
「
政
治
に
お
け
る
感
情
的
役
割
に
つ
い
て
は
つ
き
り
意
識
し
て
い
る
」
か
ら
、
「
政
治
学
者
は
、
…
…
あ
る
体
制
を
支
持
し
た
り
、

そ
れ
に
反
抗
し
た
り
す
る
感
情
が
、
そ
れ
に
よ
つ
て
刺
戟
さ
れ
、
ま
た
指
導
者
が
そ
れ
に
よ
つ
て
大
衆
運
動
を
操
作
し
よ
う
と
す
る
シ
ン
ボ
ル
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

か
象
徴
的
行
為
を
強
調
す
る
」
（
表
現
的
象
徴
主
義
）
点
で
了
解
点
に
達
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
政
治
学
が
対
象
と

す
る
「
政
治
の
感
情
的
な
面
に
達
す
る
象
徴
性
」
は
、
社
会
学
や
社
会
心
理
学
で
間
題
に
す
る
動
機
の
間
題
と
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
価
値
は
如
何
に
し
て
動
機
に
関
連
さ
れ
る
の
か
」
の
間
題
、
換
言
す
れ
ば
、
「
道
徳
上
の
権
利
義
務
と
い
う
理
念
ば
か
り
で
な
く
、
個
人
的
達
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
V

の
目
的
と
し
て
価
値
の
あ
る
も
の
と
い
う
理
念
自
体
が
、
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
値
す
る
要
求
と
な
り
う
る
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
後

老
が
、
そ
の
「
動
機
」
を
、
文
化
の
基
礎
的
価
値
が
個
人
的
動
機
に
転
化
さ
れ
る
複
雑
な
社
会
化
過
程
の
一
部
と
し
て
論
ず
る
の
に
反
し
．
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

学
は
、
「
表
現
的
象
徴
性
に
よ
つ
て
政
治
的
価
値
が
強
化
さ
れ
、
補
強
さ
れ
る
関
連
過
程
」
に
か
か
わ
る
。
こ
う
し
た
概
念
設
定
は
、
「
体
制
の
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
ス
マ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

定
と
か
発
展
を
形
成
す
る
力
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
政
治
活
動
や
政
治
論
議
の
二
の
感
情
的
側
面
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
」
こ
と
か



ら
、
「
も
し
政
治
活
動
が
有
効
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
目
的
と
し
て
い
る
結
果
の
中
の
い
く
つ
か
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
つ
く
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
行
為
に
適
う
感
情
を
ひ
き
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
仮
説
に
ま
で
対
応
し
て
く
る
。

さ
ら
に
そ
れ
は
、
支
配
的
感
情
が
ど
の
程
度
ま
で
．
そ
の
政
治
体
制
の
明
白
な
価
値
や
信
念
に
調
和
し
て
い
る
か
、
と
い
う
設
問
に
よ
つ
て
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

的
有
効
性
を
検
証
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
四
）

　
「
権
力
の
パ
タ
ー
ン
」
は
、
「
誰
が
、
何
を
、
何
時
．
如
何
に
し
て
獲
得
す
る
か
」
と
図
式
化
さ
れ
た
政
治
的
現
実
に
到
達
す
る
た
め
に
、
ビ
ア

！
が
提
起
し
た
分
析
概
念
で
あ
る
。
ビ
ア
ー
は
、
「
あ
る
人
間
が
他
の
人
間
の
活
動
に
予
想
可
能
な
方
法
に
お
い
て
影
響
を
及
ぽ
す
よ
う
な
や
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

方
で
合
目
的
的
に
行
動
す
る
場
合
に
、
彼
は
他
の
者
に
権
力
を
行
使
す
る
」
と
い
う
関
係
的
に
定
義
さ
れ
た
「
権
力
」
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し

て
、
そ
の
「
合
目
的
性
」
か
ら
排
除
さ
れ
た
「
無
意
識
的
な
権
力
の
半
影
」
か
ら
生
れ
る
効
果
を
も
権
力
現
象
に
含
め
る
意
味
で
、
権
力
概
念
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
フ
リ
ユ
ニ
ン
ス

関
係
性
を
拡
大
し
．
「
権
力
と
影
響
力
の
パ
タ
ー
ソ
」
を
も
つ
て
、
「
権
力
の
パ
タ
ー
ン
と
解
す
る
。
か
く
し
て
、
「
あ
る
人
間
が
他
の
人
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

た
い
し
て
有
し
て
い
る
影
響
力
は
、
権
カ
所
有
者
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
人
間
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
人
間
に
も
依
存
す
る
」
面
を
抽
出
し
、

ま
た
「
権
威
」
も
権
力
の
一
形
態
で
あ
る
場
合
を
包
含
せ
し
め
る
。
「
権
力
の
パ
タ
ー
ソ
」
の
設
定
の
意
義
は
、
そ
れ
だ
か
ら
、
「
こ
の
よ
う
な
権

力
（
す
な
わ
ち
権
威
）
の
所
有
者
が
、
社
会
に
お
け
る
別
の
形
の
権
力
配
分
に
非
常
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
、
－
…
反
対
に
、
別
の
形
の
権
カ
所
有

者
が
、
そ
う
い
つ
た
権
力
を
、
影
響
力
を
行
使
し
た
り
、
権
威
を
か
ち
と
る
た
め
に
用
い
る
と
い
う
可
能
性
が
で
て
く
る
」
こ
と
か
ら
、
「
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

な
る
政
治
体
制
に
あ
つ
て
も
．
あ
る
程
度
ま
で
は
．
こ
の
可
能
性
が
現
実
化
す
る
」
そ
の
程
度
の
識
別
に
役
だ
つ
で
あ
ろ
う
。
「
権
力
の
パ
タ
ー

ン
」
を
決
定
す
る
一
般
的
要
因
の
中
に
、
「
非
権
威
的
集
団
の
権
力
」
を
と
り
上
げ
う
る
余
地
が
見
い
だ
せ
る
の
は
、
こ
う
し
た
定
義
に
負
う
の

　
（
一
八
）

で
あ
る
。
「
権
力
の
パ
タ
ー
ン
」
か
ら
集
団
の
分
析
が
、
特
に
権
威
と
の
関
連
に
お
い
て
可
能
に
な
る
点
は
、
右
に
の
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

れ
は
「
利
益
」
か
ら
の
分
析
、
す
な
わ
ち
「
い
か
な
る
目
的
で
利
益
関
係
者
は
権
力
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
の
か
」
を
伴
う
こ
と
に
よ
つ
て
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）

り
の
成
功
を
収
め
る
だ
ろ
う
。
権
力
は
手
段
で
あ
り
、
権
力
を
用
い
る
目
標
が
「
利
益
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
、
政
治
活
動
の
手
段
と
目
的

　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
（
一
〇
九
三
）



　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
（
一
〇
九
四
）

で
あ
る
権
力
と
利
益
の
相
互
関
連
が
承
認
さ
れ
る
し
、
概
念
区
分
の
有
用
性
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
い
う
利
益
と
は
、
「
若
干
の
目
標
を
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
ス
ポ
ジ
シ
多
（
一
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
丁
ド

成
す
る
べ
く
行
為
し
て
い
る
一
傾
　
向
」
に
す
ぎ
な
い
が
．
こ
の
傾
向
は
二
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
「
感
覚
的
に
う
け
と
ら
れ
た
要
求
が
行
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
）

へ
と
導
く
推
進
力
と
か
駆
動
力
」
と
い
う
意
味
で
の
感
覚
的
な
面
と
、
「
感
覚
的
に
う
け
と
ら
れ
た
要
求
に
応
ず
る
目
的
概
念
と
か
事
態
」
と
い

う
意
味
で
の
認
識
的
な
面
と
を
そ
な
え
て
い
る
。
ま
た
こ
の
認
識
的
な
面
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
利
益
が
「
利
己
的
」
で
あ
る
と
か
、
「
非
利
己
的
」

な
利
益
も
あ
る
と
い
つ
た
、
政
治
行
動
に
お
け
る
重
要
な
契
機
の
識
別
も
可
能
に
な
つ
て
く
る
。
利
益
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
あ
る
事
態
を
ひ
き

お
こ
す
よ
う
な
傾
向
で
あ
り
、
な
い
し
は
、
あ
る
状
況
の
発
生
を
妨
げ
た
り
、
除
去
し
た
り
す
る
傾
向
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の

と
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
所
与
の
社
会
的
状
況
を
伴
つ
た
一
般
的
な
社
会
的
文
化
が
影
響

力
と
し
て
作
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
利
益
現
象
の
目
標
形
成
に
さ
い
し
て
は
、
そ
の
達
成
方
法
に
つ
い
て
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
信
念
体
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
三
）

が
大
き
く
作
動
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ビ
ア
ー
の
「
評
定
」
価
値
が
、
目
標
を
確
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
一
の
水
準
で
考
え
ら

れ
た
場
合
に
、
道
徳
的
価
値
の
変
化
が
、
利
益
関
係
の
変
化
に
波
及
す
る
こ
と
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
利
益
が
あ
る
共
通
の
目
的
概
念
に
よ
つ
て
正
統
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
限
つ
て
、
利
益
は
政
策
へ
の
要
請
だ
と
一
般
に
主
張
さ
れ

（
二
四
）

る
』
こ
と
は
す
で
に
第
三
節
で
の
べ
た
が
、
こ
う
し
た
主
張
の
効
用
は
．
政
治
的
水
準
に
浮
上
す
る
利
益
を
規
定
す
る
上
で
、
確
か
に
手
段
的
に

有
効
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
．
ビ
ア
ー
は
、
産
業
革
命
や
福
祉
国
家
と
い
つ
た
経
済
発
展
、
な
い
し
文
化
的
革
命
か
ら
生
ず
る
新
し
い
種
類
の
利
益

が
、
政
治
に
た
い
す
る
強
力
な
作
動
因
と
な
つ
た
事
実
か
ら
こ
の
有
効
性
を
十
分
承
認
し
て
い
る
。
こ
の
イ
ン
パ
ク
ト
か
ら
、
「
政
策
に
つ
い
て

の
適
正
な
目
標
に
つ
い
て
の
新
理
念
が
政
治
文
化
か
ら
生
じ
、
な
い
し
は
政
治
文
化
に
移
入
さ
れ
る
と
、
そ
れ
等
は
分
裂
し
、
ま
た
体
制
に
た
い

し
て
厳
し
い
、
革
命
的
と
も
い
え
る
よ
う
な
緊
張
関
係
を
与
え
る
場
合
が
あ
る
。
他
方
、
権
威
に
た
い
す
る
同
意
の
よ
う
に
、
共
通
目
的
に
か
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
五
）

す
る
同
意
は
、
政
治
的
安
定
を
つ
く
り
だ
す
一
要
因
で
あ
る
」
と
の
べ
て
、
新
し
い
種
類
の
利
益
の
共
通
性
か
ら
生
れ
る
パ
タ
ー
ン
を
展
開
し
て

い
る
。
こ
の
「
共
通
の
目
的
」
か
ら
、
通
常
「
特
殊
利
益
集
団
」
と
「
一
般
利
益
集
団
」
の
区
別
が
な
さ
れ
、
「
そ
れ
自
体
の
」
共
通
の
利
益
目



的
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
前
者
と
．
「
他
者
の
た
め
の
」
共
通
の
利
益
目
的
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
後
者
と
が
対
比
さ
れ
る
。
し
か
し
「
こ
の
機

能
概
念
ー
そ
れ
に
よ
つ
て
、
そ
の
集
団
が
そ
の
利
益
へ
の
要
求
を
正
統
化
す
る
共
通
の
善
に
か
ん
す
る
理
念
ー
は
、
そ
の
集
団
成
員
の
動
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
）

に
組
み
込
ま
れ
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
利
益
の
一
部
で
あ
り
」
、
こ
の
観
点
か
ら
し
て
、
「
特
殊
利
益
」
と
「
一
般
利
益
」
集
団
の
差
は
単

に
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
し
か
し
、
原
則
的
に
そ
の
相
対
的
差
異
を
認
め
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
利
益
集
団
は
、
そ
の
集
団
へ
の
帰

属
自
体
を
、
利
益
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
価
値
的
に
関
連
を
持
つ
た
人
間
に
許
容
す
る
ゆ
え
に
、
特
殊
利
益
集
団
に
較
べ
る
と
、
よ
り
滲
透
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
目
的
開
放
的
（
。
冨
ぎ
呂
a
）
と
い
う
傾
向
を
持
つ
と
指
摘
で
き
る
。
反
対
に
、
特
殊
利
益
集
団
に
お
け
る
構
造
や
行
動
が
．

よ
り
輩
固
で
、
強
烈
に
な
る
傾
向
を
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
、
政
治
的
価
値
に
た
い
す
る
「
同
意
」
1
「
不
同
意
」
と
も
い
え
よ
う
が
ー
の

程
度
か
ら
、
た
と
え
ば
政
治
文
化
が
「
分
裂
型
」
で
あ
る
政
治
体
制
に
あ
つ
て
は
、
価
値
に
つ
い
て
の
同
意
は
分
岐
的
と
な
り
、
そ
こ
に
も
利
益

集
団
の
発
生
基
盤
が
準
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
特
殊
な
、
自
己
志
向
的
集
団
の
籏
生
を
意
味
し
、
そ
れ
等
の
対
立
か

ら
、
状
況
の
悪
化
が
出
現
す
る
可
能
性
が
生
れ
る
。

　
「
人
間
の
行
為
の
二
つ
の
面
は
、
到
達
す
る
べ
く
追
求
さ
れ
る
目
的
と
、
到
達
す
る
た
め
に
と
ら
れ
る
手
段
で
あ
る
。
第
三
の
面
は
、
結
果
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
）

な
わ
ち
こ
の
間
題
解
決
過
程
の
産
物
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
政
治
体
制
に
お
け
る
「
利
益
を
権
力
の
相
互
作
用
の
結
果
」
と
し
て
の
「
政
策
の
パ

タ
ー
ン
」
を
想
定
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
の
点
か
ら
「
政
策
の
パ
タ
ー
ン
」
が
、
完
全
に
独
立
し
て
で
は
な
く
、
関
係
的
、
機
能
的
に
理
解
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
力
点
が
お
か
れ
る
。
「
政
策
の
パ
タ
ー
ン
」
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
結
局
は
「
何
が
決
定
さ
れ
た
の
か
」
、
さ
ら
に
は

「
決
定
の
結
果
は
ど
う
か
」
を
問
う
こ
と
に
も
な
る
が
、
こ
と
に
後
者
の
問
題
は
「
政
治
体
制
」
論
の
範
囲
を
越
え
た
問
題
に
発
展
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
へ

多
い
し
、
だ
か
ら
基
本
的
に
「
政
治
的
」
で
あ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
政
策
は
勿
論
、
立
法
部
、
行
政
部
、
お
よ
び
司
法
部

と
い
つ
た
フ
ォ
ー
マ
ル
な
政
治
制
度
か
ら
生
れ
る
権
威
あ
る
決
定
を
意
味
し
、
現
代
政
治
に
お
い
て
政
策
決
定
の
中
心
的
な
役
割
の
一
つ
を
果
た

し
て
い
る
官
僚
制
に
も
か
か
わ
り
を
持
つ
。
そ
し
て
こ
の
文
脈
か
ら
見
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
権
力
と
利
益
の
相
互
作
用
」
か
ら
の
類
型
化
を

　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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一
〇
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二
八
　
　
（
一
〇
九
六
）

可
能
に
す
る
し
、
さ
ら
に
政
治
的
価
値
と
し
て
の
政
治
文
化
の
パ
タ
ー
ソ
に
関
連
し
て
の
把
握
を
可
能
に
す
る
。
ま
た
た
と
え
ば
、
政
策
の
経
済

的
効
果
は
、
権
力
と
同
様
に
利
益
の
パ
タ
ー
ン
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
論
理
過
程
か
ら
、
政
策
の
パ
タ
ー
ン
に
関
連
す
る
の
は
主
と
し
て
そ
れ

以
前
の
政
策
か
ら
の
イ
ソ
パ
ク
ト
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
過
程
は
、
政
治
体
制
に
ま
で
行
ぎ
つ
く
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
．
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
社
会
保
障
政
策
を
と
り
上
げ
て
見
て
も
、
そ
の
背
後
に
は
福
祉
国
家
政
策
と
い
う
基
本
的
な
政
策
決
定
が
存
在
す
る
し
、
「
社
会

保
障
」
は
「
権
力
と
利
益
」
か
ら
影
響
を
及
ぽ
す
と
同
時
に
、
ま
た
及
ぼ
さ
れ
も
し
、
ま
た
「
福
祉
国
家
」
と
い
う
政
治
体
制
に
よ
つ
て
も
影
響

を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ビ
ア
ー
が
、
「
政
治
体
制
内
で
は
、
政
策
は
権
力
に
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ろ
い
ろ
な
結
果
か
ら
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
八
）

と
、
ま
た
別
の
方
向
を
た
ど
る
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
右
の
過
程
を
意
味
す
る
表
現
で
あ
る
。
最
後
に
ビ
ア
ー
は
、
「
因
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
九
）

関
係
の
過
程
を
突
き
と
め
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
意
図
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
環
境
的
な
も
の
も
あ
る
」
と
の
べ
て
、
政
治
現
象
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
〇
）

る
主
観
的
要
因
と
客
観
的
要
因
の
意
義
を
加
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
政
治
体
制
分
析
の
充
実
を
計
つ
て
い
る
。
「
環
境
は
人
を
つ
く
り
、
人
は
環

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
＝
）

境
を
つ
く
る
」
と
い
う
意
味
で
．
ビ
ア
ー
は
こ
の
要
因
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
ピ
ア
ー
の
提
示
し
た
類
型
化
の
論
理
を
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ソ
の
政
治
分
析
に
お
け
る
役
割
を
の
べ
て
き
た
が
、
当

然
こ
れ
に
は
多
く
の
批
判
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
そ
の
間
題
に
ふ
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
筆
者
が

「
利
益
」
現
象
を
と
り
扱
う
上
で
現
代
政
治
学
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
を
、
た
だ
ビ
ア
ー
の
分
析
枠
組
に
見
い
だ
し
う
る
、
そ
の
点
を

指
摘
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
．
「
利
益
」
現
象
分
析
に
さ
い
し
て
、
中
心
的
役
割
を
は
た
す
利
益
集
団
概
念

は
、
理
論
的
に
ど
こ
ま
で
有
効
と
考
え
ら
れ
う
る
か
。
そ
れ
に
答
え
る
た
め
に
次
節
で
は
、
個
別
的
国
家
に
お
け
る
利
益
現
象
理
解
の
キ
イ
概
念

と
し
て
よ
り
も
1
勿
論
基
本
的
に
は
そ
う
な
の
だ
が
」
い
く
つ
か
の
留
保
条
件
を
つ
け
れ
ば
、
比
較
政
治
学
に
お
い
て
最
も
効
力
を
持
つ

点
を
論
じ
よ
う
。
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た
と
え
ば
、
R
・
C
・
マ
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リ
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ス
は
．
「
権
威
の
一
般
的
体
系
と
構
造
は
．
本
質
的
に
は
『
憲
法
』
で
あ
る
。
成
文
憲
法
で
あ
れ
、
不
文
憲
法
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あ
れ
．
憲
法

　
は
い
か
に
し
て
政
治
社
会
が
統
治
さ
れ
る
か
に
か
ん
す
る
、
そ
の
政
治
社
会
の
『
基
本
的
同
意
』
を
あ
ら
わ
す
」
と
の
べ
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、
政
治
分
析
に
お
け
る
「
憲
法
」
の
意
義
を

　
の
べ
て
い
る
。
界
ρ
冒
8
ユ
傷
猷
導
畠
蝉
輿
ω
3
≦
β
§
8
Q
Q
ヨ
饗
影
菖
く
o
勺
o
一
置
8
”
2
0
葱
p
区
窪
一
軽
（
一
8
ご
U
o
§
『
浮
y
り
N
O
S

パ　 ハ　 パ　 ハ　 パ　 ハ　 ハ
九八七六五四三）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）

（
一
〇
）

（
一
幅
）

（
一
二
）

（
コ
5

　
ん
す
る
同
じ
質
問
に
は
、

　
価
値
、

　
る
の
は
、

（
一
四
）

　出鶴

6
匡

（
U
五
）

　
占
）家

に
ま
た
が
る
概
念
で
あ
る
政
治
体
制
は
、

　
体
制
を oo

．
翠
署
」
獣
α
‘
ワ
一
〇〇
●

¢
韻
切
＄
き
ム
三
自
●
サ
冨
。
一
〇〇
I
O
●

O
h
り
ψ
昌
響
り
一
げ
箆
‘
箸
ゆ
這
－
留
．

¢
串
響
℃
凶
獣
“
り
曽
●

oa

。
出
．
響
」
瓢
“
●
愉
｝
曽
，

¢
類
切
＄
斜
凶
獣
含
こ
サ
旨
・

ψ
国
●
一
W
8
ン
ゆ
獣
山
己
り
8
。

　
ψ
鍔
切
＄
ン
一
匡
島
・
り
℃
●
詑
．

　
堕
轟
響
」
げ
す
℃
》
器
．

　
¢
胃
響
」
獣
島
●
、
サ
曽
。

　
こ
の
点
に
か
ん
し
て
ビ
ア
ー
が
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
価
値
と
信
念
の
ど
ち
ら
が
よ
り
容
易
に
変
化
す
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
政
治
的
感
情
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
ど
の
よ
う
に
答
え
る
べ
き
な
の
か
。
明
ら
か
に
簡
潔
で
一
般
的
な
解
答
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
問
題
は
提
起
に
値
す
る
。
と
い
う
の
は
理
念
、

　
お
よ
び
感
情
は
、
必
ず
し
も
同
じ
よ
5
に
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
当
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（
¢
頃
閃
＄
『
」
瓢
8
，
謡
）
と
の
べ
て
い

　
　
実
際
上
の
研
究
過
程
で
、
こ
の
分
析
概
念
の
適
用
が
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
、
と
同
時
に
、
如
何
に
必
要
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
H
・
D
・
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
提
示
し
た
政
治
図
式
。
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G
・
A
・
ア
ー
モ
ソ
ド
は
、
M
・
ウ
ェ
し
ハ
ー
の
権
力
概
念
（
一
定
の
地
域
お
よ
び
国
民
に
か
ん
す
る
物
理
的
強
制
の
正
統
的
独

を
論
及
し
た
後
、
こ
う
し
た
権
力
現
象
だ
け
が
政
府
の
領
域
で
は
な
い
が
、
政
府
な
い
し
は
国
家
が
少
く
と
も
そ
れ
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
、
な
お
複
数
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
こ
の
物
理
的
強
制
の
使
用
に
影
響
を
与
え
て
い
る
規
模
、
方
向
、
お
よ
び
条
件
に
独
自
に
関
連
し
て
お
り
」
、
か
く
て
政
治

　
「
物
理
的
強
制
に
よ
つ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
諸
決
定
に
影
響
を
与
え
て
い
る
役
割
の
類
型
化
さ
れ
た
相
互
作
用
』
と
定
義
し
て
い
る
。
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治
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を
「
役
割
」
の
類
型
化
さ
れ
た
相
互
作
用
と
し
て
い
る
か
ら
、
一
個
の
役
割
の
変
化
が
、
他
の
「
役
割
」
体
系
を
変
化
さ

　
せ
、
か
く
て
全
体
社
会
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
政
党
組
織
、
行
政
、
立
法
過
程
に
変
化
を
及
ぽ
す
と
い
う
意
味
あ
い
で
、
圧
力
団
体
を
政
治
体
制
に
組
み
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治
分
析
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け
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因
果
関
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的
決
定
論
の
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に
、
ア
メ
リ
カ
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学
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ど
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よ
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に
対
決
し
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は
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次
の
論
文
参
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こ
の
提
起
を
根
本
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
類
型
化
を
試
み
た
ビ
ア
ー
が
、
こ
の
点
で
は
非
常
に
粗
雑
な
概
念
提
示
に
終
つ
て
い
る
点
は
問

　
　
因
果
的
要
因
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
凝
縮
し
、
精
緻
化
す
る
よ
う
な
試
み
が
な
さ
れ
ね
ば
、
彼
の
類
型
的
理
解
は
完
結
し
な
い
。
こ
の
点
か
ら
彼
の
理
論
枠

「
特
殊
西
欧
的
』
に
妥
当
す
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
の
有
効
性
が
指
摘
さ
れ
る
破
目
と
な
る
（
た
と
え
ば
、
岩
永
健
吉
郎
・
「
比
較
政
治
研
究
の



方
向
」
・
国
家
学
会
雑
誌
・
七
四
巻
五
・
六
号
昭
和
三
十
六
年
参
照
）
。

五

　
前
節
で
は
、
現
代
の
政
治
現
象
を
、
政
治
文
化
、
権
力
の
パ
タ
ー
ソ
、
利
益
の
パ
タ
ー
ソ
、
お
よ
び
政
策
の
パ
タ
ー
ソ
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し

た
S
・
H
・
ビ
ア
ー
の
「
政
治
体
制
」
論
を
め
ぐ
つ
て
、
利
益
現
象
に
た
い
す
る
理
論
的
対
応
の
一
つ
の
型
を
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本
節
で

は
、
理
論
体
系
の
一
構
成
要
因
と
し
て
の
利
益
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
「
利
益
集
団
」
の
活
動
様
式
か
ら
当
該
政
治
体
制
を
類
型
化
し

よ
う
と
い
う
試
み
に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
体
制
が
そ
う
し
た
規
定
要
因
で
あ
る
前
提
を
く
つ
が
え
す
の
で
は
な
く
て
、

そ
う
し
た
体
制
に
か
ん
す
る
諸
仮
説
を
、
利
益
集
団
の
活
動
型
、
存
在
型
か
ら
検
証
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
単
に
研
究
手
続
き
上
の
逆
転
で

あ
る
こ
と
を
見
誤
つ
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
政
治
体
制
と
い
う
の
は
、
ビ
ア
ー
に
お
け
る
と
基
本
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
が
．
さ
ら
に
拡
張
さ
れ
た
、
し
か
も
精
緻
化
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
G
・
A
・
ア
！
モ
ン
ド
は
、
「
政
治
体
制
と
は
、
行
為
の
体
系
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
・
そ
う
し
た
政
治
体
制
に

お
け
る
利
益
集
団
の
比
較
分
析
を
試
み
た
の
が
、
一
九
五
七
年
四
月
五
日
か
ら
十
日
ま
で
、
ス
タ
ソ
フ
ォ
ー
ド
大
学
行
動
科
学
高
等
研
究
セ
ソ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

1
で
開
催
さ
れ
た
「
社
会
科
学
研
究
協
議
会
、
比
較
政
治
委
員
会
」
の
第
一
回
「
研
究
計
画
会
議
」
で
の
論
議
で
あ
つ
た
。
こ
の
会
議
で
展
開
さ

れ
た
諸
問
題
は
、
今
後
の
実
証
研
究
に
た
い
す
る
包
括
的
な
仮
説
の
提
示
で
あ
り
、
そ
の
仮
説
を
検
討
す
る
た
め
の
分
析
方
法
の
提
起
と
い
う
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

格
を
持
つ
て
い
る
か
ら
、
い
ぎ
お
い
そ
の
仮
説
の
妥
当
性
は
、
こ
こ
で
論
ぜ
ら
れ
た
水
準
で
た
だ
ち
に
決
定
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
．
む
し
ろ

そ
う
し
た
仮
説
が
、
今
後
の
実
証
研
究
に
よ
つ
て
如
何
に
修
正
さ
れ
、
訂
正
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
そ
の
ま
ま
内
蔵
し
て
い
る
も
の
と
し
て
理

解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
討
論
の
内
容
は
、
「
利
益
集
団
の
比
較
分
析
の
一
般
目
的
」
、
「
利
益
集
団
組
織
の
一
般
的
記
述
」
、
「
特
定
の
利
益
集
団
の
選
択
」
、
「
利
益

　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
嚇
　
　
（
一
〇
九
九
）



　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
（
一
一
〇
〇
）

集
団
と
世
論
」
、
「
利
益
集
団
と
政
党
」
、
「
利
益
集
団
と
立
法
部
」
、
「
利
益
集
団
と
官
僚
制
」
、
お
よ
び
「
比
較
分
析
に
お
け
る
非
西
欧
諸
国
の
包

含
」
の
八
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
に
と
り
上
げ
ら
れ
た
「
利
益
集
団
の
比
較
分
析
の
一
般
目
的
」
で
は
、
ま
ず
従
来
の
比
較
研
究
で
の
公
的
制
度
へ
の
力
点
に
た
い
す
る
批

判
か
ら
出
発
す
る
。
そ
れ
は
、
「
公
的
な
意
味
で
は
類
似
し
て
い
る
と
し
か
い
え
な
い
よ
う
な
も
の
で
も
、
機
能
的
に
は
相
異
な
つ
て
い
る
政
治

体
制
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
公
的
制
度
、
政
党
組
織
、
選
挙
制
度
以
外
に
、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
し
た
形
で
概
念
さ
れ
て
き
た
社
会
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

と
か
、
合
意
、
な
い
し
そ
の
欠
如
、
お
よ
び
世
論
」
と
い
つ
た
概
念
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
う
し
た
新
概
念
の
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

用
と
い
う
観
点
か
ら
、
利
益
集
団
概
念
が
、
ア
メ
リ
カ
政
治
学
界
に
お
け
る
理
論
的
契
機
と
実
践
的
契
機
か
ら
導
入
さ
れ
、
「
利
益
集
団
」
組
織

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

を
政
党
組
織
の
水
準
以
下
で
考
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
「
政
党
と
か
政
治
制
度
が
政
治
体
制
の
型
を
識
別
す
る
『
原
理
』
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
希

望
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
世
論
、
政
党
、
お
よ
び
公
的
な
政
治
制
度
と
の
複
雑
な
相
互
関
係
に
お
け
る
利
益
集
団
の
体
系
的
検
証
が
、
『
全
体
的

に
』
政
治
体
制
の
差
異
を
よ
り
正
確
に
区
別
し
う
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
を
抱
い
て
利
益
集
団
の
比
較
研
究
に
向
う
」
こ
と
、
「
換
言
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
や
　
　
　
う
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
や
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
　
へ

学
者
の
間
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
利
益
集
団
と
世
論
に
か
ん
す
る
関
心
は
．
公
的
な
政
治
制
度
に
お
か
れ
た
現
在
の
強
調
に
た
い
す
る
オ
ー
ル
タ

ヘ
　
　
や
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
や
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
め
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
や
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヨ
　
　
　
ち
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
ヘ

ナ
テ
イ
ブ
で
あ
る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
全
体
と
し
て
政
治
過
程
に
つ
い
て
の
よ
り
完
全
で
体
系
的
な
概
念
を
求
め

、
（
五
）

る
」
（
傍
点
；
引
用
者
）
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
目
的
に
適
う
た
め
に
は
、
　
一
方
で
は
社
会
構
造
と
文
化
、
他
方
で
は
政
治
構
造
の
そ
の
他
の

部
分
と
の
関
連
に
お
い
て
利
益
集
団
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
手
続
き
は
．
ω
種
々
の
社
会
内
で
は
、
政
治
的
利
益
の
明
確
化
は
ど

の
よ
う
な
形
を
と
る
だ
ろ
う
か
、
㈹
こ
れ
等
の
利
益
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
政
治
構
造
に
、
ま
た
そ
の
他
の
部
分
の
政
治
構
造
に
伝
達
さ
れ
、
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

共
政
策
に
反
映
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
設
間
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
る
。

　
「
利
益
集
団
組
織
の
一
般
的
記
述
」
に
お
い
て
は
．
こ
う
し
た
手
続
き
に
よ
る
分
析
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
記
述
さ
れ
る
か
を
問
題
と
す
る
。
結

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
や
　
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
う
　
　
　
ち
　
　
　
つ

論
的
に
い
え
ば
、
現
在
の
利
益
集
団
の
種
類
を
記
述
し
な
が
ら
、
「
利
益
集
団
組
織
」
、
「
成
員
層
」
、
「
資
金
源
」
．
「
活
動
の
型
、
集
団
相
互
の
提



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

携
の
型
、
相
互
作
用
の
型
」
、
「
集
団
内
部
の
組
織
と
決
定
作
成
の
型
」
に
か
ん
す
る
一
般
的
調
査
を
行
う
と
い
う
目
標
が
提
示
さ
れ
る
。

　
一
般
的
に
い
え
ば
、
右
に
の
べ
た
利
益
集
団
組
織
の
仮
説
的
パ
タ
ー
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
利
益
集
団
の
研
究
に
よ
つ
て
検
証
さ
れ
る
宿
命
を

持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
「
特
定
の
利
益
集
団
の
選
択
」
問
題
に
た
い
す
る
か
か
わ
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ぽ
、
当
該
政
治
体

　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
や
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

制
に
特
殊
で
あ
る
集
団
が
、
現
象
面
に
突
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
研
究
者
が
対
象
に
と
り
上
げ
る
集
団
の
差
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
へ

は
、
実
に
こ
の
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
顕
在
的
政
治
体
制
と
し
て
の
西
欧
に
あ
つ
て
は
、
利
益
の
表
現
、
接
合
機
能
は
、
一
般
的

に
は
．
労
働
組
合
、
農
業
団
体
、
企
業
者
団
体
、
教
会
な
ど
に
よ
つ
て
担
当
さ
れ
る
の
に
反
し
て
、
ア
ジ
ア
、
中
東
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
等
の

潜
在
的
政
治
体
制
に
あ
つ
て
は
、
近
代
化
さ
れ
、
産
業
化
さ
れ
た
部
分
に
典
型
的
な
集
団
、
す
な
わ
ち
労
働
組
合
、
企
業
者
団
体
、
学
生
運
動
等

と
、
前
近
代
的
な
部
分
に
典
型
的
な
地
位
集
団
、
血
族
、
宗
教
集
団
、
種
族
と
い
つ
た
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
同
時
に
「
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

の
利
益
集
団
組
織
の
型
の
特
徴
と
機
能
を
記
述
す
る
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
両
者
の
相
互
関
係
を
検
討
す
る
」
と
い
う
視
角
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
勿
論
、
西
欧
、
非
西
欧
を
問
わ
ず
、
典
型
的
な
利
益
の
担
い
手
で
あ
る
集
団
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
重
要
な
集
団
へ
も
研
究
が

向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
や
も
す
れ
ば
、
あ
る
体
制
で
の
労
働
組
合
に
論
議
が
集
中
す
る
場
合
、
利
益
集
団
の
全
体
的
配
置
状
況
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

の
考
察
に
出
発
点
を
お
い
た
も
の
が
、
部
分
的
な
利
益
表
現
の
過
程
だ
け
を
追
求
す
る
と
い
う
一
方
的
な
分
析
に
な
る
危
険
を
指
摘
し
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
う

と
同
義
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
西
欧
に
お
い
て
は
、
主
要
な
「
利
益
」
す
べ
て
に
同
じ
比
重
を
与
え
た
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
非
西
欧
地
域
に

あ
つ
て
は
、
「
近
代
的
、
都
市
型
」
の
利
益
集
団
、
軍
部
を
含
む
政
府
諸
機
関
内
部
で
機
能
し
て
い
る
利
益
集
団
、
お
よ
び
「
前
近
代
的
、
伝
統

的
、
郡
部
型
」
の
集
団
に
か
ん
す
る
研
究
が
必
要
と
な
る
。

　
「
利
益
集
団
と
世
論
」
の
問
題
は
、
「
利
益
集
団
論
に
お
け
る
中
心
命
題
の
一
つ
」
で
あ
る
「
顕
在
的
利
益
と
潜
在
的
利
益
と
の
関
係
」
に
か
か

　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

わ
り
を
持
つ
て
い
る
。
勿
論
こ
こ
で
い
う
世
論
は
、
狭
い
意
味
で
用
い
ら
れ
た
用
語
で
は
な
く
、
「
利
益
」
に
具
体
化
さ
れ
る
以
前
の
意
見
す
な

わ
ち
、
「
利
益
傾
向
」
と
で
も
い
う
べ
き
内
容
を
持
つ
て
い
る
。
こ
の
意
味
か
ら
問
題
を
い
い
か
え
て
見
れ
ば
、
「
組
織
化
さ
れ
た
顕
在
的
利
益

　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
（
一
一
〇
一
）



　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
（
一
一
〇
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
V

は
、
ど
の
程
度
ま
で
一
般
大
衆
の
利
益
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
提
起
に
よ
つ
て
、
た
と
え
ば
非
西

欧
諸
国
に
お
け
る
叛
乱
、
ハ
ン
ガ
リ
イ
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
全
体
主
義
国
家
に
お
け
る
叛
乱
、
ま
た
西
欧
諸
国
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

プ
ジ
ャ
ー
デ
イ
ズ
ム
の
如
き
人
民
の
態
度
を
政
治
過
程
か
ら
き
り
離
し
て
考
察
し
う
る
手
が
か
り
が
え
ら
れ
よ
う
。
一
般
的
に
は
こ
う
し
た
現
象

的
特
徴
は
、
組
織
的
な
集
団
行
動
や
選
挙
行
動
か
ら
は
理
解
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
「
政
治
体
制
の
特
徴
は
、
単
に
現
存
の
組
織
化
さ
れ
た
パ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
…
一
）

ー
ン
や
過
程
に
の
み
限
定
し
て
理
解
さ
れ
る
限
り
、
不
完
全
な
も
の
と
な
る
」
と
い
う
認
識
が
そ
れ
に
対
応
す
る
。
だ
か
ら
、
「
潜
在
的
利
益
は

体
制
と
過
程
に
た
い
す
る
将
来
の
変
化
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
の
政
治
過
程
の
作
用
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
雰
囲
気

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

を
も
つ
く
り
だ
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
こ
う
し
た
視
角
に
た
つ
た
分
析
に
お
い
て
は
、
政
府
や
政
治
の
正
統
性
、
同
意
の
問
題
、
権
威
に
か
ん
す
る
人
民
の
態
度
、
な
い
し
は
他
の
集

団
に
た
い
す
る
態
度
を
、
直
接
的
に
対
象
と
し
た
資
料
が
少
な
い
の
で
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
暫
定
的
な
仮
説
が
、
現
在
で
の
集
団
と
制
度

に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
、
そ
の
検
証
と
い
う
こ
と
に
研
究
対
象
が
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
i
穏
健
な
利
益
集
団
を
伴
つ
た
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
過
程
、
お
よ
び
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る
二
大
政
党
制
は
、
同
質
的
、
一
般
的
、
お
よ
び
体

イ
桜
ル

制
従
属
的
な
世
論
に
関
連
し
て
い
る

　
ラ

　
茸
分
化
し
た
政
党
と
利
益
集
団
組
織
を
持
つ
フ
ラ
ン
ス
、
お
よ
び
イ
タ
リ
イ
の
政
治
過
程
は
、
特
殊
化
し
、
部
分
的
に
の
み
輔
般
化
さ
れ
、
ま

　
（

た
ほ
と
ん
ど
が
疎
外
さ
れ
た
政
治
文
化
に
関
連
し
て
い
る

　
　

　
川
皿
機
能
的
な
多
数
政
党
制
と
．
相
対
的
に
穏
健
な
利
益
集
団
組
織
を
持
つ
ス
カ
ソ
ジ
ナ
ビ
ア
お
よ
び
低
地
諸
国
の
政
治
体
制
は
、
フ
ラ
ン
ス
と

　
（

イ
タ
リ
イ
に
お
け
る
よ
り
も
強
力
な
「
合
意
上
の
絆
」
を
持
ち
、
ま
た
人
民
の
大
部
分
が
、
政
府
の
権
威
と
、
自
分
た
ち
の
利
益
に
関
連
し
て
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
コ
5

に
も
た
ち
、
建
設
的
で
も
あ
る
機
能
を
有
し
て
い
る
、
と
人
民
が
見
な
し
て
い
る
よ
う
な
政
治
社
会
に
関
連
を
持
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ソ
フ
オ
ド
メ
レ
ノ
ヨ
ン
ゆ
ア
ク
テ
イ
ピ
テ
イ

　
利
益
集
団
と
世
論
の
関
係
の
第
二
の
も
の
は
、
第
三
節
で
も
ふ
れ
た
が
、
利
益
集
団
の
宣
伝
と
　
広
　
報
　
活
　
動
　
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら



の
考
察
の
展
開
は
、
利
益
集
団
が
そ
の
関
係
者
の
持
つ
利
益
感
覚
を
吸
収
す
る
方
法
、
そ
し
て
そ
の
吸
収
さ
れ
た
利
益
を
一
般
大
衆
に
ア
ピ
ー
ル

し
、
主
張
す
る
方
法
が
、
全
体
と
し
て
の
政
治
体
制
の
機
能
に
大
き
な
影
響
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
、
政
治
体
制
の
比
較
的
理
解
に
貢
献
す
る
と

　
　
　
　
み

考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
企
業
者
団
体
は
公
然
た
る
広
報
活
動
を
行
つ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
ア
メ
リ
カ
の
そ
う
し
た
団
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ラ
グ
メ
ン
テ
ロ
シ
ヨ
ソ

は
異
質
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
分
　
裂
　
性
と
い
う
一
般
条
件
、
す
な
わ
ち
諸
利
益

関
係
者
相
互
間
の
不
信
と
疎
遠
と
い
う
状
態
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
の
立
場
か
ら
は
、
「
利
益
の
コ
、
・
・
ユ
ニ
ケ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

シ
ョ
ソ
活
動
の
型
は
、
政
治
社
会
の
基
本
的
条
件
の
い
く
つ
か
の
も
の
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
一
般
命
題
が
生
ま
れ
て
く
る
。

　
報
告
者
は
、
こ
の
命
題
の
分
析
基
準
を
次
の
三
項
に
求
め
て
い
る
。

　
①
利
益
集
団
が
自
己
の
支
持
者
を
見
い
だ
す
方
法

　
㈹
広
報
機
能
の
組
織
化
の
方
法
、
お
よ
び
広
報
活
動
の
規
模

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
五
）

　
鋤
利
益
集
団
と
特
殊
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
組
織
（
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
、
出
版
等
）
と
の
関
係
の
程
度

　
「
利
益
集
団
と
政
党
」
の
問
題
は
、
両
者
の
機
能
上
の
質
の
問
題
か
ら
類
型
化
さ
れ
る
。
報
告
者
は
、
部
分
的
に
は
、
「
こ
の
理
論
は
今
日
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
政
治
過
程
の
モ
デ
ル
の
展
開
に
関
連
し
て
い
る
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
概
括
的
に
は
、
ア
ソ
グ
・
”
ア
メ
リ

カ
型
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
大
陸
型
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
“
低
地
諸
国
型
、
非
西
欧
型
（
註
一
三
参
照
）
に
沿
つ
た
類
型
を
提
示
し
て
い
る
。

　
①
ア
ン
グ
ロ
目
ア
メ
リ
カ
型

　
こ
の
型
に
あ
つ
て
は
、
政
党
と
利
益
集
団
の
機
能
は
ま
つ
た
く
異
な
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
利
益
集
団
は
、
「
社
会
の
政
治
的
要
求
を
表
現

し
、
こ
の
要
求
に
か
ん
し
て
他
の
集
団
に
、
主
張
、
掛
ひ
き
を
通
じ
て
支
持
を
求
め
、
ま
た
政
策
決
定
の
地
位
に
あ
る
官
公
吏
に
影
響
を
及
ぽ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

こ
と
に
よ
つ
て
、
自
己
の
要
求
を
権
威
あ
る
公
共
政
策
に
変
え
よ
う
と
意
図
し
、
な
い
し
は
そ
れ
を
実
施
の
形
に
変
え
よ
う
と
意
図
す
る
」
。
し

か
し
政
党
は
、
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
硬
直
性
を
持
た
ず
、
利
益
集
団
合
同
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
形
成
し
て
、
利
益
を
特
殊
な
も
の
か
ら
一
般
的

　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
（
一
一
〇
三
）



　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
（
一
一
〇
四
）

な
も
の
へ
と
変
形
す
る
過
程
を
通
じ
て
、
政
策
的
な
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
政
策
決
定
担
当
者
に
提
示
す
る
。
こ
の
場
合
、
利
益
集
団
も
政
党

も
、
そ
れ
ぞ
れ
形
態
、
内
容
共
に
別
個
の
官
僚
制
的
、
自
律
的
な
も
の
を
持
つ
て
お
り
、
そ
の
各
々
は
「
い
わ
ば
、
調
整
的
な
掛
引
き
の
エ
ト
ス

を
も
つ
て
『
市
場
』
に
入
つ
て
く
る
し
」
、
「
政
党
組
織
は
．
利
益
集
団
組
織
と
、
権
威
的
な
政
策
形
成
機
関
と
の
間
の
位
置
を
占
め
て
、
後
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
）

前
者
の
特
殊
で
、
分
解
的
な
衝
撃
か
ら
遮
断
す
る
」
機
能
を
は
た
す
と
同
時
に
、
利
益
集
合
機
能
を
は
た
し
、
比
較
的
少
数
の
択
一
的
な
一
般
政

策
に
変
形
す
る
役
割
を
有
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
型
に
あ
つ
て
は
、
政
党
組
織
と
利
益
集
団
組
織
と
の
間
の
こ
の
関
係
組
は
、
一
般
的
な

政
策
間
の
選
択
を
立
法
部
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
官
僚
制
が
政
府
機
関
の
中
立
的
手
段
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
と
い
う
こ

と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
m
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
型

　
現
在
の
西
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
、
自
律
的
利
益
集
団
組
織
と
、
集
合
的
な
二
大
政
党
の
方
向
、
換
言
す
れ
ば
ア
ソ
グ
・
”
ア
メ
リ
カ
型
へ
の
方

向
が
存
在
す
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
典
型
的
に
は
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
イ
、
お
よ
び
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
時
代
の
ド
イ
ツ
か
ら
こ
の

型
の
特
徴
が
抽
出
さ
れ
る
。
こ
の
体
制
に
あ
つ
て
は
、
e
政
党
が
利
益
集
団
を
支
配
し
て
い
る
場
合
（
共
産
党
↓
労
働
組
合
、
社
会
党
↓
労
働

組
合
等
）
、
⇔
あ
る
利
益
集
団
が
、
政
党
や
そ
れ
以
外
の
利
益
集
団
を
支
配
し
て
い
る
場
合
（
教
会
↓
カ
ソ
リ
ッ
ク
系
労
働
組
合
↓
カ
ソ
リ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

政
党
、
企
業
者
団
体
↓
中
央
党
．
右
翼
政
党
等
）
の
二
つ
の
系
譜
が
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
体
制
に
あ
つ
て
は
、
e
の
政
党
が
利
益
集
団
を
支
配
す
る
場
合
に
は
、
政
党
が
特
殊
利
益
の
要
求
を
形
成
す
る
利
益
集
団
の
能
力
を

抑
え
、
利
益
集
団
の
活
動
に
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
：
の
内
容
を
与
え
る
。
⇔
の
利
益
集
団
が
政
党
を
支
配
す
る
場
合
に
は
、
特
殊
利
益
を
よ
り
広

汎
な
ア
ピ
ー
ル
を
伴
つ
た
計
画
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
政
党
の
能
力
を
抑
え
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
利
益
集
団
か
ら
、
な
い
し
は
政
党
か

ら
立
法
遮
程
に
達
す
る
も
の
は
、
「
生
の
」
特
殊
利
益
で
、
集
合
過
程
を
経
て
い
な
い
要
求
で
あ
る
か
、
ま
た
は
教
会
の
散
慢
で
は
あ
る
が
非
妥

協
的
、
な
い
し
は
革
命
的
傾
向
の
も
の
か
、
極
右
、
極
左
運
動
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
場
合
、
利
益
集
団
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
形
成
す
る
程



度
に
ま
で
は
い
た
つ
て
い
な
い
し
、
こ
の
政
治
体
制
は
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
を
安
定
し
た
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
強
固
に
結
び
つ
い
た
反
対
派
に
集
合
す

る
こ
と
も
で
ぎ
な
い
か
ら
、
選
挙
や
立
法
過
程
に
お
い
て
二
者
択
一
的
で
、
有
効
な
選
択
を
提
示
す
る
と
い
う
形
を
と
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
か

く
し
て
「
立
法
部
に
は
、
相
対
的
に
狭
い
範
囲
の
利
益
と
非
妥
協
的
な
イ
デ
オ
・
ギ
ー
傾
向
が
滲
透
し
、
立
法
部
は
、
宣
伝
や
拒
否
権
と
い
つ
た

も
の
に
よ
つ
て
特
殊
利
益
の
保
護
の
た
め
の
舞
台
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
．
有
効
で
時
機
を
え
た
政
策
形
成
と
、
大
規
模
な
政
策
決
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）

支
持
の
た
め
の
舞
台
と
し
て
は
用
い
ら
れ
な
い
」
。
ま
た
強
力
な
立
法
部
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
特
殊
利
益
と
イ
デ
オ
冒
ギ
ー
的
傾
向
が
官
僚

制
に
侵
入
し
て
、
そ
の
中
立
的
、
手
段
的
性
格
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ラ

　
血
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
”
低
地
諸
国
型

　
こ
の
型
の
も
の
は
、
O
政
党
組
織
が
集
合
的
に
な
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
⇔
政
党
と
利
益
と
の
関
係
が
安
定
し
た
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
反

対
派
連
合
を
可
能
に
す
る
、
と
い
う
意
味
で
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
イ
の
場
合
と
異
な
つ
て
い
る
し
、
ま
た
政
党
組
織
が
イ
ギ
リ
ス
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
完
全
に
利
益
を
集
合
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
に
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
イ
の
場
合
と
は
異
な
り
、
立
法
部
の
公
共
政
策
形

成
機
能
の
不
完
全
さ
の
程
度
は
ず
つ
と
少
な
い
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
型
の
体
制
に
あ
つ
て
は
、
利
益
集
合
機
能
と
一
般
的
政
策
形
成
は
．

政
党
の
水
準
で
も
、
立
法
部
の
水
準
で
も
生
ず
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
結
局
、
基
本
的
な
政
治
的
同
意
の
存
在
に
基
づ
い
て
い
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
）

あ
つ
て
、
具
体
的
に
は
機
能
的
多
数
政
党
制
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
代
表
さ
れ
る
。

　
　
　
鯨
非
西
欧
型

　
こ
の
型
に
あ
つ
て
は
．
前
に
も
の
べ
た
が
、
西
欧
化
し
た
都
市
部
に
お
け
る
労
働
組
合
と
か
、
企
業
者
団
体
と
い
つ
た
連
合
的
利
益
集
団
の
存

在
と
、
郡
部
に
お
け
る
血
統
、
カ
1
ス
ト
、
地
位
、
階
級
、
お
よ
び
宗
教
集
団
の
存
在
と
に
分
極
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
二
元
的
社
会
構
造
は
、
同
時
に
利
益
表
現
の
二
元
性
を
と
も
な
つ
て
い
る
。
こ
う
し
た
体
制
に
あ
つ
て
は
、
重
要
な
政
治
集
団
は
政

　
　
　
現
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三
七
　
　
（
二
〇
五
）



　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
（
一
一
〇
六
）

党
で
も
な
く
、
連
合
的
な
利
益
集
団
で
も
な
く
、
官
僚
組
織
内
部
の
諸
構
成
要
素
と
か
、
党
派
、
軍
隊
、
宗
教
団
体
、
大
地
主
、
企
業
者
集
団
の

よ
う
な
非
連
合
的
利
益
集
団
内
部
の
党
派
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
集
団
、
お
よ
び
実
力
の
あ
る
家
族
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
政
治
過
程
は
、
こ

れ
等
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
に
組
織
さ
れ
た
利
益
集
団
と
．
官
僚
制
や
軍
隊
内
部
の
集
団
と
の
間
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
）

勢
力
の
流
れ
か
ら
構
成
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
か
ら
考
え
れ
ば
．
こ
の
型
の
政
治
体
制
の
不
安
定
性
は
、
要
す
る
に
、
利
益
集
団
か

ら
体
制
に
伝
達
さ
れ
た
要
求
が
漢
然
と
し
て
お
り
、
散
慢
で
あ
り
、
十
分
な
も
の
で
も
な
く
、
勿
論
そ
の
強
さ
に
お
い
て
も
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ

る
と
い
う
事
実
と
、
諸
利
益
の
表
現
、
伝
達
、
お
よ
び
集
合
機
関
が
不
完
全
で
あ
り
、
非
代
表
的
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

　
こ
の
指
摘
か
ら
分
る
よ
う
に
、
潜
在
的
利
益
の
組
織
的
な
表
現
経
路
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
潜
在
的
利
益
が
一
挙
に
政
治
の
水
準

で
暴
発
す
る
傾
向
を
内
蔵
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
政
治
の
過
程
が
貫
通
し
て
お
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
利
益
の
結

合
節
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
等
が
網
状
組
織
を
形
成
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
ず
、
利
益
の
流
れ
を
調
節
す
る
ダ
ム
の
役
割
を
は
た
し
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
集
団
相
互
の
情
報
の
欠
如
、
な
い
し
意
志
疎
通
の
経
路
の
欠
如
か
ら
、
利
益
全
体
の
調
整
、
集
合
の
可
能
性
は
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
へ

い
。
し
た
が
つ
て
、
そ
れ
に
関
す
る
予
想
の
設
定
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
政
治
的
相
互
作
用
と
い
う
形
で
の
流
れ
は
．
過
少
反
応
と
過
大
反
応
．

強
烈
な
関
心
（
”
暴
力
）
か
無
関
心
と
い
つ
た
極
端
な
対
照
性
を
示
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
不
安
定
の
程
度
は
さ
ら
に
た
か
ま
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、

あ
る
い
は
こ
う
し
た
特
徴
を
所
与
の
も
の
と
す
れ
ば
、
非
西
欧
世
界
に
し
ぽ
し
ば
見
ら
れ
る
権
威
主
義
的
安
定
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
勿
論
こ
の
系
譜
だ
け
か
ら
、
不
安
定
な
多
元
性
と
権
威
主
義
と
の
交
代
、
一
党
派
の
権
威
主
義
的
支
配
か
ら
他
の
そ
れ
へ
の

交
代
と
い
う
発
展
型
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
は
危
険
な
決
定
論
が
存
在
し
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
「
自
己
の
権
力
を
確
保
し
、
反
対
派
を
打

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
ト
ロ
し
リ
ン
グ
リ
グ
ル
モ
ブ
ス

倒
し
、
あ
る
い
は
社
会
を
、
産
業
化
、
な
い
し
は
国
家
的
拡
大
へ
と
動
員
し
よ
う
と
す
る
支
　
配
　
集
　
団
の
欲
求
が
、
権
威
主
義
的
政
党
の
結

　
　
　
（
二
三
）

成
を
促
進
し
」
、
そ
れ
を
通
じ
て
郡
部
へ
の
滲
透
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
別
の
プ
・
セ
ス
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
や
が
て
は
、
政



治
文
化
の
移
植
を
生
み
だ
し
、
体
制
に
レ
ス
ポ
ン
シ
ブ
ル
で
、
忠
誠
を
伴
つ
た
反
対
派
出
現
の
風
土
を
作
り
だ
す
、
換
言
す
れ
ば
西
欧
的
な
政
党

組
織
の
出
現
す
る
基
盤
形
成
へ
と
導
く
と
い
う
系
譜
も
長
期
的
に
は
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
型
の
政
治
体
制
の
共
通
し
た
要
因
は
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
。

　
①
西
欧
化
の
結
果
と
し
て
の
細
分
化
さ
れ
た
政
治
文
化
（
そ
れ
に
、
そ
の
土
地
固
有
の
文
化
的
異
質
性
が
加
わ
る
場
合
が
多
い
）

　
㈹
政
治
的
予
想
を
、
不
可
能
と
ま
で
は
い
わ
な
く
と
も
困
難
に
し
て
い
る
政
治
的
コ
、
・
・
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
貧
困
性
と
高
度
の
利
益
潜
在
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
）

　
揃
当
局
者
に
、
あ
る
い
は
少
数
の
択
一
的
な
公
共
政
策
に
、
利
益
要
求
を
集
合
し
た
り
、
綜
合
し
た
り
で
き
ぬ
政
党
組
織

　
こ
の
三
つ
の
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
地
域
研
究
、
な
い
し
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
に
よ
つ
て
、
非
西
欧
型
政
治
体
制
の
内
容
は
、
よ
り
よ
く

比
較
的
に
把
握
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
利
益
集
団
と
政
党
と
の
関
係
に
視
角
を
持
つ
分
析
は
、
今
ま
で
の
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
一
応
類
型
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
な
お
多

数
の
逸
脱
例
が
あ
り
、
そ
れ
等
は
よ
く
こ
の
類
型
化
の
有
効
性
を
維
持
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
教
会
と
カ
ソ
リ
ッ
ク
政
党
の
場
合
に

は
、
勢
力
の
流
れ
は
そ
の
体
制
に
よ
つ
て
異
な
る
し
、
政
策
の
性
質
に
よ
つ
て
は
、
党
が
教
会
か
ら
の
影
響
を
う
け
ぬ
場
合
、
す
な
わ
ち
宗
教
政

党
と
し
て
の
位
置
に
か
か
わ
り
を
持
た
な
い
場
合
も
あ
り
、
ま
た
む
し
ろ
党
が
、
教
会
に
支
持
を
強
要
す
る
場
合
も
生
じ
う
る
。
た
と
え
ば
、
ド

イ
ッ
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
C
D
U
）
は
、
そ
の
支
持
者
に
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
徒
と
プ
・
テ
ス
タ
ン
ト
教
徒
の
両
者
を
含
み
、
た
め
に
カ
ソ
リ

ッ
ク
教
会
の
影
響
力
は
か
な
り
減
殺
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
現
象
を
ふ
ま
え
、
し
か
も
利
益
集
団
と
政
党
と
の
関
係
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
し
か
ら
ば
ど
の
よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
る
べ
き

か
。
報
告
者
は
、
討
論
の
過
程
を
経
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
①
両
者
の
相
互
関
係
の
史
的
研
究
の
要
請
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
政
党
が
利
益
集
団
を
、
あ
る
い
は
利
益
集
団
が
政
党
を
つ
く
り
だ
し
た
か
の
経

緯
が
明
ら
か
に
な
る
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岨
蝋
〇
七
）
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四
〇
　
　
（
一
一
〇
八
）

　
㈹
利
益
集
団
と
政
党
の
構
造
、
内
部
政
治
、
活
動
、
お
よ
び
イ
デ
オ
・
ギ
ー
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究

　
こ
の
㈹
の
研
究
は
さ
ら
に
次
の
五
項
目
の
研
究
に
よ
つ
て
実
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
＠
利
益
集
団
と
政
党
の
資
金
上
の
力
の
相
対
的
な
強
さ
。
ま
た
利
益
集
団
か
ら
政
党
へ
の
資
金
提
供
の
型
、
あ
る
い
は
逆
の
型
。
選
挙
時
に
お

け
る
特
別
な
型

　
⑥
政
党
は
そ
れ
自
身
の
潜
在
的
支
持
者
（
予
備
支
持
量
）
を
持
つ
か
、
あ
る
い
は
選
挙
時
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
支
持
を
利
益
集
団
に
依
存

す
る
の
か

　
＠
政
党
と
利
益
集
団
と
の
相
対
的
な
組
織
的
有
効
性

　
⑥
政
党
と
利
益
集
団
と
の
間
の
成
員
の
重
複
性
の
有
無
、
な
い
し
そ
の
程
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
五
》

　
＠
政
党
や
利
益
集
団
の
党
派
的
、
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
特
徴
は
何
か
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぽ
し
て
い
る
か

　
「
利
益
集
団
と
立
法
部
」
を
と
り
上
げ
る
の
は
、
第
三
節
で
も
の
べ
た
如
く
、
利
益
集
団
の
圧
力
作
用
が
従
来
典
型
的
に
立
法
過
程
に
集
中
し

た
こ
と
、
ひ
い
て
は
立
法
部
に
接
近
点
を
求
め
よ
う
と
す
る
強
い
傾
向
を
持
つ
て
い
た
事
実
が
、
現
在
で
も
利
益
現
象
の
一
つ
の
中
心
点
に
な
つ

て
い
る
こ
と
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
、
そ
の
体
制
に
お
け
る
立
法
部
内
の
最
も
有
効
な
接
近
点
の
所
在
を
突
き
と
め
、
そ
の
所
在

の
差
異
に
よ
つ
て
、
む
し
ろ
逆
に
そ
の
政
治
体
制
の
特
徴
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
可
能
性
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
立
法

過
程
内
の
利
益
集
団
の
接
近
点
は
標
的
組
織
（
耳
。
q
①
塞
琶
9
馨
）
と
し
て
概
念
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
制
と
イ
ギ
リ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
）

議
会
制
で
は
、
当
然
こ
の
標
的
組
織
は
異
な
る
。
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
制
で
は
、
政
党
組
織
は
州
の
水
準
に
重
点
が
お
か
れ
る
か
ら
、
議
会
政
党
の

水
準
で
は
当
然
規
律
の
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
党
よ
リ
ル
ー
ズ
に
な
る
。
立
法
過
程
に
お
け
る
利
益
集
団
の
侵
入
も
、
こ
の
点
か
ら
生
ず
る
可
能

性
が
強
く
な
る
し
、
ま
た
立
法
者
自
身
が
そ
の
選
挙
区
の
有
力
な
利
益
関
係
者
か
ら
の
圧
力
に
曝
さ
れ
る
程
度
が
大
き
い
こ
と
は
、
定
員
一
名
の

選
挙
区
制
度
に
原
因
す
る
こ
と
も
大
き
い
。
こ
う
し
た
特
徴
に
、
ア
メ
リ
カ
国
民
の
経
済
的
、
種
族
的
、
お
よ
び
宗
教
的
人
口
構
成
を
加
え
れ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
）

ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
利
益
集
団
が
立
法
過
程
に
滲
透
す
る
程
度
が
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷺
八
）

　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
統
領
制
の
如
き
強
力
な
執
行
部
を
持
た
ぬ
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
集
合
的
な
政
党
組
織
も
欠
如
し
て
い
る
こ
と
は
前
に
も
の

べ
た
。
フ
ラ
ソ
ス
で
は
、
立
法
過
程
へ
の
利
益
集
団
の
接
近
は
ま
つ
た
く
異
な
り
、
む
し
ろ
国
民
議
会
の
常
任
委
員
会
自
体
が
多
く
の
場
合
、
強

力
な
利
益
集
団
の
「
植
民
地
」
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
に
見
い
だ
さ
れ
る
型
は
、
強
力
な
執
行
部
と
よ
り
集

合
的
な
政
党
組
織
に
よ
つ
て
、
立
法
過
程
に
お
け
る
利
益
集
団
の
イ
ン
バ
ク
ト
は
、
よ
り
限
定
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
か
ら
、
次
の
よ

う
な
体
制
理
解
へ
と
進
む
。
す
な
わ
ち
強
力
な
政
党
組
織
と
執
行
部
を
伴
つ
た
体
制
に
あ
つ
て
は
．
利
益
集
団
は
そ
の
努
力
を
行
政
部
上
層
部
や

官
僚
制
上
層
部
に
向
け
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
、
穏
健
で
も
あ
り
、
か
な
り
の
支
持
を
え
て
い
る
要
求
だ
け
が
成
立
す
る
よ
う

に
な
る
。
反
対
に
、
集
合
的
な
政
党
組
織
も
持
た
ず
、
強
力
な
執
行
部
も
持
た
な
い
体
制
で
は
、
立
法
過
程
は
、
利
益
集
団
の
潜
在
的
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
に
服
し
て
し
ま
い
、
利
益
集
団
の
宣
伝
が
大
き
く
作
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
利
益
集
団
と
立
法
部
と
の
関
係
に
か
ん
す
る
研
究

は
、
立
法
制
度
と
か
議
会
政
党
が
、
e
い
く
つ
か
の
利
益
集
団
を
．
そ
の
支
持
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
⇔
利
益
集
団
の
圧
力
に
対
抗
す

る
手
段
と
し
て
、
議
会
政
党
の
党
規
を
樹
立
し
、
か
つ
ま
た
維
持
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
利
益
集
団
の
独
立
性
や
、
立
法
に
た
い
し
て
持
つ
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
九
）

の
相
対
度
を
維
持
す
る
程
度
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
。

　
右
に
の
べ
た
諸
仮
説
の
検
証
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
分
析
手
続
き
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
る
の
か
。
こ
こ
に
四
つ
の
分
析
課
題
が
与
え
ら
れ

る
。　

①
前
述
し
た
標
的
組
織
自
体
の
分
析
。
こ
の
こ
と
は
、
立
法
部
、
行
政
部
．
お
よ
び
官
僚
制
と
の
間
の
立
法
的
権
力
の
配
分
状
態
と
、
所
在
の

検
討
を
意
味
し
て
い
る
。

　
αり
利
益
集
団
が
、
右
の
立
法
過
程
に
お
け
る
標
的
組
織
を
確
認
し
、
評
価
す
る
方
法
や
過
程
の
分
析
。
こ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
異
な

つ
た
体
制
間
の
相
違
だ
け
で
な
く
、
特
定
の
体
制
内
で
の
利
益
集
団
相
互
間
の
差
異
の
指
摘
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
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の
分
析
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
検
証
を
予
想
し
う
る
仮
説
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
利
益
集
団
が
立
法
に
か
ん
す
る
同
一
の
全
体
的
見
取
図
を
共

有
し
、
ま
た
そ
れ
が
相
対
的
に
は
正
確
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
に
あ
つ
て
は
、
利
益
集
団
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
つ
た
全
体
的

見
取
図
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
多
く
の
非
西
欧
諸
国
に
あ
つ
て
は
、
ぎ
わ
め
て
漢
然
と
し
た
構
図
し
か
持
た
ぬ
比
較
的
新
し
く
．
経
験
も

乏
し
い
利
益
集
団
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
価
立
法
過
程
に
お
け
る
利
益
集
団
の
目
的
の
研
究
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
集
団
の
目
的
は
穏
健
で
世
俗
的
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

極
端
で
相
容
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
非
西
欧
諸
国
で
は
「
手
段
的
」
目
的
で
は
な
く
て
、
「
意
味
の
深
い
」
目
的
だ
と
い
う
こ
と
が
、

こ
の
研
究
か
ら
検
証
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
拉
利
益
集
団
が
用
い
る
手
段
や
技
術
の
研
究
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
集
団
の
と
る
様
式
は
、
宣
伝
、
交
渉
、
取
引
と
い
つ
た
公
然
た

る
も
の
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
は
公
然
た
る
も
の
で
は
な
く
、
示
威
運
動
と
贈
収
賄
で
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
、
ま
た
非
西
欧
諸
国
に
あ
つ
て

も
、
公
然
た
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
用
い
る
技
術
は
、
暴
動
、
示
威
運
動
、
贈
収
賄
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
つ
た
内
容
に
か
か
わ
る
検
証

が
、
こ
の
研
究
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。

　
利
益
集
団
が
接
近
す
る
標
的
組
織
に
官
僚
制
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
前
に
も
の
べ
た
が
、
現
代
政
治
、
特
に
そ
の
政
策
決
定
に
中
心
的
な
役

割
を
官
僚
制
が
は
た
し
て
い
る
事
実
か
ら
、
分
析
対
象
と
し
て
も
「
利
益
集
団
と
官
僚
制
」
が
一
項
目
を
形
成
す
る
。
特
に
政
党
、
立
法
部
、
行

政
部
が
利
益
の
集
合
機
能
を
は
た
し
え
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
官
僚
制
が
本
来
そ
の
特
徴
と
し
て
持
つ
て
い
る
中
立
的
、
手
段
的
性
質
は
失
な

わ
れ
、
官
僚
制
の
機
能
は
多
元
的
と
な
り
、
利
益
の
表
現
、
集
合
を
行
な
い
、
か
く
し
て
公
共
政
策
形
成
お
よ
び
施
行
と
い
つ
た
諸
機
能
を
は
た

す
よ
う
に
も
な
る
。

　
し
か
ら
ば
利
益
集
団
と
官
僚
制
と
の
関
係
は
、
右
の
指
摘
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
に
類
型
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
①
穏
健
な
利
益
を
代
表
す
る
利
益
集
団
か
ら
の
利
益
要
求
が
政
党
に
よ
つ
て
集
合
さ
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
こ
う
し
た
条
件
に
よ
つ
て
、



立
法
過
程
の
有
効
な
組
織
化
が
可
能
に
な
る
か
ら
、
同
時
に
官
僚
制
に
た
い
す
る
コ
ン
ト
・
ー
ル
も
可
能
で
あ
る
。

　
㈹
利
益
集
合
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ほ
ど
徹
底
的
で
な
く
、
そ
の
集
合
機
能
も
政
党
だ
け
で
な
く
議
会
に
よ
つ
て
も
担
当
さ
れ
る
ス
カ
ン
ジ
ナ

ビ
ア
諸
国
に
お
い
て
は
、
や
は
り
有
効
な
立
法
過
程
に
よ
つ
て
、
官
僚
制
の
中
立
性
、
手
段
性
は
確
保
さ
れ
て
い
る
。

　
鋤
第
三
の
型
は
フ
ラ
ソ
ス
か
ら
え
ら
れ
る
。
前
に
も
の
べ
た
通
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
あ
つ
て
は
、
利
益
の
有
効
な
集
合
機
能
を
は
た
す
も
の
は
、

政
党
で
も
な
け
れ
ば
、
議
会
で
も
官
僚
制
で
も
な
い
。
か
く
て
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
体
制
に
あ
つ
て
は
、
政
治
的
選
択
機
関
は
そ
の
本
来
の
機
能
を

は
た
さ
ず
、
し
た
が
つ
て
そ
こ
で
は
基
本
的
な
政
策
決
定
が
行
な
わ
れ
な
い
と
い
つ
た
特
徴
を
持
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
体
制
内
で
の
有
効

な
機
関
は
、
利
益
集
団
と
官
僚
制
と
の
相
互
作
用
と
い
う
点
に
成
立
し
、
い
わ
ゆ
る
「
保
護
と
維
持
」
と
い
わ
れ
る
政
府
が
成
立
す
る
傾
向
が
あ

る
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
場
合
に
は
官
僚
制
は
中
立
的
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
利
益
集
団
の
植
民
地
と
化
す
か
、
両
立
し
が
た
い
イ
デ
オ
・
ギ
ー

傾
向
の
滲
透
す
る
場
と
化
す
よ
う
に
な
る
。

　
短
第
四
の
型
は
、
非
西
欧
地
域
に
お
け
る
利
益
関
係
者
－
集
団
－
官
僚
制
の
さ
ま
ざ
ま
な
結
合
関
係
か
ら
想
定
さ
れ
る
。
一
番
あ
り
ふ
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ち
　
　
へ
　
　
へ

の
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
家
族
、
宗
教
、
地
位
、
階
級
、
職
業
等
の
利
益
の
寄
せ
集
め
と
し
て
の
官
僚
制
が
、
政
治
過
程
内
で
そ
の
ま
ま
の
形

や

で
機
能
し
て
い
る
型
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
官
僚
閥
と
か
軍
閥
は
、
そ
れ
等
の
利
益
に
か
ん
し
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
連
合
を
つ
く
り
だ

し
、
そ
の
利
益
を
通
じ
て
外
部
の
対
象
に
接
触
す
る
。
も
う
一
つ
の
も
の
は
、
右
に
の
べ
た
閥
が
権
威
主
義
的
支
配
を
樹
立
し
、
そ
れ
に
軍
隊
の

支
持
を
加
え
て
機
能
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
型
以
外
の
非
西
欧
型
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
諸
集
団
を
動
員
し
、
そ
の
利
益
を
表
現
し
て

支
配
集
団
を
支
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
権
威
主
義
政
党
が
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
権
威
主
義
的
支
配
層
自
体
の
持

つ
性
質
に
よ
つ
て
、
利
益
の
官
僚
制
へ
の
接
近
度
は
有
利
に
も
不
利
に
も
な
つ
て
く
る
。

　
右
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
を
考
え
た
場
合
、
そ
れ
に
接
近
す
る
分
析
方
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
五
つ
の
方
法
が
こ
こ
で
と
り
上
げ

ら
れ
る
。
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ω
官
僚
制
の
持
つ
特
質
に
よ
つ
て
影
響
を
う
け
る
社
会
生
活
内
で
の
本
質
的
領
域
を
評
定
す
る
こ
と
。
こ
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と

は
、
官
僚
制
の
機
能
に
よ
つ
て
影
響
を
う
け
る
利
益
の
種
類
と
、
そ
の
影
響
を
う
け
る
過
程
で
あ
る

　
㈹
官
僚
制
の
組
織
型
と
勢
力
型
の
分
析
。
こ
の
こ
と
は
官
僚
制
が
他
の
組
織
．
す
な
わ
ち
内
閣
と
か
議
会
か
ら
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
ど
の
程
度

コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
を
う
け
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
．
後
者
か
ら
官
僚
制
が
ど
の
程
度
独
立
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
中
心
に
な
る

　
　

　
…
皿
官
僚
制
内
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
分
析
。
こ
の
分
析
は
附
随
的
に
「
補
充
」
の
問
題
に
も
関
連
し
て
く
る
。
こ
の
両
者
の
持
つ
性
質
か
ら
、
利

益
集
団
の
機
能
に
た
い
す
る
官
僚
制
の
感
受
性
が
相
対
的
に
把
握
さ
れ
る

　
ラ

　
聾
官
僚
制
に
た
い
し
て
利
益
集
団
が
持
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
と
戦
術
の
分
析
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“
δ
実
際
に
利
益
集
団
が
官
僚
制
内
に
滲
透
す
る
程
度
の
分
析
。
こ
こ
で
は
官
僚
制
の
利
益
集
団
に
よ
る
植
民
地
化
が
検
討
さ
れ
る

　
最
後
に
「
西
欧
と
非
西
欧
に
お
け
る
利
益
集
団
の
比
較
」
の
問
題
に
入
ろ
う
。
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「
西
欧
」
と
「
非
西
欧
」
の
政
治
体
制
の
比
較
分
析
の
方
法
に
か
ん
し
て
は
、
奈
良
和
重
助
教
授
の
論
文
で
体
系
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら

こ
こ
で
は
あ
ま
り
触
れ
な
い
が
、
簡
単
に
い
え
ぽ
、
こ
の
一
見
異
質
と
思
わ
れ
る
両
体
制
の
差
異
が
、
実
は
質
の
相
違
で
は
な
く
程
度
の
相
違
だ

と
す
る
基
本
的
認
識
に
立
つ
て
、
比
較
分
析
の
領
域
内
に
両
者
を
ひ
き
込
ん
だ
と
い
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
独
立
し
た
社
会
は
政
治

的
選
択
を
行
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
厳
し
い
制
裁
に
裏
づ
け
ら
れ
た
広
汎
な
政
策
決
定
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
社
会
は
、
政
治
的
決
定
を

行
い
、
強
制
す
る
に
際
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
は
政
治
的
要
求
を
表
現
し
、
伝
達
し
、
集
合
し
、
そ
れ
等
を
政
策
的
選
択
に
変
え
、
こ
う
し
た
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
）

定
を
個
々
の
事
例
毎
に
施
行
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
共
通
の
過
程
を
持
ち
、
そ
れ
に
際
し
て
独
自
の
ル
ー
ト
が
存
在
す
る

か
ら
、
そ
の
点
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
構
造
や
制
度
の
機
能
を
理
解
で
き
よ
う
と
す
る
「
機
能
分
析
」
が
こ
こ
で
の
間
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う

し
た
機
能
は
、
西
欧
、
非
西
欧
を
と
わ
ず
重
複
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
分
化
の
程
度
も
高
く
、
特
殊
化
も
し
て
い
る
西
欧
の
政
治
体
制



に
あ
つ
て
も
、
家
族
、
宗
教
に
基
礎
を
持
つ
利
益
集
団
が
政
治
過
程
に
か
な
り
の
部
分
を
占
め
．
ま
た
非
西
欧
的
体
制
に
お
い
て
も
、
機
能
的
に

分
化
し
た
労
働
組
合
、
企
業
者
団
体
の
如
ぎ
連
合
的
利
益
集
団
が
見
い
だ
さ
れ
う
る
。
ま
た
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
し
て
も
、
西
欧
諸

国
に
お
い
て
は
、
高
度
に
発
達
し
た
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
パ
ラ
レ
ル
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
十
分
機
能
を

は
た
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
両
体
制
の
比
較
が
牽
強
附
会
な
試
み
で
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
両
体
制
の
同
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
ち

性
は
．
一
般
的
に
非
西
欧
体
制
の
特
質
と
さ
れ
て
い
る
諸
政
治
制
度
の
「
多
元
的
機
能
主
義
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
、
特
殊
に
明
確
化
さ
れ
る
こ

と
に
よ
つ
て
排
除
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
イ
の
そ
れ
と
対
照
的
に
認
識
さ
れ
う
る
の
だ
し
、
政
策
決
定
と
行
政
の
構
造
的
分

化
も
、
程
度
の
差
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
。
だ
か
ら
利
益
現
象
の
分
析
用
具
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
た
利
益
集
団
の
種
類
、
構
造
、
規
模
、
目

標
、
お
よ
び
手
段
な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
非
西
欧
体
制
分
析
に
も
適
用
し
う
る
し
、
そ
れ
は
さ
ら
に
推
敲
さ
れ
た
形
で
種
族
集
団
等
の
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
集
団
へ
の
接
近
を
も
包
含
す
る
方
向
に
進
む
可
能
性
を
は
ら
む
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
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）
9
琶
。
一
＞
。
＞
巨
。
民
－
O
§
冨
鍔
馨
Φ
勺
。
一
凶
岳
邑
の
釜
富
嘉
一
㍉
。
畦
β
巴
。
馬
勺
。
霊
β
く
。
一
」
o
。
一
2
9
0
。
、
＞
虞
。
q
邑
這
㎝
9
『
8
言
邑
坤
昌
℃
。
蜜
＆
瀬
富
く
す
“

＞
響
亀
亀
置
月
冨
o
昌
曽
呂
ぎ
3
プ
亀
9
耳
串
国
昌
9
F
の
』
固
魯
冨
ぎ
昼
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鼠
ぎ
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欝
（
這
誘
”
宰
8
勺
㌧
窪
γ
質
謹
，
こ
の
定
義
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

　
は
、
研
究
者
は
経
験
的
に
観
察
可
能
な
行
動
に
関
心
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
行
為
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
政
治
体
制
の
記
述
が
、
単
に
そ
の
法
律
的
、
倫
理
的
規

　範に

終
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
二
）
　
こ
の
報
告
書
は
、
次
の
よ
う
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
．
そ
れ
に
よ
つ
て
論
旨
を
進
め
る
。
O
ぎ
濠
一
》
＞
ぎ
呂
斜
評
℃
零
『
煙
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霞
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＞
9
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寄
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ヨ
く
鼻
ピ
昌
Z
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鮮
国
胃
魯
一
3
00
も
す
ミ
O
山
o
o
ド
以
下
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Q
o
目
冨
蚕
試
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の
葺
身
と
略
記
す
る
。

（
三
）
　
O
。
》
＞
一
目
8
畠
噛
＞
O
o
目
饗
り
魯
貯
Φ
の
菖
山
ド
サ
O
刈
ρ

（
四
）
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
現
代
比
較
政
治
学
は
、
終
戦
前
後
に
お
け
る
占
領
地
域
へ
の
民
主
的
政
策
の
よ
り
効
果
的
な
施
行
、
ま
た
戦
後
の
新
独
立
国
へ
の
デ
モ
ク
ラ
シ

　
ー
の
定
着
、
な
い
し
そ
の
後
の
世
界
状
勢
の
変
化
に
伴
う
自
由
世
界
の
指
導
国
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
の
役
割
に
対
応
す
る
実
践
的
契
機
と
、
西
欧
の
学
間
か
ら
の
イ
ン
パ

　
ク
ト
ー
そ
れ
は
主
と
し
て
西
欧
か
ら
の
亡
命
研
究
者
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
ー
や
、
伝
統
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
加
え
て
の
行
動
科
学
的
方
法
を
組
み
込
ん

　だ

理
論
体
系
化
に
つ
な
が
る
理
論
的
契
機
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
　
た
と
え
ば
　
の
茜
目
ロ
区
2
窪
ヨ
雪
ダ
Ω
蓉
冨
影
菖
ぎ
勺
o
一
一
識
舅
＞
口
9
亭

　
　
現
代
政
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利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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第
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参
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（
一
閣
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（
二
）

（
哺
二
）

（
二
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
こ
こ
で
政
治
体
制
の
三
つ
の
パ
タ
：
ソ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
．
こ
う
し
た
類
型
化
は
基
本
的
に
は

　
ア
ー
モ
ソ
ド
が
Ω
蓉
冨
鍔
紘
ぎ
｝
9
註
8
一
の
冤
器
墓
（
註
哺
参
照
）
で
提
起
し
た
「
ア
ン
グ
・
“
ア
メ
リ
カ
型
」
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
型
」
、
「
全
体
主
義
型
」
、
お
よ
び
「
前

産
業
型
」
の
諸
概
念
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
少
く
と
も
「
全
体
主
義
型
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
「
利
益
」
現
象
の
追

求
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
特
に
こ
の
報
告
で
は
、
そ
れ
以
外
の
三
つ
の
体
制
型
で
考
え
て
お
り
、
ま
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
型
」
に
は
、
副
範
疇
と
し
て
「
フ
ラ
ン

　
ス
、
イ
タ
リ
イ
型
』
と
「
ス
カ
γ
ジ
ナ
ビ
ア
阻
低
地
諸
国
型
」
を
考
え
て
い
る
。
9
●
O
§
冨
3
該
奉
℃
。
一
ま
β
一
〇〇
蓋
ざ
β
サ
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（
二
二
）

（
二
三
）

（
二
四
）

（
二
五
）

（
二
六
）

　
い
る
。

（
二
七
）
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ナ
ン
ロ
ナ
ル
じ
パ
ロ
テ
イ

ァ
メ
リ
カ
に
全
国
政
党
は
存
在
し
な
い
。
政
党
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
な
る
の
は
．

大
統
領
選
挙
の
時
だ
け
だ
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
点
に
基
礎
を
持
つ
て

　
　
　
　
S
・
H
・
ピ
ア
ー
は
逆
説
的
に
、
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
利
益
」
活
動
の
程
度
が
大
き
い
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
節
で
問
題
と
し
て
い
る
の

　
　
「
政
治
体
制
」
理
解
の
た
め
の
類
型
化
で
あ
る
か
ら
．
こ
5
し
た
見
解
に
は
ふ
れ
な
い
で
お
く
。
9
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（
二
八
）
　
第
五
共
和
国
の
出
現
に
よ
つ
て
フ
ラ
ン
ス
の
大
統
領
制
も
か
な
り
独
裁
的
に
強
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
永
続
的
政
治
制
度
と
な
り
．
は
た
ま
た
フ
ラ
ソ
ス
の

　
政
治
体
制
と
し
て
堅
固
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
は
問
題
の
あ
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
強
力
な
指
導
部
の
出
現
に
よ
つ
て
も
な
お
、
フ
ラ
ソ
ス
の
内

　
部
統
一
に
は
か
な
り
の
問
題
を
含
ん
で
お
り
．
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
の
解
決
に
さ
い
し
て
、
未
だ
余
じ
ん
の
絶
え
ぬ
現
実
か
ら
、
こ
の
報
告
で
「
分
裂
的
政
治
文
化
」
と

　
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
原
則
を
修
正
す
る
ま
で
に
は
い
た
つ
て
い
な
い
。
し
か
し
第
五
共
和
国
下
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
比
較
政
治
学
上
の
一
つ
の
緊
急
で
、
興
味
あ
る
研
究
対
象

　
で
あ
る
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
。
O
晒
閑
昌
ρ
竃
器
ユ
臼
の
”
a
閃
①
言
曽
置
国
」
躍
o
零
ダ
弓
ぎ
∪
Φ
O
窪
一
一
〇
閃
8
暮
浮
“
ρ
奉
9
8
吋
q
づ
一
音
（
一
8
9
U
o
冨
串
｝
括
器
ン

8
罵
三
蔓
一
彗
邑
ぎ
菖
8
。

（
二
九
）
　
O
や
O
。
＞
●
≧
ヨ
。
注
り
＞
O
。
ヨ
冨
窮
試
ぎ
o
α
ひ
民
ざ
サ
ト
o
お
●

（
三
〇
）
　
O
い
O
．
ン
＞
冒
o
＆
℃
＞
O
o
目
冨
蚕
θ
貯
o
の
冨
身
廿
づ
P
憎
o。
一
－
o。
一
●

（
一
一
二
）
　
奈
良
和
重
ち
非
西
欧
諸
地
域
の
政
治
研
究
序
説
」
・
年
報
政
治
学
「
政
治
学
の
現
代
的
課
題
」
所
収
（
一
九
六
二
年
岩
波
書
店
）
四
八
ー
六
五
頁
。

（
三
二
）
　
9
●
ρ
》
≧
ヨ
8
山
曽
＞
Q
o
ヨ
霧
吋
騨
菖
奉
ω
2
畠
”
り
鵠
ザ

山ノ、

前
節
で
の
べ
た
「
利
益
集
団
に
よ
る
比
較
分
析
」

　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団

の
可
能
性
は
、

さ
ら
に
G
・
A
・
ア
ー
モ
ソ
ド
が
非
西
欧
諸
地
域
の
政
治
分
析
に
た
い
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
（
一
一
一
五
）



　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
（
一
一
一
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

分
析
枠
組
を
よ
り
推
敲
し
た
形
で
提
起
し
た
時
、
そ
の
機
能
分
析
の
方
向
は
い
ち
じ
る
し
く
明
確
に
さ
れ
た
。
ア
ー
モ
ン
ド
の
理
論
は
、
だ
い
た

い
次
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー
モ
ソ
ド
は
構
造
的
特
殊
化
と
機
能
的
分
化
が
達
成
さ
れ
て
い
る
西
欧
の
政
治
体
制
に
か
ん
す
る

理
想
型
を
設
定
し
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
非
西
欧
地
域
の
政
治
体
制
分
析
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
第
一
節
で
の
べ
た
D
．

イ
！
ス
ト
ソ
の
政
治
体
制
型
を
基
礎
と
し
て
い
る
。

　
ま
ず
入
力
機
能
と
し
て
は
次
の
四
つ
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
①
政
治
的
社
会
化
と
補
充

㈹
利
益
接
合

　
…
m
利
益
集
合

　
伽
政
治
的
コ
、
、
、
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
出
力
機
能
と
し
て
は
次
の
三
者
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
①
ル
ー
ル
形
成

㈹
ル
ー
ル
適
用

　
〉
　
　
　
　
　
（
二
）

　
揃
ル
ー
ル
判
断

　
こ
う
し
た
諸
範
疇
は
、
諸
統
治
機
関
、
政
党
、
利
益
集
団
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
と
い
つ
た
政
治
構
造
や
、
家
族
、
親
族
、
血

縁
集
団
、
面
接
集
団
、
隣
人
関
係
、
共
同
社
会
、
村
落
、
カ
ー
ス
ト
、
地
位
お
よ
び
階
級
集
団
、
種
族
お
よ
び
言
語
集
団
と
い
つ
た
社
会
構
造
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

そ
れ
等
の
機
能
遂
行
の
様
式
と
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
体
制
分
析
が
行
な
わ
れ
る
と
し
た
。
し
た
が
つ
て
今
ま
で
の
べ
て
き
た
利
益
集

団
の
分
析
の
方
法
や
そ
の
成
果
は
、
ア
：
モ
ン
ド
の
視
角
か
ら
は
、
利
益
集
合
の
諸
態
様
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
S
・
H
・
ビ
ア
ー
が
特
に
西
欧
の

政
治
体
制
に
関
連
さ
せ
て
設
定
し
た
理
論
体
系
よ
り
も
、
よ
り
広
汎
な
世
界
大
の
現
象
に
対
応
す
る
べ
き
戦
略
的
価
値
を
持
つ
に
い
た
つ
た
の
で



あ・

る
。

　
こ
う
し
た
比
較
政
治
的
視
座
に
た
い
し
て
は
ど
の
よ
5
な
批
判
が
下
さ
れ
る
か
。
第
一
に
「
集
団
理
論
」
に
た
い
し
て
R
・
C
・
マ
ク
リ
デ
ィ

ス
は
、

　
　
第
一
に
利
益
集
団
と
そ
の
行
動
様
式
の
研
究
は
理
論
に
代
る
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
そ
の
内
部
機
構
や
、
政
治
体
制
の
決
定
作
成
の
中
心
部
へ
の
そ
の

　
「
接
近
」
と
．
そ
れ
等
が
決
定
作
成
に
「
影
響
を
与
え
る
」
方
法
を
記
述
し
て
集
団
を
研
究
す
る
こ
と
か
ら
、
理
論
は
発
展
し
え
な
い
．
さ
ら
に
単
純
な
集
団
「
分

　
類
学
」
で
さ
え
も
、
す
な
わ
ち
あ
る
集
団
が
「
強
力
」
で
、
ま
た
別
の
集
団
が
「
弱
い
」
と
か
、
あ
る
集
団
は
「
多
数
の
成
員
」
を
持
つ
て
い
る
し
、
別
の
も
の

　
は
「
ほ
と
ん
ど
持
つ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
は
つ
ぎ
り
し
な
け
れ
ば
、
比
較
分
析
に
役
だ
ち
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
は
な
は
だ
怪
し
い
こ
と
に
な
る
、
も
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
集
団
分
析
の
支
持
者
が
こ
う
し
た
留
保
条
件
を
無
視
し
て
利
益
集
団
研
究
を
一
つ
の
理
論
に
ま
で
た
か
め
よ
う
と
す
れ
ば
危
険
で
あ
る
。

　
と
の
べ
て
、
厳
重
な
警
告
を
発
し
て
い
る
。
マ
ク
リ
デ
ィ
ス
が
集
団
理
論
に
認
め
る
危
険
は
、
多
元
的
社
会
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
社
会

1
そ
こ
で
多
数
の
利
益
集
団
が
活
動
し
、
相
互
に
作
用
し
あ
つ
て
い
る
ー
こ
そ
民
主
的
社
会
で
あ
り
、
そ
の
他
の
社
会
に
優
つ
て
い
る
と
い

つ
た
規
範
的
前
提
や
、
形
而
上
的
存
在
と
し
て
の
国
家
の
基
本
単
位
と
し
て
、
実
体
で
あ
り
観
察
可
能
で
あ
る
集
団
を
想
定
す
る
と
い
う
前
提
か

ら
生
ず
る
。
ま
た
第
二
の
危
険
は
そ
の
定
義
上
の
明
確
性
の
欠
如
（
第
三
節
参
照
）
か
ら
生
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
「
合
理
的
な
方
法
で
物
質
的
利
益
を
極
大
化
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
各
個
人
や
集
団
の
持
つ
物
質
的
、
経
済
的
利
益
」
を
「
利
益
」
が
意
味

し
て
い
る
限
り
、
「
利
益
は
特
殊
な
意
味
を
持
つ
て
い
る
し
、
評
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
こ
の
意
味
で
の
利
益
集
団
の
研
究

は
、
政
治
過
程
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
理
解
に
は
ぎ
わ
め
て
重
要
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
た
マ
ク
リ
デ
ィ
ス
は
、
「
『
利
益
』
と
い
う
用
語
に
非

常
に
広
い
意
味
を
与
え
て
、
そ
れ
が
人
間
活
動
や
目
的
と
同
義
だ
と
見
る
場
合
」
に
は
、
利
益
集
団
分
析
が
目
的
と
し
た
も
の
と
は
反
対
に
、

「
確
認
可
能
な
利
益
と
、
広
い
意
味
の
あ
る
行
為
で
あ
る
場
合
も
あ
り
、
時
に
は
表
面
的
な
機
構
で
あ
つ
た
り
、
社
会
集
団
で
あ
つ
た
り
し
、
な

い
し
は
も
つ
と
入
り
組
ん
で
は
い
る
が
所
与
の
政
治
体
制
に
お
け
る
世
論
と
か
『
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
』
の
よ
う
な
高
度
に
錯
綜
し
た
態
度
を
示
す

　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
（
一
一
一
七
）



　
　
　
現
代
政
治
と
利
益
集
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
（
叫
一
一
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

場
合
」
に
は
、
混
乱
に
陥
り
、
分
析
の
意
義
は
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
と
論
ず
る
。
マ
ク
リ
デ
ィ
ス
は
、
こ
の
定
義
の
不
明
確
性
か
ら
進
ん
で
、
「
共

通
の
目
的
」
を
定
め
る
の
は
国
家
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
集
団
は
む
し
ろ
排
他
的
と
い
う
意
味
か
ら
「
共
通
性
」
概
念
が
定
め
ら
れ
な
い
と
す

る
。
こ
の
点
か
ら
の
「
利
益
」
と
「
目
的
」
の
乖
離
は
、
集
団
理
論
が
究
極
的
に
は
「
個
人
を
虚
構
と
し
、
国
家
を
形
而
上
的
な
実
在
と
し
て
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

外
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
」
論
理
的
不
徹
底
性
か
ら
生
ず
る
と
し
て
、
こ
の
理
論
の
一
般
理
論
化
へ
の
失
敗
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
ア
ー
モ
ソ
ド
が
提
起
し
た
行
為
体
系
内
の
相
互
作
用
の
一
つ
の
型
で
あ
る
「
政
治
体
制
」
に
あ
つ
て
は
、
「
政
治
社
会
は
集
団
の
相
互
作
用
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

『
結
果
』
で
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
利
益
集
団
に
作
用
し
て
い
る
独
立
の
要
因
の
性
質
を
仮
定
す
る
」
こ
と
に
な
り
、
「
政
治
体
制
」
概
念
の
有

効
性
に
疑
義
を
さ
し
は
さ
ん
で
い
る
。

　
権
力
が
政
治
の
中
心
で
あ
り
、
集
団
が
権
力
行
使
に
と
つ
て
最
も
普
通
の
手
段
で
あ
る
、
と
す
る
集
団
理
論
は
、
「
体
制
内
で
の
全
権
力
配
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

へ
」
の
研
究
に
集
中
し
、
か
く
て
「
集
団
の
権
力
と
影
響
力
の
測
定
の
研
究
に
帰
す
る
」
の
で
あ
る
が
、
マ
ク
リ
デ
ィ
ス
は
「
権
力
分
析
は
集
団

分
析
と
相
接
す
る
も
の
で
は
な
く
、
…
…
集
団
は
権
力
の
諸
相
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
権
力
の
一
つ
の
エ
ン
ジ
ソ
に
す
ぎ
な
い
」
こ
と
か
ら
、
「
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

力
理
論
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
に
入
ろ
う
と
す
る
意
図
が
な
け
れ
ば
．
集
団
理
論
は
粗
雑
な
形
で
の
決
定
論
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
利
益
集
団

論
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
社
会
の
権
力
配
置
が
、
実
は
そ
の
社
会
の
権
力
に
つ
い
て
の
全
体
的
見
取
図
が
明
ら
か
に
な
つ
て
は
じ
め
て
利
益

集
団
の
権
力
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
矛
盾
に
逢
着
す
る
と
指
摘
す
る
。
比
較
分
析
の
用
具
と
し
て
の
集
団
理
論
の
効
用
に
つ
い
て
も
マ
ク

リ
デ
ィ
ス
は
、
手
厳
し
く
批
判
を
加
え
る
。
す
な
わ
ち
、
利
益
集
団
の
行
動
の
斉
一
性
と
類
似
性
は
、
政
治
体
制
の
そ
う
し
た
も
の
と
同
じ
程
度

に
重
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
疑
問
が
提
出
さ
れ
る
。
む
し
ろ
解
答
は
否
定
的
で
あ
る
。
マ
ク
リ
デ
ィ
ス
に
と
つ
て
は
、
そ
う
し
た
「
斉
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

性
」
や
「
類
似
性
」
の
指
摘
は
、
選
挙
制
度
の
比
較
研
究
よ
り
意
義
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ク
リ
デ
ィ
ス
が
か
つ
て
主
張
し
た
形
で
の

比
較
分
析
の
基
本
的
枠
組
（
政
治
文
化
、
社
会
的
配
置
状
況
、
審
議
と
決
定
作
成
）
に
よ
る
比
較
分
析
を
提
唱
す
る
。
か
く
て
マ
ク
リ
デ
ィ
ス
は
「
比
較
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
一
一
）

治
の
焦
点
は
ま
た
ふ
た
た
び
、
政
府
の
行
為
と
役
割
、
そ
の
構
造
と
組
織
、
お
よ
び
そ
の
決
定
作
成
権
力
の
範
囲
と
限
界
に
移
行
し
て
い
る
」
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
や

の
べ
て
、
利
益
現
象
の
追
求
に
よ
る
政
治
学
の
拡
散
に
警
告
を
発
す
る
の
で
あ
る
。

　
ラ
バ
ロ
ン
パ
ラ
は
自
ら
イ
タ
リ
イ
の
利
益
集
団
分
析
に
従
事
し
た
経
験
か
ら
、
第
一
に
特
殊
ア
メ
リ
カ
的
風
土
か
ら
形
成
さ
れ
、
展
開
さ
れ
て

き
た
集
団
分
析
を
た
だ
ち
に
ア
メ
リ
カ
以
外
の
地
域
に
適
用
す
る
こ
と
か
ら
予
想
さ
れ
る
結
論
の
歪
曲
性
に
論
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、

「
ア
メ
リ
カ
で
有
効
で
あ
つ
た
概
念
や
命
題
が
、
同
じ
程
度
に
他
の
国
に
も
有
効
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
し
、
政
治
体
制
を
比
較
的
に
理
解
す
る

鍵
に
な
る
と
は
い
え
な
い
」
と
の
べ
、
「
ど
の
程
度
ま
で
理
論
的
説
明
や
経
験
的
研
究
か
ら
の
指
摘
が
、
そ
う
し
た
分
析
の
中
か
ら
一
般
的
に
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

用
可
能
な
も
の
と
し
て
生
れ
て
く
る
か
」
は
．
慎
重
に
扱
わ
る
べ
き
だ
と
し
て
集
団
分
析
の
意
義
と
限
界
を
論
じ
て
い
る
。

　
マ
ク
リ
デ
ィ
ス
の
批
判
は
、
た
し
か
に
重
要
な
指
摘
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
基
本
的
に
は
、
0
・
ガ
ー
ソ
ー
に
よ
つ
て
「
単
純
な
集

　
（
一
五
）

団
理
論
」
と
よ
ば
れ
集
団
分
析
か
ら
拒
否
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
過
大
評
価
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
か
。
「
単
純
な
集
団
理
論
」
に
あ
つ
て
は
、

公
共
政
策
を
圧
力
団
体
の
力
の
平
行
四
辺
形
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
基
礎
に
持
つ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
見
解
で
は
、
政
治
行
動
は
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヤ
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
う

べ
て
集
団
行
動
で
あ
り
、
個
人
は
す
べ
て
集
団
成
員
と
い
う
資
格
な
し
で
は
、
す
な
わ
ち
集
団
に
よ
つ
て
し
か
政
治
過
程
に
参
加
で
き
な
い
の
で

あ
り
、
政
治
制
度
は
、
本
質
的
に
は
集
団
的
葛
藤
と
か
闘
争
の
場
で
あ
り
、
こ
の
葛
藤
や
闘
争
自
体
が
政
治
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
明
ら
か
に
な
つ
た
と
思
う
が
、
集
団
理
論
は
現
在
で
は
基
本
的
に
も
せ
よ
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
の
で

は
な
く
、
政
治
過
程
に
お
け
る
そ
の
現
代
的
役
割
を
考
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
全
政
治
体
制
の
一
部
と
し
て
利
益
集
団
を
考
え
る
」
こ
と
に
中

心
が
お
か
れ
、
「
現
在
進
行
中
の
最
も
重
要
な
研
究
は
こ
の
領
域
で
あ
つ
て
」
、
そ
の
意
味
で
「
新
し
い
理
論
的
叙
述
に
と
つ
て
最
も
実
り
豊
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

も
の
で
あ
る
こ
と
を
約
束
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
機
能
概
念
と
し
て
の
「
政
治
体
制
」
は
、
特
殊
ア
メ
リ
カ
的
方
法
で
あ
る
利
益
集
団
概

念
に
よ
る
分
析
結
果
か
ら
生
ず
る
よ
う
な
逸
脱
例
を
、
「
体
制
」
に
お
し
こ
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
逸
脱
例
群
を
組
み
入
れ
る
に
た
る
だ

け
の
柔
軟
性
を
持
つ
と
こ
ろ
に
特
質
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
政
治
体
制
論
に
し
て
も
、
利
益
集
団
論
に
し
て
も
、
過
去
の
政
治
学
の
遺
産
を
一
挙
に
く
つ
が
え
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
望
む
の
で
は
な
く
、
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一
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二
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（
一
七
）

・
ス
マ
ン
の
説
く
よ
う
な
公
的
制
度
へ
の
ア
プ
・
ー
チ
と
共
存
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
己
の
生
命
力
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
た
だ
従
来
、
制

度
に
の
み
力
点
が
お
か
れ
た
政
治
学
に
、
未
知
の
世
界
へ
の
手
が
か
り
を
与
え
る
意
味
で
、
力
点
を
移
動
し
た
の
だ
と
い
う
点
を
、
こ
こ
で
は
つ

ぎ
り
認
め
、
集
団
論
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
．
そ
の
政
治
理
解
に
か
ん
す
る
プ
ラ
ス
の
面
を
捨
象
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
「
集

団
」
は
政
治
の
「
無
法
者
」
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
「
政
治
制
度
」
と
い
つ
た
兄
弟
と
共
に
、
「
政
治
」
家
族
の
重
要
な
建
設
的
構
成
要
素
な

の
で
あ
る
。

　
最
初
に
の
べ
た
よ
う
に
、
共
産
主
義
と
の
対
決
と
い
う
宿
命
を
担
つ
た
現
時
点
で
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
確
信
に
つ
な
が
る
現
代
政
治
に
対
応
す

る
政
治
学
が
、
よ
り
よ
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ヘ
の
実
践
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
持
ち
、
そ
れ
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
な
が
ら
理
論
構
築
に
向
う
以
上
．

民
主
政
治
の
原
則
の
一
つ
で
あ
る
代
表
制
の
問
題
を
大
き
く
と
り
上
げ
る
べ
き
宿
命
を
同
時
に
担
わ
さ
れ
る
。
そ
の
視
角
か
ら
、
よ
り
よ
き
政
党

制
へ
の
「
当
為
」
的
問
題
と
、
現
実
的
な
職
能
代
表
で
あ
る
集
団
を
「
存
在
」
命
題
と
し
て
見
す
え
、
そ
こ
か
ら
現
在
の
政
治
過
程
の
諸
問
題
へ

の
治
療
薬
を
、
た
と
え
対
症
療
法
的
に
見
え
よ
う
と
も
見
つ
け
だ
し
て
ゆ
く
努
力
が
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
他
方
で
は
、
そ
の
病
源
の
追
求

が
行
な
わ
れ
る
意
味
で
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
哲
学
か
ら
生
ず
る
「
公
共
の
利
益
」
の
概
念
設
定
を
通
じ
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
学
が
成

立
す
る
。
こ
の
点
に
「
集
団
」
理
論
で
は
な
く
と
も
、
「
集
団
」
論
が
定
置
さ
れ
れ
ば
、
「
集
団
の
座
」
が
政
治
学
内
部
で
定
ま
つ
て
ゆ
く
と
考
え

る
こ
と
が
建
設
的
な
「
集
団
論
」
に
与
え
ら
れ
る
意
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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は
非
常
に
多
数
の
変
動
因
を
包
含
し
て
い
る
の
で
、

（
一
〇
）

（
一　

る
研
究
な
の
か
と
い
い
た
い
」
。
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の
だ
と
わ
れ
わ
れ
は
思
つ
て
い
る
。

　
る
役
に
し
か
た
た
な
い
よ
う
な
概
念
枠
組
に
縛
ら
れ
ず
に
、
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こ
の
集
団
の
権
力
や
影
響
力
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
「
正
確
な
権
力
単
位
を
推
敲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
　
こ
の
よ
う
な
測
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
意
味
の
あ
る
測
定
と
量
化
は
望
み
が
た
い
」
（
や
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）
と
の
べ
て
、
マ
ク
リ
デ
ィ
ス
は
き
わ
め
て
悲
観
的
で
あ
る
。
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イ
ギ
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ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
な
い
し
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
圧
力
集
団
の
『
接
近
』
点
の
類
似
性
と
相
違
性
の
研
究
が
、
選
挙
制
度
の
比
較
研
究
よ
り
も
意
義
の
あ
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一
〇
〇
〇
・
「
政
治
学
者
が
伝
統
的
に
研
究
し
て
き
た
領
域
に
つ
い
て
の
研
究
の
継
続
と
か
、
理
論
化
の
継
続
的
増
大
と
い
う
こ
と
は
、
も
つ
と
い
わ
れ
て
も
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
現
実
に
た
い
す
る
唯
一
の
解
決
で
あ
る
一
寸
見
は
考
え
ら
れ
る
が
、
政
治
の
明
白
な
事
実
に
た
い
し
て
、
研
究
者
を
盲
目
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
者
た
ち
の
成
熟
し
た
判
断
に
基
づ
い
た
種
類
の
研
究
の
余
地
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
｝
器
）
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昭
和
珊
六
年
度
慶
鷹
義
塾
学
事
振
興
資
金
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
．
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