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紹介と批評
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『
欧
州
統
合
の
限
界
』

一

　
現
在
、
E
C
で
は
、
一
九
五
八
年
発
足
以
来
最
大
の
制
度
改
革
論
議
が

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
直
接
的
背
景
に
は
、
E
C
の
政
策
決
定
の
遅
滞
と

い
う
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
六
年
一
月
の
「
ル
ク
セ
ン
ブ
ル

グ
の
妥
協
」
に
基
づ
く
閣
僚
理
事
会
に
お
け
る
全
会
一
致
制
の
慣
行
、
及

び
、
加
盟
国
数
の
増
加
（
E
C
は
、
当
初
六
ケ
国
で
出
発
し
た
が
、
一
九
八
六

年
の
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
加
盟
に
よ
り
一
ニ
ケ
国
と
な
る
）
と
い
う
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
要
因
に
よ
り
、
E
C
の
政
策
決
定
の
遅
滞
が
生
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
制
度
改
革
論
議
は
E
C
の
政
策
決
定
の
迅
速
化
と
そ
れ
に
よ
る

E
C
の
再
活
性
化
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
制
度
改
革
が
な
さ
れ

る
に
は
、
な
ぜ
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
と
く
に
、
政
策

決
定
が
遅
滞
し
統
合
の
停
滞
が
み
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
が
、
ま
ず
根
本

的
に
解
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
本
書
の
目
的
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る

と
い
え
る
。

　
本
書
で
は
、
複
数
の
国
家
を
統
合
に
向
か
わ
せ
る
圧
力
の
説
明
を
議
論

の
出
発
点
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
初
め
に
お
け
る
E
C

加
盟
国
間
の
関
係
の
性
格
と
、
加
盟
国
が
E
C
に
対
し
て
課
し
た
統
合
の

限
界
が
明
ら
か
に
さ
れ
，
国
家
が
E
C
と
の
関
係
に
お
い
て
、
統
合
に
向

か
う
よ
り
も
自
国
の
主
権
を
守
る
方
を
「
ど
こ
」
で
選
択
し
た
か
が
説
明

さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
国
家
の
側
か
ら
E
C
を
見
る
と
い
う
分
析
視
角
が

と
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
本
書
は
、
新
し
い
国
際
統
合
理
論
の
構
築
を
め
ざ
す
も
の
で
は

な
く
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
初
め
の
欧
州
統
合
の
動
態
を
、
古

典
的
な
統
合
理
論
に
依
拠
し
て
具
体
的
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
分

析
し
て
い
る
．

　
本
書
は
以
下
の
構
成
を
と
る
。

　
　
ま
え
が
き

　
　
第
一
章
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
概
念
と
漸
進
主
義
的
統
合
過
程

　
　
第
二
章
　
漸
進
主
義
的
統
合
の
限
界

　
　
第
三
章
　
欧
州
共
同
体
に
お
け
る
政
府
問
主
義

　
　
第
四
章
　
欧
州
共
同
体
に
お
け
る
委
員
会
と
政
策
決
定
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第
五
章
　
国
際
社
会
に
お
げ
る
行
為
主
体
と
し
て
の
欧
州
共
同
体

　
　
第
六
章
　
経
済
問
題
に
お
け
る
相
互
依
存
と
自
律

　
　
第
七
章
　
社
会
政
策
と
統
合
の
限
界

　
　
第
八
章
　
予
算
と
農
業
政
策
を
め
ぐ
る
危
機
ー
一
九
七
〇
年
代
末

　
　
　
　
　
及
び
一
九
八
O
年
代
初
め
に
お
け
る
英
国
と
他
の
加
盟
国
と

　
　
　
　
　
の
関
係

　
　
第
九
章
　
共
同
体
法
の
性
格

　
　
第
一
〇
章
　
結
論
と
処
方

　
な
お
、
本
書
の
著
者
で
あ
る
ポ
ー
ル
・
テ
イ
ラ
ー
は
国
際
統
合
の
研
究

者
で
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
に
お
い
て

国
際
関
係
論
の
講
義
を
担
当
す
る
「
講
師
（
冨
。
言
り
8
」
で
あ
る
。
そ
の

著
書
に
は
、
　
』
§
ミ
§
9
ざ
§
匙
　
O
o
占
慧
壕
ミ
魯
き
　
『
§
璽
　
肺
ぎ
　
的
§
『
§
塁
き

§
良
§
q
蔦
e
ミ
。
。
匙
ヤ
9
欝
§
．
固
爵
切
8
富
ピ
＆
こ
零
且
9
」
O
芦

が
あ
り
、
ま
た
編
著
に
は
、
A
・
」
・
K
・
グ
ル
ー
ム
と
の
共
編
に
よ
る

、§§

畿
§
9
凝
。
。
§
『
ぎ
。
遷
9
き
“
、
壕
§
誉
。
ぎ
誉
軸
ミ
3
§
帖
§
匙
淘
9
Q
職
§
o
。
’

q
三
く
零
匹
ぐ
o
暁
ぎ
呂
g
℃
房
¢
¢
ピ
舞
．
一
〇
刈
貸
』
§
ミ
き
ミ
帖
§
匙
O
ミ
9
鳶
－

G。

魯
斜
§
＞
O
§
。
巷
肺
蓉
h
』
醤
壕
§
鳶
宰
導
8
㎝
牢
獣
§
い
＆
；
ぎ
且
。
p

一
〇
お
。
な
ど
が
あ
る
。

二

　
ま
ず
第
一
章
で
は
、
国
家
間
の
漸
進
主
義
的
統
合
に
関
す
る
機
能
主
義

理
論
と
新
機
能
主
義
理
論
に
依
拠
し
て
、
統
合
の
動
態
が
説
明
さ
れ
る
．

そ
の
さ
い
．
テ
ソ
ニ
ー
ス
の
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
コ
、
・
三
ニ
テ
ィ
ご

と
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
の
概
念
が
援
用
さ
れ
る
．
著
者
に
よ
れ
ば
、

～
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
は
、
信
念
、
価
値
及
び
忠
誠
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、

す
な
わ
ち
社
会
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
機
能
主
義
理
論
は
こ
の
よ
う
な

社
会
心
理
的
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
に
注
目
し
、
主
権
は
市
民
の
忠
誠
に
決

定
的
に
依
存
す
る
と
考
え
る
．
一
方
、
新
機
能
主
義
理
論
は
そ
の
よ
う
な

見
解
を
採
用
せ
ず
、
代
わ
り
に
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
的
な
多
元
主
義
的

社
会
モ
デ
ル
を
受
け
容
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
理
論
は
、
政
策
決
定
に
注
目

し
、
主
権
に
つ
い
て
は
、
法
的
権
限
の
拡
大
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
と
暗

黙
の
う
ち
に
想
定
し
た
。
前
者
の
機
能
主
義
理
論
を
欧
州
統
合
に
あ
て
は

め
れ
ば
、
統
合
の
主
要
な
原
動
力
は
加
盟
国
市
民
の
間
で
の
社
会
心
理
的

な
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
成
長
で
あ
る
。
E
C
の
活
動
の
ゆ
え
に
市
民
の

忠
誠
が
加
盟
国
政
府
か
ら
E
C
へ
と
向
け
ら
れ
る
結
果
、
加
盟
国
政
府
は

国
家
の
中
か
ら
の
一
連
の
影
響
力
と
圧
力
を
受
け
て
、
よ
り
大
き
な
権
限

を
E
C
委
員
会
に
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
E
C
委
員
会
は
こ
の
よ
う

に
し
て
そ
の
「
能
力
（
S
冨
。
ξ
）
」
を
一
層
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

市
民
の
忠
誠
を
ま
す
ま
す
惹
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
後
者
の
新

機
能
主
義
理
論
に
よ
れ
ば
、
統
合
の
主
要
な
原
動
力
は
制
度
的
構
造
と
そ

こ
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
の
行
動
の
変
化
に
見
出
さ
れ
る
。
E
C
委
員
会
は
，

加
盟
国
政
府
が
選
好
す
る
目
標
を
達
成
で
き
る
こ
と
を
説
得
し
て
公
式
の

権
限
の
移
譲
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
「
能
力
」
を
増
大
す
る
．
ま

た
、
そ
れ
は
国
内
集
団
の
利
益
に
影
響
を
与
え
る
結
果
、
そ
れ
ら
の
集
団

の
利
益
の
焦
点
が
加
盟
国
政
府
か
ら
E
C
に
向
け
ら
れ
る
。
以
上
の
過
程

が
機
能
的
領
域
間
で
波
及
す
る
．
続
い
て
第
二
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
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が
示
す
統
合
の
動
態
に
対
し
て
国
家
が
課
す
限
界
に
つ
い
て
検
討
す
べ
ぎ

論
点
が
述
べ
ら
れ
、
第
三
章
以
下
の
個
々
の
考
察
に
対
す
る
総
論
を
成
し

て
い
る
．
第
一
の
論
点
は
、
E
C
、
と
く
に
E
C
委
員
会
の
「
超
国
家
性
」

の
程
度
で
あ
る
。
こ
の
点
は
本
書
の
第
三
章
か
ら
第
五
章
に
お
い
て
詳
し

く
検
討
さ
れ
る
が
、
本
章
で
は
、
と
く
に
E
C
予
算
の
独
立
性
と
固
有
財

源
の
規
模
に
関
し
て
「
超
国
家
的
」
原
理
が
妥
当
し
な
い
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
第
二
の
論
点
は
、
国
内
の
政
策
決
定
と
E
C
の
政
策
決
定
の

関
係
で
あ
る
。
こ
の
点
は
本
書
の
第
六
章
か
ら
第
八
章
に
お
い
て
詳
し
く

検
討
さ
れ
る
。
本
章
で
は
、
欧
州
利
益
集
団
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

政
党
組
織
の
発
展
の
程
度
、
ま
た
、
国
内
官
僚
の
統
合
へ
の
か
か
わ
り
合

い
と
参
加
の
程
度
が
、
新
機
能
主
義
理
論
の
期
待
と
は
一
致
し
な
か
っ
た

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
の
論
点
は
、
加
盟
国
の
排
他
的
権
限
に

対
す
る
挑
戦
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
形
態
に
は
、
国
内
法
に
優
位
す

る
対
抗
的
な
法
シ
ス
テ
ム
の
発
展
と
、
地
域
政
府
の
権
威
に
対
す
る
民
衆

レ
ベ
ル
で
の
態
度
の
変
化
が
あ
る
。
前
者
は
本
書
の
第
九
章
に
お
い
て
詳

し
く
検
討
さ
れ
る
．
後
者
に
つ
い
て
は
、
機
能
主
義
に
基
づ
く
議
論
で
あ

る
が
、
著
者
は
統
計
的
資
料
か
ら
加
盟
国
市
民
の
忠
誠
が
各
国
政
府
か
ら

E
C
に
向
け
ら
れ
た
と
判
断
す
る
証
拠
は
な
い
と
す
る
。
以
上
の
三
点
か

ら
、
著
者
は
、
国
家
が
漸
進
主
義
的
統
合
の
動
態
に
対
し
て
限
界
を
課
し

た
結
果
、
E
C
は
中
央
機
関
と
し
て
の
「
超
国
家
的
」
性
質
を
獲
得
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
。

　
第
三
章
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
E
C
に
お
け
る
統
含
の
全
体
的
性
格

が
述
べ
ら
れ
る
。
著
者
は
そ
れ
を
「
政
府
間
主
義
（
一
暮
①
夷
。
奉
冨
目
窪
冨
冴
日
）
」

と
位
置
づ
け
る
が
、
一
九
七
〇
年
代
初
め
と
そ
れ
以
降
で
は
相
違
が
見
ら

れ
る
と
す
る
。
一
九
七
〇
年
代
初
め
に
は
、
統
合
の
進
展
の
方
向
に
関
し

て
ま
だ
不
確
定
性
が
存
在
し
た
が
、
七
〇
年
代
半
ば
に
は
、
加
盟
国
政
府

が
統
合
に
対
し
て
明
確
な
限
界
を
課
し
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
不

確
定
性
が
消
え
、
「
政
府
間
主
義
」
が
明
瞭
と
な
っ
た
．
そ
れ
は
次
の
諸

点
か
ら
示
さ
れ
る
．
第
一
は
、
首
脳
会
議
を
常
設
化
し
た
欧
州
理
事
会
の

設
立
及
び
各
国
外
相
の
役
割
強
化
に
伴
っ
て
理
事
会
議
長
国
の
重
要
性
が

増
大
す
る
一
方
、
E
C
委
員
会
の
地
位
の
低
下
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
加
盟
国
政
府
間
の
外
交
政
策
調
整
の
手
続
導
入
が
、
様
々
な
行

為
主
体
が
自
ら
の
利
益
を
追
求
す
る
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
を
正
当
化
し

た
結
果
、
そ
の
よ
う
な
域
外
に
対
す
る
調
整
は
、
域
内
の
問
題
に
お
け
る

協
力
を
む
し
ろ
困
難
な
も
の
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
加

盟
国
が
統
合
の
促
進
か
ら
得
ら
れ
る
長
期
的
利
益
よ
り
も
自
国
の
短
期
的

な
利
益
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
．

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
経
済
状
況
の
悪
化
が
寄
与
し
た
こ
と
も
事
実
で

あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
統
合
及
び
国
家
の
主
権
に
対
す
る
加
盟
国
政

府
の
根
本
的
態
度
が
影
響
し
た
と
著
者
は
判
断
す
る
。
以
上
の
結
果
，
著

者
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
は
、
「
政
府
問
主
義
」
が
E
c
に
定
着
し

た
と
す
る
。

　
第
四
章
で
は
、
E
C
の
政
策
決
定
に
お
け
る
E
C
委
員
会
の
役
割
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
る
．
冒
ー
マ
条
約
で
は
、
発
議
権
を
有
す
る
E
C
委
員
会

が
、
E
C
の
政
策
決
定
に
重
要
な
役
割
を
占
め
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、

閣
僚
理
事
会
の
他
に
、
政
府
代
表
か
ら
成
る
常
駐
代
表
委
員
会
と
各
国
首
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脳
に
よ
る
欧
州
理
事
会
が
、
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
政

策
の
す
り
合
わ
せ
と
パ
ヅ
ケ
ー
ジ
・
デ
ィ
ー
ル
に
よ
る
国
家
間
の
政
策
調

整
の
慣
行
が
、
E
C
に
お
い
て
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

「
超
国
家
的
」
モ
デ
ル
か
ら
の
後
退
を
意
味
す
る
．
ま
た
、
著
者
は
、
一

九
七
〇
年
代
に
お
け
る
E
C
の
政
策
決
定
の
展
開
は
「
管
理
さ
れ
た
ゲ
ゼ

ル
シ
ャ
フ
ト
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
E
C
加
盟
国

に
よ
っ
て
、
国
民
国
家
に
お
け
る
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
が
弱
ま
る

（
し
か
し
市
民
の
忠
誠
は
依
然
と
し
て
E
C
で
は
な
く
国
家
に
あ
る
）
結
果
、
E
C

の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
加
盟
国
政
府
の
地
位
が
低
下
す
る
。
一
方
、

E
C
委
員
会
も
ま
た
、
加
盟
国
政
府
に
と
っ
て
代
わ
る
中
央
機
関
と
は
な

り
え
ず
、
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
と
し
て
の
E
C
を
管
理
す
る
た
め
に
、

加
盟
国
間
の
外
交
に
お
い
て
合
意
を
求
め
る
調
整
者
の
役
割
を
担
っ
て
い

る
。
以
上
の
議
論
は
、
E
C
に
お
け
る
「
政
府
間
主
義
」
を
E
C
の
政
策

決
定
に
お
け
る
E
C
委
員
会
の
役
割
の
側
面
か
ら
説
明
し
た
も
の
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
．

　
第
五
章
で
は
、
前
章
の
議
論
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
E
C
の
対
外

関
係
に
お
け
る
E
C
委
員
会
と
欧
州
政
治
協
力
機
構
（
法
的
に
は
E
C
の
枠

外
に
あ
る
）
の
活
動
及
び
そ
の
性
格
が
論
じ
ら
れ
る
。
著
者
は
、
一
九
七

〇
年
代
の
G
A
T
T
の
東
京
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
一
連
の
交
渉
（
こ
れ
は

E
C
委
員
会
が
排
他
的
な
代
表
権
能
を
保
有
す
る
分
野
で
あ
る
）
の
観
察
に
基
づ

い
て
、
E
C
委
員
会
が
加
盟
国
を
リ
ー
ド
す
る
役
割
を
果
た
し
て
交
渉
を

成
功
さ
せ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
が
当
時
の
特
定
の
状
況
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
は
対
外
的
貿
易
問
題
に
お
け
る
、
よ
り
大
き
な

権
限
を
E
C
委
員
会
に
移
譲
す
る
に
至
る
「
漸
増
的
（
ぎ
冨
言
曾
琶
ご
な

性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
．
E
C
の
通
商
問
題
に
お
け
る
対
外

的
権
能
は
、
確
か
に
E
C
裁
判
所
に
よ
っ
て
法
的
に
強
化
さ
れ
た
が
、
現

実
に
は
、
委
員
会
は
特
定
の
対
外
政
策
に
お
い
て
排
他
的
権
能
を
も
つ
行

為
主
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
や
や
複
雑
な
加
盟
国
間
の
調
整
シ
ス
テ
ム

に
お
け
る
参
加
者
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
導
入
さ

れ
た
政
府
間
機
構
で
あ
る
欧
州
政
治
協
力
機
構
は
、
常
設
事
務
局
を
も
た

ず
、
加
盟
国
の
協
議
義
務
の
な
い
非
中
央
集
権
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
．
そ

れ
は
対
外
共
通
政
策
を
生
み
出
す
枠
組
で
は
な
く
、
む
し
ろ
加
盟
国
の
外

交
政
策
を
単
に
調
和
さ
せ
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う

な
調
和
は
、
各
国
の
国
益
の
い
わ
ば
偶
然
の
一
致
に
依
存
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
機
構
は
、
長
期
的
に
み
て
も
、
E
C
諸
国
の
統
一
的
外
交
政
策

を
生
み
出
す
機
構
と
は
な
り
え
な
い
と
著
者
は
判
断
す
る
。

　
第
六
章
で
は
、
相
互
依
存
理
論
に
検
討
が
加
え
ら
れ
た
後
、
E
M
S

（
欧
州
通
貨
制
度
）
を
設
立
す
る
合
意
に
至
る
ま
で
の
交
渉
に
焦
点
を
当
て

る
こ
と
に
よ
り
、
加
盟
国
間
の
統
合
の
限
界
が
論
じ
ら
れ
る
。
E
C
に
お

け
る
消
極
的
統
合
（
域
内
貿
易
に
対
す
る
数
量
制
限
や
関
税
の
撤
廃
）
は
加
盟

国
間
の
相
互
依
存
を
増
大
さ
せ
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
の
加
盟
国

間
の
経
済
格
差
は
各
国
の
自
律
性
に
対
す
る
限
界
を
生
じ
さ
せ
る
一
方
、

そ
れ
ら
の
状
況
は
積
極
的
統
合
（
た
と
え
ば
E
M
S
の
設
立
）
を
妨
げ
る
相

互
依
存
の
「
わ
な
（
鼠
b
）
」
を
生
み
出
す
。
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
お
け

る
E
M
S
の
交
渉
は
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
E
M
S

の
設
立
は
、
西
独
等
の
、
よ
り
富
ん
だ
国
々
の
経
済
に
と
っ
て
，
通
貨
の
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安
定
を
も
た
ら
す
ゆ
え
に
好
ま
し
い
と
さ
れ
た
一
方
、
英
国
等
の
、
よ
り

貧
し
い
国
々
に
と
っ
て
は
、
平
価
切
下
げ
と
い
う
手
段
を
自
国
産
品
の
競

争
力
を
改
善
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
E
M
S
は
後
者
の
国
々
か
ら
前
者
の
国
々
へ
の
富
の
移

転
を
加
速
し
、
既
存
の
経
済
格
差
を
一
層
悪
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
E
C
委
員
会
は
、
E
M
S
設
立
に
よ
っ
て
通
貨
に
関
す
る

権
限
を
加
盟
国
か
ら
E
C
に
移
譲
す
る
と
同
時
に
、
E
C
予
算
の
規
模
の

拡
大
に
よ
る
富
の
再
分
配
を
増
大
す
る
旨
の
提
案
を
行
な
っ
た
が
、
加
盟

国
に
よ
り
拒
否
さ
れ
た
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
よ
う
な
「
超
国
家
的
」
解

決
が
実
現
し
て
い
た
な
ら
ば
、
相
互
依
存
の
「
わ
な
」
は
克
服
さ
れ
た
は

ず
で
あ
っ
た
。
結
局
、
E
M
S
は
、
よ
り
小
規
模
な
政
府
間
的
性
格
の
も

の
と
し
て
実
現
し
た
が
、
そ
れ
に
至
る
交
渉
で
は
、
よ
り
富
ん
だ
国
か
ら

よ
り
貧
し
い
国
へ
の
「
補
償
（
匿
⑦
冨
望
ヨ
害
邑
」
の
規
模
が
問
題
と
な
っ
た
。

英
国
は
、
自
国
へ
の
E
C
予
算
還
付
金
と
共
通
農
業
政
策
に
関
す
る
他
の

加
盟
国
の
譲
歩
と
い
う
形
で
「
補
償
」
を
求
め
た
が
、
受
け
容
れ
ら
れ
ず
、

結
局
、
E
M
S
に
参
加
し
な
か
っ
た
。
一
方
、
イ
タ
リ
ア
と
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
は
、
地
域
基
金
か
ら
の
「
補
償
」
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
E
M

S
に
参
加
し
た
。
両
国
の
地
域
基
金
か
ら
の
受
け
取
り
は
、
国
民
一
人
当

た
り
の
計
算
で
は
イ
タ
リ
ア
よ
り
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
方
が
は
る
か
に
多
か

っ
た
。
両
国
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
「
補
償
」
の
差
を
、
著
者
は
、
両
国

の
E
C
に
対
す
る
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
の
レ
ベ
ル
の
差
と
し
て
説
明

す
る
。
す
な
わ
ち
、
E
C
に
対
す
る
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
の
レ
ベ
ル

に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
よ
り
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
方
が
低
か
っ
た
た
め
、

「
補
償
」
が
後
老
の
方
に
多
く
支
払
わ
れ
た
と
著
者
は
論
じ
る
。
し
か
し
、

E
M
S
交
渉
に
お
い
て
、
こ
の
要
因
が
両
国
の
政
策
決
定
者
に
ど
の
よ
う

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
説
明
が
不
十
分

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
七
章
で
は
、
E
C
が
．
社
会
政
策
の
分
野
に
お
い
て
全
加
盟
国
を
E

C
の
基
準
に
従
わ
せ
る
「
超
国
家
的
」
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
最
小
限
度

に
各
国
の
シ
ス
テ
ム
を
調
整
す
る
役
割
を
果
た
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
る
．
E
C
は
、
環
境
汚
染
対
策
の
よ
う
に
専
門
的
技
術
的
性

格
の
強
い
分
野
，
ま
た
、
関
税
同
盟
の
導
入
過
程
に
対
す
る
調
整
と
し
て
、

・
ー
マ
条
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
自
由
移
動
等
に
関
す
る
分
野

で
は
、
か
な
り
の
成
功
を
収
め
た
。
し
か
し
、
労
働
時
間
短
縮
に
よ
る
雇

用
確
保
や
社
会
給
付
水
準
の
引
き
上
げ
の
よ
う
に
、
E
C
が
現
状
に
お
け

る
望
ま
し
い
基
準
や
解
決
を
示
そ
う
と
す
る
場
合
、
ま
た
、
E
C
が
自
ら
、

失
業
給
付
等
の
福
祉
の
供
給
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
パ
ス
ポ
ー
ト
・
ユ
ニ

オ
ン
の
よ
う
な
制
度
の
管
理
者
と
し
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
そ
う
と
す

る
場
合
、
加
盟
国
の
反
対
に
直
面
し
た
。
と
く
に
一
九
七
〇
年
代
前
半
、

E
C
委
員
会
は
、
積
極
的
な
社
会
政
策
を
E
C
の
政
治
戦
略
と
し
て
用
い

て
、
加
盟
国
市
民
の
E
C
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
改
善
し
よ
う
と
試
み
た

が
、
七
〇
年
代
後
半
に
は
、
E
C
委
員
会
の
そ
の
よ
う
な
意
図
に
対
し
て

加
盟
国
は
歯
止
め
を
か
け
た
。
こ
の
よ
う
な
失
敗
は
、
機
能
主
義
理
論
か

ら
み
れ
ば
、
市
民
の
忠
誠
を
国
家
か
ら
E
C
に
向
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社

会
心
理
的
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
を
E
C
レ
ベ
ル
で
強
化
す
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
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第
八
章
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
、
英
国

と
他
の
加
盟
国
の
関
係
に
不
和
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
っ
た
、
E
C
予
算

と
共
通
農
業
政
策
を
め
ぐ
る
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
。
英
国
は
、
自
国
の
E

C
予
算
に
お
け
る
分
担
が
他
の
加
盟
国
に
比
ぺ
て
不
公
平
で
あ
り
、
共
通

農
業
政
策
（
E
C
予
算
の
う
ち
最
大
の
支
出
項
目
は
農
業
支
出
で
あ
る
）
の
恩
恵

に
浴
し
て
い
な
い
と
主
張
し
た
が
、
著
者
は
次
の
三
点
を
指
摘
し
て
、
そ

の
主
張
が
正
当
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
第
一
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
対

す
る
英
国
の
不
満
が
、
実
は
必
要
以
上
に
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
．
第
二
は
、
英
国
の
不
満
の
多
く
が
、
他
の
加
盟
国
に

比
べ
て
英
国
が
工
業
的
に
発
展
す
る
こ
と
に
期
待
通
り
成
功
で
き
な
か
っ

た
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
第
三
は
、
英
国
の
外
交
ス
タ

イ
ル
が
、
他
の
加
盟
国
に
と
っ
て
問
題
の
解
決
を
難
し
く
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
英
国
は
、
他
の
加
盟
国
や
E
C
委
員
会
と
協

力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
予
算
改
革
と
結
び
つ
い
た
、
地
域
基
金
の
拡
大
、

ハ
イ
テ
ク
産
業
へ
の
投
資
等
の
措
置
の
受
益
者
と
な
り
え
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
統
合
へ
向
か
う
動
ぎ
を
頑
に
嫌
い
、
比
較
的
わ
ず
か
な
予
算
還
付

金
に
固
執
し
て
孤
立
を
招
い
た
。

　
第
九
章
で
は
、
E
C
が
ロ
ー
マ
条
約
に
照
ら
し
て
連
邦
的
で
あ
る
と
い

え
る
か
と
い
う
問
題
が
、
法
的
視
野
か
ら
論
じ
ら
れ
る
．
具
体
的
に
は
、

米
国
等
の
連
邦
国
家
が
比
較
の
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
た
後
、

第
一
に
、
加
盟
国
は
脱
退
の
権
利
と
、
E
C
立
法
を
無
効
に
す
る
権
利
を

も
つ
か
、
第
二
に
、
E
C
立
法
は
加
盟
国
内
に
お
い
て
執
行
さ
れ
う
る
か
、

が
論
じ
ら
れ
る
．
第
一
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
E
E
C
条
約
の
解

釈
か
ら
加
盟
国
の
E
C
脱
退
を
可
能
と
す
る
。
次
に
、
加
盟
国
に
E
C
立

法
を
無
効
に
す
る
権
利
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
国
内
法
に
対
す

る
E
C
法
の
優
越
の
問
題
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
．
著
者
は
、
E
C
法
が
実

際
に
は
各
国
の
国
内
憲
法
規
範
に
依
存
す
る
こ
と
、
国
内
議
会
が
E
C
立

法
に
対
す
る
監
督
と
精
査
を
強
化
し
う
る
こ
と
、
ま
た
、
国
内
議
会
が
E

C
立
法
に
反
す
る
立
法
を
す
れ
ば
、
国
内
裁
判
所
は
そ
れ
に
従
う
と
予
想

さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
E
C
法
の
優
越
性
は
条
件
付
の
も
の
で
あ
る

と
す
る
．
第
二
の
論
点
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
著
者
は
、
E
C
裁
判
所
に

よ
る
司
法
審
査
が
連
邦
モ
デ
ル
に
近
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
政
治
的
対

立
を
含
む
政
策
的
な
問
題
を
回
避
す
る
傾
向
、
及
び
E
E
C
条
約
第
一
七

七
条
に
基
づ
く
国
内
裁
判
所
の
E
C
裁
判
所
に
対
す
る
付
託
の
消
極
性
を

指
摘
す
る
（
し
か
し
評
者
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
が
果
た
し
て
妥
当
な
も
の

か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
な
お
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
）
。
次
に
、

著
者
は
、
E
C
法
上
の
、
個
人
に
対
す
る
強
制
執
行
は
、
そ
れ
が
国
内
法

規
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
、
「
E
C
警
察
」
あ
る
い
は
「
E
C
軍
」

の
不
存
在
、
さ
ら
に
E
C
市
民
権
な
る
も
の
の
欠
如
に
よ
っ
て
、
制
約
を

受
け
る
と
す
る
．
ま
た
、
国
家
の
条
約
義
務
違
反
に
対
す
る
強
制
執
行
ま

た
は
法
的
制
裁
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
E
C
法
上
存
在
し
な
い
こ
と
に
加

え
て
、
制
裁
は
他
の
加
盟
国
に
よ
る
経
済
的
措
置
に
求
め
ら
れ
る
が
、
そ

れ
は
統
合
に
反
す
る
結
果
を
惹
起
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
．
以
上
の
議

論
か
ら
著
者
は
、
E
C
の
性
格
を
連
邦
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
国
家
間
同

盟
で
あ
る
と
み
な
し
、
加
盟
国
政
府
が
E
C
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
対
し

て
慎
重
に
限
界
を
課
し
た
こ
と
が
法
的
視
野
か
ら
も
結
論
さ
れ
る
と
す
る
。
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最
後
の
第
一
〇
章
で
は
、
ま
ず
，
機
能
主
義
理
論
及
び
新
機
能
主
義
理

論
が
提
示
す
る
統
合
の
動
態
に
着
目
し
て
著
者
が
各
章
で
行
な
っ
た
一
九

七
〇
年
代
か
ら
八
O
年
代
初
め
の
欧
州
統
合
に
対
す
る
観
察
の
結
果
が
ま

と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
理
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

統
合
の
動
態
に
対
し
て
国
家
が
限
界
を
課
し
た
ゆ
え
に
、
E
C
は
中
央
機

関
と
し
て
の
「
超
国
家
的
」
性
質
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、

ま
た
、
E
C
に
お
け
る
社
会
心
理
的
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
発
展
と
い
う

条
件
も
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
結
論
と
し
て
示
さ
れ
る
。
次
に
．

著
者
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
E
C
が
困
難
に
直
面
し
た
理
由
と
し
て
、
と

く
に
中
央
集
権
化
志
向
を
挙
げ
た
後
、
E
C
が
意
識
的
に
統
一
と
い
う
目

標
を
短
期
的
に
捨
て
、
非
中
央
集
権
的
で
あ
る
が
調
整
さ
れ
た
（
8
6
邑
－

召
審
α
）
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
具
体
的
に
は
、
「
部
分

的
合
意
（
冨
詳
芭
お
§
馨
邑
」
と
「
併
行
立
法
（
饗
邑
一
①
＝
品
巨
呂
8
）
」

の
制
度
が
提
案
さ
れ
る
．
前
者
は
、
欧
州
審
議
会
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
．

前
者
の
制
度
の
趣
旨
は
、
提
案
の
採
択
に
全
会
一
致
を
要
せ
ず
、
最
低
限

の
国
の
数
の
同
意
が
あ
れ
ば
足
り
、
同
意
し
た
国
々
に
の
み
効
力
が
生
じ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
同
意
し
な
か
っ
た
国
々
も
後
か
ら
そ
れ
に
加
わ

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
．
E
C
に
こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
る
な
ら
ば
、
パ

ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ィ
ー
ル
は
単
純
化
さ
れ
、
E
C
委
員
会
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ヴ
は
強
化
さ
れ
る
．
つ
ま
り
、
こ
の
制
度
は
、
E
C
委
員
会
の
役
割
に
と

っ
て
、
閣
僚
理
事
会
に
お
け
る
多
数
決
制
の
導
入
と
同
様
の
意
義
を
も
つ
。

一
方
、
後
者
の
制
度
は
北
欧
理
事
会
を
モ
デ
ル
と
し
、
E
C
に
お
い
て
は
、

特
定
の
「
部
分
的
合
意
」
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
国
々
の
議
会
が
そ
れ
と
同

趣
旨
の
国
内
立
法
を
行
な
う
こ
と
を
意
味
す
る
．
E
C
委
員
会
と
欧
州
議

会
が
協
力
し
て
国
内
議
会
に
働
ぎ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
E
C
の
「
部

分
的
合
意
」
を
導
入
す
る
国
内
立
法
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
閣
僚

理
事
会
に
お
け
る
賛
成
票
と
類
似
の
効
果
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
と

く
に
欧
州
議
会
は
、
い
わ
ぽ
国
内
議
会
に
対
す
る
ロ
ビ
ー
と
し
て
の
役
割

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
．
な
お
、
以
上
の
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
．
E

C
か
ら
脱
退
す
る
国
も
あ
り
う
る
が
、
著
者
は
、
統
合
に
懐
疑
的
な
加
盟

国
の
脱
退
は
E
C
の
発
展
を
速
め
る
と
し
て
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
。

三

　
以
上
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
本
書
の
意
義
は
、
一
九
七

〇
年
代
か
ら
八
O
年
代
初
め
に
お
け
る
欧
州
統
合
に
つ
い
て
の
著
者
の
分

析
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
提
案
が
、
今
後
の
E
C
の
制
度
改
革
が
進
む
べ
き

方
向
に
示
唆
を
与
え
て
い
る
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
評
者
と
し
て
は
次

の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
著
者
は
、
機
能
主
義
理
論
に
依
拠
し
て
統
合
の
社
会
心
理
側

面
を
指
摘
し
、
E
C
レ
ベ
ル
に
お
け
る
社
会
心
理
的
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
』

の
形
成
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
．
こ
の
分
析
は
、
E

C
の
制
度
改
革
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
と

評
者
に
は
思
わ
れ
る
．
す
な
わ
ち
、
現
在
の
制
度
改
革
論
議
の
中
心
は
、

主
に
E
C
の
政
策
決
定
過
程
の
改
革
に
あ
る
が
、
統
合
を
促
進
す
る
た
め

に
は
、
E
C
レ
ベ
ル
の
社
会
心
理
的
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
形
成
を
促
す

措
置
に
つ
い
て
も
ま
た
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
二
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九
六
六
年
一
月
の
「
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
妥
協
」
に
関
す
る
著
者
の
指
摘

　
　
（
2
）

に
よ
れ
ば
、
前
者
の
視
点
か
ら
は
閣
僚
理
事
会
に
お
け
る
全
会
一
致
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

慣
行
（
「
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
合
意
」
⑥
の
1
及
び
ロ
参
照
）
に
焦
点
が
当
て
ら

れ
る
。
し
か
し
後
者
の
視
点
か
ら
は
、
「
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
妥
協
」
に

よ
っ
て
、
E
C
委
員
会
の
提
案
が
、
加
盟
国
政
府
に
正
式
に
示
さ
れ
る
ま

で
加
盟
国
市
民
に
対
し
て
公
表
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

（
「
ル
ク
セ
ソ
ブ
ル
グ
の
合
意
」
＠
の
1
及
び
2
参
照
）
が
見
直
さ
れ
る
べ
き
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
E
C
の
制
度
改
革
に
対
し
て
次
の
よ
う

な
示
唆
を
与
え
る
と
評
者
に
は
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
E
C
委
員
会
が
、

加
盟
国
政
府
の
態
度
決
定
の
前
に
自
ら
の
提
案
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
加
盟
国
の
市
民
や
集
団
に
直
接
働
き
か
け
て
支
持
を
得
、
彼
ら
と
の

結
び
つ
き
を
強
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
市
民
と
の
間

に
「
超
国
家
的
」
基
礎
を
築
き
、
市
民
の
忠
誠
を
国
家
か
ら
E
C
へ
向
け

る
こ
と
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
著
者
が
言
及
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
が
、
E
C
に
お
け
る
基
本

権
保
護
の
シ
ス
テ
ム
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
（
た
と
え
ば
、
E
C
諸
機
関
あ
る

い
は
加
盟
国
政
府
に
よ
る
基
本
権
侵
害
に
対
し
当
該
個
人
が
E
C
裁
判
所
へ
直
接
訴

訟
を
提
起
で
ぎ
る
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
）
は
、
加
盟
国
市
民
と
E
C
（
と
く
に

E
C
裁
判
所
）
の
間
に
直
接
的
な
関
係
を
設
定
す
る
の
で
、
E
C
レ
ベ
ル

で
の
社
会
心
理
的
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と

評
者
に
は
思
わ
れ
る
。
一
九
八
四
年
二
月
、
欧
州
議
会
に
よ
っ
て
採
択
さ

れ
た
「
ヨ
ー
・
ッ
パ
・
ユ
ニ
オ
ン
条
約
草
案
」
の
第
四
条
及
び
第
四
三
条

が
、
基
本
権
保
護
の
強
化
と
個
人
の
提
訴
権
の
拡
大
を
規
定
し
て
い
る
こ

（
5
）

と
は
、
こ
の
方
向
に
沿
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
評
者
は
考
え
る
．

　
さ
ら
に
、
E
C
の
制
度
改
革
を
議
論
し
た
一
九
八
五
年
六
月
の
、
三
ワ
ノ

欧
州
理
事
会
が
、
政
策
決
定
手
続
の
改
革
の
他
に
、
「
市
民
の
ヨ
ー
・
ッ

パ
（
＞
評
8
一
診
国
弩
。
冨
）
」
計
画
（
こ
れ
は
、
文
化
、
教
育
等
の
分
野
に
お
け

る
市
民
の
E
C
に
対
す
る
結
び
つ
ぎ
を
、
よ
り
強
い
も
の
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
）
に
つ
い
て
も
声
明
を
行
な
っ
た
こ
と
は
、
統
合
の
社
会
心
理
的
側
面

を
考
慮
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
．

　
E
C
の
制
度
改
革
に
対
す
る
本
書
の
示
唆
の
第
二
点
は
、
E
C
の
政
策

決
定
方
式
の
改
革
に
関
す
る
著
者
の
提
案
に
見
ら
れ
る
．
す
な
わ
ち
．
著

者
は
、
本
書
の
第
一
〇
章
に
お
い
て
、
E
C
の
実
態
が
「
政
府
間
主
義
」

的
で
あ
る
一
方
、
E
C
が
中
央
集
権
化
志
向
を
も
ち
続
け
た
こ
と
が
．
統

合
の
停
滞
を
招
い
た
と
し
て
、
統
一
の
目
標
を
暫
定
的
に
捨
て
る
こ
と
を

提
案
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
政
策
の
決
定
が
同
意
し
た
国
々
に
の
み

効
力
を
生
じ
る
「
部
分
的
合
意
」
の
制
度
、
及
び
同
意
し
な
か
っ
た
国
々

の
国
内
議
会
に
お
い
て
「
部
分
的
合
意
」
と
同
趣
旨
の
国
内
立
法
を
あ
ざ

す
「
併
行
立
法
」
の
制
度
が
、
第
一
〇
章
に
お
い
て
一
括
し
て
提
案
さ
れ

て
い
る
。

　
前
者
は
、
政
策
決
定
の
迅
速
化
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
現

在
E
C
で
主
張
さ
れ
て
い
る
「
可
変
翼
ヨ
ー
・
ッ
パ
」
方
式
（
E
C
の
全
加

盟
国
が
同
一
歩
調
を
と
る
の
で
は
な
く
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ご
と
に
参
加
可
能
な
国
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
協
力
体
制
を
E
C
で
公
認
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
）
と
趣
旨
を
同
じ
く
す
る

と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
後
者
は
、
「
部
分
的
合
意
」
に
同
意
し
な
か
っ
た

国
々
に
お
い
て
国
内
法
的
解
決
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
「
部
分
的
合
意
」
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の
制
度
を
補
う
役
割
を
果
た
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
可
変
翼

ヨ
ー
・
ッ
パ
」
方
式
に
は
見
ら
れ
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
考
え
方
で
あ
る
．
以

上
の
著
者
の
提
案
は
、
E
C
に
「
政
府
間
主
義
」
が
定
着
し
て
い
る
と
の

認
識
に
基
づ
い
た
現
実
的
な
考
え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
．

　
し
か
し
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
評
者
と
し
て
は
以
下
の
点
を

指
摘
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
制
度
は
、
国
家
間
の
緩
や
か
な
結

合
を
前
提
と
し
て
主
に
社
会
的
文
化
的
な
面
で
の
協
力
を
行
な
っ
て
き
た

欧
州
審
議
会
や
北
欧
理
事
会
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
る
．
一
方
、
E

C
は
、
加
盟
国
の
主
権
の
制
限
を
伴
う
機
関
及
び
計
画
に
よ
っ
て
、
試
行

錯
誤
を
く
り
返
し
つ
つ
も
．
主
に
経
済
的
な
面
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
発
展

を
遂
げ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
制
度
が
そ
の
ま
ま
E
C
に
妥
当

す
る
か
ど
う
か
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

E
C
法
は
E
C
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
最
も
「
超
国
家
的
」
と
み
な
さ
れ
て

い
る
が
、
「
部
分
的
合
意
」
と
「
併
行
立
法
」
の
導
入
は
、
E
C
法
と
E

C
裁
判
所
に
不
利
な
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、

そ
の
一
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
E
C
法
の
統
一
的
適
用
を
妨
げ
る
だ
け
で
な

く
、
各
々
の
「
部
分
的
合
意
」
を
構
成
す
る
加
盟
国
の
範
囲
が
異
な
り
う

る
の
で
E
C
法
の
適
用
を
複
雑
に
す
る
。

　
そ
の
二
と
し
て
、
「
部
分
的
合
意
」
は
E
C
法
の
一
部
で
あ
り
、
E
C

裁
判
所
の
審
査
に
服
す
る
が
、
そ
れ
と
同
趣
旨
の
「
併
行
立
法
」
は
国
内

法
の
一
部
で
あ
り
、
E
C
法
上
の
効
果
を
生
じ
な
い
た
め
、
国
内
裁
判
所

の
審
査
に
の
み
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
同
趣
旨
の
立
法
で
あ

り
な
が
ら
、
一
方
は
E
C
法
、
他
方
ば
国
内
法
で
あ
る
の
で
、
そ
の
解
釈

に
つ
い
て
も
、
E
C
裁
判
所
と
国
内
裁
判
所
の
間
に
、
ま
た
、
異
な
る
加

盟
国
の
国
内
裁
判
所
ど
う
し
の
間
に
、
相
違
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

こ
の
問
題
を
克
服
す
る
に
は
、
「
併
行
立
法
」
に
つ
い
て
も
統
一
的
解
釈

を
E
C
裁
判
所
に
お
い
て
確
保
す
る
た
め
に
、
E
E
C
条
約
第
一
七
七
条

の
先
行
判
決
制
度
を
可
能
に
す
る
措
置
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
「
併
行
立

法
」
が
E
C
法
上
の
効
力
を
も
つ
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
三
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
E
C
法
秩
序
の

発
展
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
先
行
判
決
制
度
に
お
け
る
E
C
裁

判
所
と
国
内
裁
判
所
の
協
調
的
関
係
が
損
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
ん

と
な
れ
ぽ
、
そ
れ
ら
の
制
度
の
導
入
は
、
問
題
点
の
そ
の
一
と
そ
の
二
の

ゆ
え
に
．
各
加
盟
国
の
国
内
裁
判
所
の
E
C
法
に
対
す
る
認
識
の
差
を
生

ぜ
し
め
、
E
C
法
に
対
す
る
態
度
の
相
違
を
大
き
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
．
な
お
、
「
部
分
的
合
意
」
の
制
度
が
適
用

さ
れ
る
分
野
を
一
定
範
囲
に
と
ど
め
る
こ
と
は
、
以
上
の
問
題
点
を
緩
和

す
る
の
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
が
著
老
の
提
案
の
問
題
点
に
対
す
る
評
者
の
指
摘
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
は
E
C
の
制
度
改
革
問
題
に
関
し
て
き
わ
め

て
興
味
深
い
示
唆
を
与
え
て
い
る
．
す
で
に
一
九
八
五
年
九
月
、
制
度
改

革
を
討
議
す
る
第
一
回
の
E
C
外
相
会
議
（
政
府
間
会
議
）
が
開
か
れ
、

同
年
一
二
月
の
欧
州
理
事
会
を
め
ど
に
改
革
案
を
ま
と
め
る
こ
と
で
基
本

　
　
　
　
　
　
（
8
）

的
に
合
意
し
て
い
る
．
著
者
の
鋭
い
観
察
に
基
づ
く
分
析
と
提
案
は
、
今

後
発
表
さ
れ
る
改
革
案
を
検
討
し
、
評
価
す
る
う
え
で
重
要
な
意
義
を
も

つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
五
年
一
一
月
二
九
日
脱
稿
）
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（
1
）
田
中
俊
郎
「
『
欧
州
連
合
』
実
現
へ
踏
み
出
す
ー
E
C
の
機
構
改
革
を

　
め
ぐ
っ
て
』
、
『
世
界
週
報
』
、
一
九
八
五
年
八
月
＝
二
．
二
〇
日
合
併
号
、
三

九
頁
。

（
2
）
　
本
書
、
二
〇
1
二
二
頁
参
照
。

（
3
）
の
蓄
9
魯
区
竃
突
蓄
一
一
ポ
的
ミ
。
窯
§
q
§
§
§
帖
＆
『
ミ
ミ
蒙
。

oα

壽
g
費
且
竃
翼
≦
。
戸
ピ
。
昌
8
し
。
o
。
ρ
㌘
漣
ρ
鱒
8
。

（
4
）
ま
＆
‘
》
曽
P

（
5
）
谷
本
治
三
郎
「
欧
州
同
盟
を
設
立
す
る
条
約
の
草
案
（
訳
）
」
、
『
大
阪
経

済
法
科
大
学
法
学
論
集
』
一
一
号
、
昭
和
五
九
年
六
月
、
一
五
九
、
一
六
八
頁

参
照
。

（
6
）
　
的
O
ミ
禽
劃
o。
㎝
＼
㎝
一
器
旨
一
『
一
〇
〇。
㎝
℃
マ
b
o
。

（
7
）
　
田
中
俊
郎
前
掲
論
文
、
四
三
頁
。

（
8
）
　
『
朝
日
新
聞
』
、
一
九
八
五
年
九
月
一
一
日
。
な
お
、
一
九
八
五
年
一
〇
月

　
一
六
日
の
時
点
ま
で
の
制
度
改
革
問
題
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
田
中
俊
郎
「
E

　
C
の
機
構
改
革
と
そ
の
課
題
」
、
『
国
際
問
題
』
三
〇
八
号
、
一
九
八
五
年
一
一

　
月
、
三
三
i
四
六
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
司
　
克
宏
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