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紹
介
と
批
評

加
藤
寛
・
丸
尾
直
美
編

『
民
主
主
義
の
経
済
学

1
紛
争
解
決
の
理
論
と
現
実
1
』

　
経
済
分
析
の
手
法
が
政
治
学
上
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
理
論
化
に
果
し
た
役
割

は
見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
今
日
の
民
主
主
義
論
に
大
き
く

影
響
を
与
え
た
ヨ
セ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
よ
り
抽
象
化

さ
れ
た
理
論
の
分
野
で
は
K
・
ア
ロ
ー
の
ω
0
9
巴
O
ぎ
一
8
き
飢
冒
島
＜
一
α
〒

巴
く
巴
仁
霧
鳩
お
臼
や
A
・
ダ
ウ
ン
ズ
の
＞
ロ
国
8
8
ヨ
一
〇
円
幕
o
q
g
U
o
・

ヨ
o
a
碧
ざ
お
宅
。
」
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
G
・
タ
ロ
ッ
ク
の
↓
富
O
巴
o
E
霧
9

0
9
器
旨
｝
一
〇
爲
あ
る
い
は
M
・
オ
ル
ソ
ン
の
円
訂
い
o
駐
0
9
0
0
一
一
9
ユ
奉

＞
9
ご
P
一
8
9
A
・
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
国
蚤
“
く
9
8
”
ロ
山
い
o
網
巴
な
℃
お

置
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
業
績
は
政
治
学
者
が
自
説

を
唱
え
た
り
、
修
正
す
る
時
に
参
考
に
な
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
現
在
の
政
治
学

上
の
論
争
の
テ
ー
マ
も
提
供
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
有
用
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
ひ
と
口
に
新
た
な
政
治
経
済
学
の
復
活
と
早

急
に
判
断
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
一
見
し
て
経
済
学
か
ら
政
治
学
へ
の
輸
入
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
　
（
五
四
二
）

過
を
も
つ
て
「
理
論
的
片
貿
易
」
と
判
定
す
る
前
に
、
こ
の
分
野
で
の
議
論
を

さ
ぐ
つ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
一
連
の
経
済
学
老
の
政
治
的
問
題
の
研
究

は
、
単
に
す
ぐ
れ
た
分
析
手
法
を
数
多
く
手
に
し
た
経
済
学
者
が
余
力
を
も
つ

て
、
未
解
決
で
あ
つ
た
り
、
不
明
確
な
テ
ー
マ
が
数
多
く
こ
ろ
が
つ
て
い
た
政

治
学
上
の
分
野
に
挑
戦
し
は
じ
め
た
と
見
る
だ
け
で
な
く
、
経
済
学
に
お
け
る

家
庭
の
事
情
か
ら
も
あ
る
程
度
最
近
の
動
向
を
推
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
経
済
分
析
の
基
本
的
考
え
方
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
政
治
分

析
の
上
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
政
治
理
論
を
展
開
す
る
上
で
も
大
い
に
参
考
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
加
藤
寛
・
丸
尾
直
美
編
の
『
民
主
主
義
の
経
済
学
』
は

ま
さ
し
く
、
経
済
学
上
の
今
日
的
課
題
の
追
求
か
ら
政
治
学
が
ま
だ
充
分
に
解

答
を
用
意
し
て
い
な
い
分
野
へ
の
み
ご
と
な
挑
戦
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
今
日
発
生
し
て
い
る
数
多
く
の
現
実
的
問
題
、
た
と
え
ば
住
民
運
動
で
あ
る

と
か
消
費
者
運
動
な
ど
の
紛
争
は
従
来
か
ら
の
経
済
学
の
手
法
で
は
回
答
し
ぎ

れ
な
い
事
象
と
い
え
る
。
経
済
学
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
政
策
決
定
、
あ
る
い
は

紛
争
解
決
に
つ
い
て
の
研
究
が
比
較
的
少
な
か
つ
た
理
由
に
つ
い
て
編
者
達
は

第
一
章
に
お
い
て
、
次
の
四
つ
の
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
従
来
の

経
済
学
は
貨
幣
的
に
測
定
で
き
る
経
済
要
因
に
研
究
の
範
囲
を
限
定
し
、
し
か

も
利
害
の
対
立
す
る
分
配
の
問
題
を
さ
け
て
き
た
か
ら
、
政
策
目
的
な
い
し
政

策
基
準
が
一
元
的
で
あ
り
、
利
害
対
立
を
調
整
す
る
政
策
機
構
は
必
要
と
さ
れ

な
か
つ
た
。
第
二
に
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
市
場
の
経
済
学
が
対
象
と
し
て
考
え



ら
れ
、
大
部
分
の
経
済
的
決
定
は
市
場
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
き
た
。
第
三
番
目

に
は
、
人
々
は
同
質
的
な
経
済
人
と
規
定
さ
れ
た
か
ら
、
主
体
性
や
個
々
人
間

の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
相
違
は
無
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
う
え
第
四
に
は
政
策

の
実
行
可
能
性
や
行
政
コ
ス
ト
の
問
題
は
政
治
の
問
題
と
し
て
経
済
学
の
対
象

外
に
お
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
四
つ
の
条
件
は
ま
た
経
済
学
に
お
け
る
厳
密
性
と
一
貫
性
を

成
立
さ
せ
る
要
件
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
逆
に
こ
れ
ら
の
条
件
を

は
ず
す
こ
と
は
政
治
学
の
も
つ
問
題
に
つ
き
あ
た
る
可
能
性
が
生
じ
、
経
済
学

上
の
従
来
の
成
果
が
期
待
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

　
ま
た
一
方
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
立
場
に
お
い
て
も
、
そ
の
国
家
を
階

級
支
配
の
用
具
と
し
て
考
え
る
立
場
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
福
祉
政
策
等
の
政
策
主

体
と
し
て
機
能
す
る
民
主
的
国
家
な
り
、
企
業
レ
ベ
ル
で
の
民
主
的
政
策
決
定

に
っ
い
て
は
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
つ
た
。

　
も
つ
と
も
、
従
来
、
経
済
学
者
に
よ
る
民
主
主
義
的
決
定
の
研
究
が
全
く
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
著
者
が
示
す
よ
う
に
厚
生
経
済
学
（
現
代
厚
生
経
済
学
）

の
分
野
に
お
い
て
K
・
ア
ロ
ー
な
ど
の
一
連
の
研
究
、
第
二
に
は
制
度
派
的
経

済
学
者
達
の
研
究
、
第
三
に
は
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
者
の
系
譜
を
ひ
く
産
業

民
主
主
義
論
、
第
四
に
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
な
ど
の
政
策
形
成
機
構
の
研
究
グ
ル

ー
プ
、
五
番
目
に
公
共
経
済
学
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
書
も
こ
れ
ら
の
傾
向
に
従
つ
て
、
今
日
的
課
題
を
第
一
部
の
理
論
編
と
第
二

部
の
現
実
編
に
分
け
て
検
討
し
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
本
書
の
構
成
に
従
つ
て
主
に
政
治
学
的
関
心
か
ら
興
味
あ

　
　
紹
介
と
批
評

る
こ
と
が
ら
を
追
つ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
二
章
の
「
民
主
主
義
と
厚
生
経
済
学
」
（
加
藤
寛
執
筆
）
は
ピ
グ
ー
の
よ
う

な
従
来
の
厚
生
経
済
学
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
ひ
と
つ
に
は
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の

よ
う
に
微
視
的
静
態
論
か
ら
巨
視
的
動
態
論
へ
と
発
展
さ
せ
る
方
向
と
、
も
う

一
つ
の
方
向
と
し
て
社
会
的
選
択
と
現
実
の
民
主
主
義
制
度
と
の
関
連
を
考
え

て
み
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
方
向
の
理
論
と
し
て
は
ア
ロ
ー
の
業

績
を
第
一
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ロ
ー
の
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
」
を
著
者
は
討
論
を
媒
介
と
し
て
個
人
の
選
好
序
列
が
均
質
化
し
、
相
互
の

納
得
と
支
持
を
得
る
と
い
う
解
決
方
法
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
に

お
い
て
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
は
、
討
論
を
媒
介
と
し
て
社
会
成
員
の
間

の
各
種
の
対
立
を
解
決
す
る
一
致
点
を
見
い
出
し
、
そ
れ
を
実
行
す
る
政
治
方

法
で
あ
る
。
」
と
定
義
が
な
さ
れ
る
。

　
そ
こ
で
著
者
は
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
指
摘
す
る
、
厚
生
経
済
学
の
パ
レ

ー
ト
的
基
準
に
適
合
す
る
「
全
員
共
通
同
意
点
」
が
民
主
主
義
的
選
択
基
準
に

適
合
す
る
「
過
半
数
選
好
点
」
と
両
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
グ

ラ
ー
フ
の
「
補
償
原
理
」
の
導
入
お
よ
び
、
著
し
く
利
害
の
対
立
す
る
グ
ル
ー

プ
間
の
意
見
の
交
換
や
討
議
を
通
じ
て
「
共
通
領
域
」
を
拡
大
す
る
こ
と
が
民

主
主
義
の
意
義
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
ま
た
著
者
は
多
数
決
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
の
ブ
キ
ャ
ナ
ソ
U
タ
ロ
ッ
ク
の
見

解
と
D
・
バ
ー
ト
ン
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
さ
し

く
政
治
学
者
の
多
く
が
考
え
て
き
た
点
で
あ
り
、
と
く
に
そ
れ
ら
と
同
様
の
文

脈
で
は
最
近
で
は
ダ
グ
ラ
ス
・
レ
ー
が
ブ
キ
ャ
ナ
ン
”
タ
ロ
ッ
ク
に
批
判
を
加

え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
　
　
（
五
四
三
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
第
三
章
の
「
民
主
主
義
の
経
済
理
論
」
（
川
野
辺
裕
幸
）
は
同
名
の
著
書
で
あ

る
ダ
ウ
ン
ズ
の
『
民
主
主
義
の
経
済
理
論
』
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
。
本
書
の

中
で
は
最
も
詳
細
な
サ
ー
ヴ
ェ
ー
を
行
な
つ
た
論
文
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
お

し
む
ら
く
は
紙
数
の
関
係
か
ら
か
充
分
論
じ
き
れ
な
か
つ
た
部
分
も
あ
り
、
ま

た
専
門
的
知
識
を
も
た
な
い
者
に
は
や
や
高
度
な
理
論
展
開
と
い
え
る
。

　
ダ
ウ
ン
ズ
の
理
論
が
前
提
と
す
る
こ
と
は
、
与
・
野
党
が
行
な
う
で
あ
ろ
う

政
策
に
っ
い
て
の
効
用
を
投
票
者
が
判
断
し
、
選
挙
で
最
も
高
い
効
用
を
実
施

す
る
と
予
想
さ
れ
る
政
党
を
選
択
す
る
と
い
う
合
理
的
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
必
ず
し
も
伝
統
的
政
治
学
の
前
提
に
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
理
論

が
政
治
学
者
の
多
く
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、

ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
二
大
政
党
の
場
合
は
、
与
・
野
党
、
お
よ
び
棄
権
に
つ
い

て
の
理
由
は
、
こ
の
モ
デ
ル
を
使
用
す
れ
ば
そ
の
範
囲
に
お
い
て
説
明
可
能
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
実
際
の
投
票
者
は

こ
の
よ
う
な
合
理
的
判
断
を
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
行
動
の
予
測
の

精
度
は
高
い
と
は
い
い
が
た
い
が
、
演
繹
的
理
論
と
し
て
は
成
功
例
の
一
つ
で

あ
ろ
う
。
も
つ
と
も
、
も
し
投
票
者
が
単
純
に
効
用
の
み
の
増
加
を
は
か
る
こ

と
を
考
え
た
と
し
た
ら
、
政
策
へ
の
投
票
と
い
つ
た
間
接
的
方
法
で
は
な
く
、

A
・
オ
ー
カ
ン
が
J
・
ト
ー
ビ
ン
の
説
と
し
て
ひ
い
た
よ
う
に
「
経
済
学
専
攻

の
優
秀
な
大
学
院
二
年
生
な
ら
、
投
票
権
を
自
由
意
志
に
よ
つ
て
取
引
き
す
れ

ば
売
手
・
買
手
双
方
の
厚
生
が
増
加
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
短
い
答
案
を
書
く

こ
と
が
で
き
ょ
う
。
」
（
A
・
オ
ー
カ
ン
『
平
等
か
効
率
か
』
）
と
い
つ
た
問
題
も
発

生
し
う
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
投
票
制
度
の
枠
内
で
の
問
題
の
解
明
と
な

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
　
　
（
五
四
四
）

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
章
の
著
者
は
政
治
学
者
が
い
だ
く
ダ
ウ
ン
ジ
ア
ン
・

モ
デ
ル
に
っ
い
て
の
政
府
と
与
党
の
差
を
ど
う
考
え
る
か
、
ま
た
党
と
候
補
者

は
同
一
で
は
な
い
と
い
つ
た
疑
問
を
充
分
知
っ
た
上
で
、
い
わ
ゆ
る
ダ
ウ
ン
ズ

以
降
の
問
題
を
空
間
競
争
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
ラ
イ
ヵ
i
、
オ
ー
ド
シ
ェ
ク
、

ハ
イ
ニ
ッ
ク
な
ど
の
理
論
を
、
紹
介
と
は
い
え
き
わ
め
て
密
度
の
高
い
形
で
呈

示
し
て
い
る
。

　
第
四
章
の
「
民
主
主
義
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
（
山
田
太
門
）
は
本
書
の
中
で

単
独
の
論
文
と
し
て
は
一
番
よ
く
ま
と
ま
つ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
が
、
こ
こ
で
の
テ
ィ
ボ
ー
の
理
論
の
前
提
と
な
る
地
方
政
府
の
間
を
個
人

が
自
分
の
好
み
に
一
致
す
る
ま
で
移
動
し
、
公
共
財
の
提
供
を
う
け
費
用
負
担

を
行
な
う
と
い
う
前
提
は
や
は
り
政
治
学
者
が
最
も
同
意
し
た
が
ら
な
い
も
の

で
あ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
東
部
に
お
け
る
都
市
と
周
辺
の
郊
外

に
住
ん
で
い
る
人
間
の
行
動
様
式
は
、
と
く
に
人
種
問
題
に
よ
る
不
動
産
の
価

値
変
動
と
子
供
の
教
育
に
直
面
し
た
と
き
に
確
か
に
ど
の
地
域
を
選
ぶ
か
が
き

わ
め
て
重
要
な
課
題
と
な
る
か
ら
、
目
本
の
例
を
考
え
る
よ
り
も
こ
の
理
論
の

妥
当
性
は
高
い
と
い
え
る
。
そ
れ
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
選
択
で
き
る
も
の

と
し
て
考
え
る
考
え
方
（
ク
ラ
ブ
理
論
）
は
、
あ
る
意
味
で
政
治
学
に
お
い
て
は

ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
参
考
に
す
べ
き
か
も

し
れ
な
い
。

　
第
二
部
の
現
実
編
は
ま
さ
し
く
現
実
編
で
あ
り
、
前
半
の
理
論
編
の
応
用
で

も
、
現
実
か
ら
新
し
い
理
論
を
抽
象
化
す
る
こ
こ
ろ
み
で
も
な
い
。
し
か
し
、
主

に
「
参
加
」
を
中
心
と
し
て
、
現
実
に
直
面
す
る
住
民
運
動
で
あ
る
と
か
消
費



者
運
動
な
ど
の
問
題
を
と
り
扱
お
う
と
す
る
努
力
は
市
場
に
の
み
固
執
す
る
従

来
の
方
法
と
は
立
場
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
多
く
の
政
治
学
者
が
「
参

加
」
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
経
済
学
的
接
近
も
政
府
機
関
の

決
定
と
い
つ
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
両
者

の
発
想
は
か
な
り
の
部
分
で
か
ざ
な
り
合
い
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
従
来
の

政
治
学
の
伝
統
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
問
題
は
「
参
加
」
よ
り
も
「
圧
力
団
体
」

も
し
く
は
「
利
益
団
体
」
の
理
論
と
し
て
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て
き
た
傾
向
に
あ

つ
た
。

　
で
は
い
か
な
る
根
拠
か
ら
参
加
原
理
を
経
済
・
産
業
の
分
野
で
求
め
る
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
が
、
第
五
章
の
「
民
主
主
義
と
参
加
」
（
加
藤
．
丸
尾
）

に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
福
祉
経
済
政
策
論
」
の
立
場
を
中
心
と
し
て
参
加
の

意
味
を
単
に
政
治
領
域
の
み
な
ら
ず
、
経
済
・
産
業
面
に
ま
で
拡
大
し
て
政
策

形
成
過
程
の
民
主
主
義
化
を
考
え
て
い
る
。

　
最
近
と
く
に
問
題
と
な
つ
て
い
る
「
外
部
経
済
（
不
経
済
）
」
の
問
題
も
市
場

の
完
全
化
を
め
ざ
す
他
に
政
治
的
決
定
に
よ
る
補
完
が
必
要
と
著
者
達
は
見

る
。
つ
ま
り
完
全
市
場
化
と
民
主
主
義
化
に
よ
り
政
治
的
・
経
済
的
コ
ン
フ
リ

ク
ト
と
「
外
部
不
経
済
」
を
ミ
ニ
マ
ム
に
す
る
よ
う
な
最
適
経
済
体
制
を
想
定

す
る
わ
け
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
フ
リ
ー
ド

マ
ン
や
ハ
イ
エ
ク
な
ど
の
公
的
部
門
・
公
的
経
済
介
入
領
域
を
で
ぎ
る
だ
け
少

な
く
し
よ
う
と
す
る
自
由
主
義
経
済
論
者
と
も
、
公
的
部
門
と
公
的
介
入
領
域

の
拡
大
を
考
え
る
古
典
的
社
会
主
義
者
と
も
異
な
る
。

　
ま
た
、
「
参
加
」
を
論
ず
る
際
に
も
、
た
え
ず
問
題
に
な
る
こ
と
は
、
何
の
目

的
で
、
誰
が
（
参
加
の
主
体
が
）
、
何
に
ど
の
よ
う
な
方
式
と
手
続
き
で
、
ど
の

　
　
　
紹
介
と
批
評

よ
う
な
レ
ベ
ル
に
ど
の
程
度
参
加
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
に
お

い
て
は
こ
れ
ら
各
項
目
は
要
領
よ
く
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

参
加
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
是
と
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
か
ら
か
、
参
加
は
な

ぜ
必
要
な
の
か
と
い
う
分
析
と
、
参
加
原
理
で
も
解
決
で
き
な
い
紛
争
の
例
に

っ
い
て
は
不
充
分
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
第
六
章
の
「
住
民
運
動
と
参
加
」
（
熊
谷
彰
矩
・
加
藤
）
の
事
例
研
究
と
し
て
は

地
域
開
発
の
例
と
し
て
能
登
半
島
の
例
と
イ
ギ
リ
ス
（
グ
レ
イ
ト
・
ダ
ン
モ
ゥ
．

タ
ゥ
ン
）
の
例
が
ひ
か
れ
、
第
二
の
事
例
と
し
て
は
新
幹
線
の
開
発
に
っ
い
て
、

高
崎
、
小
倉
、
岡
山
の
三
地
域
の
調
査
に
つ
い
て
の
分
析
が
行
な
わ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
の
一
つ
の
特
徴
は
住
民
の
意
識
調
査
を
実
施
し
、
開
発
計
画
の
目

的
設
定
、
開
発
計
画
に
採
用
さ
れ
る
方
法
の
決
定
、
参
加
方
法
の
決
定
な
ど
の

資
料
提
供
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
を
め
ざ
す
。
こ
れ
ら
調
査
は
具
体
的
な
住
民

の
要
求
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
本
書
の
著
者
達
が
行
な
つ
た
新
幹

線
開
発
の
異
な
る
地
域
の
意
識
の
比
較
に
よ
り
、
す
で
に
開
発
さ
れ
た
地
域

（
岡
山
）
と
こ
れ
か
ら
開
発
さ
れ
る
地
域
（
高
崎
、
小
倉
）
の
差
を
知
る
こ
と
が

で
き
、
い
か
に
後
者
の
住
民
が
開
発
に
よ
る
利
益
よ
り
も
公
害
や
悪
影
響
な
ど

の
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
を
し
や
す
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う

こ
と
は
、
一
つ
に
は
開
発
計
画
に
お
け
る
説
得
、
参
加
過
程
の
役
割
が
大
ぎ
い

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
参
加
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
も
、
計
画
に
お
い

て
の
参
加
、
決
定
過
程
へ
の
参
加
は
求
め
る
が
実
施
過
程
、
専
門
的
計
画
に
つ

い
て
の
参
加
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
比
較
的
合
理
的
な
意
見
の

一
致
が
、
開
発
計
画
、
新
幹
線
と
も
に
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
　
　
（
五
四
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
し
か
し
、
今
目
の
東
京
周
辺
の
新
幹
線
反
対
運
動
や
成
田
空
港
の
例
の
よ
う

に
紛
争
が
き
わ
め
て
解
決
し
に
く
い
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ

れ
ら
の
解
決
は
、
こ
の
合
理
的
参
加
理
論
の
範
囲
を
こ
え
る
も
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
消
費
者
運
動
と
い
う
新
し
い
傾
向
は
、
た
し
か
に
従
来
の
市
場
の
中
で
考
え

ら
れ
て
き
た
消
費
者
が
政
府
の
規
制
を
要
求
し
た
り
、
企
業
に
直
接
圧
力
を
加

え
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
に
市
場
の
弱
点
を
お
ぎ
な
う
意
味
も
あ
り
、
と
く
に

車
や
薬
の
よ
う
に
人
の
命
に
か
か
わ
る
例
は
確
か
に
劣
等
財
が
市
場
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
よ
つ
て
市
場
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
を
待
つ
と
い
つ
た
こ
と
で
は
遅
す
ぎ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
規
制
そ
の
も
の
の
裏
づ
け
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も

充
分
な
場
合
ば
か
り
と
は
い
え
な
い
し
、
「
た
ば
こ
」
の
よ
う
に
そ
の
害
に
つ
い

て
は
公
害
以
上
の
相
当
は
っ
き
り
し
た
関
係
が
推
定
さ
れ
て
い
る
商
品
で
も
、

規
制
が
単
な
る
「
注
意
し
ま
し
よ
う
」
と
い
つ
た
表
示
程
度
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
規
制
一
般
の
基
準
を
ど
こ
に
お
く
か
と
い
う
問
題
は
や
は
り
考
え
な
お

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
オ
ブ
ズ
マ
ン
制
度

に
つ
い
て
も
第
七
章
（
丸
尾
）
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
制
度
は
最
近
政

治
学
者
の
間
で
も
参
考
に
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
が
（
岡
野
加
穂
留
「
代
表
制
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
と
政
党
」
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
構
造
』
所
収
）
、
こ
れ
が
公
正
取
引
委
員
会
や

既
成
の
消
費
者
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
全
く
変
え
て
し
ま
う
制
度
か
ど
う
か
は
不
明

で
あ
る
。

　
第
八
章
の
「
労
働
老
の
経
営
参
加
」
（
丸
尾
）
の
問
題
は
最
も
歴
史
が
古
い
問

題
で
あ
り
、
各
国
に
お
け
る
制
度
的
相
違
や
各
種
の
参
加
方
法
に
つ
い
て
は
本

章
に
詳
し
い
の
で
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
が
、
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
　
（
五
四
六
）

治
学
者
の
最
近
の
関
心
も
、
確
か
に
企
業
へ
の
参
加
、
産
業
民
主
主
義
な
ど
に

向
か
う
者
が
増
加
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
従
来
欧
米
型
の
参
加
形
態
を

と
ら
な
い
の
で
分
析
の
対
象
に
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
つ
た
日
本
の
企
業
に
お

け
る
参
加
に
興
味
を
も
つ
者
が
外
国
に
お
い
て
出
て
き
た
こ
と
、
ま
た
現
在
、
イ

ギ
リ
ス
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
よ
う
に
政
府
か
労
働
組
合
を
コ
ン
ト
・
ー
ル
で
き

な
く
な
つ
て
き
た
と
い
う
現
象
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
課
題
の
上
位
に
数
え

る
政
治
学
者
も
ま
た
多
く
な
つ
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
そ
う
で
あ
る
。
あ
く
ま

で
も
合
理
的
紛
争
解
決
と
し
て
の
参
加
を
め
ざ
す
本
書
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
事
象
は
中
心
的
テ
ー
マ
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
紛
争
の
今

目
的
例
と
し
て
は
政
治
学
者
が
取
り
組
み
は
じ
め
て
い
い
も
の
で
あ
る
。

　
ア
ロ
ー
や
ダ
ウ
ン
ズ
の
理
論
は
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
政
治
学
者
へ

与
え
た
刺
激
は
き
わ
め
て
大
き
か
つ
た
と
い
え
る
し
、
そ
れ
に
受
け
て
立
つ
政

治
学
者
も
か
な
り
存
在
し
（
も
つ
と
も
日
本
の
基
準
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
う
ち
何
人
か

は
経
済
学
者
と
し
て
数
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
、
数
多
く
の
論
争
の
種
に
な
つ

た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
で
は
経
済
学
者
の
間
で
は
ア
ロ
ー
の

理
論
に
つ
い
て
の
国
際
的
論
争
に
参
加
し
た
者
は
稲
田
献
一
、
村
上
泰
亮
な
ど

を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
政
治
学
的
に
は
あ
ま
り
大
き
く
扱
わ
れ
た
分
野

と
は
い
い
に
く
い
。
政
治
学
者
の
三
宅
一
郎
が
、
経
済
学
者
、
根
岸
隆
と
の
対

談
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
学
生
に
ダ
ウ
ン
ズ
の
『
民
主
主
義
の
経
済
学
』
の

よ
う
な
講
義
を
や
り
ま
す
と
、
一
人
減
り
二
人
減
り
で
、
教
室
は
カ
ラ
ッ
ポ
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
」
（
東
洋
経
済
編
『
経
済
学
と
の
対
話
』
）
と
い
つ
た
雰
囲
気
は

学
界
に
も
あ
る
程
度
あ
て
は
ま
り
そ
う
で
あ
る
。
計
量
経
済
学
の
手
法
な
り
、

あ
る
い
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
つ
て
統
計
処
理
を
行
な
う
政
治
学
者
が
増
え
つ



っ
あ
る
と
い
つ
た
現
状
に
お
い
て
も
、
ア
ロ
ー
や
ダ
ウ
ン
ズ
の
よ
う
な
「
合
理

的
モ
デ
ル
」
あ
る
い
は
「
形
式
理
論
」
と
呼
ば
れ
る
演
繹
体
系
は
わ
が
国
で
は

な
じ
み
の
う
す
い
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
経
済
学
的
手
法
を
習
得
す
る
た
め
の
「
エ
ン
ト
リ
ー
・
バ
リ

ア
」
の
高
さ
が
目
常
語
で
の
議
論
に
な
れ
て
い
る
政
治
学
を
当
惑
さ
せ
て
し
ま

う
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
お
そ
ら
く
本
書
前
半
の
理
論
編
の
川
野
辺
、
山
田
の

両
論
文
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
経
済
学
的
分
析
の
も
つ
厳
密
性
と
理
論
的
整
合
性
は
学
ぶ

べ
き
も
の
が
多
い
し
、
本
書
に
貫
か
れ
て
い
る
考
え
方
の
中
心
を
読
み
と
る
こ

と
は
無
意
味
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
政
治
学
の
研
究
者
も
こ
の
分
野
に
対
し
発
言
す
る
機
会
が
増
え
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
現
状
を
考
え
れ
ば
、
本
書
は
こ
れ
ら
討
論
の
た
め
の
一
っ

の
契
機
と
し
て
活
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
し
、
「
討
論
」
こ
そ
民
主
主
義
の

本
質
的
基
礎
と
見
る
著
者
達
は
、
そ
れ
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
分
野
に
も
あ
て
は

ま
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
同
意
さ
れ
る
こ
と
と
思
う
。

（
千
曲
秀
版
社
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽
根
　
泰
教

　
本
書
を
全
体
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
著
者
の
意
図
と
論

文
の
程
度
が
必
ず
し
も
同
一
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
の
で
、
一
括
し
て
論
ず

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
政
治
学
者
に
と
つ
て
興
味
あ
る
問

題
を
提
起
し
て
い
る
著
作
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
分
野
へ
の

入
門
書
と
し
て
あ
つ
か
う
に
は
専
門
的
部
分
が
多
く
、
逆
に
専
門
書
と
し
て
は

紙
数
の
上
か
ら
か
、
い
わ
ゆ
る
諸
理
論
の
紹
介
に
さ
か
れ
て
い
る
部
分
が
多
く
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
理
論
展
開
は
多
い
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
本
書
を

利
用
す
る
際
に
読
者
の
利
用
法
が
か
な
り
重
要
な
契
機
と
な
る
わ
け
で
あ
る

が
、
第
一
章
お
よ
び
第
五
章
が
第
一
部
お
よ
び
第
二
部
の
入
門
的
紹
介
の
役
を

は
た
し
て
は
い
る
が
、
経
済
的
手
法
の
基
本
的
考
え
方
を
知
る
た
め
に
は
政
治

学
徒
は
か
な
り
の
努
力
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
あ
ま
り
親
切
な
本
と

は
い
い
が
た
い
。

　
　
　
紹
介
と
批
評

一
〇
七

（
五
四
七
）


