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国

社会コーポラティズムから政策協調へ?―ネオ・コーボラティズム論における国家問題に一

社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
か
ら
政
策
協
調

へ
？

―
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
に
お
け
る
国
家
問
題
―

序
章
―
―
問
題
の
所
在
―
―
国
家
の
自
律
性

第

一
章
　
社
会
中
心
的
―
ア
ク
タ
ー
中
心
的
観
点
と
権
力
分
有

第
二
章
　
国
家
中
心
的
視
座
―
―
公
私
セ
ク
タ
ー
間
対
立

第
二
章
　
政
策
協
調
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
？

第

一
節
　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
に
お
け
る
政
策
形
成
過
程
の
制
度
化
の
問
題

第
二
節
　
政
策
形
成
過
程
の
制
度
化
の
諸
相

第
二
節
　
合
意
の
制
度
化
―
―
政
策
協
調

・
政
策
調
整

。
社
会
協
定

第
四
節
　
政
策
の
定
式
化
と
執
行
の
不
均
衡

第
五
節
　
政
府
の
役
割
―
―
政
府
戦
略
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム

桐
　
谷

仁
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第
四
章
　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
総
合
的
理
解
に
向
け
て
―
―
国
家
―
社
会
関
係
と
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
転
位

第

一
節
　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
衰
退
と
再
生
を
め
ぐ
っ
て

第
二
節
　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
変
容
と
そ
の
総
合
的
理
解
に
向
け
て

第
三
節
　
国
家
―
社
会
関
係
と
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
転
位
―
―
代
替
的
な
構
図

第
四
節
　
政
治
的
安
定
性
の
問
題

終
章
―
―
今
後
の
課
題

序
章
―
―
問
題
の
所
在
―
―
国
家
の
自
律
性

（
一
）
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
・
多
元
主
義

。
国
家

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
と
く
に
九
〇
年
代
か
ら
今
世
紀
に
入
り
、
イ
ギ
リ
ス
等
の
ア
ン
グ
ロ
＝
ア
メ
リ
カ
諸
国
を
中
心
に
、
い
わ
ゆ
る

ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
台
頭
し
一
連
の
大
き
な
政
策
変
化
を
試
み
た
。
こ
の
変
化
は
、
需
要
サ
イ
ド
に
力
点
を
置
き
財
政
出
動
等
に
積

極
的
で
あ
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
政
策
か
ら
、
供
給
サ
イ
ド
を
重
視
し
緊
縮
財
政
に
傾
く
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
政
策

へ
の
転
換
と
い
う
か
た
ち

で
、
し
ば
し
ば
総
括
さ
れ
る
。
そ
の
政
策
内
容
そ
の
も
の
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
と
政
治
上
の
問
題
、
と
り
わ
け
国
家
に
係

わ
る
問
題
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、　
一
連
の
新
た
な
政
策
は
、
歳
入

。
歳
出
を
含
め
た
緊
縮
財
政
に
よ
る
政
府
能
力
の
低
減
、
規
制
緩
和
筆

の
政
府
介
入
領
域
の
縮
減
、
公
務
員
等
の
人
的
資
源
の
削
減
や
公
共
部
門
の
民
営
化
や
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
化
な
ど
の
政
府
の
執
行
能
力
の

縮
小
、
そ
し
て
私
企
業
の
経
営
者
原
理
を
取
り
入
れ
て

「市
場
の
エ
ー
ト
ス
」
を
も
っ
た
新
し
い
公
共
経
営

（Ｎ
Ｐ
Ｍ
）
の
導
入
、
政
府
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機
構
の
分
権
化
等
々
が
、
達
成
す
べ
き
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
政
策
変
化
は
、
「最
小
国
家
」
や

「小
さ
な
政
府
」
を

標
榜
し
、
市
場
原
理
に
対
抗
す
る
国
家
領
域
の
縮
小
を
想
定
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
策
言
説
と
は

裏
腹
に
、
Ｃ

・
ヘ
イ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「国
家
の
再
政
治
化
」
と

「政
治
の
国
家
化
」
に
つ
な
が
っ
た
と
も
い
え
る
。

た
と
え
ば
、
規
制
緩
和
に
し
て
も
、
規
制

（お
管
一き
ｏし

を
、
政
府
に
よ
る
各
種
の
ル
ー
ル
の
定
式
化
や
、
そ
の
ル
ー
ル
に
基
づ
く
調

査

・
監
督

・
審
査
や
公
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
イ
の
設
立
等
の
狭
い
意
味
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
義
に
、
市
場
や
社
会
領
域

へ
の
国
家
介
入
の

型
と
し
て
捉
え
る
な
ら
疑
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
流
の
国
家
は
、
政
府
に
よ
る
租
税
政
策
や
所
得
再
分
配
政
策
な
ど
を
考
慮
す
る

「積
極
国

家
」
か
ら
、
市
場
に
お
け
る
競
争
を
促
進

・
調
整
す
る
ル
ー
ル
設
定
が
重
視
さ
れ
る

「規
制
国
家
」

へ
と
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
死
、
そ
れ

は
、
国
家
介
入
の
質
的
変
化
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
。
規
制
緩
和
は
、
あ
る
特
定
の
政
策
領
域
に
お
け
る
規
制
の
撤
廃
や
縮
小
が
、

別
の
領
域
に
お
け
る
規
制
の
設
定
や
強
化
と
同
時
に
進
行
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
よ
り
自
由
な
市
場
に
は
よ
り
多
く
の
規
制
が
要

請
さ
れ
、
市
場
の
自
由
化
の
促
進
は
、
政
府
の
規
制
の
緩
和
に
は
必
ず
し
も
つ
な
が
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
規
制
国
家
で
は
、
政
府
介
入

は
、
介
入
領
域
の
縮
減
と
強
度
の
低
下
と
い
う
よ
り
も
、
介
入
領
域
の
再
編
と
そ
の
強
度
の
質
的
変
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
加

え
て
、
民
営
化
や
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
化
に
は
、
当
該
の
社
会
の
諸
領
域
と
政
府
と
の
あ
い
だ
の
公
私
間
の
調
整
―
―
国
家
―
社
会
関
係
の

再
規
定
―
―
が
要
請
さ
れ
、
こ
こ
に
中
央
政
府
の
政
策
調
整

・
執
行
能
力
を
含
め
た

「政
策
容
力

（一
ｏＦ
ヽ
８
マ
２
●
と

と
い
う
観
点
が

と
く
に
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
規
制
緩
和
や
分
権
化
や
民
営
化
の
進
展
は
、
市
場
化
と
反
国
家
と
い
う
図
式
だ
け
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
政
府
の
主
導
的
な
役
割
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
の
諸
制
度
に
お
け
る
集
権
対
分
権
や
、
議
会

（政
治
家
）
対
行
政
府

（官
僚
）
な
ど
広
範
な
政
治
対
行
政
と
い
う
対
立
構
図
を
抱
え
な
が
ら
、
中
央
政
府
に
向
け
て
の
求
心
化
の
力
が
働
く
こ
と
も
示
唆
し
て
い
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二

た

。

こ
う
し
て
政
府
介
入
や
ひ
い
て
は
国
家
の
自
律
性
の
問
題
が
再
び
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
中
心
化
の
傾

向
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
必
ず
し
も

一
様
で
は
な
く
、
国
家
の
社
会
か
ら
の
自
律
性
、
官
僚
制
の
制
度
遺
産
と
そ
の
径
路
依
存

性
に
よ
っ
て
、
「多
様
性
」
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
も
関
心
が
集
ま
っ
た
。
た
と
え
ば
Ｍ
・
ベ
イ
ン
タ
ー
ら
は
、
そ
う
し
た
国
家
の
自
律
性
を

「国
家
性

（ｒ
”一８
ｏのし
」
の
伝
統
の
所
産
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
四
つ
の
類
型
に
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
（
１
）
ナ
ポ
レ
オ
ン
型

（
フ

ラ
ン
ス
を
典
型
例
と
し
て
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
地
中
海
諸
国
）、
今
ｎ
）
グ
ル
マ
ン
ー
ド
イ
ツ
型

（ド
イ
ツ
は
じ
め
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー

な
ど
の
中
欧
諸
国
に
該
当
）、
今
↓

ア
ン
グ
ロ
ー
ア
メ
リ
カ
型

（イ
ギ
リ
ス
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
等
）
、
今
じ

北
欧
型

（
ス
ェ
ー
デ
ン
や
デ
ン

マ
ー
ク
な
ど
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
類
型
化
の
是
非
や
、
こ
の
分
類
が
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
や

「資
本
主
義
の
多
様
性
論
」
（以
下

「多
様
性
論
し

に
お
け
る
類
型
化
と
ど
の
よ
う
な
類
似
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
論
じ
る
の
は
ま
た
別
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、

市
場
に
お
け
る
規
制
緩
和
と
自
由
化
に
お
い
て
国
家
の
自
律
性
の
問
題
が
再
び
浮
上
し
て
い
る
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

他
方
、
国
家
と
対
峙
さ
れ
る
社
会
領
域
に
お
け
る
利
益
集
団
の
問
題
に
眼
を
転
じ
る
と
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
は
、

労
働
組
合
の
組
織
率
の
低
下
や
労
使
間
の
団
体
交
渉
の
分
権
化
な
ど
、
利
益
媒
介
シ
ス
テ
ム
の
分
散
化
や
分
権
化
を
示
す
徴
候
が
欧
米
の

主
要
な
国
々
に
ほ
ぼ
共
通
に
み
ら
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の

「終
焉
」
と

「多
元
主
義
」

へ
の
回
帰
、
さ
ら
に
は
新
た

な
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
ル
型
の
多
元
主
義

へ
の

「収
飲
化
」
を
指
摘
す
る
議
論
も
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
労
使
間
の
組
織
間
関
係
の
調
整

・
交
渉

の
分
権
化
は
、
概
し
て
、
政
府
に
よ
る
労
使
の
包
摂
領
域
の
縮
小
や
政
府
介
入
の
縮
減
な
ど
、
「国
家
に
対
抗
す
る
市
場
化
」
の
主
張
と
相

即
的
に
論
じ
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
と
り
わ
け
交
渉
分
権
化
の
流
れ
は
、
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
路
線
を
と
っ
た
ア
ン
グ
ロ
ー
ア
メ

リ
カ
諸
国
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
労
使
関
係
に
お
け
る
多
元
主
義
や
自
発
主
義
に
か
ん
じ
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て
Ｃ

・
ハ
ウ
エ
ル
は
、
国
家
の
役
割
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
産
業
レ
ベ
ル
で
の
交
渉
や
、
企
業
レ
ベ
ル
で
の
職
場
代
表
に

み
ら
れ
る
労
働
者
代
表
な
ど
の
利
益
媒
介
の
分
権
化
は
、
す
で
に
戦
後
の
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
ま
で
に
、
物
価

・
賃
金
統
制
の
委
員

会
や

「社
会
契
約
」
等
の
所
得
政
策
路
線
な
ど
を
通
じ
た
政
府
介
入
に
よ
り
、
あ
る
程
度
進
行
し
て
い
た
と
さ
れ
凝
。
そ
し
て
ヽ
こ
の
ネ

オ

・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
路
線
に
よ
っ
て
労
組
は
政
策
形
成
過
程
か
ら
退
出
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
主
義
に

典
型
的
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
非
包
摂
型

。
選
別
型
の
強
力
な
国
家
介
入
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、　
一
面
で
は
、
社
会
に
お
け
る
多
元
化
を
促
進
し
た
と
い
え
る
が
、
他
面
で
は
、
そ
の
新
た
な

多
元
主
義
は
、
古
典
的
な
多
元
主
義
論
が
想
定
し
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
の
Ｎ

・
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
の
言
葉
を

援
用
す
れ
ば
、
政
府
介
入
を
通
じ
て
利
益
集
団
の
断
片
化
を
進
行
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
利
益
集
団
の
集
中
化
を
阻
害
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る

国
家
の

「孤
立
化
作
用
」
の
所
産
で
も
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
型
の
新
た
な
多
元
主
義
は
、
市
場

の
規
制
や
自
由
化
等
々
だ
け
で
な
く
、
公
私
領
域
を
分
か
つ
基
軸
の
変
化
あ
る
い
は
国
家
―
社
会
関
係
の
再
編
を
示
唆
し
て
お
り
、
と
り

わ
け
政
府
介
入
の
視
点
に
つ
い
て
の
再
考
を
促
し
て
い
る
。

（
二
）
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
社
会
協
定
な
い
し
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
等
の
動
向
と
は
対
照
的
に
、
主
と
し
て
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
八
〇
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、

市
場
志
向
の
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る

「オ
ー
ル
タ
ナ
テ
イ
ヴ
」
（Ｍ
・
レ
ジ
ー
ニ
）
と
し
て
、
政
労
使
の
三
者
間
の

「協
調
体

制

（８
Ｒ
ＯＬ〔“Ｌ
Ｏ
し
」
に
よ
る

「社
会
協
定

（８
ｏ〓

ｏ
３
一と

が
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
で
相
次

い
で
締
結
さ
れ
て
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ
ア
で
は
賃
金
政
策
や
雇
用
政
策
に
お
い
て
政
労
使
三
者
間
の
政
策
合
意
が
な
さ
れ
た
は
か
、

大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
公
共
部
門
の
賃
金
上
昇
の
凍
結
を
含
め
た
官
民
の
両
セ
ク
タ
ー
で
の
賃
金
抑
制
、
年
金
や
早
期
退
職
や
失
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業
給
付
等
の
見
直
し
、
ま
た
労
働
市
場
の
柔
軟
化
を
め
ぐ
る
積
極
的

・
労
働
市
場
政
策
な
ど
広
範
な
政
策
領
域
を
め
ぐ
っ
て
政
府
と
労
使

代
表
と
の
あ
い
だ
で
協
調
行
動
が
み
ら
れ
、
そ
の
多
く
に
お
い
て

「社
会
協
定
」
が
結
ば
れ
る
な
ど
、
三
者
協
議
体
制
が
再
び
活
発
化
し

た
。そ

う
し
た
趨
勢
を
踏
ま
え
て
、
た
と
え
ば
Ｍ
・
レ
ジ
ー
ニ
は
、
政
府
が
市
場
の
拡
大
の
余
地
を
創
出
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
規
制
緩
和

を
進
め
、
種
々
の
制
度
が
課
す
拘
束
を
除
去
し
、
そ
し
て
労
使
間
交
渉
等
も
分
権
化
に
向
か
う
は
ず
だ
と
す
る

「収
飲
論
」
に
疑
間
を
呈

し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
協
定
そ
の
も
の
は
、
六
〇
年
代
の
高
成
長
期
に
も
存
在
し
た
通
、
九
〇
年
代
に
は
全
国
レ
ベ
ル
で
の
社
会
協
定

が
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
浸
透
し
、
賃
金

上
雇
用
の
柔
軟
化
や
福
祉
政
策
の
見
直
し
を
め
ぐ
っ
て
、
政
労
使
の
三
者
協
議
制
の
復
権
や

再
生
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
の
協
調
体
制
の
復
権
は
、
政
府
と
利
益
集
団
が
協
力
し
た
り
、
ま
た
は
政
府
が
労
使
の
両
利
益

集
団
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
担

っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
制
と
合
意
を
織
り
交
ぜ
た
種
々
の
規
制
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
と

み
な
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
型
の
三
者
協
調
体
制
は
、
衰
退

・
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
持
続
し
て
お

り
、
ま
た
同
体
制
は
、
か
つ
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
主
導
者
Ｐ
。
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ツ
タ
ー
ら
を
援
用
し
つ
つ
、
「周
期
的
」
に
頭
在
化

し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
Ｏ

ｏ
モ
リ
ー
ナ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
タ
リ
ア
の
事
例
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
む
し
ろ
労
使
間
の
団
体
交

渉
の
分
権
化
が
進
ん
だ
こ
と
が
、
逆
に
、
労
働
側
、
と
く
に
全
国
レ
ベ
ル
の
中
央
組
織
に
緊
張
感
や
危
機
感
を
も
た
ら
し
、
そ
の
ひ
と
つ

の
対
応
と
し
て
、
労
組
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
ン
タ
ー
の
代
表
が
、
政
労
使
の
三
者
協
議
制
や
社
会
協
定

へ
の
参
加
に
積
極
的
に
な
っ
た
と
み

て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
社
会
協
定
の
政
治
は
、
従
来
は
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
化
の
度
合
が
低
中
位
と
さ
れ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

や
イ
タ
リ
ア
で
も
積
極
的
に
展
開
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
体
制
の
継
起
な
い
し
は
復
権
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
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に
な
っ
た
。
た
し
か
に
、
社
会
協
定
の
政
治
と
古
典
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
の
あ
い
だ
に
は
、
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
違
い
や
、

政
策
領
域
に
応
じ
て
協
調
の
程
度
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、　
一
部
の
論
者
は
、
こ
の
政
労
使
間
の
社
会
協
定
の
政
治
こ
そ
、　
コ
ー

ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の

「発
展
形
態
」
で
あ
る
と
し
て
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
連
続
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の

社
会
協
定
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
財
政
出
動
に
比
較
的
積
極
的
で
あ
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
に
お
け
る
古
典
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ

ズ
ム
体
制
が
、　
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
国
際
競
争
の
拡
大
、
そ
し
て
特
殊
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
Ｅ
Ｕ
統
合
と
く
に
通
貨
統

合
に
伴
う
緊
縮
財
政
の
時
代
に
お
い
て
、
政
策
転
換
を
迫
ら
れ
、
従
来
の
制
度
編
成
を
い
わ
ば

「転
用
」
さ
せ
、
社
会
変
動

へ
の

「適
応
」

を
図
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
国
際
競
争
適
応
型
の
体
制
に
つ
い
て
は
、
「競
争
的
コ
ー
ポ

ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
と
命
名
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
漣
、
そ
の
名
称
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
注
視
す
べ
き
点
は
、
そ
こ
で
の
コ
ー

ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
に
は
、
政
府
の
役
割
や
政
府
の
主
導
性
な
ど
、
国
家
の
問
題
に
大
き
な
焦
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

「競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
型
の
政
策
協
調
に
か
ん
し
て
、
た
と
え
ば
Ｎ
・
シ
ー
グ
ル
は
、
イ
タ
リ
ア
や
オ
ラ
ン
ダ
を
例
に
あ
げ
て
、

労
働
市
場
政
策
や
賃
金
問
題
で
は
、
葛
藤
や
対
立
も
あ
る
も
の
の
、
社
会
協
定
に
む
け
て
の
合
意
形
成
が
さ
れ
や
す
い
が
、
そ
れ
に
比
べ

て
再
分
配
の
問
題
や
政
府
支
出
の
問
題
を
伴
う
福
祉
国
家
の
再
編
に
お
い
て
は
紛
争
が
生
じ
や
す
い
こ
と
、
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
政

府
―
労
組
間
の
二
者
協
調
が
多
い
こ
と
、
し
か
し
、
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
で
も
政
府
の
主
導
性
が
重
要
で
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
三
）
政
治
体
制
の
分
極
化
と
多
様
性

こ
の
よ
う
に
西
欧
諸
国
の
政
治
体
制
の
変
動
の
方
向
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
方
で
は
、

ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
ル
流
の
多
元
主
義
が
再
生

・
復
権
す
る
と
同
時
に
、
規
制
国
家
と
い
う
新
た
な
政
府
介
入
の
問
題
が
生
起
し
て
い
る
と
す

る
見
方
が
提
示
さ
れ
、
ま
た
他
方
に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
含
め
て
、
政
府
主
導
に
よ
る
三
者
協
議
を
通
じ
て
の

「社

社会コーポラティズムから政策協調べ?―ネオ コーポラティズム論における国家F・l題に一
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会
協
定
」
が
展
開
さ
れ
、
そ
れ
が
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
体
制
を
衰
退
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
復
権
や
再
生

を
も
た
ら
し
て
い
る
と
す
る
見
解
が
提
起
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
旧
来
の

「多
元
主
義
対
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
二

項
対
立
の
図
式
が
、
「規
制
緩
和
対
三
者
協
調
体
制
」
（Ｍ
・
レ
ジ
ー
ニ
）、
さ
ら
に
は
、
「ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
型
多
元
主
義
化
と
社
会
協

定
型
再
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
化
」
の
か
た
ち
で
再
現
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
重
要
な
の
は
、
い
ず
れ
の
議
論
に
お
い
て
も
、
政
府
の
主
導
性
と
い
う
意
味
で
の

「国
家
の
自
律
性
」
が
主
要
な
焦
点
に
な
っ

た
こ
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
賃
金
抑
制
を
め
ぐ
る
所
得
政
策
や
、
と
く
に
労
働
市
場
や
製
品
市
場

へ
の
規
制
に
係
わ
る
政
府
介
入
の
あ

り
方
、
さ
ら
に
は
社
会
保
障
政
策
を
め
ぐ
っ
て
政
府
歳
出
と
い
う
政
府
能
力
の
問
題
が
問
わ
れ
た
こ
と
な
ど
が
、
共
通
項
と
し
て
浮
上
し

て
い
た
点
で
あ
る
。
と
く
に
国
家
の
自
律
性
の
問
題
は
、　
一
方
の
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
は
、
社
会
集
団
と
の
関
係
を
切
断

・
排
除
し

つ
つ
、
政
府
主
導
の

「規
制
国
家
」
と
な
り
、
ま
た
他
方
の
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
で
は
、
社
会
協
定
や
政
策
協
調
の
か
た
ち
を
と

り
、
政
府
主
導
で
各
種
の
労
使
団
体
を
包
摂
す
る
か
た
ち
を
と
る
。

，，
」に
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
ル
流
の
新
た
な
多
元
主
義
と
社
会
協
定
型
の

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
い
う
新
た
な
構
図
が
で
き
あ
が
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
策
過
程
に
お
け
る
政
府
介
入
の
問
題
が
、
そ
の
中
心

に
据
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

（
四
）
本
稿
の
課
題

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た

「多
元
主
義
対
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
あ
る
い
は

「規
制
緩
和
対
三
者
協
調
体
制
」、
さ
ら
に
は
、
「ネ
オ

・
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
型
多
元
主
義
化
と
社
会
協
定
型
再
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
化
」
と
い
う
二
項
対
立
図
式
の
う
ち
、
後
者
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

化
の
問
題
に
議
論
を
限
定
す
る
。
前
者
の

「ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
を
独
自
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
取
り
上
げ
、
規
制
国
家
論
な
ど
に

つ
い
て
討
究
す
る
こ
と
は
、
別
の
か
た
ち
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
新
た
な
類
型
作
り
よ
り
も
、
従
来
の
議
論
を
整
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理
す
る
こ
と
で
、
旧
来
の
議
論
と
の
異
同
や
、
さ
ら
に
体
系
的
理
解
の
た
め
の
見
取
り
図
を
示
す
つ
も
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
欧
米
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
諸
国
に
つ
い
て
の
新
た
な
政
治
的
展
開
を
理
解
す
る
前
梯
作
業
と

し
て
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
を
め
ぐ
る
問
題
設
定
が
、
旧
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
の
展
開
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の

か
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
整
理
し
、
今
世
紀
に
入
っ
て
復
権
論
の
契
機
と
も
な
っ
た
政
策
協
調
や
社
会
協
定
の
問
題
を
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ

ム
論
の
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
。
こ
の
こ
と
は
国
家
の
観
点
を
意
識
的
に
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念
に
取
り
入
れ
て
、
政
策
協
調
と

し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
を
再
検
討
す
る
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
国
家
の
観

点
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
そ
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
の
終
焉
か
再
生
か
を
め
ぐ
る
論
争
の
的
と
な
っ
た
諸
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
課
題
を
提
示
し
て
い
く
か
た
ち
を
と
る
。
こ
の
よ
う
に
課
題
を
限
定
し
た
作
業
は
、
た
し
か
に
迂
回
的
で
は
あ
る
が
、
し

か
し
国
家
―
社
会
関
係
な
か
で
も
国
家
の
自
律
性
を
め
ぐ
る
種
々
の
試
み
を
比
較
す
る
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は
、
そ
う
し
た
リ
ベ
ラ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
諸
国
の
政
治
体
制
の
変
動
を
十
分
に
理
解
し
え
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
学
説
史
的
な
整
序
で
は
、
①
接
近
方
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
視
点
と
手
続
き
を
重
視
し
て
い
る
の
か
、
②
比
較
分
析
の
た
め
の

準
拠
枠
組
な
い
し
解
釈
図
式
と
し
て
の
特
徴
は
何
か
、
③
実
際
の
政
治
現
象

へ
の
適
用
可
能
性
に
係
わ
る

「類
型
」
と
し
て
、
ど
の
程
度

の
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
二
つ
の
次
元
か
ら
な
る
課
題
の
枠
組
を

「パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
呼
び
、
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
な
発

展
を
遂
げ
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
遂
げ
つ
つ
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
焦
点
を
あ
て
る
。
①
に
か
ん
し
て
は
、
ア
ク
タ
ー
対
制
度

・

構
造
の
い
ず
れ
に
力
点
を
置
く
の
か
、
ま
た
②
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
国
家
―
社
会
関
係
の
構
図
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の

か
、
そ
し
て
③
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
典
型
例
だ
け
で
な
く
例
外
性
の
問
題
に
も
着
目
し
て
議
論
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
三
つ
の
次
元
が
必
ず
し
も
裁
然
と
し
て
区
別
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
、
ま
た
ひ
と
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
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ム
内
部
に
お
い
て
も
、
そ
の
三
者
は
、
相
互
に
依
存
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
力
点
の
置
き
方
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
あ
る
次
元
に
よ
っ
て
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

「競
合
」
や

「共
存
」
や

「類
似
」
も
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
叙

述
も
、
こ
の
三
つ
の
次
元
が
重
な
り
あ
っ
た
か
た
ち
で
な
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
本
稿
で
は
、
第

一
に
、
国
家
問
題
を
め
ぐ
る
所
説
を
中
心
に
据
え
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
体
制
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
る
の

で
、
そ
の
政
治
体
制
の
総
体
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
け
れ
ど
も
、
主
た
る
焦
点
は
、
国
家
―
社
会
関
係
の
位
相
の
な
か
で
の

「国
家
の
自

律
性
」
に
置
か
れ
て
お
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
国
家
レ
ベ
ル
で
展
開
さ
れ
る
、
政
府
介
入
の
一
環
と
し
て
の
政
策
協
調
の
問
題
に
力
点

が
置
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
能
力
や
統
治
制
度
に
つ
い
て
は
、
歳
入

（租
税
）
・
歳
出
に
か
か
わ
る
抽
出

・
転
換
能
力
や
、
人
的
資

源
に
か
か
わ
る
官
僚
層
や
官
僚
制
の
間
題
に
か
ん
し
て
は
折
り
に
触
れ
て
言
及
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
中
心
的
な
議

題
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
問
題
に
関
連
し
て
、
公
共
部
門
の
労
組
の
存
在
や
、
国
家
機
構
内
部

の
部
門
間
対
立
や
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
等
々
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
共
存
等
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
本
稿
で
は
、
た
と
え
ば
近
年
の

「社
会
協
定
」
と
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念

と
の
関
係
を
め
ぐ
る
論
争
を
主
題
的
に
論
究
す
る
こ
と
を
は
し
な
い
で
、
そ
の
種
々
の
社
会
協
定
に
か
ん
す
る
議
論
は
、
よ
り
緩
や
か
な

意
味
で
使
わ
れ
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の

「パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
枠
内
で
対
処
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
多
元
主
義
の
場
合
で
も
、
古
典
的

な
多
元
主
義
と
区
別
し
て
、
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
ル
型
と
い
う
新
た
な
下
位
類
型
を
独
自
に
設
定
し
た
”
、
あ
る
い
は
、
社
会
協
定
を
め
ぐ
る

三
者
協
調
体
制
を
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
別
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
想
定
し
た
り
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
の
ほ
う

が
、
時
期
区
分
や
段
階
論
や
理
念
型
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
、
よ
り
理
解
が
深
ま
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
そ
う
し
た
別
個

の
区
別
を
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
新
た
な
話
要
素
を
類
型
の
内
部
に
組
み
込
む
こ
と
も
で
き
る
こ
と
も
可
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能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
別
個
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
設
定
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
興
味
深
い

問
題
提
起
に
な
る
と
は
い
え
、
そ
う
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
課
題
に
つ
い
て
も
、
別
稿
を
要
す
る
と
考
え
て
い
る
。

（五
）
本
稿
の
構
成

本
稿
の
構
成
は
、
大
ま
か
に
い
え
ば
二
部
に
分
か
れ
る
。
前
半
は
第

一
章
と
第
二
章
で
あ
り
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
に
お
け
る
国
家

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
整
序
す
る
。
そ
こ
で
は
、
集
団
論
を
基
軸
と
し
た
社
会
中
心
的
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
、
政
府
領
域
と
そ
こ
に
お
け
る
政
策
形
成
問
題
に
焦
点
を
あ
て
る
国
家
中
心
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ヘ
と
向
か
う
構
図
の
な
か
で
種
々
の

論
点
を
明
確
に
し
、
そ
れ
ら
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
第

一
章
で
は
、
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
の
二
つ
の
属
性
―
―
す
な

わ
ち
、
（Ａ
）
社
会
に
お
け
る
利
益
集
団
の
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権
化
に
力
点
を
置
く
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
と
、
（Ｂ
）
政
労
使
の

三
者
間
の
政
策
協
調
に
焦
点
を
あ
て
る
政
策
過
程
の
制
度
化
論
―
―
の
う
ち
、
前
者
の

（Ａ
）
で
は
、
ど
の
よ
う
に
国
家
の
問
題
が
捉
え

ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
に
お
け
る
国
家
の
役
割
と
機
能
が
、
多
元
主
義
論
と
の
連

続
と
断
絶
を
含
み
つ
つ
、
受
動
と
能
動
の
両
義
性
を
帯
ぴ
て
曖
味
で
あ
る
点
を
指
摘
す
る
。

第
二
章
で
は
、
そ
う
し
た
社
会
中
心
的
観
点
に
疑
間
を
投
げ
か
け
、
後
者
の

（Ｂ
）
の
観
点
を
発
展
さ
せ
、
政
策
過
程
に
お
け
る
政
府

の
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
、
国
家
中
心
的
視
座
を
喚
起
し
た
議
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
な
か
で
、
国
家
が
け
っ
し
て
一
枚
岩
で
は

な
く
、
セ
ク
タ
ー
間
対
立
を
抱
え
て
お
り
、
セ
ク
タ
ー
に
応
じ
て
政
労
使
間
の
政
策
協
調
も
異
な
る
こ
と
や
、
ま
た
公
共
労
組
と
民
間
の

競
争
部
門
の
労
組
と
の
対
立
な
ど
労
働
に
お
け
る
国
家
―
社
会
関
係
の
問
題
を
分
析
す
る
。

後
半
部
で
は
、
主
と
し
て
近
年
の
政
策
協
調
を
め
ぐ
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
国
家
の
問
題
を
考
察
す
る
。
第
二
章
は
、
八
〇
年
代
末

か
ら
九
〇
年
代
に
お
け
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
衰
退
論
に
対
峙
し
て
、
と
く
に
今
世
紀
に
入
っ
て
台
頭
す
る
政
策
協
調
や
社
会
協
定
を
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め
ぐ
る
議
論
を
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
復
権
の
議
論
を
念
頭
に
置
い
て
批
判
的
に
検
討
し
、
政
府
の
主
導
性
と
い
う
意
味
で
の
国
家
の

自
律
性
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
点
を
指
摘
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
そ
う
し
た
政
策
協
調
や
社
会
協
定
論
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
国
家
Ｊ
社
会
関
係
の
構
図
の
な
か
で
従
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ

ズ
ム
論
と
、
新
た
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
復
権
論
と
を
総
合
的
に
理
解
す
る
た
め
の
代
替
的
な
構
図
を
提
示
す
る
。
そ
の
な
か
で
コ
ー
ポ

ラ
テ
イ
ズ
ム
衰
退
論
と
再
生
論
と
の
論
争
の
意
味
や
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の

「概
念
論
争
」
に
つ
い
て
暫
定
的
な
か
た
ち
で
総
括
を
し
、

終
章
で
は
、
今
後
の
課
題
を
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

〈注
〉

（１
）
こ
の
政
策
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換
が
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イ
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ム
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、
た
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以
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Ｆ
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０
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３
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へ
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規
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調
整
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゛
ミ

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
も
参
照
。
９
８
８
日
ｏＬ
８
〓
』
８
０
哺
８
日

，
■
ざ
浄

お̈

ｒ
”お
６

，
め
”
£
“
Ｔ
ｏ●

，
，Ｆ

Ｏ
‥
∽９
８
一

８

房

ｏ
■

８

６
１

Ｒ

ｏ
ｒ
目

錦

∽
Ｆ

，

①
〓

＆

ｏ
Ｒ

Ｏ
ｏ
お

８

目

ｏ
■

Ｓ

墨

ミ

ヽ
ミ

ン

き
ミ

き

、
９

く
β

ヽ

ヽ
８

０
ヽ
も

ｏ

お

０
‐
【
ミ

（
６

）

∽
お

濠
】

肉

く
ｏ
”
の
ど

ヽ
べ

ヽ
ヽ
５
ヽ
い
ヽ

へ
●

』
ヽ
い
ヽ

「
ミ
ヽ
●

¨
力
惚
ミ
゛

Ｓ
゛

ヽ
゛
●
ミ
●
計

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
Ｎ
Ｒ

ヽ
゛

ヽ
お

ヽ
゛
ヽ
０
も
ヽ
ミ

ユ

訥

合
，

”
（
”

Ｏ
ｏ
日

ｏ
Ｌ

こ
と

く
禽

Ｌ
Ｏ

「
お

８

・

【０
０
９
ン
●
ｏ
　
【
‐０
・
●
●
　
ぃ
０
０
‐Ｎ
０
０
・
●
●
　
０
，Ｎ卜
ヽ
ｏ
●
　
い０
，卜Ｎ

（
７

）

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

た

と

え

ば

以

下

を

参

照

。

〓

め̈
Ｆ

ユ

〓

ｏ
【
目

ヽ

″

二̈

ｏ
●

ど

〓
こ

９

Ｃ
口

，

み
¨
営

Ｅ

８

，

ｏ
”
£

二
ヽ
ｏ
ｔ

∽
，

Ｆ

、
ヽ
、
諄

゛
ざ

ミ
ミ

ヽ

ミ

』ヾ

ミ

゛
ヽ

い
ま
Ｓ

Ｒ
）
く

，

ω
゛

Ｎ
０
０
゛

●
や

ω
Ｏ
デ
０
】
Ｐ

Ｏ
Ｅ
Ｅ
Ｏ
日
聟
Ｆ

ｏ
ン
ヽ
こ
ｏ
コ
ｐ

、
日
層

”
け
ｏ
３

，

ｏ
フ
旧

Ｆ
”
６
●

∽
●
ぉ

け

”
日
０
●
め
ヽ

Ｓ
ゞ

ヽ
い
ヽ
ｏ
Ｎ
Ｓ
こ
さ

ゴヽ
ミ
び

く
ｏ
ｒ
【
ヽ
・
い０
０
卜
ヽ
●
●
　
ヽ
Ｎ
‐い
０
【

（
８

）

０
●

０

０
２

一
り
ｏ
●
ｏ
ｒ

，
ｏ
日

・
”

Ｏ

ｓ
Ч

″

８̈

【
´

賀

〓

容

Ｘ

●

く

Ｒ

，
ｏ
９

●

↓
や
ヽ

Ｏ
ｓ
Ｓ

ヽ

一ヽ

ミ

き

ヽ

ミ

「
ざ

ヽ
ｏ

い
Ｓ

ｓ

ヽ

０

磁

ｓ
Ｎ
や

ヽ
ヽ
も
ヽ
吟

い
ヽ
ヽ

゛

ヽ

「
い
ヽ
ミ

お

も

ヽ
ヽ

こ

ヽ
ヽ

ゝヽ
ヽヽ
ヽ
飛
さ
ミ
八
ｒ
ざ
鮎
ｏ］
”
”″
８
くｏ
Ｎ８
ｅ
ヽ
●
や
９
ω゙

（９
）
そ
う
し
た
政
府

へ
の
求
心
化
に
つ
い
て
の
観
察
に
か
ん
し
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
●
”【【
０
３

，
３
８
ヽ
”
Ｏ
ｃ
К
”
ｏ一ｏ′

ｅ
■
３
●

，
ｏ」【ｐ
び
一８
日
●

■
ｏ【●
¨，
め
０
め●
●
ｏ
¨
∽
●
ｏ“
”
〓̈
ｏい
●̈
ｍ
句
ｏ一〓
一う”̈
Ｏ
ｏｏ
■
ｏ
一
一●
く́
ｏφ一ｏ」つ
∪
０「
ｏ̈
Ｏ【”０̈
０́
。
●̈
０
”〓
∪
”，
デ
●
０「
ｒ
］
　
“
εく
つ
め̈
わ【́

”０
２
」
ｏ●
”
ｏ̈【【ｏ
（ｏα

，
）

も
ヽ
ヽ
ヽ
゛
ヾ

ヽ
ヾ
も
ミ

，
Ｓ

Ｏ
ヽ
い
ヽ
ヽ

い
ヽ
食
ヽ

，
Ｓ

ヽ
ミ
ヽ
「
ｏ
ヽ
ヽ
３ヽ

ヽ
Ｏ
ｓ
ｓ
ヽ
ミ

ヽ

Ｓ
ヾ
い
ヽ
き

も
ヽ
ミ
ヽ
ミ

ヽ
０

（日
０
【
ｏ
●
さ

¨
Ｃ
〓

く
０

∽
一●

０
い
［
ｏ
８

っ
６

り
嵩

′
・
Ｎ
Ｏ
」
じ

・
ｏ

，

ω
“

ｒ

（
１０

）

〓

営

＾
，

句
Ｌ
つ
お

【
”
●
ε

〕

Ｏ
ｃ
く

り
，

９

´

、
＞
０
日

Ｆ

¨，
８

一
ぞ

①
曰

¨，
，

¨
ざ

●
∽

，

Ｏ
ｏ
日

０
鷺

営

〓
め
り
Ｒ

∽
ｏ
の
２

，

０

「
”
日

〓

２

・
０
８

Ｆ
ｏ
あ
”
●
。

ェ
く
げ
［
●

め
ヽ

，

‘

Ｒ

日̈

”
”
鳳̈

Ｒ

”
●
０

”

０
」
く

ヽ
ｇ
四

∽
↑

０
の
）

』
ヾ
ヽ
ヽ

ヽ
゛
ざ

ヽ
ざ
ヽ

，
き

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ミ

ヽ

お
ヽ
蕊

ヽ
も
ヽ

（
”
３

Ｆ

場

６

澪
ｏ

Ｃ
＾
¨
「
Ｌ
”

”
く
の
〓

”
ｏ
８

〓

”
や

い
０
】
ｅ

ヽ
ｏ
や

」
９

ω
，
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（１１
）
団
体
交
渉
の
分
権
化
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
口
鶴
蝙

が
そ
ヽ
り
・ｏ
υ
８
８
●
Ｌ
ヾ
〓
ｏ●
Ｒ
Ｏ
ｏＦ
●〓
ｏ
”
Ｒ
Ｔ
目
“
¨

，

日

一
め
富

言

お

”
９

８

１

獄

〓

ｏ
８

〓

鶴

”
Ｌ
く
Φ

ゝ
勲

そ

∽
●

，
ゃ

ヽ
あ

ミ

ミ

い
ヽ
８

ヽ
”

ヽ
゛

ミ

）誘

”

Ｓ

゛

§

ζ

β

ミ

・
８

８

・
●
や

｝

館

（‐２
）
こ
う
し
た
議
論
に
か
ん
し
て
は
数
多
く
の
論
点
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
こ
で
は
、
比
較
的
最
近
の
以
下
の
文
献
を
参
照
。
”
月
〓

”
，

８

饉
８

Ｒ
邑

Ｏ
Ｆ

●

国

ｏ
雲

ｏ
Ｆ

「
＞

Ｏ
ｏ
８

日

一ド

Ｚ

８

日

〕８

』

ギ

ユ
Ｒ

３

●

¨
哺

，
■

フ

”
鷹

♂

日

８

¨
ｏ̈
い

Ｒ

Ｆ

●
傷

＾
【
』̈

”
ユ
■

ｏ̈
日

，

，

オ

筐

８̈

●

ｏ
”
●
■

目

∽日

ヽ

ヽ
Ｓ
ヽ
一■
∽ヽ
ｅヽ
●
ｏ
も
ヽ
ミ
ヽ
）
ン、ｏ
Ｆ
ω
Ｏ
・
口
Ｏ
　
卜
ヽ
Ｎ
Ｏ
【
【
・
り
ｏ
　
９
Ｎ
【
‐９
０
ω
一
】山
”
目
Ｊ
¨
（
ｒ
一容
●
Ｎ̈
・
ど^
ｏ
ご
『０
●
Ｓ
ｏ
Ｌ
ｏ
●
¨
一■
】の
９^
ド
”
●
¨
●̈
¨
】４

，
Ｆ
【
め
０
い
【ヽ

，
げ
Ｏ
●
りヽ
”
●

，
ｍ
ｏ
日
】ｏ
口
●
”
●
０

０
ｏ
く
８
日
扁
日

【呂
①
【Ｘ
疼
）●
´
、
日

●
ｏ
「Ｏ

Ｏ

パ
，
Ｓ

ζ
ζ
巳
月
Ｆ
ｅ
８
〓
口
０
３
ｏ

，
８

”
８

↑
，

）

Ｄ
ざ

２
ヾ
Ｓ
●
き
ヽ
き
ヽ

ミ

゛
いざ
ヽ
力
ヾ

ヽ
ο
湧
Ｉ
Ｆ
ヾ
ミ
諄
ミ

ヽ
゛
ヽ

Ｏ

Ｓ

ｓ
ミ

ミ

ヽ

Ｎ

ヽ
Ｓ

ヽ

「
〓

，
ｏ

，

０
９

目

ｏ
口

０

い
イ

ロ

Ｌ

Ｏ

”
お

協

・
Ｎ
只

×

ン

●
や

い
も

（
‐３

Ｙ

９

，

３

】

β

や

ヽ

§

き

酬

露

ミ

ヾ

い

ま

ｌ

Ｓ

３

酬

き

ヽ
き

ヽ

ミ

゛

諄

き

、

さ

ざ

゛

●

』
０

き

Ｓ

謗

ヽ

”
ヽ
ｓ

Ｆ

ヽ

３

ヽ

ミ

０

日

８

６

Ｐ

聟

Ｒ

８

●

Ｆ́■
く０”‘
一
¨
”
螢
∽́̈

Ｎ００いン
●
ｏ
　
」ω
‐」０・
ＯＮ，い０ヽ
卜
】ヽ
【
ご
∞０
，Ｈω０

（‐４
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
ど
ｇ
＾
呂
Ｙ
ご
キ
ら
温

３
ｏ
９
営
ｏ
冒
鮮

日
ヽ
き
ざ̈
ヽ
コ
お
ざ
ゞ

く
β
ミ
ヽ
８
も
ヽ
８
ρ
●
や
踪
い‐器
”

ｒ
ｏ
庁

口
Ｎ
ｏ

”
ｏ
【
δ

∞
Ｒ
二
Ｈ
風

０

ご
口

”
コ
Ｂ

ｏ

Ｏ
ユ

Ｆ

・
ご
′
】
ロ

デ
●
ｏ
Ｐ

”
図
ｏ
〓

∽
３

●

Ｏ
ｏ
」

ｏ
２

６

●
■
●
〕
ｏ

Ｏ
ｒ
】
“
”
“

蜀
び

″

ｏ
い

，

ｏ

∽
Ｓ

¨
ｏ

●̈

｝
晟

“
降

Ｌ
』

】
６

●

¨
ざ

口
¨
ヽ

ぃ
ヽ
こ
ヾ
ヽ
『
ｓ
ミ
ミ
ヽヽ

力
Ｓ
Ｓ
ｅ
ミ
い
いざ
ヽ
さ
ミ
ヽ
力
Ｓ
Ｓ
ヽ
゛
く
３
ｏ
・
８
８
ヽ
●

，
〓
』
Ｐ
０
０
ヽ

，
８

（
‐５

）

Ｚ

８̈

Ｌ

ざ

ε

”̈
口
●
３

ｔ

Ｓ
ヽ
さ

ミ

，

運

ヽ

゛

ミ

粋

ミ

ミ

Ｑ

２

訥̈

今
０
注

δ
Ｐ

く
ｏ
ａ
ｐ

口

０
３

］

８

Ｓ

）
ヽ
も
や

〓

ｏ

ヽ

〔
ニ

コ

ス

・
プ

ー

ラ

ン

ツ

ア

ス

（
田

口

富

久

治
ほ
か
訳
）
『資
本
主
義
国
家
の
構
造

（Ｉ

・
Π
ど

未
来
社
、　
一
九
七
九
・八
〇
年
〕。
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
ル
型
の
政
府
介
入
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

ぼ
ｏ【ｏＲ
ｏ
”
ｏ】鮮
輌
“
筐
肛
０
目

”
■
８

ｏ
ｏＦ
ヽ
、ゞ
ξ
諄
∽ざ
●
９
２

，
ｏ̈Ｐ
ｏ
Ｒ
８
●Ｌ
ｏ●
●

，
ヽ
‐３

ま
た
、
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
踏
ま
え
た
多
元
主

義
論
の
新
た
な
諸
相
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
と
興
自
浄
【
日
ｏ医
目
０
軍
〓
Ｆ
■
ｒ
ｏわＦ
Ｓ

ｉｚ
８
●
ョ
』
∽日
８
２
ｆ
３
日
ｏ３
●
≧
∽日
げ
ざ
目
汁
Ｌ

３

ｏ
ｏ̈
ケ

，

、
日

曰

雪

目

一
ヽ
目

ｏ
∽
Ｆ

，
ｏ
Ｏ
ω
日

と

口

３

と

霙

目

０
９

日

ｏ
″

・
目

ヽ
‘

Ｅ

８

一
ン

ｒ

Ｆ
選

さ

一
↑

，

）

い
ヽ

螢

き

ヽ
ざ

■

ミ

゛

゛
ヽ
も
ミ

摯

へ
゛
゛
モ

¨

∽
゛

゛
´

６
一
ヽ
ヽ

い
ｏ
ヽ
や
ヽ
や

ヽ
Ｎ

，

コ

い
い
ヽ
ヾ
ヽ
ヽ
も
ヽ

（
０

，
日
σ
Ｌ
Ｏ
”
９

０
２
●
げ
■

ぼ

の
こ
Ｌ

く
ｏ
あ
言
ヽ
「
お

参
ヽ
い
０
０
０

・
●
●

０
や

ヽ
■
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（
‐６

）

』‘
驚
Ｆ
ｏ
”
の
”
日
ｒ
、
”
の

，
く
ｏ
ｏ
●
υ
８
ｏ
”
〓
営
ｄ
●
Ｒ
こ

の
ｏ
Ｌ
ヽ

ヽ
”

，
９

日
，

め
，

Ｏ
ｏ
９
‘
８

ｏ
ヽ
同
ｃ
８
ｏ
Ｒ
５

”
ｏ
ｏ
い
ｏ
お

８̈

６

０
ざ
ｒ
』
Ｎ
営
ざ
●
、
ヽ
０
ヽ
ヽ
３

ヽ
ヽ
ヽ
あ
Ｒ
滲
こ
゛

ン
ヽ
Ｏ
ｒ
Ｎ
∞
ヽ
い
０
〇
一
・
ｏ
ｏ
　
Ｏ
‐ω
ω

（
‐７

）

∪
め
自
Ｆ
”
【
０
国
σ
σ
●̈
”
ｒ
”
仁
∽
２
´
０
＞
●
だ
０
●
３
φ
鮎

・
、ヽ日

，
の
”
ε
ｏ
ｏ
ｔ
り
ぼ
”
諄

お̈

ｏ
ｏ
”
ｏ
①

，
営
ざ
●

●̈
一ｒ
ｏ
”
の
♂
【
８

ｏ
ら
¨，
め
く
ヽ
Ｒ
Ｆ
【
ｏ
∽
”^
お
ヽ

いや
ヽ
ヽ
く
ヾ
ヽ

喘
Ｓ
さ
」ｏ
ｓ
ｓ
、

力
ヽヽ
や
Ｓ
ｏヽ
い
い
いｏミ
ヽ
ざヽ
ミ
”
Ｓ
ｓヽ̈

やヽ
ヾ
´ヽ
Ｒ

Ｐ
【ΦＯｐ
Ｏ
や
ヽ
デ
今ヽ

（
‐８

）

』
笙
お

く
】認

め
，

．
∪
営
”
ω
夕

の
ｏ
●

げ

４

日̈

”
】ｏ
●
Ｌ

Ｏ
，

電

”
，

ｏ
●
一
一
３̈

０
「
｝

”
ヽ
ｏ
Ｃ
〓

ｏ
●
Ｐ

‘
゛

”
め
∽
２
¨
日

鴇

・
９

営

の
Ｆ

お
コ

Φ
〓

ｄ
”

０
●
０

∽
ｏ
ｏ
●
一
り

，
２

，

お

０
，

Ｎ
８

」

（
Ｑ
リ
ミ
∽
と

ヽ
ン
お
ａ
ざ
●

，

０
ヽ

，
日

，
Ｑ

住
”
日

冒

摯

日̈

お

♂
【
＞
２
く
ｏ
●
ｏ
ｏ
■

ｒ
”
σ
ｏ
Ｃ
ヽ
∽
〓

，

３

（
＞
【
＞
じ

ヽ
い
８

”

（一膨
）
りヽ
”●
●
〇
”
め”』●
一
、”
わ一‘
ｏお，
υ
Ｏ」め∝
Ｌ
、̈
」ｏ●
●●
一
∽
０

，
』
り
”めけ
ヽ
ｏ
や
Ｏ
ω”

（
２０

）

ま

ミ

一
や

”

こ

の

コ

ー

ポ

ラ

テ

イ

ズ

ム

の

「
周

期

性

」

に

つ

い

て

は

以

下

を

参

照

。

「
巨

匡
ｏ
Ｒ

Ｏ

ｒ

，
８

，

９

営
〓

ヽ
日

錦

●

”

０
『
ｏ
Ｆ

ヽヽ
円
汗

Ｏ
ｏ
●

８

“
，

¨

摯

∽
ヨ
浄

ｃ
，

”
３

一
・
”
お

お

巨

Ｒ
‘

『
日

匡
お

ヽ

』
で
ヽ
（
”
匡

ｏ
一
ｏ
●
ｏ

こ
と

く
Ｒ

９
，

【房

＾
〓
』
ぉ
）

ヽ
ば
ヽ

ヽ
ゆ
、
ヾ

ヽ
ヽ
も
ヽ
´

Ｚ
０

０
ヽ
ヽ
♪

い
０
０
い

」
自

鴇

う

０
８

お

Ｐ
氏

筍
誨

〓
弓

ω

∽
ｏ

，
晏
】〓
一
ｏ
一

ミ
リ
す
ｏ
「
″
●̈
Ｌ

，
梁
資

Ｏ́
ｏ
ｏ
「
２
●
■
０
●
』

Ｏ
ｏ
●
）ｏ
無
洋
●
ロ
イ

Ｃ
一●
■
¨^
ｏ
つ
Ｏ
ｏ
２

∽
】ヽ

ｏ
‐
∪
い
ｏ
ｏ
一
ｏ
「
国
Ｓ
【
ｏ
●
０
日
）
］
０
０
●
０
晏
〓
０

，
コ
２

ワ
ヽ
ｏ
●
め
“
２

，

Ｃ
口
一ｏ
ｏ
・
ｏ
【
０
●

，
Ｃ
【”
一
ｏ
０

”
Ｏ

ｏ
ρ
‘
ｏ
さ

¨
，

お
＞
σ
∽
ｏ
う
ｏ
●
ｏ
い
●
“
【
Ｏ
ｏ
の
“
口

”
ュ

ｏ̈
ｘ
”
．
げ

「
ぼ
”
●
∽
く
”
●

ζ
凛

”
【
一
ｏ
●

”
●
２

●
０
■
Ｒ

ヽ

ｒ
の

，
日

０
【
“
０

，

♂

０
∽
）

力
ヽ
ヾ
悩
い
ヽ
ミ

ミ
●

■
Ｓ

Ｓ
ヾ
゛
ヾ
ヽ

い
ヽ

ミ
¨

ヽ
ミ
０ヽや
ヽ
Ｓ
お
ヽ
滝
ミ
ヽ
さ
ド
ヽ
い
ｏξ
ｏミ
諄
ヽ
い
ｏｓ
ヽ
ヽ
ミ
●ヽＮ
ｅ
ｏ●
３
〓
″
ど
【̈ｏ２錦
・
８
８
ン
ｏ
や
ヽ
９
８
ド

（
２‐

）

０
∽
●
筐

く

ε

●̈
ｏ

．
∽
ｏ

，
〓

”
”

，
♂

０
２
●
２
〓
ｏ
い
”
【
”
Ｌ
Ｌ

●
”
”
●
ヽ

り
８
一
め
Ｏ
Ｌ

ｏ
●

＞
澤
さ
Ｌ

〓
ｄ
●

∽
●
営

ｏ
”
卜
、

９
Ｓ
ヽ
こ
゛
ヽ

』
ミ
ゞ
Ｒ

ヽ
い

ヽ
ヽ
に
ヽ
電

ｏ
ヽ
い
ヽ
い
ｏ
ミ
ヽ
や
ヽ
ヽ

力
か
ヾ

ヽ
ヽ
く
ｏ
一
」ド
や
０
０

，
０
や
ω
０
９
卜
【”

（
２２

）

こ

の

占
ヽ
に

つ

い

て

は

、

以

下

を

参

照

。

コ

営

い

り

ヽ
と

ｏ
●

．６

９

ｏ
９

”
，

日

（
じ

”
●
無

句
８

●

０
，

”
●
”

●̈
”

”
Ｆ
●
め
¨
Ｏ̈
ａ

ぃ
ｏ
魚

摯

ご

●
〓

【
３

“
口
０
∩

”
●

●
”

“
８

『
ｏ
８

＾

●

す
ｏ
“

雰

８

冨

Ｑ

υ

ｏ
３

酵

“

い
ま

Ｒ

”
【
υ

ｏ
日

ｏ
の
【
”
９

、
日

り
，

■

３

ω

ざ

３

８

‘

８

■
８

＾
の
ｃ
お

営

無

∪

２

に

Ｚ

黒

【

（
＆

∽
）

さ

ご

き

ヾ

』
ミ
さ

Ｓ

ヽ

い

や

ヽ

議

ミ

，

い
ｏ
ヽ
ミ

”
Ｒ

け

ミ

，
ヾ

』

ｑ

Ｇ

日

一
８

，

同
日

ｏ
ｏ
８

●

り

ａ

め

ｃ

ｏ

ｏ̈
●

冒
あ
自

口
お

（
”
日

日

γ
８

●

ｏ

ｒ

ｏ
コ

営

ｏ
一お

∽
８

Ｅ

ｕ
日

ｏ
ヽ
静

ｏ

（
０

∽
ｅ

・
８

８

〉

ｏ
や

ぶ

‐
鮨

３

●

り
，

ｔ
，ｏ”
イ
タ
リ
ア
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
か
ん
し
て
は
多
く
の
文
献
が
あ
る
が
と
り
あ
え
ず
以
下
を
参
照
。
ぼ
月
ｄ
ω
８
８
【ｐ
，■

，
営
デ
と

穂̈

〓
０
■

，
営
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（”
）

（
％

）

（
２５

）

（２６
）

（２７
）

げ
υ
ｏａ

げ
３
■
３
８
０
Ｒ
ｏ
Ｒ
Ｂ
８
庁
Ｆ
‘
”
ヽ
諄
ヽ
き
ミ
ミ
ヽ
ミ
』護
ド
３
ミ
慰
゛
き
さ

く
）【卜
【ヽ

ｏ
８
も

，
ｏ
８
‐８

，
軽
゛
ヽ
Ｓ
一
Ｑ

Ｏ
ｏ
Ｒ
ｏ
」●
８
口
Ｆ

”
〓
ｏ
●
０
０
２
Ｆ
ｏ●
庄
Ｆ
”
０
９
０
日
３
〓
ｏ
ｒ
ｏ
８̈
ヽ
Ｏ
ｏＳ

，ミ
ｓ
ヽ
ミ
コ
ミ
■
ミ
●
ヽ
ミ
ｐ

く
β

含
ヽ
８
二

，
３
８
・
●
や
〓
器
‐】露
”

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
キヽ

，
ゆ
口
”
な
ど
請
δ
壼
ｎ̈
２

，
い
０

，
）い
Ｌ

，
日
∽
ｏ
Ｌ
Ｌ
「
”
ｏ●
Ｆ
”
胃
ｏ
り
ｏヽ

”
錠
お
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＞
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Ｒ
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”
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マ
ｏ
０
８
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Ｏ
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０
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Ｚ
８

８

営
＆
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＆

一
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，

営
ｏ
”
ｏ
さ
日

あ

．ヽ
●

，

い
Ｏ
Ｎ
・
Ｈ
一
〇

こ
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
う
言
葉
を
非
常
に
緩
や
か
な
意
味
で
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
問
題
に
伴
う

「科
学
者

集
団
」
や
、
妥
当
な
手
続
き
お
よ
び
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
普
遍
的
な
承
認
を
う
け
る

「問
題
解
決
」
策
と
し
て
の
側
面
な
ど
、
そ
の
他
の
重
要
な
問
題
等

に
は

一
切
触
れ
て
い
な
い
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン

（中
山
茂
訳
）
「科
学
革
命
の
構
造
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
七

一
年
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
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ダ
イ
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会
科
学
と
の
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に
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て
以
下
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た
。
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Ｏ
”
日ヽ
０′
『
い
ヽ
ヾ
ミ

ミ
ミ
い
ｏ，
ミ

い
ミ
§
Ｒ
（Ｃ
８
一
８
¨
〓
Ｒ
３
膠
Ｆ

８
８
）・
３
Ｆ

ｏ
，

３
‐３

ま
た
、
本
稿
で
は
、
リ
サ
ー
チ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
言
葉
も
使
う
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
、

パ
ラ
ダ
イ
ム
と
の
質
的
差
異
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
ほ
ぼ
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
互
換
的
に
用
い
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。
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第

一
章
　
社
会
中
心
的
―
ア
ク
タ
ー
中
心
的
観
点
と
権
力
分
有

七
〇
年
代
の
初
期
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
が
対
峙
し
た
古
典
的
な
多
元
主
義
論
で
は
、
集
団
論
的
―
ア
ク
タ
ー
中
心
的
な
接
近
方
法
が

と
ら
れ
、
国
家
を
め
ぐ
る
基
本
的
な
解
釈
図
式
で
は
、
最
終
的
に
は
、
政
府
の
政
策
形
成
過
程
は
、
社
会
的
要
請
や
圧
力
と
い
っ
た

「入

力
」

へ
の
受
動
的
対
応
と
み
な
さ
れ
た
。
政
府
介
入
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
社
会
に
お
け
る
利
益
集
団
間
の
競
争
の
帰
結
と
し
て
把
握
さ

れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
集
団
間
紛
争

へ
の
消
極
的
な
調
停
の
所
産
と
さ
れ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
政
府
主
導
の
積
極
的
介
入

や
、
入
力
を
出
力

へ
の
転
換
す
る
う
え
で
の
政
府
能
力
な
ど
、
国
家
の
自
律
性
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
副
次
的
な
も
の
と
み
な
さ

れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
は
、
ア
ン
グ
ロ
＝
ア
メ
リ
カ
型
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
、
ま
た
、
さ
ら
に
、
カ

ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
等
が
、
多
元
主
義
の
モ
デ
ル
の
典
型
国
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
ア
メ
リ

カ
で
は
、
利
益
集
団
と
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
理
念
型
と
し
て
の
多
元
主
義
は
、
利
益
集
団
の
組
織
的
利
害
と
国
家
の
公
的
権
威

と
が
載
然
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
う
利
益
集
団
の
法
的
権
利
は
、
議
会
が
承
認
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
の
利
益
集
団
に
よ
る
虜
化
は
免
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
利
益
集
団
の
メ
ン
バ
ー

シ
ッ
プ
は
自
発
的
で
あ
り
、
そ
の
組
織
的
利
害
は
比
較
的
小
規
模
で
専
門
分
化
し
た
同
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
同
種
の
利
益
を
代

表
す
る
他
の
集
団
と
絶
え
ず
競
合
関
係
に
あ
る
こ
と
も
ま
た
前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
政
労
使
の
三
者
協
議
制
を
典
型
と
み
な
す
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
で
は
、
政
府
の
主
導
性
や
自
律
性
、
政
府
介
入
や

政
治
統
合
、
あ
る
い
は
よ
り
広
い
国
家
―
社
会
関
係
の
問
題
を
提
起
し
て
、
多
元
主
義
論

へ
の

「オ
ー
ル
タ
ナ
テ
イ
プ
」
を
標
榜
し
て
い
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社会コーポラティズムから政策協調へ?―ネオ・コーポラティズム論における国家問題に一

た
。
と
は
い
え
、
こ
の
国
家
問
題
に
か
ん
し
て
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
の
種
々
の
見
解
を
み
る
と
、
資
本
の
優
位
性
や
、
あ
る
い
は
労

資
の
同
権
性
、
さ
ら
に
は
政
府
の
積
極
性
や
官
僚
層
の
主
導
性
等
々
を
め
ぐ
っ
て
、
多
様
な
潮
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
一
）
集
合
的
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
国
家
―
―
多
元
主
義
論
の
亜
種
？

一
九
七
〇
―
八
〇
年
代
初
頭
の
初
期
の
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
で
は
、
国
家
は
、
し
ば
し
ば
、
多
元
主
義
的
な
利
益
集
団
論
の

延
長
上
で
把
握
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
特
殊
な
集
団
の
一
つ
と
し
て
、
ま
た
私
的
ア
ク
タ
ー
に
対
時
す
る
公
的
ア
ク
タ
ー
と
し
て
国

家
を
捉
え
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
観
点
は
、
国
家
―
社
会
関
係
を
公
私
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
と
い
う
行
動
の
次
元
に
還
元
す

る
も
の
で
あ
り
、
当
該
の
政
治
過
程
を
存
立
さ
せ
て
い
る
制
度
配
置

へ
の
配
慮
を
欠
落
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
方
法

論
的
に
み
て
、
多
元
主
義
論
と
同
様
の
集
団
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
一
部
に
い
わ
ば
残
滓
と
し
て
継
承
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
―
社
会
関
係
は
、
そ
れ
を
担
う
官
僚
集
団
と
く
に
行
政
エ
リ
ー
ト
と
利
益
集
団
の
代
表

と
の
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
の
過
程
に
還
元
さ
れ
、
最
終
的
に
は
、
個
別
の
争
点

（イ
ッ
シ
ュ
ー
）
を
め
ぐ
る
官
僚
な
い
し
私
的
集
団

が
果
た
す
主
導
性
や
そ
の
影
響
力
と
い
っ
た
ア
ク
タ
ー
間
の
優
勝
劣
敗
の
問
題
に
解
消
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
ア
ク
タ
ー
中
心
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
で
は
、
ア
ク
タ
ー
そ
れ
自
体
の
存
在
論
的
次
元
や
制
度
編
成
の
問
題
が
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
国
家
の
相
対
的
自
律
性
や
国
家
―
社

会
関
係
は
、
そ
う
し
た
政
治
過
程
の
平
面
に
矮
小
化
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
ア
ク
タ
ー
中
心
的
な
視
点
は
、
多
元
主
義
的
な
集
団
論
と
の

「連
続
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
初

期
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
多
く
は
、
ア
ク
タ
ー
の
次
元
に
焦
点
を
定
め
て
集
団
相
互
の
政
治
過
程
を
扱
う
点
で
は
多
元
主
義
論
と
同

一
の
地
平
に
立

っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
索
出
さ
れ
た
集
団
間
の
相
互
作
用
の
パ
タ
ン
が
、
多
元
的
で

「競
合
的
」
で
は
な
く
、
「協
調
的
」

「協
力
的
」
「調
整
的
」
で
あ
る
点
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
そ
の
議
論
は
、
多
元
主
義
に
お
け
る
集
団
の
分
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散
性
と
集
団
間
の
競
争
に
対
し
て
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
集
回
の
集
中
性
と
集
団
間
の
協
調

・
調
整
と
い
う
特
徴
を
際
だ
た
せ

る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の

「連
続
」
説
に
お
い
て
は
、
集
団
論
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念

が
、
多
元
主
義
の
枠
内
に
収
ま
る

一
亜
種
と
し
ば
し
ぱ
み
な
さ
れ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
行
動
の
次
元
を
中
心
に
据
え
た

初
期
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
は
、
公
私
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
を
対
象
と
し
た
政
治
過

程
に
か
ん
す
る
類
型
の
一
つ
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
政
府
の
介
在
に
よ
っ
て
国
家
―
社
会
関
係
の
制
度
配
置
に
お
け
る
組
織
間
関
係
が
ど

の
よ
う
に
編
成
化
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
は
稀
薄
に
な
り
が
ち
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。

（
二
）
道
具
主
義
―
―
弱
い
国
家
？

さ
ら
に
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
そ
の
も
の
が
、
政
策
過
程
に
お
け
る
政
府
の
重
要
性
等
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
、
国
家
の

自
律
性
を
認
め
ず
、
国
家
を
社
会
的
利
害
の
反
映
と
み
る

「社
会
中
心
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
な
り
、
「道
具
主
義
」
的
側
面
を
も
つ
て
い
た

と
い
う
見
解
が
あ
る
。
こ
の
道
具
主
義
の
視
点
は
、　
一
見
対
立
す
る
多
元
主
義
論
も
マ
ル
ク
ス
主
義
も
共
有
し
て
い
る
地
平
で
あ
る
と
さ

れ
、
そ
の
二
つ
の
理
論
的
系
譜
が
、
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
一
部
に
も
遺
産
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
し
ば
し
ぼ
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
道
具
主
義
的
で
社
会
中
心
的
な
視
座
は
、
政
策
過
程
へ
の
と
く
に
労
使
の
職
能
団
体
代
表
の
包
摂
を
、
社
会
的
利
害
の
反

映
と
み
な
す
。
労
使
の
い
ず
れ
が
優
位
で
あ
れ
、
政
府
の
役
割
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
消
極
的

・
中
立
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
う
し

た
支
配
的
勢
力
の
道
具
な
い
し
階
級
支
配
の
手
段
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
地
に
立
て
ば
、
国
家
は
社
会
に
と
っ
て
外
部
に

存
立
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
国
家
そ
の
も
の
が
自
律
性
を
内
蔵
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
な
る
。

こ
う
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
体
制
は
、
第

一
に
、
構
造
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
の
特
権
的
地
位
の
保
持
と
そ
の
若
干
の
譲
歩
と
い
っ
た
修
正

多
元
論
の
一
亜
種
も
し
く
は
そ
の
延
長
上
で
把
握
さ
れ
た
。
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
優
位
を
主
張
す
る
リ
ン
ド
プ
ロ
ム
ら
の
修
正
多
元
論
者
も
、
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政
府
に
よ
る
投
資
環
境
の
整
備
や
資
本
蓄
積

へ
の
関
与
や
景
気
の
誘
導
な
ど
を
め
ぐ
る
政
府
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
が
希
薄
で
あ
り
、

ま
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
者
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
等
と
の

「政
治
交
換
」
の
一
部
と
し
て
労
組
が
政
府
の
各
種
機
関
に
労
働
代
表
と
し
て
参

加
す
る
点
に
つ
い
て
は
着
目
す
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
政
府
の
役
割
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
理
解
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
批
判
が
な
さ

れ
口
。

第
二
に
、
前
述
の
点
を
踏
ま
え
て
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は
、
社
会
に
お
け
る
労
使
間
の
非
対
称
的
な
力
関
係
に
お
い
て
劣
位
に
あ
る

労
働
側
の
発
言
機
会
が
制
度
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
労
働
側
の
政
策
過
程

へ
の
参
加
に
よ
る
政
労
使
間
の

「対
話
」
に
よ
る

「熟
慮
」
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
一
環
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
。
第
二
に
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
政
府
は
、
労
使
間
の
勢
力
関
係
の

「均
衡
」
が

誘
導
さ
れ
る
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
は
、
そ
う
し
た
均
衡
を
誘
導
す
る
体
制
と
し
て
認
識
さ
れ
た
り
、
あ

る
い
は
労
使
エ
リ
ー
ト
間
の

「交
渉

・
調
整
」
な
い
し

「妥
協

・
協
調
」
そ
の
も
の
の
制
度
化
と
し
て
把
捉
さ
れ
た
り
し
た
。
こ
れ
に
加

え
て
、
よ
り
構
造
的
な
視
点
を
入
れ
て
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
体
制
は
、
社
会
レ
ベ
ル
で
の
階
級
間
闘
争
の
制
度
化
の
所
産
と
み
な
さ
れ

た
り
し
た
。
も
っ
と
も
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
な
か
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
政
府
に
よ
る
積
極
的
な
統
合
を
遂
行
す
る

「強
い

国
家
」
を
想
定
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
だ
が
、
多
元
主
義
的
な
集
団
論
を
継
承
す
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
多
く
は
、

政
労
使
の
三
者
協
議
を
ア
ク
タ
ー
間
の

「均
衡
」
と
み
て
い
た
と
い
え
る
。

第
四
に
、
そ
う
し
た
社
会
中
心
的
な
観
点
は
、
さ
ら
に
国
家
の
制
度
編
成
そ
の
も
の
に
も
、
社
会
的
な
力
関
係
が
刻
印
さ
れ
る
と
考
え

て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
社
会
民
主
主
義
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
３
８
ユ

∪
ｏ日
８
【”一ド
の
ｏ
Ｃ
Ｒ

，静
日
¨
Ｓ
Ｄ
Ｃ
）
の
理
論
的

背
景
の
ひ
と
つ
を
な
し
て
い
る
Ｗ

・
コ
ル
ピ
ー
ら
の
権
力
資
源
論
で
は
、
国
家
の
制
度
編
成
は
、
社
会
に
お
け
る
権
力
資
源
の
配
分
の
産

物
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
資
源
を
め
ぐ
る
分
配
闘
争
の
結
果
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
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労
働
者
に
と
っ
て
の
利
用
可
能
な
資
源
の
動
員
の
所
産
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
コ
ル
ピ
ー
は
、
権
力
資
源
に
は
、
経
済
的
な
も
の
と

政
治
的
な
も
の
と
が
あ
り
、
前
者
の
経
済
的
資
源
は
、
資
本
を
含
め
通
常
は
市
場
の
文
脈
の
な
か
で
使
わ
れ
、
国
民
や
社
会
経
済
的
な
利

益
集
団
間
の
あ
い
だ
に
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
政
治
的
資
源
は
、
集
合
行
為
を
組
織
化
す
る
能
力
や
選

挙
を
通
じ
て
影
響
力
を
行
使
す
る
能
力
な
ど
を
指
し
示
し
て
い
る
と
み
な
し
た
。
し
か
も
後
者
の
政
治
資
源
は
、
前
者
の
経
済
資
源
に
比

べ
、
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
よ
り
広
く
国
民
の
あ
い
だ
に
拡
散

・
浸
透
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
一
般
市
民
は
、
通
常
は

経
済
資
源
を
相
対
的
に
過
少
し
か
も
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
政
治
的
資
源
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
場
に
お
け
る
分
配
闘
争
の
過
程

を
め
ぐ
る
条
件
を
設
定
し
た
り
、
そ
う
し
た
市
場
で
の
分
配
関
争
の
結
果
を
修
正
し
た
り
で
き
る
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
党
派
性
を
も
っ
た
政
党
間
の
選
挙
競
合
を
通
じ
て
政
権
形
態
が
確
定
さ
れ
る
と
、
そ
の
帰
結
と
し
て
政
策
の
内
容
面
で

も

「偏
向
」
が
動
員
さ
れ
、
そ
れ
が
生
産

。
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
政
策
転
換
は
、
制
度
遺
産
や
政
策
遺
産
の
影
響
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
政
権
交
代
を
中
心
に
し
た
、
動
員
資
源
の
量
と
質
の
変
化
の
産
物
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
八
〇

年
代
以
降
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
政
府
の
社
会
保
障
費
の

「縮
減
」
等
に
か
ん
し
て
も
、
左
翼
政
権
と
そ
の
党
派
性
が
依
然
と
し
て
有
効
で

あ
る
点
に
も
看
取
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
う
し
た
見
地
は
、
議
会
外
で
の
政
労
使
の
協
調
体
制
や
、
政
府
に
よ
る
規
制
や
調
整
に
重
心
を
置

く
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
政
府
を
経
済
的
支
配
集
団
の
道
具
と
み
な
し
、
労
働
運
動
を
中
心
と
し
た
政

治
関
争
に
お
け
る
権
力
資
源
の
動
員
に
よ
っ
て
、
政
権
の
獲
得
と
政
策
変
更
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
社
会
民
主
主
義
政

府
は
、
親
労
働
者
政
権
と
し
て
種
々
の
政
策
変
更
だ
け
で
な
く
体
制
変
革
の
役
割
も
期
待
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
国
家
の
制
度
編
成
も
ま
た
、
種
々
の
権
力
資
源
の

「投
資
」
の

「結
果
」
と
し
て
現
出
す
る
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
資

源
は
、
参
加
を
は
じ
め
様
々
な

「機
会
」
を
も
た
ら
す
が
、
そ
こ
に
は
、
同
時
に

「選
別
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
働
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
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意
味
で
、
国
家
の
制
度
配
置
は

「偏
向
の
構
造
」
を
帯
び
る
と
さ
れ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
権
力
資
源
論
は
、
労
組
の
組
織
率
や
労
働
者

政
党

へ
の
投
票
動
員
や
労
働
者
政
権
の
存
在
を
、
政
治
資
源
と
し
て
重
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
権
力
資
源
は
、
そ
う
し
た
社
会
的
ア
ク
タ
ー

の
動
員
な
い
し
利
用
可
能
な
手
段
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
社
会
中
心
的
で
道
具
主
義
的
地
平
で
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
て

コ
ル
ピ
ー
ら
の
権
力
資
源
論
は
、
最
終
的
に
は
、
労
働
組
合
の
組
織
化
―
選
挙
―
社
会
民
主
主
義
政
権
と
い
う
系
列
に
照
準
を
あ
て
る
Ｍ
・

リ
プ
セ
ッ
ト
の

「民
主
的
階
級
闘
争
」
モ
デ
ル
と
同

一
の
地
平
に
あ
り
、
い
ず
れ
も
ア
ク
タ
ー
間
の
葛
藤
に
基
礎
を
置
く
階
級
闘
争
モ
デ

ル
で
、
社
会
中
心
的
―
ア
ク
タ
ー
中
心
的
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
。

（
三
）
ヘ
グ
モ
ニ
ー
及
び
力
関
係
の
問
題

そ
う
し
た
議
論
の
展
開
の
な
か
で
、
〈
↓

国
家
の
制
度
編
成
は
、
労
資
間
の
階
級
闘
争
が
展
開
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
拠
点
と
み
な
す
べ
き

な
の
か
、
あ
る
い
は
、
（̈
↓

政
府
は
、
階
級
的
妥
協

・
均
衡
を
積
極
的
に
主
導
す
る
た
め
の
ア
リ
ー
ナ
を
提
供
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と

も
、
（̈
じ

Ａ
・
グ
ラ
ム
シ
流
に
、
国
家
は
、
敵
対
す
る
諸
階
級
や
利
益
集
団
を
内
部
に
抱
き
込
む
こ
と
を
通
じ
て
、
紛
争
そ
れ
自
体
を
吸

収
し
変
容
さ
せ
る
梃
子
と
し
て
機
能
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
も
提
起
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
「
ヘ
グ
モ
ニ
ー
の
拠

点
」
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
家
が
、
は
た
し
て
、
そ
う
し
た
ヘ
グ
モ
ニ
ー
構
築
に
お
け
る
自
律
し
た
拠

点
や

「管
制
高
地
」
た
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
る
疑
義
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
多
く
は
、
そ
う
し
た
政
府
介
入
や
国
家
の
自
律
性
を
め
ぐ
る
厄
介
な
問

題
に
た
い
し
て
は
判
断
を
停
止
し
た
ま
ま
に
、
Ｊ
・
レ
ヴ
イ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
政
労
使
間
で
権
限
を
共
有
し
あ
う

一
種
の

「権
力
分

有
モ
デ
ル
」
を
想
定
し
、
国
家
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
性
の
問
題

へ
の
言
及
を
回
避
し
て
き
た
と
も
み
な
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
初
期
の
コ
ー
ポ

ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
に
お
い
て
も
、
種
々
の
利
益
集
団
と
国
家
と
の
関
係
は
複
合
的
で
あ
り
、
両
者
の
力
関
係
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
点
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は
強
調
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
Ｗ
・
シ
ュ
ト
リ
ー
ク
は
、
経
営
者
団
体
と
政
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
経
営
者
団
体
が
政
府
を
巻
き

込
ん
で
自
ら
の
組
織
的
な
生
存
を
勝
ち
取
る
場
合
と
、
国
家
が
団
体
の
包
摂
化
と
そ
の
制
度
化
を
は
か
り
、
当
該
団
体
に
公
的
地
位
と
公

的
責
任
を
付
与
す
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
体
制
で
は
、
利
益
集
団
は
、
組
織
間
関
係
に
お

い
て
国
家
と
の
特
殊
な
関
係
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
「公
的
地
位
」
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「公
的
地
位
」

と
は
、
当
該
集
団
が
、
国
家
以
外
の
他
の
ア
リ
ー
ナ
で
は
決
し
て
与
え
ら
れ
な
い
特
殊
な
資
源
を
、
直
接
的
に
せ
よ
間
接
的
に
せ
よ
、
獲

得
し
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
当
該
集
団
が
政
府
の
正
統
な
強
制
力
に
依
拠
で
き
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
つ

て
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
体
制
に
か
ん
し
て
は
、
国
家
と
社
会
の
両
者
を
載
然
と
区
別
す
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
は
政
府
の
主
導
性
や
自
律

性
の
如
何
を
確
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
の

「権
力
分
有
」
モ
デ
ル
は
、
そ
う
し
た
実
際
の
複
雑
さ
に
基
づ
く
留
保
の
表
現
と

も
い
え
る
。

（
四
）
権
力
分
有
と
公
共
性
の
転
換
の
問
題

「権
力
分
有
」
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
力
関
係
や
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
問
題
を
曖
昧
に
し
て
い
る
と
い
う
懐
疑
的
な
議
論
が
あ
る
一
方
で
、
む

し
ろ
、
そ
う
し
た
権
力
分
有
モ
デ
ル
こ
そ
、
政
府
に
独
占
さ
れ
て
い
た
権
威
を
利
益
集
団
に
も
共
有
さ
せ
、
公
共
性
の
概
念
の
転
換
を
も

た
ら
し
、
そ
こ
に
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
体
制
の
民
主
主
義
論
に
お
け
る
積
極
的
な
意
義
を
見
い
だ
せ
る
と
す
る
議
論
が
登
場
す
る
。
す
な

わ
ち
、
（多
元
主
義
理
論
が
想
定
し
て
い
た
）
「リ
ベ
ラ
ル
型
民
主
主
義
は
、
位
階
制
的
な
国
家
の
権
威
と
市
民
社
会
の
自
発
的
な
組
織
と
を

峻
別
す
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
理
論
と
実
際
は
、
国
家
と
社
会
の
区
別
を
曖
味
に
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
は
、

国
家
が
、
民
間
の
私
的
な
利
益
団
体
と
権
威
を
共
有
し
、
そ
の
私
的
利
益
団
体
の
諸
活
動
を
調
整
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
団
体

に
公
的
な
機
能
と
決
定
を
委
譲
し
た
り
す
る
な
か
で
、
民
間
の
私
的
な
利
益
集
団
を
公
共
政
策
の
エ
ー
ジ
エ
ン
ト
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
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に
な
る
」。

こ
う
し
て
、
た
と
え
ば
労
組
も
、
そ
の
機
能
と
正
統
性
を
国
家
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
一
種
の

「政
治
的
シ
チ
ズ
ン
シ
ツ
プ
」
を
も
ち
、

国
家
に
よ
る
行
政
的

・
立
法
的
措
置
に
関
与
す
る
。
公
的
地
位
を
獲
得
し
た
主
要
な
利
益
集
団
は
、
公
共
政
策
の
定
式
だ
け
で
な
く
執
行

に
も
参
与
す
る

一
種
の

「私
的
政
府
＝
統
治

（マ
オ

，８
Ｆ
一ｏ」ｏ８
５
お
日
日
跡
一と

の
一
翼
を
担
い
、
そ
し
て
政
労
使
の
三
者
が
共
有
す

る

「公
共
性
」
の
領
域
が
生
成

・
発
展
す
る
。
そ
こ
で
は
、
有
力
な
私
的
団
体
と
政
府
と
の

「政
治
的
交
換
」
の
論
理
よ
り
も
、
む
し
ろ

公
私
両
ア
ク
タ
ー
が
相
互
学
習
を
通
し
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
や
政
策
協
調
を
構
築
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
公
私
領
域
の
再
編
と
公
共
領

域
の
刷
新
が
次
第
に
要
請
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
公
共
性
の
議
論
は
、
い
く
つ
か
の
困
難
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
第

一
に
、
政
策
協
調

や
政
労
使
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
、
そ
し
て
と
く
に
労
組
の
よ
う
な
職
能
団
体
の
政
治
的
シ
チ
ズ
ン
シ
ツ
プ
は
、
政
権
の
党
派
性

に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
問
題
、
と
り
わ
け
親
労
働
者
政
権
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
第
二
に
、
そ
れ
に
関
連
し

て
い
え
ば
、
そ
う
し
た
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
や
政
策
協
調
は
、
政
権
の
党
派
性
だ
け
で
な
く
、
政
権
の
安
定
性
に
も
依
存
す
る
こ

と
に
な
る
。
連
合
政
権
か
否
か
、
連
合
政
権
の
場
合
の
与
党
内
の
勢
力
比
や
、
議
会
に
お
け
る
与
野
党
間
の
拮
抗
と
い
う
政
党
政
治
、
そ

し
て
要
党
も
含
め
た
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
存
在
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
否
は
左
右
さ
れ
る
。

第
二
に
、
少
数
内
閣
な
ど
政
権
基
盤
が
脆
弱
な
場
合

（
「弱
い
政
府
し

で
も
、
政
労
使
の
政
策
協
調
や
パ
ー
ト
な
シ
ッ
プ
は
あ
り
う
る

瀬
ヽ
し
か
し
ヽ
そ
の
場
合
、
政
労
使
の
エ
リ
ー
ト
協
調
に
よ
る

「公
的
責
任
」
の
強
調
は
、
労
使
内
部
の
下
部
組
織
の
反
発
や
抵
抗
を
抱

え
込
み
、
職
能
代
表
と

一
般
メ
ン
バ
ー
と
の
あ
い
だ
の
ギ
ャ
ツ
プ
を
常
に
伴
う
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
の
よ
う
に
調
整
し
て
い
く
の
か
が
、

そ
う
し
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
型
の
政
策
協
調
に
求
め
ら
れ
る

「ガ
バ
ナ
ン
ス
能
力
」
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
。
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第
四
に
、
社
会
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
伴
う
政
策
過
程
そ
れ
自
体
が
、
政
府
と
議
会
と
の
関
係
も
含
め
た
議
会
制
民
主
主
義
と
そ
の
正

当
性
の
問
題
を
惹
起
す
る
。
こ
れ
は
、
政
府
の
党
派
性
や
政
権
の
安
定
性
や
利
益
代
表
内
部
の
ギ
ャ
ッ
プ
等
の
後
景
に
あ
る
制
度
問
題
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
議
会
主
義
以
外
の
回
路
を
制
度
化
す
る
こ
と
は
、
Ｆ
・
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
「国
民
主
権
」
の
観
点
か
ら
み

て
、
必
ず
正
統
性
の
問
題
に
逢
着
し
、
そ
れ
が
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の

「ア
キ
レ
ス
腱
」
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
議
会
制
民

主
主
義
で
は
、
選
挙
―
政
党
―
議
会
の
代
表
関
係
に
フ
オ
ー
マ
ル
な
正
統
性
が
あ
る
以
上
、
職
能
集
団
の
頂
上
部
と
執
政
府
間
で
の
政
策

形
成
を
め
ぐ
る
協
議
の
制
度
化
は
、
た
だ
ち
に
正
統
性
を
付
与
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
正
統
性
の
問
題
に
か
ん
す
る

限
り
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
体
制
は
、
正
統
性
の

「生
産
者
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
正
統
性
を
付
与
す
る
の
は
政
府
で
あ
り
、
政
労
使

の
三
者
協
議
体
制
は
、
政
府
が
供
給
す
る
正
統
性
の

「消
費
者
」
と
な
り
、
政
府
に
よ
る
認
可
と
手
続
き
を
経
て
初
め
て
利
益
集
団
の
政

策
参
加
等
が
制
度
化
さ
れ
る
の
で
あ
“
。
こ
う
し
て
政
策
協
調
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
参
画
に
は
政
府
に
よ
る
承
認
が
必
要
と
さ
れ
、

ま
た
、
選
挙
に
よ
る
議
会
代
表
と
は
異
な
る

「合
意
回
路
」
は
、
議
会
制
と
の
あ
い
だ
に
醜
齢
を
生
じ
さ
せ
る
。
と
り
わ
け
、
連
合
政
権

な
ど
政
権
基
盤
の
弱
い
政
府
の
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
が
政
権
と
議
会
の
あ
い
だ
で
摩
擦
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
コ
ー

ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
体
制
そ
の
も
の
は
、
そ
の
正
統
性
を
国
家

（
＝
政
府
や
政
権
）
に
依
存
し
て
い
る
か
た
ち
に
な
る
の
で
、
制
度
的
に
は
、

常
に
正
統
性
の
危
機
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
麺
。

し
か
し
第
五
に
、
そ
う
し
た
政
策
協
調
の
制
度
化
は
、
議
会
制
以
外
の
各
種
の
代
表
回
路
を

「代
替
的
」
な
制
度
と
し
て
提
示
し
う
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
初
期
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
展
開
の
な
か
で
、
利
益
代
表
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の

も
つ
不
安
定
性
を
指
摘
し
た
シ
ュ
ミ
ツ
タ
ー
や
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
が
、
そ
の
代
案
の
ひ
と
つ
と
し
て

「サ
ン
デ
イ
カ
リ
ズ
ム
」
に
言
及
し

た
所
以
で
も
あ
”
、
ま
た
ヽ
生
産
者
民
主
主
義
や
産
業
民
主
主
義
等
々
の
議
論
を
提
起
さ
せ
る

一
因
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
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，
３

【
，

ｖ

崎

ド
ｏ
３

８

彗

２

，

”
３

ｏ
３

Ｒ

Ｚ
８

８

８

０
ュ

φ̈
Ｆ

、
日

日

リ

ゴ
お

ヽ
８

ｏ
一
Ｆ

ｄ

Ｆ

【
¨
≧

♂
」

，

と

０

８

２
Ｒ

Ｉ

ｏ
Ｆ

Ｓ

Ｌ

≦

【Ｐ

ａ

≧

∽
〓

く́
Ｒ
●

（
ｏ

，

〉

ξ

ヽ
螢

Ｓ

ヽ
ざ

■

ミ

ざ

ヽ
き

ヽ

き

さ

゛
篭

¨
い
ミ

，

Ｑ

ミ

な

き

ヽ
δ

ヽ
ミ

Ω
き

ヽ
ミ

ミ

ミ

６

日

幸

を
お

Ｐ

０
２
日
０
■
一
”
ｏ
Ｃ
ｏ
」く
ｏ
こ
〓
ヽ

”
】
Φ
∽
´

Ｎ
０
０
０
〉

ｏ
，

ト
ト

，
卜
０
０
¨
Ｏ
∽
ｏ
”
【
ビ
δ
Ｆ
●
”
“
い
ヽ

く
Ｆ

，
一“

”
，

ｏ
一
ｏ
子

、
０
０
●
こ
一
”
¨
オ
ヨ
〓

】
，

ｏ
”
”
粋
・
り
［
の
∽
ｏ
●
●

”
い
０

「
ｒ
一
ｃ
『
ｏ

，
一

，

Ｏ
ｏ
●
ｏ
ｏ
一
一
ヽ

ヽ
さ
器
ミ
ｓ
ヽ
力
ヽ
ｏ
Ｓ
Ｓ

ヽヽ

ヽ
Ｓ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
Ｓ
Ｓ
も
゛

く
Ｒ

Ｐ

Ｎ
０
０
や

０
，

ω
Ｏ
ｏ
，
ω
ω
■

（７
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
Ｗ

・
シ
ュ
ト
リ
ー
ク
は
、
八
〇
年
代
に
す
で
に
西
欧
九
ヶ
国
の
経
営
者
団
体
の
体
系
的
な
比
較
研
究
の
予
備
的
調
査
の
な

か

で

強

調

し

て

い

た

。
以

下

を

参

照

。
ζ
ヽ
ユ

踏

”
●
∞

９

【
８

，

ヽ

”
２

蒸

８

●

コ

ロ

じ

∽
冒

ｐ
ｐ
Ｏ

ｏ
８

ｏ
８

●
，

日

¨
０

８

８

営

ｂ

〓

Ｆ

Ｃ

ｒ

′

る

ｏ
一ｏ
●
ｏ

，

Ｐ
ａ

，

ｏ

９

●
＾
ｏ
ヽ

き
ヽ
ミ
ミ
ミ
０
・ミ
ヽ
ゃ
ヽ
ゞ

ぎ
』お
●
８
Ｐ
３
ζ
３
・器
●
３
７

ｏ
や
ヽ
０
誼
ド
ま
た
、
桐
谷
仁

『国
家

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
・
社
会
運
動
―
―
制
度
と
集

合
行
動
の
比
較
政
治
学
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
二
年
、
第
ニ
二
一章
も
あ
わ
せ
て
参
照
。

（
８

）

た

と

え

ば

以

下

を

参

照

。
υ

，
さ

口
ｏ
こ

巴
ａ

ヽ
ｏ
２

パ
【
ｏ̈
”
ｏ
●

、
日

，
の
ｏ
Ｌ
３

ｏ
ｒ

，
ｏ

９

“
¨

，

∽
ｏ
８

ｏ

Ｏ
ｏ
日

ヽ
Ｒ
Ｆ

”
０
」Ｌ
言

一
ヽ

日

∽
け
ｏ

，
ヽ
わ

０
９

●
降
２
●

υ
ｏ
ま
０

口
ｏ
に

ヽ

営

２
ざ

ユ

●

ｏ̈
”
９

（
ｏ
α
φ
）

ヾ

ヽ
い
ヽ
ヽ
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０
§

さ

ざ
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ヾ
心

ヽ
ヽ

０
ヽ
く

Ｏ
Ｓ

ヽ
そ

さ

い
ヽ

゛

溶

ヽ
Ｒ

ざ

ざ
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ヽ
ミ

な

さ

ヾ

を
ゞ

災

く

野

）Ｆ

∽
¨
９

０
ｏ
９

器

と

″
●

，
ｃ
●
〓
Ｉ

０
８

９^
き
】
ロ
ロ
８ヽ
８
が

，
ａ

，

目ヽ
〓

ｏヽこ
ｃ
Ｌ
お
●
ｆ

８
８
）も

，
Ｈ
８

（９
）
近
年
、
こ
の
修
正
多
元
主
義
論
の
延
長
上
で
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
を
整
理
し
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
国
家
介
入
を
受
動
的
な
選
別
と
み
な
し

た

も

の

と

し

て

、

た

と

え

ば

以

下

を

参

照

。
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社会コーポラティズムから鹸 協調へ?―ネオ コーボラティズム論における国家問題に一
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Ｐ
３
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０，
お
デ
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，
８
Ｐ

ｏ
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お
ヽ
ヽ

，
修
正
多
元
論
の
先
駆
と
し
て
Ｃ
・
リ
ン
ド
プ
ロ
ム
の
以
下
の
議
論
も
参
照
。
ｏ
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Ｏ
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ヽ
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Ｆ
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ヽ
０
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ｏ
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０
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ヽ
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∽
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２
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Ｒ
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０
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ヽ
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Ｏ
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Ｏ
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Ｚ
ｏ
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£
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Ｃ
口
お̈
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■ｏ多

３
８
ン
●
や
ヽ
０‐８
●
こ
の
リ
ン
ド
プ
ロ
ム
の
い
う

「ビ
ジ
ネ
ス
の
特
権
性
」
と
そ
の
論
評
に
つ
い
て
は
以
下
も
併
せ
て

参

照
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ヽ
５
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ヽ
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０
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∽
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∽
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∽
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０
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∽
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∽
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９
ま
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ド
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ロ
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ビ
ジ
ネ
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的
地
位
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す
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修
正
多
元
論
と
新
多
元
主
義
論
と
を
区
別
す
る
場
合
も
多
々
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。
こ
の
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に

つ

い

て
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古
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ポ
ラ
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ィ
ズ
ム
ヘ
の
批
判
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踏
ま
え
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コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
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ま
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新
た
な
多
元
主

義

（
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オ
・
プ
ル
ー
ラ
リ
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ム
し

の
一
種
で
あ
る
と
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
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一貸
彗
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「
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∽日

”
５
２
Ｚ
ω
ｏ
Ｐ
コ
含
δ
コ
〓
デ
ヨ

Ｆ

［ざ
Ｆ

，
２

∽
ｏ
Ｌ
ε
ｏ
”
ヽ
〓
つ
円
〓
ｏ
日

，
∽
ヽ
”
”
ｏ
∽
匡

ヽ
”
ｏ
σ
２
¨
ゝ
」
♂
【

，

，
お
ｘ
”
●
α
Ｐ

，
お
ド
′

ｏ
５
α
‘
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ヽ
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∽
ｏ

，
〓
”
ヽ
●

●
０
∽
）

『
ミ
ヽ
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ヽ
Ｏｏｏヽ
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、
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、
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ヽ
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ヽ
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い
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ヽ
●
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「
８
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ヽ
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いや
ヽ
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ま
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、
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の

点

に

つ

い

て

は
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以

下

を
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照
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∽
Ｆ
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つ

ω
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．
ｏ
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ｏ
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，
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い
０
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ツ
シ
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ー
テ
ィ
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・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
概
念
に
包
括
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
異
論
も
含
め
て
多
々
議
論
が
あ

る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
と
ど
め
、
詳
し
い
議
論
を
こ
こ
で
は
展
開
し
な
い
。
と
り
あ
え
ず
以
下
を
参
照
。
ま
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第
二
章
　
国
家
中
心
的
視
座
―
―
公
私
セ
ク
タ
ー
間
対
立

（
一
）
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
対
行
政
コ
ー
ボ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
は
、
当
初
か
ら
、
国
家
の
位
相
や
官
僚
制
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
は
明
確
さ
に
欠
け
て
い
た
と
い
う

批
判
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
社
会
の
職
能
団
体
か
ら
の
要
求
に
た
い
し
て
、
外
部
に
立

っ
て
調
整
を
お
こ
な
う
主
体
と
し

て
、
自
律
し
た
官
僚
層
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
判
然
と
せ
ず
、
ま
た
国
家
と
社
会
の
両
次
元
の
対
峙
や
、
国
家
官
僚
層
と
職

能
集
団
と
の
相
剋
と
い
う
側
面
が
欠
落
し
て
い
る
と
す
る
、
ス
テ
イ
テ
ィ
ス
ト
的
観
点
か
ら
の
批
判
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
所
説
に
お
い
て
、
社
会
に
お
け
る
組
織
化
お
よ
び
入
力
局
面
と
、
政
策
執
行
の
出
力

局
面
と
の
あ
い
だ
に
は
饂
齢
が
あ
り
、
さ
ら
に
後
者
の
政
策
執
行
の
局
面
に
お
い
て
も
分
岐
の
側
面
が
あ
る
こ
と
に
着
眼
し
た
議
論
が
登

場
し
た
。
た
と
え
ば
Ｄ
・
プ
ラ
ン
ド
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
型
の
政
策
過
程
の
制
度
化
に
よ
っ
て
、
行
政
運
営
上
の
政
策
執
行
と
法
の

支
配
と
し
て
の
執
行
と
の
あ
い
だ
に
緊
張
が
し
ば
し
ば
生
じ
る
点
に
着
日
し
た
。
か
れ
は
、
シ
ュ
ミ
ツ
タ
ー
流
の
社
会
に
お
け
る
組
織
化

さ
れ
た
利
益
集
団
に
主
眼
を
置
く

「社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
に
対
し
て
、
国
家
の
側
に
視
点
を
移
す
。
そ
し
て
、
組
織
化
さ
れ
た
利

益
集
団
が
、
独
占
的
に
利
益
を
代
表
し
、
政
策
の
定
式
化
だ
け
で
な
く
政
策
執
行
に
お
い
て
も
フ
オ
ー
マ
ル
な
い
し
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
に

重
要
な
役
割
を
果
た
す
、
制
度
化
さ
れ
た
行
政
パ
タ
ン
を

「行
政
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
と
規
定
し
て
、
そ
れ
を

「社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ

ズ
ム
」
と
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
シ
ュ
ミ
ツ
タ
ー
流
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
は
、
入
力
の
局
面
に
重
点
を
置
い
た
社

会
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
プ
ラ
ン
ド
は
、
政
策
の
執
行

・
実
施
の
出
力
の
局
面
に
力
点
を
置
い
て
お
り
、
し
か
も
両
者
の

あ
い
だ
に
は
緊
張

・
対
立
関
係
が
起
き
う
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
緊
張
関
係
が
生
じ
る
の
は
、
Ｂ

。
ロ
ス
ス
タ
イ
ン
に
よ
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れ
ば
、
前
者
の
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
流
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
理
解
で
は
、
政
策
執
行
が
、
標
的
と
な
っ
た
集
団
と
そ
の
上
位
団
体
の
個
別
的

欲
求
に
む
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
行
政
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
で
は
、
法
の
支
配
と
し
て
の
執
行
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
普
遍
的

な
視
点
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
政
策
定
式
化
の
入
力
局
面
だ
け
で
な
く
政
策
執
行
過
程

（出
力
局
面
）
に
お
け
る
政
策
参
加
に
着
目
す
る
行
政
コ
ー
ポ

ラ
テ
イ
ズ
ム
論
は
、
ま
ず
第

一
に
、
多
元
主
義
論
が
、
政
策
過
程
に
お
け
る
集
団
間
の
力
関
係
と
入
力
局
面
を
偏
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

政
策
出
力
の
局
面
や
政
府
の
公
共
性
の
問
題
を
看
過
し
が
ち
な
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
で
、
Ｔ
ｈ
・
ロ
ー
ウ
イ
の

「利

益
集
団
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
論
や

「依
法
的
民
主
主
義
」
論
と
問
題
関
心
を
共
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
い
ず
れ
も
、
公
共

性
の
問
題
や
政
策
執
行
に
お
け
る
法

へ
の
依
拠
を
重
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
行
政
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
は
、
ビ
ジ
ネ
ス

を
は
じ
め
有
力
な
集
団
が
、
た
ん
に
政
策
受
益
集
団
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
策
執
行
の
出
力
局
面
で
も
影
響
力
を
行
使
し
、
そ

の
結
果
、
「政
策
が
政
治
を
規
定
」
（
ロ
ー
ウ
イ
）
す
る
か
た
ち
で
、
入
力
局
面
に
も
影
響
を
あ
た
え
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
入
力
局

面
と
の
緊
張
関
係
を
も
た
ら
す
と
い
う
認
識
に
お
い
て
も
、
「利
益
集
団
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
論
や

「依
法
的
民
主
主
義
」
論
と
問
題
を
共
有

し
て
い
る
。

第
二
に
、
利
益
集
団
間
の
布
置
状
況
も
、
政
策
領
域
に
よ
つ
て
は
次
第
に

「位
階
制
化
」
の
方
向
に
む
か
う
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
を

示
唆
す
る
点
で
も

「利
益
集
団
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
論
と
見
解
を
共
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
種
々
の
政
策
執
行
は
、
た
と
え
ば
特
定
の
有

力
集
団
に
と
っ
て
は

「収
穫
逓
増
」
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
既
存
の
権
益
が
維
持
拡
大
し
特
権
的
集
団
が
再
生
産
さ
れ
る
が
、
そ

れ
だ
け
で
な
く
、
利
益
集
団
間
関
係
も
ま
た
寡
頭
制
化
の
傾
向
を
帯
び
る
と
い
う
認
識
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
政
府
の
政
策
執
行
に
焦
点
を
あ
て
た

「行
政
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
論
は
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
お
け
る
多
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元
主
義
批
判

へ
の
対
応
を
通
じ
て
多
元
主
義
論
そ
の
も
の
が
変
容
を
遂
げ
る
な
か
で
再
構
築
さ
れ
た

「ネ
オ

・
多
元
主
義
論
」
と
親
和
性

を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
ネ
オ
た
る
所
以
は
、
可
視
的
な
ア
ク
タ
ー
だ
け
で
な
く
、
当
該
ア
ク
タ
ー
を
取
り
巻
く
社
会
的

コ
ン
テ
ク

ス
ト
、
と
く
に
当
該
ア
ク
タ
ー
の
置
か
れ
た
構
造
的
位
置

（た
と
え
ば
リ
ン
ド
プ
ロ
ム
が
指
摘
し
た

「ビ
ジ
ネ
ス
の
特
権
的
地
位
」
な
ど
）

に
も
留
意
し
て
い
る
こ
と
、
と
り
わ
け
政
策
形
成
過
程
を
中
心
と
し
た
政
府
の
役
割
等
の
国
家
の
視
点
を
取
り
込
ん
だ
点
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
近
年
、
Ｊ

・
ド
ラ
イ
ジ

ェ
ツ
ク
ら
が
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
を
、
そ
う
し
た
修
正
多
元
論
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
枠
内
に
位
置
づ
け
て
い
る
所
以
も
理
解
で
き
¨
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
社
会
中
心
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ

ム
論
が
、
利
益
の
組
織
化
と
政
府

へ
の
入
力
過
程
に
お
け
る
利
益
代
表
の
制
度
化
を
過
度
に
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
て
、
政
策
形

成
過
程
に
お
け
る
出
力
の
局
面
に
も
焦
点
を
あ
て
、
ひ
い
て
は
政
策
領
域
を
め
ぐ
る
行
政
府
内
部
の
問
題
を
俎
上
に
の
せ
る
契
機
に
も
な
っ

て
い
た
と
い
え
る
。

（
二
）
政
府
能
力
と
国
家
装
置
内
部
の
亀
裂
―
―
準
国
家
機
関
と
公
共
部
門
―
―

ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
は
、
多
元
主
義
論
と
は
異
な
り
、
政
策
過
程
の
制
度
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
国
家
の
独
自
の
役
割
に
ま

で
、
そ
の
認
識
の
射
程
を
広
げ
て
い
た
が
、
そ
の
視
野
は
、
各
種
の
委
員
会
や
審
議
会
な
ど
の
準
国
家
機
関
の
数
や
そ
れ
へ
の
労
使
代
表

の
参
加

・
包
摂
度
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
公
共
部
門
の
大
き
さ
、
政
府
支
出
の
対
国
内
総
生
産
比
、
公
務
員
数
比
な
ど
、

「政
府
能
力

Ｆ
９
８
日
″８
〓
３
３
〓
ｑ
と

に
か
か
わ
る
諸
指
標
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
国
有
企
業
の
比
重
の
高
い

「混

合
経
済
」
体
制
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
な
ど
の
北
欧
諸
国
は
総
じ
て
高
い
ラ
ン
ク
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
。
ま
た
、
公
有
対
私
有
の
所
有
次
元
に
加
え
て
、
Ｊ
・
ウ
イ
ン
ク
ラ
ー
ら
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
統
制

（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
の
公
私
次

元
を
設
定
し
た
。
そ
し
て
所
有
と
統
制
の
二
つ
の
軸
を
組
み
合
わ
せ
た
経
済
体
制
の
視
点
か
ら
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
、
私
的
―
所
有
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と
公
的
―
統
制
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
、　
つ
ま
り
、
政
府
の
統
制
の
強
い
体
制
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経

済
体
制
も
含
め
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
は
、
政
府
が
経
済
運
営
を
主
導
し
、
社
会
経
済
領
域
に
積
極
的
に
介
入
す
る
、
自
律
し
た
国
家

像
を
想
定
し
て
い
た
と
い
え
る
。

（
三
）
行
政
府
の
部
門
間
対
立

だ
が
、
国
家
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、
政
府
の
部
門
間
関
係
は
、
対
立
と
協
調
の
両
面
を
抱
え
て
い
る
。
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論

は
、
主
と
し
て
社
会
に
お
け
る
労
使
間
の
亀
裂
を
代
表
す
る
労
使
団
体
の
両
代
表
が
、
審
議
会
や
委
員
会
等
の
準
政
府
機
関
に
包
摂
さ
れ

る
点
に
注
目
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
社
会
亀
裂
が
、
国
家
装
置
内
部
の
部
門
間
対
立
に
ど
の
よ
う
に
転
位
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
っ

た

「紛
争
ア
リ
ー
ナ
」
の
移
行
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
総
じ
て
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
政
策
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
論
が
批
判
し
た
よ
う
に
、
行
政
内
部
の
部
門
間
対
立

へ
の
問
題
関
心
が
往
々
に
し
て
稀
薄
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
し
か
に
、
コ
ー

ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
多
く
は
、
マ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
に
焦
点
を
あ
て
、
社
会
の
階
級
的
亀
裂
と
そ
の
職
能
団
体
間
の
組
織
間
関
係
、
そ
し
て

そ
の
頂
上
団
体
の
政
府
内
部

へ
の
包
摂
の
制
度
化
お
よ
び
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
行
政
府
の
優
位
性
に
は
着
日
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
階
級
的
亀
裂
の
様
相
が
セ
ク
タ
ー
間
で
異
な
る
こ
と
、
ま
た
政
策
領
域
ご
と
で
職
能
団
体
間
の
力
関
係
に
差
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
利
益
集
団
関
係
の
相
違
が
行
政
機
構
の
内
部
編
制
と
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
照
応
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
論
じ
ら
れ
る

こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
か
つ
て
Ｂ

・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
社
会
に
お
け
る
労
使
間
の
階
級
的
亀
裂
や
機
能
に
お
け
る
セ
ク

タ
ー
間
の
葛
藤
は
、
国
家
装
置
の
内
部
に
も
転
位
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
紛
争
ア
リ
ー
ナ
の
移
行
に
つ
い
て
、
初
期
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ

ズ
ム
論
で
は
、
社
会
の
階
級
的
亀
裂
や
職
能
的
区
分
に
は
着
目
し
て
い
る
も
の
の
、
政
策
セ
ク
タ
ー
間
の
領
域
の
画
定
や
、
そ
れ
に
伴
う

国
家
内
部
の
セ
ク
タ
ー
間
の
相
剋
等
に
つ
い
て
は
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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（四
）
セ
ク
タ
ー
間
対
立

（あ
る
い
は
）
メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
問
題

こ
う
し
た
点
を
背
景
に
し
て
、
政
府
の
個
別
部
門
と
利
益
集
団
と
の
関
係
の
型
に
注
目
し
た

「政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
」
や
、
セ
ク
タ
ー

間
の
差
異
に
着
日
し
た

「メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論

（あ
る
い
は
セ
ク
タ
ー

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
と

が
登
場
し
た
と
い
え
る
。

政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
は
、
フ
オ
ー
マ
ル
な
統
治
制
度
よ
り
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
個
別
の
政
策
を
め
ぐ
る
執
政
府
の
省
庁
と
利
益

集
団
と
の
あ
い
だ
の
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
な
連
繋
の
制
度
化
に
関
心
が
あ
り
、
そ
う
し
た
下
位
政
府
と

「顧
客
集
団
」
と
の
関
係
の
制
度
化

を
重
視
す
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
部
に
多
様
な
見
解
を
抱
え
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
次
の
よ
う
な
視
点
は
共
有
し
て

い
た
。
つ
ま
り
、
国
家
は

一
枚
岩
で
同
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
と
く
に
政
策
執
行
機
関
と
し
て
の
行
政
機
構
の
内
部
に
は
セ
ク
タ
ー
間

の
機
能
的
対
立
が
あ
り
、
そ
う
し
た
セ
ク
タ
ー
・
レ
ベ
ル
で
は
、
関
連
す
る
利
益
集
団
も
異
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
国
家
の
政
策
担
当
部

門
も
介
入
様
式
も
違
っ
て
く
る
と
い
う
認
識
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
い
え
ば
、　
マ
ク
ロ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
で
は
低
い
ラ
ン
ク
に
あ
る
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ

リ
カ
な
ど
、
ア
ン
グ
ロ
＝
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
多
元
主
義
と
み
な
さ
れ
る
国
々
で
も
、
種
々
の
セ
ク
タ
ー
・
レ
ベ
ル
に
分
析
の
焦
点
を
あ
て

る
と
、
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権
化
さ
れ
た
労
使
の
利
益
集
団
と
政
府
と
の
三
者
協
調
型
の
政
策
調
整
や
、
そ
の
職
能
利
益
代
表
の
政
策

参
加
の
制
度
化
が
、
種
々
の
政
策
領
域
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
マ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
に
偏
重
し
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
で
は
捉
え

き
れ
な
い
複
雑
な
様
相
が

一
国
内
部
で
も
索
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
の
政
策
ス
タ
イ
ル
と
セ
ク
タ
ー
・
レ
ベ
ル
の

政
策
ス
タ
イ
ル
と
を
区
別
す
る
必
要
性
も
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
セ
ク
タ
ー

・
レ
ベ
ル
を
重
視
す
る
議
論
は
、
八
〇
年
代
の
Ｃ

・
ク
ラ
ウ

チ
や
Ａ

・
コ
ー
ソ
ン
ら
の
メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
初
か
ら
マ
ク
ロ
ー
メ
ゾ
ー
ミ
ク
ロ
と
い
つ
た
レ
ベ
ル

間
の
差
異
だ
け
に
着
限
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
各
国
内
部
の
セ
ク
タ
ー

・
レ
ベ
ル
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
の
相
違
が
、
各
国
間
の
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コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
分
岐
を
も
た
ら
し
、
「
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
多
様
性
」
を
も
た
ら
す
と
す
る
問
題
提
起
も
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
射
程
が
マ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
に
特
化
し
た
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。

（四
―

一
）
生
産
対
消
費
―
―
二
重
国
家
論

こ
の
よ
う
に
セ
ク
タ
ー
間
の
差
異
と
多
様
性

へ
の
関
心
が
高
ま
る
な
か
で
、
そ
う
し
た
セ
ク
タ
ー
間
対
立
の
基
軸
は
何
か
と
い
う
議
論

が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
第

一
に
、
初
期
の
多
元
主
義
対
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
図
を
反
映
し
て
、
生
産
対
消
費
の
亀
裂

が
あ
げ
ら
れ
た
。
マ
ク
ロ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
は

「生
産
の
政
治
」
の
側
面
に
主
た
る
焦
点
を
あ
て
て
い
る
が
、
生
産
と
消
費
の
両

面
を
総
合
的
に
把
握
で
き
て
い
な
い
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
批
判
的
見
地
か
ら
、
た
と
え
ば
Ａ
・
コ
ー
ソ
ン
ら
は
、
「生

産
の
政
治
」
で
は
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
が
支
配
的
に
な
り
、
他
方

「消
費
の
政
治
」
で
は
多
元
主
義
型
が
優
勢
に
な
り
が
ち
で
あ
る
と
し

た
う
え
で
、
セ
ク
タ
ー
・
レ
ベ
ル
の
利
益
集
団
―
政
府
間
関
係
で
は
、
各
セ
ク
タ
ー
で
、
こ
の
両
者
の
型
が
混
在
し
て
い
る
点
を
主
張
し

た
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
生
産
と
消
費
の
政
治
の
二
重
性
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
照
応
す
る
政
府
内
部
の
セ
ク
タ
ー
の
間
に
違
い
が
あ
り
、

政
府
―
集
団
関
係
も
異
な
っ
て
く
る
点
を
重
視
し
て
、
国
家
機
構
内
部
も
ま
た

「二
重
性
」
を
帯
び
る
点
を
強
調
す
る

「
二
重
国
家
論
」

も
展
開
さ
れ
翅
。

（
四
―
二
）
競
争
部
門
対
保
護
部
門
―
―
公
的

。
私
的
関
係
の
バ
ラ
ン
ス

こ
の
セ
ク
タ
ー
間
の
亀
裂
は
、
生
産
対
消
費
の
軸
だ
け
で
な
く
、
同
じ
製
造
業
内
部
の
生
産
部
門
に
か
ん
し
て
も
、
た
と
え
ば
鉄
鋼
業

な
ど
の
生
産
財
部
門
と
、
自
動
車
産
業
等
の
耐
久
消
費
財
部
門
と
の
相
違
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、
そ
し
て
セ
ク
タ
ー
ご
と
で
労
使
協
議
体
制

の
確
立
に
は
差
異
が
あ
る
点
に
も
眼
を
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
各
セ
ク
タ
ー
の
相
対
的
な
自
律
性
が
高
ま
っ
て
い
く

メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
問
題
が
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
衰
退
論
の
鍵
を
な
す

「交
渉
分
権
化
」
の
議
論
の
な
か
で
再
ぴ
論
じ
ら
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れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
全
般
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
機
会
に
述
べ
る
こ
と
に

し
て
、
こ
こ
で
着
日
し
た
い
の
は
、
と
く
に
九
〇
年
代
後
半
か
ら
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
際
競
争
に
晒
さ
れ
る
輸
出
入
部
門
と
、
保
護
部

門
と
の
対
立
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
、
保
護
さ
れ
る
部
門
の
代
表
と
し
て
公
共
部
門
の
労
組
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
点
で
あ
る
。

こ
う
し
て
公
共
部
門
の
労
組
は
、
競
争
部
門
と
く
に
輸
出
部
門
が
、
賃
金
抑
制
に
向
け
て
の

「パ
タ
ン
交
渉
」
を
展
開
す
る
な
か
で
、

そ
れ
と
同
時
に
保
護
部
門
の
代
表
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
賃
金
交
渉
の
重
要
な
タ
ー
グ
ツ
ト
と
な
っ
た
。
対
外
競
争
に
晒
さ
れ
る
輸

出
部
門
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
と
と
も
に
、
競
争
力
強
化
の
た
め
の
労
働
コ
ス
ト
の
削
減
が
課
題
と
な
り
、
労
使
協
調
に
よ
る
賃
金

交
渉
制
度
を
再
確
立
す
る
こ
と
を
追
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
セ
ク
タ
ー

・
レ
ベ
ル
で
協
調
的
な
労
使
間
の
賃
金
調
整
が
円
滑
に
進
む

た
め
に
、
労
働
内
部
の
組
織
的
凝
集
性
を
高
め
、
賃
金
抑
制
が
セ
ク
タ
ー
内
部
に
浸
透
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
他
方
、
国
内
に
基
盤
を

置
い
た
り
、
ま
た
政
府
の
保
護
政
策
や
規
制
政
策
な
ど
に
よ
り
、
対
外
的
な
影
響
を
相
対
的
に
免
れ
て
い
る
諸
セ
ク
タ
ー
に
た
い
し
て
も
、

同
時
に
賃
金
抑
制
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
四
―
三
）
公
共
部
門
の
労
組
の
問
題
―
―
民
営
化
と
Ｎ
Ｐ
Ｍ

そ
こ
で
、
公
共
部
門
の
特
性
を
あ
げ
る
と
、
ま
ず
第

一
に
、
①
政
策
執
行
の
担
い
手
た
る
政
府
が
雇
用
者
で
あ
る
こ
”
、
②
そ
の
雇
用

調
整
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
を
除
い
て
、
中
央
集
権
化
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
③
そ
の
雇
用
関
係
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

や
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
を
除
い
て
、　
一
方
向
的
な
も
の
で
は
な
く
、
双
方
向
的
な
団
体
交
渉
を
と
っ
て
お
”
ヽ
ま
た
④
争
議
権
は
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
や
ス
イ
ス
等
を
除
い
て
、
被
用
者
の
過
半
数
に
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
殖
ヽ
賃
金
交
渉
さ
ら
に
は
労
使
間
協
調
の
ひ
と
つ
の
代

表
的
＝
象
徴
的
な
意
味
を
帯
び
て
い
た
と
い
え
る
。

第
二
に
、
公
共
部
門
の
労
組
は
、
政
府
の
財
政
問
題
に
影
響
を
受
け
や
す
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
と
く
に
九
〇
年
代
以
降
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の
Ｅ
Ｕ
通
貨
統
合
に
と
も
な
う
緊
縮
財
政

へ
の
政
策
転
換
の
結
果
、
多
く
の
コ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
は
政
府
の
歳
出
削
減
が
喫
緊
の

課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
菱
。
そ
こ
で
は
ヽ
年
金
な
ど
高
齢
化
社
会
に
と
も
な
う
社
会
保
障
費
の
増
加
に
加
え
て
、
公
共
部
門

の
縮
小
な
ど
を
含
む
政
府
支
出
の
抑
制
が
政
策
課
題
に
の
せ
ら
れ
た
。
そ
の
な
か
で
賃
金
の
官
民
格
差
の
問
題
も
浮
上
し
、
公
務
員
の
賃

金
抑
制
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
公
共
部
門
を
対
象
と
し
た
賃
金
上
昇
の
凍
結
を
め
ぐ
っ
て
政
府

・
経
営
者

・
労
働

組
合
の
三
者
間
の

「社
会
協
定
」
が
結
ば
れ
る
な
ど
、
三
者
協
議
が
展
開
さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
タ
リ
ア
で
は
賃
金
政
策
や
一雇
用
政
策

に
お
い
て
三
者
間
の
合
意
が
み
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
政
府
が
、
賃
金
政
策
に
か
ん
し
て
信
頼
と
威
嚇
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
か
ど
う

か
が
間
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
公
共
労
組
の
存
在
は
、
国
家
―
社
会
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
労
働
に
お
け
る
公
私
間
対
立
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
民

間
労
組
は
、
賃
金
や
雇
用
の
問
題
に
か
ん
し
て
、
市
場
の
動
向
に
左
右
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
公
共
労
組
は
、
前
述
の
財
政
問
題
に
加
え

て
、
政
治
的
問
題
と
く
に
政
権
の
党
派
性
の
問
題
や
公
共
政
策
の
内
容
と
執
行
様
式

へ
の
依
存
度
が
高
い
。
し
た
が
つ
て
民
間
労
組
は
経

済
主
義
に
傾
き
が
ち
に
な
る
の
に
対
し
て
、
公
共
労
組
は
政
治
主
義
的
に
な
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。

第
四
に
、
公
共
労
組
の
存
在
は
、
本
稿
の
序
章
で
言
及
し
た
よ
う
な
政
府
の
執
行
能
力
を
含
め
た

「政
策
能
力

（●
ｏ”
Ｑ

８
ｏ
お
一型
と

に
係
わ
っ
て
い
る
。
公
共
労
組
は
、
調
整
主
体
と
し
て
の
国
家
の
役
割
を
考
え
る
う
え
で
の
主
要
な
ア
ク
タ
ー
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
Ｃ

・

マ
ー
テ
ィ
ン
と
Ｋ

・
セ
ー
ン
ン
に
よ
れ
ば
、
公
共
労
組
は
、
政
府
に
よ
る
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
の
拠
点
＝
陣
地
を
構
築
し
て

い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
府
介
入
の
程
度
と
様
態
と
を
規
定
す
る
政
府
の
政
策
能
力
の
一
環
と
し
て
、
公
共
労
組
の
存
在
や
政

府
部
門
の
比
重
が
重
要
性
を
帯
び
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
し
て
第
五
に
、
以
上
の
諸
点
に
係
わ
っ
て
く
る
が
、
公
共
労
組
は
、
八
〇
年
代
以
降
の
民
営
化
路
線
に
大
き
く
影
響
を
受
け
る
こ
と
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に
な
っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
民
営
化
や
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
は
、
国
営
企
業
だ
け
で
な
く
広
く
公
共
部
門
に
も
Ｎ
Ｐ
Ｍ
型
の
費
用
―
便

益
の
視
点
を
導
入
し
、
政
府
に
市
場
の
エ
ー
ト
ス
を
も
つ
こ
と
を
要
請
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
政
府
の
経
営
者
と
し
て
の
役
割
を
質
的
に

強
化
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、
財
政
問
題
に
か
ん
す
る
政
府
の
応
答
性
と
答
責
性

（説
明
責
任
）
を
高
め
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
は
労
働

内
部
の
公
共
部
門
と
民
間
部
門
の
公
私
セ
ク
タ
ー
間
に
亀
裂
と
再
編
を
も
た
ら
す
と
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
公

共
部
門
を
め
ぐ
る

一
連
の
問
題
群
は
、
職
能
領
域
に
お
け
る
利
益
集
団
の
断
片
化
と
多
元
主
義
化
や
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
メ
ゾ
化

（
セ

ク
タ
ー
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
）
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
な
課
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

（
四
―
四
）
公
共
部
門
労
組
の
集
中
度

そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
公
共
労
組
の
組
織
間
関
係
の
集
中
度
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

，Ｖ
ヽ
で
は

一
九
八
〇
年

代
中
葉
以
降
の
公
共
労
組
の
集
中
度
を
対
外
競
争
セ
ク
タ
ー
労
組
の
集
中
度
と
を
対
比
さ
せ
る
か
た
ち
で
議
論
し
て
い
き
た
い
。
後
掲
の

（図
表
１
１
１
）
か
ら

（図
表
１
１
３
）
は
、
競
争
部
門
と
公
共
部
門
の
集
中
度
に
か
ん
し
て
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
ら
の
研
究
に
し
た
が
っ
て

グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
集
中
度
の
指
標
は
、
①
対
外
競
争
部
門
の
場
合
、
最
大
の
中
央
組
織

・
全
国
組
織
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン

タ
ー
に
加
入
の
対
外
競
争
部
門
の
産
別
労
組
の
う
ち
上
位
三
つ
の
産
別
労
組
の
組
合
員
数
の
占
め
る
割
合
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
同
様

に
、
②
公
共
部
門
労
組
の
集
中
度
は
、
最
大
の
中
央
組
織

・
全
国
組
織
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
に
加
入
の
公
共
部
門
の
労
組
の
う
ち
上
位

三
つ
の
産
別
労
組
の
組
合
員
数
の
占
め
る
割
合
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

，，
」
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
集
中
度
と
は
、

あ
く
ま
で
も
労
組
員
内
部
の
組
織
間
関
係
の
布
置
状
況
を
表
わ
す

「相
対
的
集
中
化
」
の
こ
と
で
あ
り
、
労
働
者
総
体
の
組
織
化
の
程
度

含
組
織
率
し

を
踏
ま
え
た

「絶
対
的
集
中
化
」
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
こ
の
集
中
化
は
、
組
織
労
働
者
と
い
う
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
。
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（
四
―
四
―

一
）
各
国
の
分
類
に
つ
い
て

実
際
の
公
共
部
門
の
集
中
度
の
変
遷
を
観
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
各
国
の
分
類
と
そ
の
類
型
に
つ
い
て
前
も

っ
て
注
記
し
て
お
き
た
い
。

本
稿
で
は
、
主
と
し
て
西
欧
諸
国
を
中
心
と
し
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
十
八
ヶ
国
の
デ
ー
タ
を
扱

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
諸
国
を
コ
ー
ポ

ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
に
多
様
性
論
の
視
点
も
取
り
入
れ
て
、
二
つ
の
類
型
化
を
試
み
、
そ
の
下
位
類
型
間
の
相
違
を
示
唆

す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

ひ
と
つ
の
分
類
体
系
は
、
（Ｘ
）
政
権
形
態
∧
社
会
民
主
主
義
型
／
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
型
な
い
し
三
極
型

（カ
ソ
リ
ッ
ク
／
リ
ベ
ラ

ル
／
社
会
主
義
）
／
二
極
型

（
二
大
政
党
制
）
Ｖ
と
、
（Ｙ
）
調
整
行
為
な
い
し
協
調
行
動
の
レ
ベ
ル
∧
全
国

。
中
央

（
マ
ク
ロ
）
／
セ
ク

タ
ー

（メ
ゾ
）
／
企
業

（
ミ
ク
ロ
）
な
い
し
未
調
整

（市
場
）∨
の
軸
を
組
み
合
わ
せ
た
Ｈ
・
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
ら
の
議
論
、
前
者
の

（Ｘ
）

と
同
様
の
社
会
民
主
主
義
／
カ
ト
リ
ッ
ク
／
リ
ベ
ラ
ル
と
い
っ
た
支
配
的
な
政
権
形
態
と
、
労
組
の
組
織
化
や
団
体
交
渉
の
集
権
度
と
い
っ

た
権
力
資
源
と
の
二
つ
の
観
点
を
組
み
合
わ
せ
た
ヒ
ュ
ー
バ
ー
ー
ス
テ
フ
ァ
ン
の
分
類
な
ど
が
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
議
論
を
参
考
に
し
て
、
よ
り
具
体
的
に
地
域
的
要
素
も
入
れ
て
、
①
北
欧

・
社
会
民
主
主
義
―

マ
ク
ロ
・
コ
ー
ポ

ラ
テ
ィ
ズ
ム
型
、
②
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
―
メ
ゾ

（
セ
ク
タ
ー
）
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
型
、
③
リ
ベ
ラ
ル
・
市
場

―
多
元
主
義
型
と
い
う
三
つ
の
大
ま
か
な
類
型
を
つ
く
っ
た
。
①
は
通
常
は

「強
い
」
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
該
当
し
、
②
は
中
位
の
穏

健
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
当
て
嵌
ま
る
と
い
え
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
前
掲
の
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
ら
の
類
型
で
は
、
①
マ
ク
ロ
調
整
型

―
社
会
民
主
主
義
政
権
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
と
と
も
に
、
②
セ
ク
タ
ー
調
整
型
―
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
権
の
な
か
に
分
類
さ
ゎ
、
ま

た
ヒ
ュ
ー
バ
ー
ー
ス
テ
フ
ァ
ン
の
分
類
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
型
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
と
ス
イ
ス
と
と
も
に
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
型
の
な
か
に
入
れ
た
。
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も
う
ひ
と
つ
の
分
類
体
系
は
、
「多
様
性
論
」
の
い
う
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン

（調
整
行
為
）
の
視
点
と
そ
の
後
の
論
争
等
で
提
起
さ
れ

た
諸
要
素
を
取
り
入
れ
て
作
成
し
た
。
ホ
ー
ル
ー
ソ
シ
キ
ー
ス
ら
の
初
期
の

「多
様
性
論
」
で
は
、
ミ
ク
ロ
の
企
業
ン
ベ
ル
に
焦
点
が
あ

て
ら
れ
、
企
業
を
ひ
と
つ
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
捉
え
、
な
か
で
も
経
営
者
の
調
整
行
為
と
い
う
行
為
次
元
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
た

と
え
ば
技
能
形
成
や
新
技
術
の
開
発
等
を
め
ぐ
っ
て
、
企
業
内
部
で
経
営
者
は
、
従
業
員
と
し
て
の
労
働
者
や
株
主
と
ど
の
よ
う
に
協
力

・

協
調
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
企
業
経
営
者
は
他
の
企
業
と
の
相
互
関
係
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
の
か
と
い
っ
た
、
「企
業
内
統
治
」

や
企
業
間
関
係
を
め
ぐ
る
経
営
者
の
調
整
能
力
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
初
期
の

「多
様
性
論
」
は
、
リ
ベ
ラ
ル
型
対
調
整
型
の
二
つ
の
類
型
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
先
進
諸
国
を
位
置
づ

け
て
い
っ
た
。
そ
の
な
か
で
特
徴
的
な
の
は
、
日
本
と
ス
イ
ス
が
、
北
欧
諸
国
や
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
調
整
型
に
分
類
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
ホ
ー
ル
ー
ソ
シ
キ
ー
ス
の

「多
様
性
論
」
に
対
し
て
は
種
々
の
批
判
が
展
開
さ
れ
た
が
、

，ヽ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
批
判
の
う

ち
、
行
論
に
関
連
す
る
も
の
三
点
に
限
定
し
て
述
べ
る
。
ま
ず
第

一
に
、
か
れ
ら
の

「多
様
性
論
」
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
概
念
に

は
、
組
織
と
行
為
の
両
次
元
が
混
在
し
て
お
り
、
組
織
間
関
係
と
調
整
行
為
の
二
つ
の
次
元
を
明
確
に
区
別
し
て
議
論
す
べ
き
で
あ
る
と

批
判
さ
純
、
さ
ら
に
第
二
に
、
た
と
え
経
営
者
間
の
調
整
行
為
に
焦
点
を
あ
て
る
に
し
て
も
、
た
ん
に
ア
ク
タ
ー
間
の
行
為
次
元
だ
け
で

な
く
、
組
織
の
結
社
性
、
と
り
わ
け
労
使
内
部
お
よ
び
労
使
間
の
組
織
間
の
制
度
編
成
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
第
二

の
そ
し
て
最
も
重
大
な
批
判
は
、
国
家
の
問
題
と
く
に
政
府
介
入
に
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の

「多
様
性
論
」
で
は
、
国
家
の
役
割

へ
の
関
心
が
稀
薄
で
あ
り
、
国
家
を
中
心
に
据
え
た
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
、
と
り
わ
け
社
会
勢
力

へ
の
政
府
介
入
の
あ
り
方
が

充
分
に
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
国
家
の
役
割
を
多
様
性
論
の
な
か
に
再
び
埋
め
込
む
作
業
が
必
要
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
様
々
な
批
判
的
見
地
か
ら
、
類
型
と
そ
の
各
国
の
分
類
も
ま
た
様
々
な
か
た
ち
で
見
直
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
Ｄ
・
リ
ユ
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エ
ダ
と
Ｊ
・
ポ
ン
ト
ソ
ン
は
、
調
整
行
為
よ
り
も
、
む
し
ろ
労
組
組
織
率
や
交
渉
集
権
化
そ
の
他
の
制
度
編
成
の
次
元
を
重
視
し
、
リ
ベ

ラ
ル
市
場
型
対
社
会
市
場
型
の
二
つ
の
類
型
を
つ
く
り
、
そ
の
な
か
で
ス
イ
ス
と
日
本
を
前
者
の
リ
ベ
ラ
ル
市
場
型
に
分
類
し
た
。
ま
た
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
か
ん
し
て
は
、
ホ
ー
ル
ー
ソ
シ
キ
ー
ス
の

「多
様
性
論
」
で
は
、
ド
イ
ツ
と
と
も
に
調
整
型
と
し
て
一
括
さ
れ
、
ま
た

リ
ュ
エ
ダ
＝
ポ
ン
ト
ソ
ン
の
類
型
で
も
、
社
会
市
場
型
に
分
類
さ
れ
た
。
だ
が
、
後
者
の
場
合
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
異
質
性
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
利
益
団
体
の
結
社
性
、
と
く
に
労
働
組
合
と
経
営
者
団
体
の
組
織
的

・
制
度
的
権
力
に
着
日
し
た
Ｇ
・
メ
ン
ツ
は
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
を

「強
度
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
と
し
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
イ
ン

ラ
ン
ド
、
ベ
ル
ギ
ー
を

「中
程
度
」
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
し
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
を
国
家
主
義
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
し
て
分
類
し
た
。

さ
ら
に
Ｖ
・
シ
ュ
ミ
ツ
ト
は
、
第
二
の
類
型
と
し
て
国
家
の
役
割
が
よ
り
強
力
で
重
要
と
な
る

「国
家
影
響
型
市
場
経
済

Ｃ
〓
甲

ｒ
”（？

Ｆ
い
８
８
＆

〓
”」澪
¨
い
８
●
ｏ日
０̈∽と

を
提
唱
し
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
だ
け
で
な
く
、
日
本
も
ま
た
こ
の
類
型
に
該
当
す
る
と
し
た
。

そ
し
て
、
イ
タ
リ
ア
や
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
南
欧
諸
国
に
か
ん
し
て
０

・
モ
リ
ー
ナ
と
Ｍ

・
ロ
ー
ズ
は
、
「混
合
経
済
型

（〓
〓
”
¨
〓

，
＆

‘
”ＬＦ
¨
］
８
●
ｏ日
】①ι
」
と
い
う
第
二
の
下
位
類
型
を
作
成
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
、
そ
う
し
た
南
欧
諸
国
で
は
、　
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ

ン
と
、
そ
れ
を
担
う
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
行
為
は
、
リ
ベ
ラ
ル
型
と
調
整
型
の
双
方
と
は
異
な
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
こ
で
は
利
益
集
団

の
組
織
的
断
片
化
や
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
加
え
て
、
国
家
の
役
割
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の

イ
タ
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
は
、
ホ
ー
ル
ー
ソ
シ
キ
ー
ス
の
分
類
で
も
、
ま
た
リ
ュ
エ
ダ
と
ポ
ン
ト
ソ
ン
に
よ
る
分
類
で
も
、
二
類
型
の
い
ず

れ
に
該
当
す
る
の
か
が
難
し
い
ケ
ー
ス
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
リ
ュ
エ
ダ
ら
は
、
両
国
を

「混
合
型
」
と
し
て
い
る
が
、
ホ
ー
ル
ら
は
、

フ
ラ
ン
ス
を
議
論
す
る
に
あ
た
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
企
業
経
営
者
間
の
調
整
行
為
の
程
度
は
低
い
が
、
政
府
と
主
要
企
業
の
ト
ッ
プ
の
経

営
者
と
の
協
力
度
は
高
い
と
述
べ
つ
つ
、
あ
ら
ゆ
る
先
進
資
本
主
義
国
が
そ
の
二
つ
の
類
型
に
収
ま
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
弁
明
し
て
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い
る
。

こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
初
期
の

「多
様
性
論
」
の
分
類
体
系
と
は
若
干
異
な
り
、
組
織
調
整
型
と
市
場
型
と
政
府

主
導
型
と
い
う
三
つ
の
類
型
を
つ
く
っ
た
。

，コ
」
で
は
ス
イ
ス
を
市
場
型
に
入
れ
、
国
家
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
Ｖ

・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議

論
も
参
考
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
を
政
府
主
導
型
の
な
か
に
分
類
し
た
。
ま
た
、
こ
の
分
類
は
、
序
章
で
言
及
し
た
よ

う
に
、
国
家
性
の
遺
産
と
し
て
国
家
の
自
律
性
を
捉
え
た
Ｍ
・
ペ
イ
ン
タ
ー
ら
の
四
つ
の
類
型
、
す
な
わ
ち
、
（
１
）
ナ
ポ
レ
オ
ン
型

（
フ

ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
）、
今
↓

グ
ル
マ
ン
＝
ド
イ
ツ
型

（ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
の
中
欧
諸
国
）、
今
↓

ア
ン
グ
ロ
＝

ァ
メ
リ
カ
型

（イ
ギ
リ
ス
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
寺
）、
今
Ⅳ
）
北
欧
型

（
ス
ェ
ー
デ
ン
や
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
に
該
当
）
を
も
念
頭
に
お
い
て
い

“^）
Ｚ
一
。

（
四
―
四
―
二
）
通
時
的
変
化

対
外
競
争
部
門
と
公
共
部
門
の
両
セ
ク
タ
ー
の
集
中
度
の
変
遷
に
つ
い
て
、
（図
表
１
１
１
）
と

（図
表
１
１
２
）
に
基
づ
い
て
、
全
体

的
な
平
均
、
各
類
型
間
の
比
較
、
そ
し
て
各
類
型
を
代
表
す
る
典
型
国
、
か
つ
近
年
の
社
会
協
定
や
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
復
権
で
し
ぼ

し
ぱ
取
り
上
げ
ら
れ
る
国
を
個
別
に
取
り
上
げ
、
そ
の
際
だ
っ
た
特
徴
を
あ
げ
て
み
よ
売
。

ま
ず
対
外
競
争
部
門
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
全
体
平
均
を
み
る
と
、
八
〇
年
代
中
葉
以
降
、
集
中
化
は
進
展
し
て
お
り
、
と
く
に
九
〇

年
代
末
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
集
中
度
は
高
ま
り
を
み
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
同
時
期
に
お
け
る
労
組
の
組
織
率
の

低
下
や
交
渉
分
権
化
な
ど
の
多
元
化
の
趨
勢
と
は
逆
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
労
組
の
組
織
率
の
低
下
と
団
体
交
渉
の
分

権
化
の
な
か
で
、
労
組
の
合
併

・
吸
収
や
交
渉
カ
ル
テ
ル
な
ど
を
通
じ
て
、
企
業
と
同
様
に
、
「労
組
の
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
化
」
が
進
行

し
労
働
内
部
の
組
織
間
関
係
が
再
編
さ
れ
る
点
を
指
摘
し
た
Ｗ

・
シ
ュ
ト
リ
ー
ク
と
Ｊ

・
プ
イ
ッ
セ
ル
の
議
論
を
裏
打
ち
し
て
い
る
よ
う
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図表 1-1
対外競争セクター労組の集中度 :1985-2002年 (そ の 1)

199193

対外競争セクター労組の集中度 :1985-2002年 (そ の 2)

198587    198890    199193    199496    199799    200020112

-<嚇 艶 >― く自由市場型>― <コ行主導型>― 平均

(出典)Fratt Tlaxtr and Bcrnd BrandL

“Collective Bargaining, Macroeconomic Performance, and the sectoral

Composiは on of Trade Unions′ ′
"a`″

α′Rι″,あ、 Vo1 49,2010,Table l(PP

94‐ 95),よ り作成。く付録図表 >も 参照。
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公共部門労組の集中度 :1985-2002年 (そ の 1)
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に
思
わ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
、
か
つ
て
八
〇
年
代
中
葉
に
、
対
外
貿
易
依
存
度
な
ど
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
度
合
が
高
い
国
々

（と
く
に
中
欧
や
北
欧
の
小
国
）
ほ
ど
、
国
内
に
お
け
る
労
使
の
職
能
団
体
が
集
中
化

・
集
権
化
を
高
め
、
政
府
と
の
協
調
的
な
政
策
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
努
め
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
度
合
が
高
く
な
る
と
し
た
Ｐ
・
カ
ッ
ツ
ェ
ン
ス
テ
イ
ン
の

「ス
モ
ー
ル
・
ス
テ
イ
ト
」

テ
ー
ゼ
も
概
ね
妥
当
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
た
、
マ
ク
ロ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
典
型
で
あ
る
北
欧
諸
国
や
、
地
域

・
産
業
別
の
メ
ゾ

・
レ
ベ
ル
で
の
協
調
行
動
や
調
整
行
為

が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る

（メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
型
）
の
中
欧
諸
国
で
は
、
九
〇
年
代
中
葉
以
降
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
ヘ

の
集
中
化
が
急
速
に
高
ま
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
リ
ベ
ラ
ル
市
場
型
は
、
八
〇
年
代
後
半
に
集
中
化
の
度
合
が
上
昇
す

る
が
、
し
か
し
、
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
そ
れ
が
や
や
漸
減
傾
向
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
も
う

一
つ
の
類
型
論
で
あ
る
組
織

調
整
型
―
自
由
市
場
型
に
も
ほ
ぼ
同
様
に
当
て
嵌
ま
る
。

次
に
公
共
部
門
の
集
中
度
に
つ
い
て
い
え
ば
、
第

一
に
、
全
体
の
平
均
を
み
る
と
、
今
世
紀
に
入
っ
て
や
や
減
少
し
て
い
る
と
は
い
え
、

八
五
年
以
降
九
九
年
ま
で
一
貫
し
て
漸
増
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
労
働
の
組
織
間
関
係
に
お
け
る
集
中
化
が
、
対
外
競
争

部
門
と
同
様
に
進
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
傾
向
は
、
対
外
競
争
部
門
と
比
べ
る
と
、
非
常
に
緩
や
か
に
推
移
し
て
い

る
こ
と
は
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
類
型
ご
と
の
差
異
を
み
る
と
、
ま
ず
北
欧
の
社
会
民
主
主
義
型
マ
ク
ロ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
で
は
、
八
五
年
以
降

一
貫
し

て
緩
や
か
な
漸
増
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
中
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
型
メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
で
は
、
集
中
化
は
ほ
ぼ
横
ば
い

に
推
移
し
て
き
た
が
、
今
世
紀
に
入
っ
て
低
下
し
て
い
る
。
全
体
的
な
推
移
を
み
る
と
、
同
類
型
で
は
、
集
中
化
は
緩
や
か
な
漸
減
傾
向

に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
同
類
型
の
輸
出
部
門
の
集
中
化
が

一
貫
し
て
上
昇
基
調
に
あ
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
型
で
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は
、
集
中
化
は
八
〇
年
代
末
に
い
っ
た
ん
低
落
傾
向
を
み
せ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
降
は
、
今
世
紀
に
入
っ
て
や
や
低
下
し
た
も
の
の
、
ほ

ぼ
上
昇
傾
向
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
交
渉
分
権
化
な
ど
多
元
主
義
的
な
利
益
媒
介
を
示
し
て
い
る
リ
ベ
ラ
ル
型
に
お
い
て
は
、

民
間
の
競
争
部
門
と
は
対
照
的
に
、
公
共
部
門
労
組
の
組
織
間
関
係
に
お
け
る
集
中
化
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
分
類
体
系
で
い
え
ば
、
組
織
調
整
型
は
、
社
民
型
と
同
様
に
緩
や
か
な
漸
増
傾
向
に
あ
る
。
自
由
市
場
型
も
ま
た
、
今

世
紀
に
入
っ
て
や
や
鈍
化
す
る
も
の
の
、
明
ら
か
に

一
貫
し
て
上
昇
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
政
府
主
導
型
は
、
自
由
市
場

型
と
は
対
照
的
に
、　
一
貫
し
て
下
降
傾
向
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
各
類
型
で
、
公
共
部
門
労
組
の
集
中
化
に
は
多
様
性
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

さ
ら
に
、
各
類
型
を
代
表
す
る
個
別
の
国
を
観
察
す
る
と
、
リ
ベ
ラ
ル
＝
自
由
市
場
型
に
属
す
る
イ
ギ
リ
ス
が
明
確
な
上
昇
傾
向
に
あ

る
の
に
対
し
、
イ
タ
リ
ア
は
明
ら
か
に
低
下
傾
向
に
あ
り
、
両
者
は
対
照
的
な
動
き
を
み
せ
て
い
る
。
社
民
＝
マ
ク
ロ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ

ズ
ム
型
の
デ
ン
マ
ー
ク
と
キ
リ
ス
ト
教
民
主
＝
メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
型
の
オ
ラ
ン
ダ
は
と
も
に
漸
増
傾
向
に
あ
り
、
と
く
に
九
〇

年
代
後
半
か
ら
は
顕
著
な
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
オ
ラ
ン
ダ
は
九
〇
年
代
中
葉
ま
で
は
ぼ
横
ば
い
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

デ
ン
マ
ー
ク
は
漸
進
的
に
集
中
度
を
増
し
て
き
た
と
い
え
る
。

（四
―
四
―
三
）
公
共
部
門
と
民
間
競
争
部
門
の
集
中
化
の
対
比

最
後
に
、
労
働
の
組
織
間
関
係
の
集
中
度
に
お
け
る
公
共
部
門
と
民
間
競
争
部
部
門
と
の
あ
い
だ
の
公
私
比
を
み
て
い
く
。
こ
れ
は
、

公
共
部
門
の
集
中
度
を
１
と
し
た
場
合
の
民
間
部
門
の
比
率
で
示
し
て
い
る

（図
表
１
１
３
を
参
照
）。
ま
ず
第

一
に
、
全
体
と
し
て
は
、

八
〇
年
代
末
ま
で
の
民
間
部
門
の
相
対
的
な
低
落
傾
向
を
経
て
九
〇
年
代
前
半
ま
で
の
横
ば
い
か
ら
、
九
〇
年
代
末
以
降
、
増
加
傾
向
を

み
せ
る
緩
や
か
な
Ｕ
字
型
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
八
〇
年
代
末
ま
で
は
、
公
共
部
門
と
民
間
部
門
の
集
中
化
比
が
１
に
近
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図表 1-3 競争部F5/公共部門の集中度比 :1985-2002年
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づ
い
て
拮
抗
し
、
し
か
も
公
共
部
門
の
ほ
う
が
民
間
部
門
に
比
べ
て
、
組
織
間
関
係
の
集
中
化
が
上
回
っ
て
い
た
が
、
九
〇
年
代
末
か
ら

は
、
逆
に
民
間
部
門
の
ほ
う
が
公
共
部
門
を
凌
駕
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
二
に
、
各
類
型
の
特
徴
を
み
る
と
、
社
民
型
は
Ｕ
字
型
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
八
〇
年
代
末
ま
で
は
、
公
共
部
門
の
ほ
う

が
民
間
部
門
を
集
中
度
に
お
い
て
上
回
っ
て
い
る
が
、
九
〇
年
代
に
入
る
と
民
間
部
門
の
集
中
度
が
急
速
に
増
大
し
、
公
共
部
門
の
そ
れ

よ
り
勝

っ
て
上
昇
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
に
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
型
の
場
合
、
数
値
は
ほ
ぼ
横
ぱ
い
か
ら
急
速
な
増
加
を

み
せ
て
お
り
、
民
間
部
門
の
ほ
う
が
公
共
部
門
を
上
回
る
集
中
化
を
進
行
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
も
特
徴
的
な
の

は
リ
ベ
ラ
ル
型
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
緩
や
か
な
下
降
傾
向
に
あ
り
、
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
公
共
部
門
の
集
中
度
の
ほ
う
が
、
民
間
部

門
の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
型
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
超
勢
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
①
公
共
部
門
も
民
間
部
門
も
と
も
に
集
中
化
を
増
大
さ
せ
て
お
り
、
セ
ク
タ
ー
レ
ベ
ル
で
の
凝
集
性
を
高
め
て
い
る
。
②

そ
れ
は
、
民
間
の
輸
出
部
門

・
競
争
部
門
の
労
組
で
著
し
い
。
③
公
私
の
集
中
度
の
パ
ラ
ン
ス
で
は
、
対
外
競
争
部
門
の
比
重
が
高
ま
り
、

公
私
関
係
の
変
化
を
示
唆
し
て
い
る
。

（小
括
）

以
上
、
本
稿
の
前
半
部
で
は
、
国
家
問
題

へ
の
対
処
を
め
ぐ
っ
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
議
が
、
大
ま
か
に
い
っ
て
社
会
中
心
的
な
視

点
か
ら
、
次
第
に
国
家
の
自
律
性
と
そ
の
諸
側
面

へ
と
重
点
を
移
動
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
後
者
で
は
、
政
府
の
政
策
執
行
の

側
面

（た
と
え
ば
行
政
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
）
や
政
府
内
部
の
部
門
間
対
立
と
そ
れ
に
伴
う
セ
ク
タ
ー
別
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
化

（メ

ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
化
）
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
と
く
に
労
働
に
お
け
る
公
共
部
門

〈保
護
セ
ク
タ
ー
）
と
民
間
部
門

（競
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争
セ
ク
タ
ー
）
の
相
剋
な
ど
、
国
家
―
社
会
関
係
の
再
編
と
多
様
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
次
章
で
は
、
も
う
ひ
と
つ

の
政
府
の
政
策
過
程

へ
の
利
益
代
表
の
制
度
化
に
係
わ
る
諸
問
題
を
検
討
す
る
が
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
政
労
使
の
三
者
協
議
制
や
政
策
協

調
や
政
府
介
入
な
ど
、
さ
ら
に
政
府

。
国
家
の
側
に
視
点
を
移
し
て
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
国
家
問
題
を
考
察
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

〈キ江
〉

（
１

）

こ

の

点

に

つ

い

て

は

以

下

を

参

照

。

と

野

ａ

ｕ
Ｆ

口
ｏ
い

，

、
”
日

８

口
Ｒ

Ｒ

■

３

●

”
ε
Ｏ
Ｆ

り
〓

Ｑ

げ

Ｚ
８

８

０

ｏ
●

静

い
∽
ｏ
日

温

幹

∽
ｏ
日

０
口

５

０
８

●

ｒ
３

８

〓

ヽ

い^
０
ド
ヽ
ヽ
ヽヽ
ミ
もヽ
ヽ
ヾ
ヽ
ヽ
い
ご
く́
ｏ
ｒ
【卜
ヽ
い０∞
一・
一
ｏ
　
」０
】，】Ｎト

（
２
）
こ
の
諭
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
。

，
ｏ日
ｏ
口
Ｂ
Ｆ
ｃ
日
ヽ
り
お

，
ｐ
お
く
『̈Ｆ
∽
ｏ
ｏ
８
８
”募
日
、
ゃ
）、
ミ
●
ヽ
ヽ
ヽ
い
Ｒ
゛
ゞ

く
，

、
ぉ
ぉ
ヽ
０
や

卜
一
一
〇
０
一

（
３

）

Ｕ
Ｏ
日

ａ

″

”
〓

●
，

Ｏ
Ｓ

Ｓ

ミ

諄

ヽ

ヽ
ミ

ξ

ざ

”
ミ

¨
ミ

貯

ミ

¨
、

い
ヽ

さ

ミ

ユ
ヾ

を

さ

ゞ

ミ

ｉ

Ｓ

ｏ
ヽ

０

ヽ
ヽ
ミ

゛

ら
ヽ
３

ｓ
ヽ

０
，

８

Ｐ

Ｏ
ｏ
８

ｏ
Ｆ

Ｃ
Ｌ
お

謗

■̈

”
お

Ｆ

】０∞∞ン
●
●
　
【∞‐゙
Ｎ

゛
ミ

い
ｏ
フ
ヒ
房
お
Ｆ

ヽ
い
さ

い
ヾ
も
や
ミ
ヾ

゛
Ｒ

ミ

ヽ
い
●
ヽ
ヽ
¨
９
Ｓ

●
Ｓ
も
ヽ
み
゛
ヽ
さ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
も
ヽ
ミ
ミ
Ｓ
ヽヽ
ミ

ヽ
こ
ゞ
３

゛
ミ

ｏ
沖
ど
ヽ
゛
ヽ
”
゛
゛
螢
湧

（
，

¨̈
３

瘍

ヽ
〓
Ｃ
ュ
く
ｏ
あ

く̈

３
「
〓
３
〓
写

”
８
‘

８
８
）ヽ
０
や
３

８

（６
）
０
０●
”〓
″
”
８
つ

，
０ヾ
ミ
ｏミ
辞
ミ

ミヽ
ヽ
こヾ

”
民゙

ミ
い
ミヽ
¨
ヽ
も
ヽ
さ
ミ
ヽ
ヽ
２
ヽヽ
壁
ミ
ヽ
”
８ヽ
ミ
０
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
お
いミ
ヽ
ヽ
「

，
８
Ｐ
の
ｏ
日
の〓
Ｃ
Ｌ
く
９
９
く
り
お
∽́

い０∞∞ン
●
●
　
【∞，ＮＮ
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（
７

）

り

一Ｏ
ａ

ｏ
８

】

い
ｏ
】
ｒ
哺
Ｆ

”
Ｅ

Ｒ

口
Ｆ

邑

●

Ｈ

い
ざ

や

Ｓ
ミ

爵

ミ

ざ

ざ

ミ

ド
滲

ｃ
ざ
き

、
い
ヽ
ヽ

（７

当

“
び
卜

ｚ
ｇ

δ
Ｐ

お

ヽ
）

〔
村

松

岐

夫

監

訳

『
自

由

主
義
の
終
薦
』
（木
鐸
社
、　
一
九
八

一
年
と
。

（８
）
政
策
フ
イ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
お
け
る
収
穫
逓
増
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
政
策
フ
イ
ー
ド
バ
ッ
ク
過
程
に
着
日
し
た
議
論
、
と
く
に
Ｐ

・
ピ
ア
ツ
ン
の

以

下

の

論

考

を

参

照

喘
り
”
Ｌ

”
げ

晏

日

ヽ

Ｆ

Ｒ

ｏ
３

Ｆ

”
″

言̈

８

●

ゃ
，
，

●
３

ｏ
●
一
ｏ
●
８

■

５
一

３

●

ｏ
日

ご

６

〓

ざ

〓

ｏ̈
Ｐ
，
ヽ

ミ

ヽ
Ｒ

ヽ

や

ヽ

き

ミ

●
２

ミ

Ｒ

”
Ｓ

ヾ
Ｓ

，ゝ
ｏｒ
Ｙ^
Ｆ
・
Ｎ
０
０
０
ヽ
●
一
　
Ｎ
９
】
・Ｎ
Ｏ
一

（
９

）

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

以

下

を

参

照

。

と

異

目
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【
日

ξ

‘

巳

口
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Ｆ
■

ｒ
ｏ
３
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゛
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ｚ
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０
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日
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８
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■
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ゞ
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Ｓ
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，
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ｅ
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¨
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、
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一
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一
【
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Ｒ
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お

，
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ユ

燿

Ｅ

痺

一
〓

ｏ
Ｂ

“
８

８

８

Ｆ

、

”
ミ

Ｓ

Ｓ

ヽ

き

ヽ
ミ

ミ

ミ

、

卜

、
Ｒ

、
ヵ

Ｏ

Ｓ

ざ

゛
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３

ω
９

８

０
ｐ

〓

）
Ｌ

ヽ
い
‐
８

９

（
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ド

ロ
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い
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ｏ
日
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日
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』
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巨

υ
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ｎ
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ヽ

ｏ
，

ヽ
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８
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い
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０
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９
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澤
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０
ロ
ユ
Ｐ
お
ミ
）ヽ
増

全
，３

ま
た
、
こ
う
し
た
経
済
体
制
の
問
題
も
含
め
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概

念
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
以
下
を
参
照
。
コ
ａ
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ｏ
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”
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６
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ン
ク
ラ
ー
等
の
議
論
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
。
と
や
ｏヽ

口
営
３
●

，
ゴ
ー
８
〓

おヽ
ヽ
目
０
”
〓
σ存

や
３
２

，
２
８
８
ｔ
ｅ
”ｉ
¨
ｒ
澪
５
翻
、ヽ
ｏ，
８
」
に
ヽ

（‐４
）
こ
の
ア
リ
ー
ナ
の
転
位
と
有
力
な
職
能
集
団
の
公
的
地
位

へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
０
ど
の
０
ゆ
ｏ
↓
汗

＞
一̈
■
８
一一８

３
句
３
澤

ｒ

一ヽ易
ざ

Ｆ

お

お

ネ

０
８

ｃ
，

¨
Ｏ
ｇ

ｏ
２

”
●
ｏ
●

ｏ
５

，

め
，

ぉ

，

０
８

ヨ

Ｒ
¨
０
３

０
ヽ

日

∽
ε
さ

い
い
Ｏ
ω
Ｒ

零

一
↑

Ｑ
）

０
晨

ヽ
ヽ
、
も
、
や

ヽ
べ
●
み

ヽ

ヾ
る

●
Ｓ
ミ

『
ｓ
ｔ

ヽ
ヽ
（
●
”
日

〓

〓
”
や

０
〓
３
Ｌ
Ｏ
錦

Ｏ
Ｌ
話
【，

，
聟
ω３

８
曽
）・０
や
に
ω
８
”
桐
谷
仁

「国
家

・
コ
ー
ボ
ラ
テ
イ
ズ
ム
　
社
会
運
動
―
―
制
度
と
集
合
行
動
の
比
較
政
治
学
』
東

信
堂
、
二
〇
〇
二
年
、
第

一
章
、
参
照
。
同
書
で
は
、
こ
う
し
た
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
転
位
に
つ
い
て
、
通
常
の
国
家
対
社
会
の
二
元
論
で
は
な
く
、
国
家

―
政
治
社
会
―
市
民
社
会
と
い
う
三
項
図
式
で
捉
え
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
体
制
は
、
市
民
社
会
レ
ベ
ル
で
の
利
益
集
団
が
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権
化

の
過
程
で

「公
的
地
位
」
を
獲
得
し
、
そ
の
活
動
の
ア
リ
ー
ナ
が
市
民
社
会
か
ら
政
治
社
会

へ
の
ア
リ
ー
ナ
と
転
位
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（
‐５

）

句
ｏ
Ｑ̈

い

く
ヽ
」
ｒ

日

´

尽
ミ

ヘ
ヽ
δ

ミ

Ｏ
ｓ
ミ

ｏ
ミ

諄

ミ
一
●
ヾ
ｓ
Ｏ

ヽ
ミ
ヽ
ヽ
ミ

い
ヽ
Ｒ

（
０
”
８
７

●
需

¨
０
当
し
Ｌ
Ｏ
錦

Ｃ
Ｌ
お

ａ

０̈

”
お
じ
Ｌ

８

只

さ

Ｏ
ｅ
ン

●
や

“

０
●
８

（‐６
）
ボ
ブ

・
ジ
ェ
ツ
ッ
プ

「
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
、
議
会
主
義
、
社
会
民
主
主
義
」
（坪
郷
実
訳
、
Ｐ
ｈ

・
シ
ュ
ミ
ッ
タ
１
／
Ｃ

・
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
編

『現
代

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

（Ｉ
）
―
―
団
体
統
合
主
義
の
政
治
と
そ
の
理
論
』
山
口
定
監
訳
、
木
鐸
社
、　
一
九
八
四
年
、　
一
九
七
―
二
三
八
頁
。

（‐７
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照́
。
く
く̈̈
ω●
ｒ
Ｏヨ
ロ
片
゛
り
”ヽ，
Ａ
３̈
ｏ
い
Ｚ
ｏく
ヨじ

，
●
●
ｏい
Ｌ
み
日

＞̈
０
●
Ｌ
８
こ
ご
■

，デ
ト
、
ヽ
ミ
ｓヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
お
ヽ
ヽヽ
も゙

く
β

Ｎ
●

８
ｏ
Ｏ

●
や

］
曽
Ｌ
Ｏ
い

０
８
８
こ
ｏ
巳
”
Ｐ

ｒ
８
・ぽ
０

０
ｏ
日
日
日
」
０

”
あ
”
房
８

く
ｏ
●
５

．Ｚ
２
ヽ

Ｆ
ａ
〓
彙
ご
Ｌ

，
一３
ｃ
Ｌ
ｇ
、
Ｎ
、
ミ
ミ

ぃ
、
ミ
さ

く
β

ω
や

お
り

，

ｏ
ｏ
　
卜
ヽ
０
‐卜
∞
ト

（‐８
）
公
共
政
策
を
め
ぐ
る
問
題
を
中
心
に
据
え
て
、
政
策
ネ
ッ
ト
ヮ
ー
ク
の
諸
相
に
つ
い
て
の
議
論
を
学
説
史
的
に
整
理
し
、
そ
の
な
か
で
国
家
―
利
益
集
団

に
お
け
る
政
策
ネ
ッ
ト
ヮ
ー
ク
の
諸
類
型
に
か
ん
し
て
手
際
よ
く
ま
と
め
た
論
考
と
し
て
以
下
も
参
照
。　
‘
”Ｆ
［
ｇ
〔３
８

、、円
汗

０
２
ｏ』ｏｏ
日
８
¨
３
つ
ｏ序
く

Ｚ
ｇ
〓
ｏＦ

，
５
”ぢ
●

「
８
日
〓
ａ
ｏ∽̈
９
ｃ
〓

６
０
お
【ヽ
８
３

温̈

コ

日ヽ
の■
９
●
、
き
ヽ
ミ
ヽヽ
ミ
ざ
ミ
、
′
く

，

８
●
８
∞も
ヽ
こ
曽

含
０
　
ま
た
、
メ
ゾ

・

コ
ー

ポ

ラ

テ

ィ
ズ

ム

に

つ

い

て

は

、

以

下

を

参

照

。

≧

●
●
ｏ
”
〓
∽
ｏ
●

ぃ
０
暢

０
ミ

■

゛

ヽ
ミ

ヽ
き

ミ

ミ

Ｄ
ヾ
Ｓ

Ｏ

（
Ｏ
ｘ
♂
社

¨
口

円

Ｆ
ヨ
■

●

３

０
〉

（‐９
）
こ
う
し
た
セ
ク
タ
ー
の
特
性
に
つ
い
て
、
「セ
ク
タ
ー
分
析
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
政
府
能
力
等
の
国
家
と
の
関
連
に
着
目
し
た
議
論
と
し
て
以
下
を
参
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照

。
）

〓

ｏ̈
，

”
笙

∽
，

Ｒ
●
●

Ｓ
ヾ
ヽ
ヽ
ヽ
あ

ｓ
Ｎ
ヽ
い

，
ヽ
あ
一
螢
ｏ
ｓ

で

も
Ｓ
あ

●
Ｓ
ヽ
も
ヽ
ヽ
●
ヽ
ヽ

゛
ヽ
ミ
ヽ
ミ
ミ

「
さ
０
、
い
お

ミ

い
゛
ヽ
∽
（
〓
ぱ
ｏ
や

０
８
●
の
〓
Ｃ
〓
く
９

，
■

筍
８
駒
・

【ＯΦいン
一Ｏ
　
ＮＮ‐卜∞

（２０
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
く

ヽ
自
”
ｏ
ｔ
〓
●
３
一
ω
■
８

ｏ
≧
村
営
ヽ
イ
ｏ６
【Ｌ
ｏ
ｏ８
ｏ８

，
日
ヨ
¨，
＞
∪
ヽ
０お
日
９
［
Ｆ

月
２
一〓
´

Ｏ
δ
〓̈
●
∞
Ｒ
●
り
ｏｇ
ヨ
ｏ〓
●
●
●
、
ヽ
あ
ヽ
やヽ
ヽ
Ｎ
Ｓ
ｏＳ
゛
ミ
゛ヽ
「
ヽ
いヽ
い
ヽ
Ｓ
Ｓ
ヽ
お
ヽ
やヽ
も゙

ンδ
一
０，
一〇０
一
●
フ
ド

０，

（２‐
）
Ａ

．
コ
ー
ソ
ン
ら
の
議
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

，
一目

０
”ヨ
∽ｏＰ
い
ｏミ
οさ
ゝ
ミ
ミ
ト
Ｓ
ヽ
ヽ
Ｒ
ヽ
Ｂ
ざ

゛
３
８
８

，
∽＞
０
●
●
３
諄
”̈
８̈
一Ｌ
８
９

ｏ
「
Ｎ
Ｏ
お
Ｐ

巨
の
日

ｏ
ジ
ヽ
Ｒ

の̈
Ｌ
Ｏ

ｏ
「
Ｏ
ｏ
‘

ｏ
●

〓

ヨ

Ｌ

Ｐ

ｏ
Ｆ

に

ｏ
■
８

８

ｏ
■

，
０
‘

３

９

ｒ
２

ユ

Ｒ

Ｆ

６
お

降

【
鳳

９
日

ｏ
，

摯
ｄ
Ｐ

、
ヽ

薄
ヾ

き

ス

Ｒ
一）

０
磯
ヽ
ミ

ミ

ヽ
Ｎ

ミ

ざ

ミ

諄

ミ

説

ざ

ヽ

３

８

８

●
力

‥

庁
ξ

ｌ

漆

”
目

″

ｇ
〓

撃

ご

●
―

●

ミ

，

お

ｏ
ｅ

Ｓ

，

８

８

３

８

一
Ｓ

Ｆ

∽
・、
日

´
ぞ
ゴ

９

８

春

３

９
ヾ

ヽ
ミ
ヽ
Ｒ
ヽ
●
ざ
ざ
ド
ヽ
ミ
８
ヾ
ｏミ
諄
ヽ
３
８
８
Ｐ
て
Ｒ
３
旨
●
８
曽
）も
や
る
０‘〓
ド
ま
た

Ｃ

・
ク
ラ
ツ
チ
の
議
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
ｏ
３
●

０
【
ｏ
ｓ
め

，
・
．
Ｏ
ｏ
●
ｅ
一̈̈
ｏ
●
の
や
肖
０，
”
●
ｏ
こ
“
ｏ̈
●
ど
く

，
”
ω
”
ｏ
∽
暉
Ｌ
●
¨ヽ

【口
Ｏ
Ｆ

，
■
ｏ
∽
∽

り
ヽ

，
お
【
”
●
一
ｒ
ｏ
ｏ
●
Ｚ

ｒ

い̈
Ｏ
σ
ｏ
【
”
（
の
０

，
〉

”
ざ
ヽ
』
０
ヽ
いヽ

●
０
ヽ
゛
ミ
ヾ
ヽ
ｓ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ

』
Ｓ

ヽ
も
ヽ
ヽ

粋

楡
ゞ
ミ
゛
゛

Ｄ
゛
Ｓ

ミ
ヽ
３

こ
ぜ
ヽ
き
ヽ
き

，

ヽ
き
ヽ
゛

ヽ
奎
に
ヽ
Ｒ
ヽ
ヽ
０
ヽ
Ｒ

い
ミ
ミ

，

つ
く
み
〓
●
”
６
●

）

０

¨
】

，
ｏ
コ
８
ｏ
〓
●
鳴

Ｆ

∽
，

ｃ
●
ｏ
●

３

∞
９
ヽ
一

，

【
０
０
，
」
ω
Ｏ
一　
ヽヽ
ヽ
ヽ
いｔ
．ョ
Ｐ

，
一
０
「ｑ
●
』ｏ
つ
あ

●̈

す̈
ｏ
同
Ｘ
ｏ
Ｏ
∽
め
Ｑ
∽
の
ｏ
ズ
■
¨
口
ｒ́
Ｏ
【̈
【●
Ｄ
口
ｏ
つ
ｏ
ｏ
ｏ
う
】４
の
Ｏ
‐
Ｏ
Ｏ
増
ｏ
【
”
魚
∽
＾
”
ｏ

，
”
く
Ｏ̈
ｒ
●
、

●̈
”
ｏ
●
”

，
）
”
壼
障
口
ｏ
一
¨，
ヽ
つ
０
０
”
■
ｏ

Ｏ

ｏ
【一．＞

ユ
●
霧

↑

，

）

』
ヾ

Ｏ
ο
ヽ
力

ヽ
゛

ヽ

〕磯

ヽ
ヽ
ヽ

嘲
Ｓ

ヽ
ｏ
゛

ヽ

慰

Ӵ
ゞ

ヾ

ヽ
ざ
Ｒ

（
Ｚ

ｏ
「

ざ

キ

¨
ｚ

ｏ
「

て
ｇ

Ｆ

Ｃ

●
オ

會

■
■

”
お

診

ヽ
ぉ

０
９

・
ｏ
や

０
”

Ｐ

（
２２

）

＞

●

コ

０

，
■

∽
ｏ
●

”
●
ュ

”
●
”
の
『
∽

，
Ｃ
”
一
ｏ
あ

ヽ
．
Ｏ

ｏ
【
●
ｏ
［
”
¨
∽̈
８

・
。
ｏ
８

●
め
¨
¨
¨
〓

ｏ

●
ｏ
¨̈
＾
８

一

２
●
一

０
一

，
ア

∽
●

■
”
Ｌ

ｏ

．
¨
口

”
６

∞
め
【
パ

一●
”

（
め
ヽ

〉

０
゛
ｏ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
ヽ

鮨
０
ヽ
ヽ
ヽ

∽

（
ぼ
ｏ
●
片

首

¨
″
ｏ
ｃ
一
″

０
”
ｏ

，

パ
ｏ
”
”
●

”
，

ｃ
ｒ

」
０
∞
ω
〉

ｏ
や

∞
お

い

，

●

●

０

”
‘

∽
ｏ
Ｐ

、
Ｏ
ｏ
【
Ｏ
ｏ
Ｓ

¨
∽̈
８

”
●
０

ぼ
ｏ
Ｏ
』

【
δ

一̈
一
●

∽
ヽ

日

て
く
ヾ
口

０

相

●
い
（
ｏ
■

〉

Ｂ

゛
ヽ
”
ｏ
ヽ
ミ
も
ヽ
ヽ

『
Ｓ
Ｓ
ド
ヽ
Ｒ
３
ミ
ｏミ
諄
ミ
つ
ｏ
●
一
８
¨
〓
８
ユ
ロ
営
・
】８
ｏ）ヽ
電
Ｌ
Ｓ
‐ヽ

ド

（２３
）
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
に
お
け
る
国
家
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。

「
ｏ̈
Ｒ
■
■
¨̈
Ｆ
日
´
、
ミ
Ｎ
、

ミ

９
ミ
ｏミ
■
ド

ロ
〓
曽
‐３
●
ミ
ヾ

ヽ
９
嗜
ｏミ
ゝ
ヽ
ミ
゛
せ
ヽ
もヽ

０ヽ
（５
●
８
Ｐ
∽＞
０
日
●
３
序
”８
日
Ｌ
８
０）
ま
た
、　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
桐
谷
仁

『国
家

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
・
社
会
運
動
―
―
制
度
と
集
合
行
動
の
比
較
政
治
学
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
二
年
、
第
二
喜
一章
も
併
せ
て
参
照
。

- 174-



社会コーボラティズムから政策協調へ?―ネオ コーボラティズム論における国家問題に一

（Ｚ
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
ヽ
口
Ｌ
ぼ
０
の
０
一
３
８
〓
Ｐ

あ
８
６
ａ

，
く
ｏＯ
ｏ８
ｏ
〓
】̈
昌
∽ヨ
¨
〓
ｏ
計
∽
Ｒ
ｏ
ｏお
８
８
８

●●
Ｑ
≦
日
”̈
ｏ̈房

ヨ

ヽ
Ｒ

♂

ヨ

ｇ

●
ｏ
ｏ
．

●̈

”
０
口
営

ｏ

い
い
５
２

●

”
口
Ｑ

Ｏ
弩

ざ

υ
ｇ
ｔ
Ｆ

ｒ

”
●

↑

Ｑ
φ
）

い
ヽ
い
ｏ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ

き
ヽ
∽
ヽ
ヽ
ヽ

「
も
ヽ
ミ
ミ
一
、

、
ミ
ヽ

ミ
ヽ
ヽ
ヽ
へ
ヽ
（
Ｚ
Ｏ
〓

К
Ч
″

Ｚ
の
“

マ
ｇ
Ｆ

Ｃ
●
イ
の
あ
¨^
ｘ
”
【
Φ
診
・
］
一
り
０
ン

ヽ
や

ω
・
ω
Ｏ
¨
■

”
ｏ
∞
ｏ
あ

ロ
ユ
一̈
●
”
く
ｏ
【

，

ヽ
ゃ

，
日
●

ｏ
Ｏ

ｏ
ｏ
に
３
』一
お
ざ

負
こ

と
く
ε
躇
”
●
”
∽
一
ぉ

０
０
Ｆ

、
０
”

，
ゞ
一
Ｆ
●
こ
∽
ｏ
２
ｏ
あ
Ｉ
Ｆ
Ｌ

日̈

Ｌ
ｏ
う
´

”
●
２

り
ｏ
Ｌ
ｏ
口
曰
”
●
ｏ
ｏ
．

●̈

ヽ
　
″
ｏ
∞
ｏ
一
一
国

ｏ
一一
●̈
∞
姜

ｏ
■

，
・
や
コ
¨
一一̈
一
ｏ
Ｏ
　
∽
ｏ
ご
３
■
一
ｏ
●

”
●
２
メ
く
ｏ
【
∞
”
●
”

∽
け
ｏ
●
ｏ
に

（
ｏ
２
∽
）

Ｏ
ｏ
ｏ
ｓ
ヽ
ヽ
ヽ
∝

０
ヽ
ヽ
ミ
、
、
ぃ
」
、
ヽ
ο
ヽ
も
ミ
ヽ
一

、
ヾ

ヾ

ヾ

ミ

Ｒ

ミ

、

０
ミ

ヽ
Ｒ

ミ

や

Ｓ

Ｓ

一ヽ

ャ

ミ
ｏ
あ

（
Ｚ

ｏ
■

く
ｏ
諄

¨
Ｏ
ｘ
♂

こ

こ
●
●
ｏ
邑

，

コ

ｏ
昴

８

Ｒ

）
も

，

９

８

（２５
）
と
く
に
輸
出
セ
ク
タ
ー
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
の
団
体
交
渉
か
ら
離
脱
す
る
傾
向
に
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
論
考
を
参
照
。
０
３
●

０
「ｏ
Ｃ
ｏ，
・
．ロイ
”一
０
一Ｌ
コ
ｏ̈●
∽
●̈
¨，
ｏ
一口
Ｘ
ｏ
ｏ
∽ｏα
∽
わ
ｏ一ｏ
●
、
０
●
　
０
∞
０
】

（
２６

）

く

〓

【
一
８

＾
８

Ｂ

彗

０

や
コ
¨
【【〓

ｏ
，

３

Ｐ

．
ｏ
ｏ
月

〓̈

８̈

Ｌ

ピ

Ｆ

ｃ
Ｌ

８

，

〓

ｏ
¨
Ｅ

ｍ
∽
■

汗

く

〓

ξ

一
＞

，

３

８

Ｒ

３

ｏ
こ

，
３

一
■

●

●

ｏ
ｚ

ｏ
■

〓

ｏ
日

ｇ

【

∽
●

６
一
Ｒ
ユ

一
〓
ｏ
”
ユ
”
Ｌ
ｏ
●
∽
〓

ｏ

げ
２
■

ｏ
ｏ
●

∽
，

２
８

８

Ｑ

Ｒ
こ

同
ｘ
一
ｏ
¢
ｏ
」

ｏ
ｏ
ｏ
さ

ａ
ヽ

日

”
〓

一
●
一
ｏ

，
Ｘ

，
２
」
К
”
Ｒ

け
●

容
〓

●
ｏ
Ｒ
こ

り
，

‘
α

Ｚ
営
”
〓

♂
０
∽
）

ヽ
ヽ
Ｒ

ヽ

ヽ
”
Ｑ
”
０

ヽ
ヽ
ヽ

嗜
ヽ
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こ

の

点

に

つ

い

て

は
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た

と

え
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を
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照
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（３７
）
本
稿
で
は
、
既
述
の
よ
う
に

「多
様
性
論
」
に
つ
い
て
は
主
題
的
に
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
の
公
共
労
組
を
中
心
と
し
た
政
府
に
よ
る
コ
ー
デ
ィ

ス
ー
シ
ヨ
ン
の
拠
点
の
構
築
を
か
れ
ら
は
、
Ａ
・
グ
ラ
ム
ン
の
い
う

「陣
地
戦
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。
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∽
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∽
ｏ
い
Ｏ
ｒ
Ｓ
”
９

∽
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０
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こ

の

点

に
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て

は

以

下
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参
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は
、
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も
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照
。
９
■
一６

，
ｑ
〓
８

，
ご
ど
げ
Ｆ

∽
ｏ●
一８
”
Ｒ
”』
房

”
う
０

●
Ｃ
ず
】ド

∽
Ｏ
ａ

〓

め

”

ｏ
ま

【
日

ヽ

い●

ω

Ｏ

ｃ
ヽ

「
含

め
あ

ヽ
い
０

ヽ
ｏ
●

”
お

〓

ｏ

↑

Ｑ
∽
し

ヽ
も
ヽ
ヽ
ヽ

゛

ド
゛

”

ミ
さ

ヽ
ヽ
ミ
も
ヽ
ヽ
お

ヽ
さ
、

、

ヽ
ミ

ヽ
ヽ
お

ヽ

ヽ
ヽ
Ｓ

ヽ
ヽ

ミ
ば
ヽ
ミ

一
（
●
ｏ
い
Ｏ
ｏ
】

”
ｏ
Ｓ
Ｌ
ｏ一
∞
ｏ
・
Ｎ
００
ω
）
ｏ
●
　
】ω
‐゙
ω

（
３９

）

”
・

・
Ｎ
曰

翼̈

】口

∞
●
２

］
の
日

０

”
ヽ
■
Ｑ
ｒ

、
０
こ
げ
含
イ
の
∪
”
出

営
Ｌ

ｏ
中

〓

”
Ｑ

Ｏ
ゆ
ｏ
ｏ
い
ｏ
日

、

「
げ
】
♂

ヨ

“

ｏ
め
ρ

餃
こ

，

ｏ

∽
め

，
８

餞

ｏ
ｏ
日

●
８

〓

ｏ
「

ｑ

ゴ

”
Ｏ
ｏ
Ｃ
Ｌ

ｏ
つ
∽
ヽ

●
●
　リト
‐゙
０

（４０
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こ
の
集
中
化
の
相
対
性
と
絶
対
性
の
区
別
や
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
桐
谷
仁

『国
家

・
コ
ー
ボ
ラ
テ
イ
ズ
ム
・
社
会

運
動
」
、
第

一
二
一章
を
参
照
。
ま
た
以
下
も
併
せ
て
参
照
。
桐
谷
仁

「先
進
諸
国
に
お
け
る
制
度
の
補
完
性
と
調
整
行
為
―
―
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ

ム
論
と
資
本
主
義
の
多
様
性
論
」
「法
政
研
究
』
（静
岡
大
学
法
政
学
会
）第
九
巻
三
号
、
二
〇
〇
四
年
、　
一
―

一
三
二
頁
，
同

「ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ

ム
論
に
お
け
る
制
度
と
行
為
の
問
題
―
―
調
整
行
為

・
集
中
化

・
集
権
化

・
適
用
範
囲
の
諸
概
念
と
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
対
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
観
点
」
『法
政

研
究
』
（静
岡
大
学
法
経
学
会
）第
八
巻
三
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号
、
二
〇
〇
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年
、　
一
―
七
九
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こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
以
下
を
参
照
。
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∽
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Ｆ
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Ｆ
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Ｆ
ｐ
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＾
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日
〓
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８
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ヽ
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９
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【

，
ぼ
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つ
“
ｘ
庁
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”
ｐ
２
∪
め
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”
【
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う
０
〓
、
Ｏ
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Ｐ
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６
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Ｑ
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ｏ
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ｏ
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め
∽
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２
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０
０
日
一
ｏ
２
●
ｏ
●
ｏ
い
日
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”
●
ｏ
こ

Ｌ̈
ｏ
●
∽
ヽ

ｏ
●
　
０
卜
，０
０

（５７
）
労
組
の
組
織
率
の
低
下
や
労
組
加
盟
の
変
化
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
比
較
研
究
を
試
み
た
も
の
と
し
て
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
静
Ｆ

く
【∽∽Ｐ

，■
，
ヽ
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第
三
章
　
政
策
協
調
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
？

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念
が
た
ん
に
社
会
に
お
け
る
利
益
集
団
の
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権
化
と
、
団
体
交
渉
に
代
表
さ
れ
る
集
団
間

の
交
渉

・
調
整

・
協
調
の
程
度
と
そ
れ
が
展
開
さ
れ
る
レ
ベ
ル

（
マ
ク
ロ
ー
メ
ゾ
ー
ミ
ク
ロ
あ
る
い
は
集
権
的
―
分
権
的
な
ど
）
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
、
政
府
の
政
策
形
成
過
程

へ
の
利
益
集
団
代
表
の
参
加
＝
包
摂
と
そ
の
制
度
化
や
政
策
協
調
の
問
題
に
ま
で
射
程
を
広
げ
た

こ
と
は
、
政
府
―
集
団
間
関
係
の
み
な
ら
ず
、
政
府
に
よ
る
政
治
介
入
や
政
治
統
合
の
問
題
を
も
俎
上
に
の
せ
、
そ
し
て
政
府
の
役
割
や

ひ
い
て
は
国
家
の
自
律
性
の
問
題
を
提
起
し
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
め
ぐ
る

「概
念
論
争
」

を
よ
り
複
雑
に
し
て
き
た

一
因
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
政
策
形
成
の
次
元
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
、
初
期
の
ネ
オ
・
コ
ー

ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
に
お
い
て
Ｇ

・
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
が
政
策
形
成
の
制
度
化
と
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
規
定
し
た
こ
と
に
出
来
す
る
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だ
ヽ
そ
こ
で
は
ヽ
（Ａ
）
職
能
領
域
を
代
表
す
る
組
織
化
さ
れ
た
集
権
的
で
包
括
的
な
利
益
集
団

（主
と
し
て
労
使
代
表
）
が
、
（Ｂ
）
政
府

の
種
々
の
公
共
政
策
の

「政
策
形
成
過
程
」
に

「参
加
」
す
る
こ
と
が

「制
度
化
」
さ
れ
て
い
る
点
に
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
核
心
が
あ
っ

た
。
こ
の
規
定
は
、
前
段
の

（Ａ
）
の
包
括
的
な
労
使
の
職
能
団
体
の
存
在
と
、
後
段
の

（Ｂ
）
政
策
過
程
へ
の
参
加
１
包
摂
の
制
度
化

と
い
う
二
つ
の
大
き
な
属
性
か
ら
成
り
立

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
初
は
、
こ
の
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る

場
合
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
政
策
参
加
の
前
提
と
し
て
利
益
集
団
の
組
織
化
や
集
権
化
の
程
度
が
高
い
こ
と
が
、
利
益

の
代
表
性
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
擬
制
に
基
づ
い
て
政
策
過
程

へ
の
参
加

が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
（Ａ
）
と

（Ｂ
）
の
両
者
の
あ
い
だ
の
融
輛
や
乖
離
と
い
っ
た
問
題
関
心
は
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
希
薄
で
あ
っ
た
。
政
策
協
調
な
い
し
政
策
調
整
を
め
ぐ
る
所
説
の
多
く
は
、
後
者
の

（Ｂ
）
の
系
譜
に
属
す
る
が
、
そ

の
議
論
の
展
開
の
な
か
で
、
種
々
の
曖
昧
な
点
や
バ
イ
ア
ス
が
指
摘
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
潜
在
的
な
争
点
が
顕
在
化
し
、
そ
れ
ら
が
新

た
な
諸
要
素
と
し
て
追
加
さ
れ
た
り
し
た
。

第

一
節
　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
に
お
け
る
政
策
形
成
過
程
の
制
度
化
の
問
題

従
来
の
九
〇
年
代
ま
で
の
各
種
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
指
標
を
総
括
的
に
整
理
し
た
Ａ
・
シ
ア
ロ
フ
は
、
前
述
の

（Ｂ
）
に
あ
た
る
政

策
協
調
や
政
策
調
整
に
か
ん
し
て
、　
一
九
六
五
―
九
五
年
ま
で
の
欧
米
諸
国
を
題
材
に
し
て
三
つ
の
尺
度
か
ら
指
標
化
を
試
み
て
い
る
。

第

一
に
、
政
策
形
成
過
程
の
う
ち
で
主
と
し
て
政
策
の
定
式
化
の
局
面
に
関
連
し
て
、
政
府
は
、
全
国
レ
ベ
ル
で
労
使
関
係
に
ど
の
よ
う

に
適
応
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
所
得
政
策
を
め
ぐ
る
賃
金
設
定
に
か
ん
し
て
紛
争
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
る
の
か
と
い
う
政
策
執

行
の
局
面
に
焦
点
を
あ
て
る
。
そ
れ
は
、
労
使
間
の
協
調
関
係
や
団
体
交
渉
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
政
労
使
の
三
者
間
の
合
意
形
成
の
た
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め
の
組
織
間
関
係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ど
の
よ
う
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
と
く
に
賃
金
交
渉
に
伴
う
労
使
間
紛
争
に
対
し

て
政
府
が
、
ど
の
よ
う
に
調
整

（
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
や
強
制
を
含
め
た
政
府
介
入
を
実
施
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
関
心
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
尺
度
に
つ
い
て
シ
ア
ロ
フ
は
五
段
階
に
わ
け
て
評
価
し
、
そ
れ
を
点
数
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
種
々
の
政
策
に
か
ん
し
て
政

労
使
の
あ
い
だ
に
交
渉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
確
立
し
て
い
る

（五
点
）、
あ
る
程
度
の
交
渉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
確
立
さ
れ
て
い
る
が
、

一
部
の
諸
政
策
で
は
、
政
府
に
よ
る
一
方
向
的
な
強
制
的
な
賦
課
が
み
ら
れ
た
り
、
逆
に
政
府
の
干
渉
が
少
な
い
多
元
主
義
が
み
ら
れ
た

り
す
る
場
合

（四
点
）、
そ
の
よ
う
な
多
元
主
義
か
あ
る
い
は
総
じ
て
政
府
の
関
与
の
な
い
無
干
渉
国
家
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
ル
と
判
断
さ
れ

る
場
合

（三
点
）、
そ
し
て
経
済
ア
ク
タ
ー
の
一
部
排
除
を
伴
う
弱
い
エ
タ
テ
イ
ズ
ム

（政
府
統
制
）
か
、
あ
る
い
は
、　
一
部
の
諸
政
策
に

か
ん
し
て
は
国
家
の
賦
課
を
伴
う
多
元
主
義
の
場
合

（一
百
じ
、
さ
ら
に
、
政
府
が
し
ば
し
ば
諸
政
策
を
賦
課

・
強
制
す
る
強
い
エ
タ
テ
イ

ズ
ム

（政
府
統
制
）
の
場
合
は
、　
一
点
と
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
。

第
二
の
尺
度
は
、
主
と
し
て
政
策
執
行
と
政
策
結
果
に
係
わ
る
。
つ
ま
り
、
政
策
協
調
と
そ
れ
に
伴
う
政
治
的
交
換
や
政
策
合
意
が
ど

の
レ
ベ
ル
ま
で
実
際
に
適
用
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
拡
張
性
に
着
目
す
る
。
こ
の
尺
度
の
特
徴
と
し
て
は
、
ひ
と
つ
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ

ズ
ム
を
労
使
間
な
い
し
政
労
使
間
の
三
者
の
政
治
的
交
換
と
み
な
す
見
解
を
、
政
策
協
調
や
政
策
合
意
の
拡
張
性
の
問
題
に
ま
で
敷
行
し

て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
政
策
執
行
の
浸
透
力
や
政
策
合
意
の
波
及
性
に
ま
で
射
程
を
広
げ
る
こ
と
で
、
適
用
範
囲

の
問
題
や
政
府
に
よ
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
法
的
ル
ー
ル
に
基
づ
い
た
統
治
可
能
性

（″
鴇
ξ
‐ｇ
∽＆

零
お
８
３

一̈【０
）
の
問
題
を
包
含
し
て

い
る
点
で
あ
る
。

こ
う
し
て
政
治
的
交
換
が
、
全
国
的
な
マ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
セ
ク
タ
ー

・
レ
ベ
ル
に
ま
で
適
用
さ
れ
、
労
使
双
方
を
拘
束
す
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る
場
合

（五
点
）
か
ら
、
そ
の
両
レ
ベ
ル
の
い
ず
れ
か

一
方
に
適
用
さ
れ
る
部
分
的
拡
張
の
場
合

（四
点
）、
そ
し
て
形
式
的
に
は
拡
張
的

に
な
っ
て
い
る
が
、
セ
ク
タ
ー
・
レ
ベ
ル
に
な
る
と
、
各
セ
ク
タ
ー
で
そ
の
適
用
方
法
は
様
々
に
な
り
、
拡
張
性
が
相
対
的
に
低
く
な
る

場
合

（三
点
）、
さ
ら
に
は
、
全
般
的
に
み
て
拡
張
性
が
非
常
に
曖
味
で
あ
る
か
非
常
に
低
い
場
合

（
二
点
）
お
よ
び
無
い
場
合

（
一
点
）、

と
い
う
か
た
ち
で
点
数
化
さ
れ
る
。

第
二
の
尺
度
は
、
や
や
抽
象
的
で
あ
る
が
、
国
家
―
社
会
関
係
の
全
般
的
な
特
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
策
過
程
の
制
度
化
に
か
ん
じ

て
、
政
府
―
集
団
間
の
協
調
関
係
が
、
政
策
領
域
を
横
断
し
て
包
括
的
に
築
か
れ
て
い
る
か
か
ど
う
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
政
策
協
調
の

範
囲
が
よ
り
個
別
的
か
よ
り
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
公
私
両
ア
ク
タ
ー
間
の
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
ど
の
程
度
確
立

し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
諸
課
題
を
中
心
に
据
え
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
政
府
―
集
団
間
関
係
が
極
め
て
協
調
的

で
包
括
的
な
場
合

（五
点
）
か
ら
、
そ
の
協
調
関
係
が
強
い
場
合

（四
点
）、
穏
健
的
で
中
位
に
あ
る
場
合

（三
点
）、
そ
し
て
弱
い
場
合

（
二
点
）、
そ
し
て
公
私
領
域
が
明
確
に
区
別
さ
れ
、
政
府
―
集
団
関
係
が
外
在
的
で
あ
る
多
元
主
義

（
一
点
）
の
順
に
指
標
化
が
な
さ
れ

て
い
る
。

こ
う
し
て
シ
ア
ロ
フ
は
以
上
の
三
つ
の
尺
度
を
ま
と
め
、
全
国
レ
ベ
ル
で
の
政
策
形
成
の
型
と
し
て
総
括
し
、
そ
し
て
一
九
六
五
年
か

ら
九
五
年
に
か
け
て
、
先
進
諸
国
の
現
実
を
十
年
ご
と
に
点
数
化
し
各
国
を
位
置
づ
け
て
い
く
。
そ
れ
は
、
六
五
年
前
後
の
高
成
長
期
、

七
五
年
の
石
油
危
機
前
後
、
八
五
年
前
後
の
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
台
頭
期
、
そ
し
て
九
五
年
前
後
の
グ
ロ
ー
パ
ル
化
や
Ｅ
Ｕ
統
合
の

進
展
期
の
四
つ
の
時
期
に
お
い
て
、
政
策
形
成
過
程
の
制
度
化
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
を
経
験
的
に
指
標
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
理
解
に
基
づ
い
た
場
合
、
は
た
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
に
変
化
が
み
ら
れ
る
の
か
、
ま

た
各
国
間
に
そ
の
多
様
性
は
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
経
験
的
な
探
索
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
頭
著
な
特
徴
が
浮
か
び
あ
が
っ
た
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（図
表
１
２
を
参
照
）。

第

一
に
、
六
五
―
九
五
年
の
全
体
の
平
均
を
み
る
と
、
政
策
形
成
の
型
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
ル

期
に
入
っ
て
の
八
五
年
と
九
五
年
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
以
前
の
時
期
と
比
べ
て
、
増
減
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
前
述
の

（Ａ
）
の
利
益
集
団
お
よ
び
集
団
間
関
係
に
お
け
る
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権
化
と
い
う
意
味
で
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
が
、
低
落
傾
向
に

あ
る
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
利
益
代
表
の
次
元
と
政
策
形
成
の
そ
れ
は
照
応
し

て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
乖
離
し
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
両
次
元
の
ズ
ン
が
、
八
〇
年
代
以
降
の
特
異
な
現
象
な
の
か
、

そ
れ
と
も
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
本
質
的
な
相
違
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
両
者
が
分
離
し
て
い
る
点
は
確
認
で

き
る
。

第
二
に
、
各
国
間
の
多
様
性
や
類
型
ご
と
の
差
異
と
い
う
点
に
眼
を
向
け
て
み
る
と
、
ま
ず
は
社
民
型
が
政
策
協
調
の
制
度
化
の
度
合

が

一
貫
し
て
高
く
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
型
が
中
位
で
、
リ
ベ
ラ
ル
型
が
低
位
に
あ
る
と
い
う
三
者
の
関
係
も
ほ
ぼ
変
わ
っ
て
い
な
い
。
次

に
、
各
類
型
の
特
徴
と
し
て
は
、
社
民
型
は
ほ
ぼ
横
ば
い
に
推
移
し
て
い
る
が
、
あ
え
て
い
え
ば
七
五
年
前
後
に
上
昇
し
た
が
八
五
年
に

下
降
し
、
そ
の
後
九
五
年
台
後
半
に
再
び
上
昇
に
転
じ
る
と
い
う
二
つ
の
弱
い
波
を
そ
こ
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
民
主
型
は
全
く
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
変
化
が
み
ら
れ
な
い
。
リ
ベ
ラ
ル
型
は
、
と
く
に
八
五
年
以
降
上
昇
基
調
に
あ
る
。

こ
れ
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
動
向
に
左
右
さ
れ
て
い
る
側
面
が
あ
る
と
は
い
え
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
期
に
お
け
る
団

体
交
渉
等
の
利
益
媒
介
の
分
権
化
傾
向
と
は
対
照
的
に
、
少
な
く
と
も
政
策
形
成
過
程
に
お
い
て
は
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
分
類
形
態
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
も
全
体
的
に
み
て
、
組
織
調
整
型
が
高
位
に
あ
り
自
由
市
場
型
が
低
位
に
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図表-2
政策形成の型 :全国レベル (Slarof指標):1965-1995年 (そ の 1)
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あ
る
構
図
に
変
化
は
な
く
、
な
お
か
つ
両
者
と
も
ほ
ぼ
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
る
。
政
府
主
導
型
は
、
七
五
年
前
後
の
石
油
危
機
の
時
期

に
な
っ
て
も
変
化
が
み
ら
れ
ず
、
六
五
年
前
後
の
高
成
長
期
と
七
五
年
期
で
は
、
自
由
市
場
型
よ
り
も
低
位
に
あ
る
。
し
か
し
、
八
五
年

前
後
の
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
期
以
降
、
逆
に
、
後
述
す
る
イ
タ
リ
ア
に
頭
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
上
昇
傾
向
に
転
じ
て
い
る
点
が
大
き
な

特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
各
類
型
を
代
表
す
る
個
別
の
国
を
み
る
と
、
社
民
型
で
か
つ
組
織
調
整
型
に
属
し
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
大
胆
な
労
働
市
場

政
策
を
展
開
し
て
い
る
デ
ン
マ
ー
ク
は
、　
一
貫
し
て
高
位
に
あ
り
、
政
策
協
調
の
制
度
化
に
か
ん
し
て
は
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
ず
安
定

的
に
推
移
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
八
二
年
末
の
フ
セ
ナ
ー
ル
協
定
以
降
、
政
策
協
調
や
社
会
協
定
の
点
で
、
既
述
の
よ
う
に

「競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
や

「ポ
ル
ダ
ー
・
モ
デ
ル
」
な
ど
様
々
な
か
た
ち
で
着
目
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
に
も
該
当
す
る
。
こ
う
し
た

諸
国
と
は
対
照
的
に
、
リ
ベ
ラ
ル
型
お
よ
び
自
由
市
場
型
に
通
常
は
分
類
さ
れ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ

ズ
ム
度
の
ラ
ン
ク
で
も
中
低
位
に
あ
る
イ
タ
リ
ア
が
、
こ
と
政
策
形
成
の
協
調
度
の
次
元
に
か
ん
す
る
限
り
、
六
五
年
の
高
成
長
期
に
は

相
対
的
に
は
低
位
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
、　
一
貫
し
て
上
昇
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
九
五
年
前
後

に
は
デ
ン
マ
ー
ク
や
オ
ラ
ン
ダ
に
迫
る
ほ
ど
協
調
度
を
高
め
て
お
り
、
ま
た
イ
タ
リ
ア
も
、
六
五
年
の
高
成
長
期
に
は
政
策
協
調
度
は
非

常
に
低
か
っ
た
が
、
そ
の
後
の
上
昇
率
は
極
め
て
高
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
あ
え
て
い
え
ば
、
緩
や
か
な
二
つ
の
波
が
あ
り
、
七
五
年

期
と
九
五
年
期
に
上
昇
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
観
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
該
期
間
全
体
を
み
る
と
、
政
策
形
成
の
次
元
で
い
え
ば
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
衰
退
論
の

ス
ト
ー
リ
ー
は
必
ず
し
も
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
政
策
協
調
度
は
、
石
油
危
機
後
の
七
五
年
期
に
所
得

政
策
等
で
急
速
に
上
昇
し
、
八
〇
年
代
の
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
ル
期
以
降
低
落
傾
向
に
あ
る
と
い
う
筋
書
き
は
当
て
嵌
ま
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
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て
、
強
い
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
分
類
さ
れ
る
社
民
型
や
組
織
調
整
型
の
国
々
は
常
に
高
位
に
あ
り
、
し
か
も
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
な

い
こ
と
、
さ
ら
に
イ
タ
リ
ア
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
九
〇
年
代
後
半
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
上
昇
傾
向
を
示
す
ケ
ー

ス
も
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
重
要
な
特
徴
と
し
て
索
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
政
策
形
成
過
程
の
制
度
化
の
諸
相

こ
う
し
た
政
策
形
成
過
程
の
制
度
化
と
そ
れ
に
伴
う
政
策
協
調
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
今
世
紀
に
入
っ
て
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
①
政
策
参
加
、
②
政
策
領
域
、
③
合
意
の
制
度
化
の
程
度
、
④
政

策
形
成
過
程
に
お
け
る
定
式
化

（入
力
局
面
）
と
執
行

（出
力
局
面
）
の
区
別
、
⑥
政
府
の
役
割
と
い
う
五
つ
の
論
点
か
ら
、
あ
ら
た
め

て
議
論
を
整
序
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
（Ｂ
）
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
核
心
的
な
部
分
に
係
わ
る

争
点
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
近
年
の

「政
策
協
調
」
や

「社
会
協
定
」
の
議
論
を
も
た
ら
す
契
機
に
も
な
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
五
つ
の
論
点
は
、
必
ず
し
も
学
説
史
的
順
序
に
沿
っ
た
も
の
で
な
く
、
ま
た
多
く

の
議
論
が
、
複
数
の
論
点
を
取
り
扱

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
力
点
の
置
き
方
に
違
い
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
異
同
や
軽
重
に
着

日
し
て
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

前
述
の
初
期
の
七
〇
―
八
〇
年
代
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
を
回
顧
す
る
と
、
そ
の
五
つ
の
各
々
に
即
し
て
み
れ
ば
、
①
に
つ
い
て
は
、

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
労
組
の
政
策
参
加
の
問
題
に
偏

っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
利
益
集
団
と
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
関
心
が
希
薄

で
あ
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
Ｆ
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
例
に
あ
げ
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
概
念
が
、
農

業
団
体
を
含
む
職
能
集
団

一
般
あ
る
い
は
利
益
集
団

一
般
の
体
系
を
対
象
と
し
た
概
念
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
従
来
の
研
究
は
、
職
能
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団
体
で
も
農
業
団
体
そ
の
他
を
軽
視
し
、
集
団
論
の
拡
張
よ
り
も
む
し
ろ
労
働
組
合
の
偏
重
に
陥
っ
て
い
る
と
み
な
し
た
。
②
で
は
、
政

策
範
囲
が
所
得
政
策
に
過
度
に
偏
重
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
政
策
領
域
が
看
過
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
多
く
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に

③
に
か
ん
し
て
は
、
協
調
行
動
や
調
整
行
為
の
重
要
性
は
指
摘
す
る
が
、
そ
の
合
意
の
拘
束
力
や
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
閑
却
さ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
④
に
つ
い
て
は
政
策
の
定
式
化

（入
力
局
面
）
へ
の
偏
重
が
み
ら
れ
、
ま
た
⑤
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
役
割
の
自
律

性
よ
り
も
政
労
使
の
協
調
行
動
や
三
者
協
議
機
関
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
五
つ
の
観
点
に
沿
っ
て
、
そ
の
理

論
的
な
合
意
だ
け
で
な
く
、
経
験
的
な
指
標
化
に
よ
っ
て
先
進
諸
国
を
比
較
し
た
先
行
研
究
を
詮
議
す
る
。
そ
の
な
か
で
、
か
つ
て
の
コ
ー

ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た

「政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
」
の
問
題
や
、
近
年
の

「社
会
協
定
」
と
の
関
連
性
に
言
及
す
る
つ
も
り

で
あ
る
。
ま
た
政
府
の
介
入
戦
略
と
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
を
捉
え
る
代
案
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
自
律
性
の
観
点
か
ら
そ
の
意
義
を

論
じ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
検
討
結
果
の
な
か
か
ら

（Ｂ
）
の
観
点
に
お
け
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
衰
退
論
や
そ
の
変
化
の
多
様
性
に
つ

い
て
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。

（
一
）
政
策
参
加

利
益
集
団
と
く
に
労
使
の
頂
上
組
織
が
、
政
策
過
程
に
参
加
す
る
度
合
の
高
さ
と
そ
の
参
加
が
政
策
形
成
過
程
の
な
か
に
制
度
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
常
に
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
心
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
（Ａ
）
の
利
益
集
団
の
組
織
化

・
集
中

化

・
集
権
化
と
並
ん
で
、
前
述
の

（Ｂ
）
の
核
心
部
分
で
あ
る
。
初
期
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
で
は
、
参
加
の
主
体
と
し
て
焦
点
が
置

か
れ
た
の
は
労
組
で
あ
り
、
し
か
も
七
〇
年
代
の
石
油
危
機
以
後
の
イ
ン
フ
レ
を
背
景
と
し
て
所
得
政
策

へ
の
参
加
に
関
心
が
集
ま
る
傾

向
に
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
参
加
は
、
所
得
政
策
等

へ
の
労
働
代
表
の
参
加
＝
包
摂
を
主
眼
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
賃
金
上
昇
と
失
業

の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
一
助
と
し
て

「賃
金
抑
制
と
雇
用
確
保
と
の
交
換
」
を
め
ざ
し
て
、
政
労
使
間
で
展
開
さ
れ
た

「政
策
参
加
と

―- 188-



社会コーポラティズムから政策協調へ?―ネオ コーポラティズム論における国家問題に一

経
済
実
績
と
の
政
治
的
交
換
」
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
所
得
政
策
に
か
ん
し
て
Ｇ

，
マ
ー
ク
ス
は
、
そ
れ
を
賃
金
規
制

へ
の
体
系
的

な
国
家
介
入
様
式
と
し
て
捉
え
、
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
と
み
な
し
た
。
そ
し
て

「政
策
の
定
式
化
」、
「政

策
の
射
程
」、
「政
策
の
執
行
」
の
二
つ
の
側
面
を
明
確
に
区
分
す
る
。
政
策
の
定
式
化
で
は
、
労
使
間
の
賃
金
交
渉
過
程
の
な
か
に
政
府

が
介
入
す
る
場
合
か
ら
、
そ
れ
と
も
労
使
双
方
も
し
く
は
そ
の
い
ず
れ
か
に
た
い
し
て
政
府
介
入
が

一
方
向
的
に
な
さ
れ
る
場
合
ま
で
、

そ
の
程
度
は
異
な
る
。
政
策
の
射
程
は
、
当
該
政
策
が
、
一雇
用
や
賃
金
格
差
等
に
及
ぶ
よ
う
な
広
範
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
、
単
な
る
賃
金

抑
制
と
い
う
限
定
さ
れ
た
か
た
ち
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
振
幅
が
あ
る
。
そ
し
て
政
策
執
行
で
は
、
合
意
さ
れ
た
政
策
内

容
が
、
労
使
双
方
の
組
織
全
体
に
ま
で
拡
張
さ
れ
、
そ
の
頂
上
団
体
が

一
種
の
準
公
的
な
責
任
機
関
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
実

施
さ
れ
る
場
合
か
ら
、
政
府
が
独
占
的
に
執
行
す
る
場
合
ま
で
、
様
々
な
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
合
意
志
向
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
型
所
得
政
策
の
条
件
と
し
て
次
の
四
点
が
提
示
さ
れ
る
。
第

一
に
、
政
策
過
程
全
般
に
お

け
る
労
組
の
参
加
度
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
策
の
定
式
化
だ
け
で
な
く
政
策
執
行
に
お
い
て
も
、
労
組
代
表
が
広
く
参
加
し

て
い
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
第
二
に
、
政
策
の
定
式
化
に
か
ん
し
て
、
参
加
す
る
労
組
が
包
括
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

政
府
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
関
連
す
る
各
領
域
の
交
渉
団
体
を
ど
の
程
度
包
摂
す
れ
ば
定
式
化
が
首
尾
よ
く
い
く
の
か
、
ど
の
領
域
ま
で
の

組
織
的
な
利
益
集
団
と
交
渉
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
合
意
し
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
ら
の
交
渉
相
手
の
集
団
が
、
強
い
統

一
性
や
同

一
性
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
第
二
に
、
政
策
の
定
式
化
に
お
い
て
、
参
加
す
る
当
該
集
団
が
、
法
的
な
根
拠

等
が
な
く
て
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
交
渉
を
有
効
に
お
こ
な
え
る
と
い
う
意
味
で
の
集
権
性
の
高
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
四
に
、

そ
う
し
た
参
加
す
る
労
組
代
表
が
、
労
組
メ
ン
バ
ー
の
不
満
を
結
果
と
し
て
生
じ
さ
せ
る
と
い
っ
た
危
険
を
抱
え
な
が
ら
も
、
政
策
実
績

へ
の
責
任
を
共
有
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
、
と
い
う
責
任
の
度
合
の
高
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
九
〇
年
代
以
降
は
、
後
述
す
る
Ｈ
・
コ
ン
プ
ス
ト
ン
の
よ
う
に
、
所
得
政
策

へ
の
参
加
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
策
参
加
の

領
域
を
よ
り
広
く
把
握
す
べ
き
こ
と
が
提
唱
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
も
参
加
主
体
と
し
て
着
目
さ
れ
た
の
は
や
は
り
労
組
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
コ
ン
プ
ス
ト
ン
指
標
で
は
、
そ
の
労
組
代
表
の
参
加
度
は
、
あ
く
ま
で
も
政
策
過
程
の
う
ち
、
政
策
の
定
式

化

（入
力
の
局
面
）
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
執
行
過
程

（出
力
の
局
面
）
を
そ
れ
に
含
め
て
は
い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
政

策
参
加
は
、
労
組
主
体
で
入
力
局
面
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

（
一
―
一
）

一
九
八
〇
年
代
お
よ
び
九
〇
年
代
の
労
組
の
政
策
参
加
度

こ
う
し
た
労
組
の
経
済
政
策

へ
の
参
加
度
の
先
進
諸
国
の
比
較
に
か
ん
し
て
、
Ｌ
・
ケ
ン
ウ
オ
ー
シ
イ
は
、
前
述
の
コ
ン
プ
ス
ト
ン
の

指
標
を
参
考
に
し
つ
つ
、　
一
九
八
〇
年
―
九
七
年
の
各
年
に
お
け
る
先
進
各
国
の
参
加
度
合
を
指
標
化
し
た
。
た
だ
し
、
ケ
ン
ウ
オ
ー
シ
イ

指
標
は
、　
コ
ン
プ
ス
ト
ン
が
所
得
政
策
の
除
外
を
銘
記
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
除
外
領
域
を
明
確
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
労
組
の
政
策
参
加
度
は
、
八
〇
年
代
以
降
、
ど
の
よ
う
な
傾
向
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第

一
に
、
政
策
参
加
度
は
全
般
的

に
み
て
低
下
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
第
二
に
、
そ
の
趨
勢
に
お
い
て
各
類
型
に
よ
る
差
異
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
第
二
に
、

各
類
型
を
代
表
す
る
典
型
国
に
お
け
る
多
様
性
は
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
一一百
小を
中
心
に
結
果
を
記
述
し
て
い
く
こ

と
に
す
る

（図
表
１
３
を
参
照
）。

ま
ず
第

一
に
、
全
体
平
均
で
は
、
八
〇
年
か
ら
九
七
年
に
か
け
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
な
い
と
い
え
る
。
あ
え
て
い
え
ば
八
〇
年

代
は
微
減
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
九
〇
年
前
後
を
境
に
し
て
や
や
増
加
基
調
に
転
じ
、
と
く
に
九
五
年
前
後
か
ら
明
確
な
上
昇
傾
向
を
示
し

て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
各
類
型
を
み
て
み
る
と
、
社
民
型
が
常
に
高
位
で
あ
り
、
そ
れ
に
や
や
劣
る
が
、
次
に
キ
リ
ス
ト
教
民
主
型
、

そ
の
二
つ
に
比
べ
る
と
極
め
て
低
位
に
リ
ベ
ラ
ル
型
が
あ
り
、
こ
の
三
者
間
の
位
置
関
係
も
こ
の
期
間
中
変
わ
っ
て
い
な
い
。
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図表-3 労組の政策参加度 (Kenworthy指標 :1980-97年 :そ の 1)
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第
二
に
、
各
類
型
の
特
徴
を
み
る
と
、
社
民
型
は
、
八
〇
年
代
徐
々
に
低
下
し
て
い
た
が
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
上
昇
基
調
に
転
じ
、

そ
し
て
九
〇
年
前
後
に
や
や
減
少
し
た
と
は
い
え
、
九
〇
年
代
後
半
に
は
急
激
に
上
昇
し
、
八
〇
年
代
初
頭
の
水
準
を
超
え
る
参
加
度
を

示
し
て
い
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
九
〇
年
前
後
と
九
五
年
前
後
に
ピ
ー
ク
を
も
つ
二
つ
の
波
が
推
察
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
型
は
、

比
較
的
安
定
し
て
お
り
、
急
激
な
変
化
は
な
い
と
い
え
る
が
、
そ
れ
で
も
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
ル
ヘ
の
転
換
期
に
あ
た
る
八
〇
年
代
前
半
は
む

し
ろ
上
昇
基
調
に
あ
り
、
そ
の
後
ほ
ぼ
横
ぱ
い
に
推
移
し
、
そ
し
て
九
〇
年
前
後
か
ら
再
び
増
加
傾
向

へ
転
じ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、

八
〇
年
代
前
半
、
九
〇
年
前
後
、
そ
し
て
九
五
年
前
後
に
各
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
緩
や
か
な
周
期
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

リ
ベ
ラ
ル
型
は
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、
九
〇
年
前
後
か
ら
緩
や
か
と
は
い
え
上
昇
基
調
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
よ
り
詳

し
く
み
る
と
、
八
〇
年
代
前
半
は
低
下
基
調
に
あ
る
が
、
後
半
以
降
は
変
化
な
く
安
定
的
に
推
移
し
、
九
〇
年
前
後
か
ら
上
昇
基
調
に
転

じ
、
と
く
に
九
五
年
以
降
は
八
〇
年
の
参
加
度
を
回
復
し
て
い
る
。
こ
の
上
昇
局
面
に
か
ん
し
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
に
お
け
る
社
会
協
定
の
問
題
が
あ
り
、
こ
の
政
策
参
加
に
関
す
る
限
り
、
リ
ベ
ラ
ル
と
し
て
一
括
し
て
分
類
す
る
の
に
は
困
難
な
面
が

あ
る
。

も
う

一
つ
の
分
類
体
系
で
あ
る
組
織
調
整
型
―
自
由
市
場
型
―
政
府
主
導
型
で
い
え
ば
、
組
織
調
整
型
が

一
貫
し
て
高
位
に
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
自
由
市
場
型
が
相
対
的
に
低
位
で
ほ
ぼ
安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
。
よ
り
仔
細
に
み
る
と
、
組
織
調

整
型
は
、
八
〇
年
代
前
半
は
漸
減
傾
向
に
あ
る
が
、
し
か
し
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
漸
増
傾
向
に
転
じ
た
。
九
〇
年
代
初
頭
に
や
や
低
下

傾
向
を
み
せ
る
も
の
の
、
九
〇
年
代
後
半
に
は
再
び
上
昇
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
九
五
―
九
七
年
に
は
八
〇
年
水
準
を
回
復
し
て

い
る
。
自
由
市
場
型
は
、
八
〇
年
代
前
半
は
低
落
傾
向
に
あ
る
が
、
八
〇
年
代
後
半
は
変
化
な
く
横
ぱ
い
で
あ
っ
た
。
八
〇
年
代
末
に
若

干
上
昇
に
転
じ
る
が
、
九
〇
年
代
に
入
っ
て
再
ぴ
低
下
し
、
以
後
九
〇
年
代
を
通
じ
て
ほ
ぼ
安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
。
政
府
主
導
型
は
、
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周
期
的
に
変
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。
八
〇
年
代
は
そ
の
前
半
は
増
加
基
調
に
あ
り
後
半
に
は
下
降
傾
向
を
示
し
、
そ
し
て
八
〇
年
代
末

か
ら
九
〇
年
代
初
頭
は
若
千
の
上
昇
が
み
ら
れ
る
も
の
の
比
較
的
安
定
的
に
推
移
し
て
い
た
が
、
九
二
年
以
降
、
急
速
に
参
加
度
が
増
加

し
た
。
こ
れ
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
イ
タ
リ
ア
の
変
化
が
反
映
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

第
二
に
、
各
類
型
を
代
表
す
る
典
型
国
を
み
る
と
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
全
体
と
し
て
Ｕ
字
型
の
曲
線
を
描
い
て
い
る
。
八
〇
年
代
初
頭

以
降
、
急
速
に
低
下
し
、
八
〇
年
代
後
半
以
降
九
〇
年
代
初
頭
ま
で
ほ
ほ
低
位
安
定
の
状
態
に
あ
っ
た
。
し
か
し
九
二
年
以
降
急
速
に
参

加
度
が
上
昇
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
で
も
そ
う
し
た
周
期
的
な
変
動
を
観
察
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
八
二
―
八
三
年
に
増
大
し
た
後
急
速
に
低

下
し
た
が
、
八
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
再
び
上
昇
基
調
に
転
じ
、
そ
し
て
九
〇
年
前
後
に
は
小
幅
な
変
化
が
あ
り
九
二
年
ご
ろ
ま
で
低
落

傾
向
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
再
ぴ
増
加
傾
向
に
転
じ
る
と
い
う
三
つ
の
波
が
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
イ
タ
リ
ア
の
場
合
、
八
〇
年
代
に
お
い
て
八
五
年
を
頂
点
と
し
八
八
年
を
底
と
す
る
ひ
と
つ
の
波
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
九
二

年
以
降
は
上
昇
に
転
じ
、
九
三
年
以
後
は
高
水
準
で
安
定
し
て
い
る
が
、
あ
え
て
い
え
ば
、
そ
こ
に
二
つ
め
の
波
を
推
察
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
八
〇
年
代
前
半
は
下
降
傾
向
に
あ
り
後
半
は
低
位
で
推
移
し
て
い
た
。
し
か
し
八
七
年
以
降
、
急
速
な
増

加
傾
向
に
転
じ
、
九
〇
―
九

一
年
に
か
け
て
減
少
し
た
も
の
の
、
九
二
年
以
降
再
び
上
昇
し
、
九
四
年
を
除
い
て
高
水
準
で
安
定
的
に
推

移
し
て
い
る
。
最
後
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
八

一
年
に
参
加
度
が
急
速
に
下
降
し
て
以
降
、
低
位
の
水
準
で
横
ば
い
の
状
態
で
推
移
し
、

さ
ら
に
八
〇
年
代
末
か
ら
九
〇
年
に
か
け
て
再
び
低
落
し
、
そ
れ
以
後
低
位
水
準
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
動
向
は
、
通
常
は

同

一
の
リ
ベ
ラ
ル
な
い
し
自
由
市
場
型
と
し
て
分
類
さ
れ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
は
著
し
く
対
照
的
な
趨
勢
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
の
先
進
諸
国
で
は
、
第

一
に
、
政
策
参
加
の
観
点
に
お
け
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
は
、

総
体
的
に
は
、
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
ず
、
ま
た
第
二
に
、
各
類
型
に
よ
る
多
様
性
が
観
察
さ
れ
、
そ
し
て
第
三
に
個
別
の
典
型
国
に
か
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ん
し
て
い
え
ば
、
八
〇
年
代
以
降
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
九
〇
年
代
中
葉
以
降
の
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
に
、
従
来
は
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
の

低
位

・
中
位
の
国
々
で
政
策
参
加
の
拡
大
が
折
出
さ
れ
た
。

（
二
）
政
策
領
域
の
範
囲

八
〇
年
代
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
政
策
領
域

へ
の
関
心
は
、
七
〇
年
代
の
石
油
危
機
以
後
の
イ
ン
フ
レ
問
題
を
背
景
と
し
て
所
得

政
策
を
重
視
し
て
い
た
漣
ヽ
九
〇
年
代
以
降
は
、
よ
り
幅
広
い
政
策
領
域
に
お
け
る
政
策
協
調
を
視
野
に
入
れ
た
議
論
が
展
開
さ
れ
翅
。

そ
の
代
表
的
論
者
と
も
い
え
る
Ｈ
・
コ
ン
プ
ス
ト
ン
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
で
政
府
と
労
組
代
表
と
の
あ
い
だ
で
雇
用

・
物
価

・
成

長
に
関
連
す
る
諸
政
策

へ
と
政
策
範
囲
を
拡
大
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
、
単
な
る
協
議
か
ら
広
範
な
協
定
に
及
ぶ
そ
の
程
度
に
応
じ
て
点

数
化
し
た
。
そ
の
対
象
と
な
る
政
策
領
域
は
、
金
融
政
策
、
通
貨
政
策
、
投
資
、
産
業
構
造
全
体
の
計
画
、
貿
易
政
策
、
雇
用
創
出

・
職

業
訓
練
な
ど
に
ま
で
及
ん
だ
。

こ
の
指
標
で
留
意
す
べ
き
は
、
第

一
に
、
労
組
の
組
織
化
や
集
中
化

・
集
権
化
な
ど
、
組
織
間
関
係
の
編
制
に
着
眼
す
る

「社
会
コ
ー

ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
の
観
点
が
意
図
的
に
斥
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
政
策
協
調
論
は
、
社
会
の
自
己
組
織
化
と
し
て

の
利
益
集
団
間
関
係
か
ら
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
把
握
す
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
政
策
協
調
に
特
化
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ

ム
概
念
を
提
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
第
二
に
、
賃
金
問
題
や
所
得
政
策
等
に
か
ん
し
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
ら

は
、
労
組
の
政
府
の
経
済
政
策

へ
の
参
加
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
労
組
の
戦
略
に
対
す
る
政
府
の
関
与
と
み
な
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

経
済
政
策
の
一
環
と
し
て
の
政
府
の
関
与
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
労
組
の
政
策
参
加
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
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（
ニ
ー

一
）
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

こ
う
し
た
政
策
領
域
の
包
括
性
と
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
の
関
連
性
に
か
ん
し
て
は
、
す
で
に
八
〇
年
代
末
に
Ｈ
・
ウ
イ
レ
ン
ス
キ
ー

と
Ｌ
・
タ
ー
ナ
ー
が
、
政
策
相
互
の
関
連
性
や
緊
密
性
が
高
い
か
ど
う
か
、
そ
し
て
政
策
領
域
の
範
囲
が
包
括
的
で
あ
る
か
断
片
的
な
い

し
部
分
的
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
政
策
が
継
続
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら

「政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
」
の
概
念
を
打
ち
出
し
て
い

た
。
そ
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
の
高
い
ほ
ど
、
そ
う
し
た
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
度
も
高
い
こ
と
を
示
し
た
。

か
れ
ら
は
、
①
集
権
的
で
包
括
的
な
労
使
団
体
と
政
府
に
よ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
志
向
の
交
渉
制
度
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
②
そ
う
し

た
合
意
が
公
私
領
域
を
超
え
て
波
及
し
、
広
範
囲
で
有
効
な
社
会
契
約
等
の
締
結
に
至
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
と
く
に
③
社
会
政
策
が

経
済
政
策
全
体
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
論
点
を
区
別
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
各
々
①
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権

化
を
含
む
包
括
的
な
職
能
団
体
と
そ
の
組
織
間
関
係
な
ら
び
に
政
労
使
の
三
者
協
議
制
の
存
在
、
②
政
策
合
意
の
拡
張
性
や
適
用
範
囲
と

い
っ
た
合
意
の
制
度
化
、
③
政
策
領
域
の
範
囲
と
そ
の
政
策
領
域
の
構
成
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
第

一
に
、
①

に
お
い
て
既
述
の

（Ａ
）
の
労
使
の
利
益
集
団
の
包
括
性
と
労
使
間
の
団
体
交
渉
の
集
権
性
と

（Ｂ
）
の
政
府
を
含
め
た
三
者
協
議
制
と

い
っ
た
二
つ
の
属
性
と
を
不
可
分
な
も
の
と
し
て
取
り
扱

っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
①
だ
け
で
な
く
②
の
三
者
間
の
政
策
合

意
の
拡
張
性
を
も
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
し
て
捕
捉
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
者
協
議
に
よ
る
政
策
合
意
が
政
策
執
行
を
通

じ
て
拡
張
さ
れ
適
用
範
囲
も
広
が
る
点
を
も
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
要
素
と
し
て
加
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同

時
に
、
③
の
政
策
領
域
の
連
携
性
や
連
続
性
と
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
を
い
っ
た
ん
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
限
り
で
い
え
ば
、
政
策
協
調
の
属
性
と
し
て
政
策
領
域
の
範
囲
と
連
携
性
を
暗
黙
裡
に
不
可
分
の
も
の
と
し
て
い
た
コ
ー
ポ
ラ

テ
イ
ズ
ム
概
念
と
は

一
線
を
画
し
て
い
る
。
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か
れ
ら
は
、
そ
う
し
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
、
日
本
を
含
む
先
進
諸
国
人
ヶ
国
を
ケ
ー
ス
と
し
て
取
り
上
げ
、
「民
主
的

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
（オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
、
西
ド
イ
ツ
）、
「労
働
抜
き
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
（日
本
、
フ

ラ
ン
ス
）、
「最
小
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
（イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
）
の
三
つ
に
分
類
し
、
そ
の
う
え
で
各
国
の
一
九
五
〇
―
七
四
年
、
七
五

―
七
九
年
、
八
〇
―
八
四
年
の
三
つ
の
時
期
に
お
け
る
、
積
極
的
労
働
市
場
政
策
、
産
業
政
策
、
所
得
政
策
の
三
つ
の
政
策
領
域
の
リ
ン

ケ
ー
ジ
の
あ
り
方
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
度
の
高
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
で
は
、
そ
の
三
つ
の

異
な
る
政
策
領
域
間
の
依
存
性
が
高
く
、
時
期
毎
の
政
策
の
連
続
性
も
強
い
が
、
逆
に
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
度
の
低
い
イ
ギ
リ
ス
や
ア

メ
リ
カ
で
は
、
政
策
領
域
間
が
分
断
さ
れ
、
そ
の
連
続
性
も
低
い
こ
と
を
、
経
験
的
な
比
較
研
究
を
つ
う
じ
て
索
出
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
問
題
は
、
そ
う
し
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
様
々
な
か
た
ち
で
派
生
し
て
議
論

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
政
策
の
連
携
性
が
高
ま
る
と
、
内
容
的
に
み
て
、
政
策
相
互
に
ジ
レ
ン
マ
等
を
し
ば
し
ば
抱
え
る
こ

と
も
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
Ｂ

・
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
と
Ａ

・
ハ
ツ
セ
ル
に
よ
る
福
祉
政
策
を
中
心
に
し
た
政
策
協
調
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
ひ
と
つ
の
領
域
に
お
け
る
政
策
の
定
式
化
や
実
施
が
、
他
の
領
域
と
調
整
さ
れ
ず
に
展
開
さ
れ
て
、
そ
れ
が
失
策
に
つ
な
が
っ
た

り
、
あ
る
い
は
、
別
の
領
域
と
交
差
し
て
い
る
た
め
に
、
当
初
の
政
策
目
的
と
は
異
な
る
結
果
に
転
化
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
も
往
々

に
し
て
あ
る
こ
と
も
折
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
八
〇
年
代
に
お
い
て
各
種
の
規
制
緩
和
政
策
に
取
り
組
ん
だ
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、

た
と
え
ば
Ｐ
・
ピ
ア
ソ
ン
に
従
え
ば
、
各
種
の
新
た
な
規
制
は
む
し
ろ
増
大
し
て
お
り
、
政
府
支
出
の
増
加
や
政
府
被
用
者
の
増
大
と
い
っ

た
公
共
部
門
の
拡
大
等
が
み
ら
れ
、
「国
家
の
退
却
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
国
家
の

「積
極
主
義
」
が
台
頭
し
て
い
る
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
種
々
の
政
策
執
行
の
重
層
化
は
、
標
榜
し
た
政
策
目
標
と
は
異
な
る

「意
図
せ
ざ
る
結
果
」
を
も
た
ら
す
可
能
性
も
示
唆
さ

れ
て
き
た
と
い
え
る
。
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第
二
節
　
合
意
の
制
度
化
―
―
政
策
協
調

・
政
策
調
整

・
社
会
協
定

（
三
―
一
）
政
策
協
調
と
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
区
別

政
策
協
調
の
議
論
は
、
政
策
参
加
や
政
策
間
の
連
携
性
お
よ
び
政
策
内
容
の
包
括
性
に
加
え
て
、
政
労
使
間
の
協
調
行
動
や
調
整
行
為

が
ど
の
程
度
制
度
化
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
政
策
合
意
が
、
ど
の
程
度
の
拘
束
性
や
適
用
範
囲
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
視
点

を
も
喚
起
し
た
。

＾
然
）

政
策
協
調
に
つ
い
て
Ｈ
・
コ
ン
プ
ス
ト
ン
は
、
「政
府
と
経
営
者
団
体
と
労
組
中
央
組
織
に
よ
る
公
共
政
策
の
共
同
決
定
」
と
規
定
す
る
。

こ
の
政
策
協
調
の
論
理
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
流
の
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
論
理
と
た
ん
に
異
な
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
コ

ン
プ
ス
ト
ン
は
、
政
策
協
調
体
制
と
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
も
反
対
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ

ム
の
論
理
が
職
能
的
利
益
の
代
表
と
そ
の

「政
治
的
交
換
」
に
あ
る
の
に
対
し
、
政
策
協
調
の
そ
れ
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
争
点
や

問
題
解
決
を
め
ぐ
る
政
労
使
の
当
事
者
間
の

「共
通
認
識
の
構
築
」
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
コ
ー
ポ

ラ
テ
イ
ズ
ム
の
利
益
集
団
の
組
織
間
関
係
の
次
元
と
、
政
府
の
政
策
協
調
の
次
元
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ

の
各
次
元
に
は
固
有
の
論
理
が
あ
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
た
。
上
記
の
規
定
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
政
策
協
調
の
次
元
か
ら
利
益
集

団
の
組
織
化
や
そ
の
頂
上
団
体
の
集
中
化
や
集
権
化
な
ど
の
代
表
性
の
観
点
を
切
り
離
す
点
に
そ
の
主
た
る
特
徴
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
コ
ン
プ
ス
ト
ン
は
、
〈Ｂ
）
の
政
策
過
程
の
次
元
に
か
ん
し
て
も
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
の
適
用
を
斥
け
た
。
か
れ
は
、
既

述
の
よ
う
に
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
を
政
策
協
調
と
い
う
政
策
形
成
の
次
元
に
特
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
し
て
い
た
が
、

今
度
は
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念
か
ら
政
策
協
調
の
要
素
を
除
去
す
る
こ
と
を
提
唱
し
、
さ
ら
に
は
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
を
、
利

益
集
団
の
組
織
間
関
係
の
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権
化
等
の
社
会
レ
ベ
ル
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
政
策
協
調
と
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
近
年
、
Ｇ

・
メ
ン
ツ
は
あ
ら
た
め
て
両
者
を
区
別
す
る
必
要
性
を
強
調

し
、
そ
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
が
す
で
に
瓦
解
し
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
か
れ
は
、
第

一
に
、
利
益
集
団
の
あ
り
方
と
政
策
協
調

の
度
合
と
の
二
つ
の
次
元
は
理
論
的
に
差
異
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
経
験
的
に
も
相
関
関
係
が
み
ら
れ
な
い
点
を
指

摘
す
る
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、
か
れ
は
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
社
会
協
定
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
検
討
し
た
Ｓ
・
ア

ヴ
ダ
ジ
ッ
ク
の
最
近
の
研
究
を
援
用
し
て
い
る
。
Ｓ

・
ア
ヴ
ダ
ジ
ツ
ク
は
、
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念
の
核
心
を
な
す
要
素
と
し
て

①
労
組
の
組
織
率
に
代
表
さ
れ
る
包
括
性
の
程
度
と
②
主
と
し
て
賃
金
交
渉
に
お
け
る
集
権
化
の
レ
ベ
ル
と
に
着
日
し
、
そ
の
二
つ
が
社

会
協
定
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
前
者
①
と
は
関
連
性
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
後
者

②
の
う
ち
中
位
レ
ベ
ル
の
交
渉
集
権
化
が
有
力
な
制
度
的
説
明
変
数
で
あ
る
こ
と
を
析
出
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
賃
金
交
渉
の
あ
り
方
が

何
ら
か
の
か
た
ち
で
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念
が
想
定
し
て
い
る
集
権

型
交
渉
が
、
必
ず
し
も
に
社
会
協
定
に
資
す
る
わ
け
で
は
な
い
点
を
も
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
交
渉
の
集
権
化
と
社
会
協
定
と

は
照
応
関
係
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

，ヽ
う
し
て
Ｇ
・
メ
ン
ツ
は
、
利
益
集
団
と
政
策
協
調
の
両
者
を
共
に
含
ん
だ
も
の
を
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ

ズ
ム
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
で
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
消
失
し
た
と
す
る
。

第
二
に
、
そ
し
て
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
政
策
内
容
や
政
策
目
的
の
差
異
で
あ
る
。
メ
ン
ツ
は
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は
、
需
要
サ

イ
ド
を
重
視
す
る
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
な
政
策
内
容
と
密
接
に
関
連
し
、
ま
た
六
〇
―
七
〇
年
代
の
過
度
な
賃
金
上
昇
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
を

抑
制
す
る
と
い
う
政
策
目
的
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
の
意
味
で
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
も
ま
た
消
失
し
た
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
八
〇

年
代
以
降
の
政
策
協
調
に
お
い
て
は
、
そ
の
政
策
内
容
の
優
先
順
位
は
、
よ
り
自
由
主
義
的
な
指
向
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
社

会
福
祉
政
策
や
労
働
市
場
政
策
で
さ
え
、
よ
り
新
自
由
主
義
的
な
政
策
執
行
を
通
じ
て
広
範
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
展
開
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
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も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
政
策
内
容
の
相
違
に
か
ん
し
て
は
、
七
〇
年
代
の
三
者
協
議
体
制
に
よ
る
所
得
政
策
は
、
労
働
側
に

と
っ
て
は
、
賃
金
抑
制
と
引
き
換
え
に
、
失
業
と
雇
用
を
め
ぐ
る
社
会
的
権
利
の
拡
大
を
は
か
る
一
種
の

「政
治
交
換
」
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
九
〇
年
代
の
三
者
協
議
に
よ
る
社
会
協
定
は
、
雇
用
拡
大
に
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
と
い
う
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
向
け
て
の

政
府
の
目
標
設
定

へ
の
合
意
を
え
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
も
た
し
か
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
政

策
内
容
の
変
化
が
必
ず
し
も
政
策
ス
タ
イ
ル
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
容
に
運
動
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
政
策
内
容

の
刷
新
が
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
そ
れ
自
体
の
適
用
の
否
定
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
留
保
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
こ
う
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念
の
適
用
は
、
少
な
く
と
も
七
〇
年
代
の
石
油
危
機
以
前
の
高
成
長
期
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義

政
策
の
時
代
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
っ
た
。
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
指
向
に
な
っ
た
政
策
協
調
と
は
時

期
区
分
に
お
い
て
も
段
階
を
異
に
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念
は
、
政
策
過
程
の
次
元
か
ら

放
逐
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
古
い
歴
史
的
段
階
に
照
応
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
議
論
は
、
反

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
政
策
内
容
の
定
式

・
執
行
の
た
め
に
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
型
政
策

協
調
が
活
用
さ
れ
る
と
い
う
逆
説
を
学
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
政
策
過
程
の
制
度
化
の
型
は
、
旧
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
型
の
政

策
形
成
の
制
度
的
パ
タ
ン
と
は

一
定
の
同
型
性
を
帯
び
て
お
り
、
し
か
も
、
政
策
内
容
の
刷
新
に
向
け
て
、
政
策
協
調
の
制
度
化
が
進
展

す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
古
い
政
策
ス
タ
イ
ル
の
な
か
に
新
し
い
政
策
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
、
古
い
制
度
が
、
新
し
い
政
策
内

容
を
立
案

・
実
施
す
る
た
め
の
梃
子
と
し
て
機
能
す
る

「制
度
転
用
」
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
新
し
い
政
策
協

調
が
、
古
い
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
諸
制
度
を
復
活
さ
せ
る
可
能
性
も
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
。
次
に
、
そ
う
し
た
政
策
協
調
が
ど
の

よ
う
な
形
態
を
と
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
こ
と
に
す
る
。
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（
三
―
二
）
政
策
協
調
の
諸
形
態

コ
ン
プ
ス
ト
ン
は
政
策
協
調
の
主
た
る
形
態
と
し
て
次
の
四
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
政
府
の
各
種
委
員
会
内
部
で
の
合
意

・

協
約

（品
」８
８
８
し

に
よ
る
決
定
、
②
社
会
協
定
の
よ
う
な
公
式
な
三
者
協
定

。
協
約

（品
Ｌ８
８
８
↓

な
い
し
政
府
―
労
組
間
協
定
、

そ
の
例
と
し
て
の
社
会
協
定
、
③
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
非
公
式
の
協
定

・
協
約
、
④
労
使
間
の
二
者
間
協
定

・
協
約
の
国
家
に
よ
る
執
行
、

で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
合
意
の
制
度
化
の
度
合
を
非
公
式
か
ら
公
式
的
な
も
の
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
合
意
か
ら
法
的
な
も
の
、
そ
し
て
政

府
の
政
策
執
行
に
限
定
さ
れ
る
も
の
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
所
得
政
策
は
、
そ
れ
が
、
公
共
政
策
に
か
ん
す
る
政

府
の
委
員
会
を
包
摂
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
政
策
協
調
の
な
か
に
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
政
策
協
調
論
が
主
と
し
て
着
目
す
る
の
は
、
前
述
の
政
策
の
範
囲

・
視
野

・
領
域
の
広
さ
と
、
政
策
協
議
や
協
定
の
頻
度
と
の
二

つ
で
あ
る
。
こ
の
後
者
は
、
政
策
合
意
の
拘
束
性
や
拡
張
性
を
含
め
た
制
度
化
の
問
題
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
か
つ
て
コ
ン
プ
ス
ト
ン
は
、

政
策
定
式
化
段
階

（入
力
局
面
）
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
れ
を
単
な
る
協
議
か
ら
広
範
な
協
定
に
及
ぶ
そ
の
程
度
に
応
じ
て
指
標
化
し
て

い
た
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
敷
衛
し
て
単
な
る
協
調
行
動
と
い
う
行
為
の
水
準
か
ら
、
当
事
者
間
の
協
定
、
そ
し
て
よ
リ
フ
ォ
ー
マ
ル
で

よ
り
普
遍
的
に
適
用

・
拘
束
さ
れ
る
法
の
水
準
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
、
政
策
合
意
の
制
度
化
の
強
度
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
政
策
の
範
囲
と
政
策
協
調
の
頻
度
に
主
と
し
て
照
準
を
合
わ
せ
た
政
策
協
調
の
観
点
か
ら
、　
コ
ン
プ
ス
ト
ン
は
九
〇
年
代
の

各
国
を
分
類
し
て
い
く

（図
表
１
４
を
参
照
）。
政
策
領
域
が
広
範
囲
に
及
ぶ
と
み
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
九
二
年
以
前
の
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
に
お
い
て
は
多
く
の
政
策
セ
ク
タ
ー
で
活
発
に
政
策
協
調
が
展
開
さ
れ
、
ま
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
政
策
協
調
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た

の
に
対
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
場
合
、
そ
れ
は
散
発
的
と
さ
れ
る
。
イ
タ
リ
ア
は
、
政
策
範
囲
が
中
程
度
と
み
な
さ
れ
、
政
府
の
歳
入
・

歳
出
に
係
わ
る
租
税
と
年
金
政
策
そ
し
て
労
働
法
制
の
分
野
を
中
心
に
政
策
協
調
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
頻
度
は
散
発
的
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
政
策
範
囲
が
狭
域
で
あ
る
国
々
の
な
か
で
も
、
オ
ラ
ン
ダ
は
、
社
会
保
障
政
策
と
雇
用
政
策
を
主
た
る
領
域
と
し
て
頻

繁
に
政
策
協
調
が
展
開
さ
れ
、
ま
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
九
二
年
以
降
、
労
働
政
策
と
年
金
政
策
に
は
ぼ
限
定
さ
れ
た
か
た
ち
で
は
あ
る

が
、
政
策
協
調
が
行
わ
れ
そ
の
頻
度
も
高
い
。
ド
イ
ツ
は
、
社
会
保
険
、
労
働
法
、
保
健

・
公
衆
衛
生
、
そ
し
て
旧
東
独
の
再
建
問
題
を

中
心
に
し
て
、
頻
繁
な
政
策
協
調
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
は
、
政
策
協
調
の
範
囲
は
、
い
ず
れ
も
雇
用
法
制
と
社

会
保
障
政
策
と
い
う
狭
い
領
域
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も
協
調
の
頻
度
も
低
い
と
み
な
さ
れ
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
は
、
九
〇
年
代
を
通
じ
て

政
策
協
調
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
時
期
を
戦
後
に
ま
で
遡

っ
て
み
る
と
、
そ
の
他
の
重
要
な
事
例
も
索
出
さ
れ
る
。
政
策
協
調
度
の
高
い
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、

一
九
五
〇
年
代
以
降
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、　
一
九
二
〇
年
代
か
ら
始
ま
り
両
大
戦
後
九
二
年
ま
で
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
で
継
続
的
に
展
開
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
労
使
間
の
頂
上
交
渉
と
政
府
の
各
種
委
員
会

へ
の
参
加
と
が
結
合
し
た
事
例
、
さ
ら
に
オ

ラ
ン
ダ
に
か
ん
し
て
は
一
九
八
〇
年
代
初
頭
の
フ
セ
ナ
ー
ル
協
定
や
八
九
年
の
共
通
原
則
を
め
ぐ
る
協
約
な
ど
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
政
策
協
調
度
が
そ
れ
程
高
い
と
は
い
え
な
い
中
位
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
七
四
―
七
九
年
の
社
会
契
約
、
イ
タ
リ
ア

の
六
九
―
七
二
年
に
か
け
て
の
紛
争
―
交
渉
型
の
政
策
協
調
、
ま
た
同
じ
く
イ
タ
リ
ア
の
七
八
年
以
降
の
定
期
的
な
社
会
協
定
の
締
結
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
低
度
の
政
策
協
調
の
例
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
六
八
年
の
グ
ル
ネ
ル
協
定
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
三
―
三
）
社
会
協
定
と
の
関
係

こ
う
し
た
政
策
協
調
論
に
お
け
る
政
策
合
意
の
制
度
化
の
問
題
は
、
政
策
領
域
の
連
携
性
の
観
点
も
含
め
て
、
近
年
の
社
会
協
定
と
の

関
連
性
や
異
同
を
問
う
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
Ｄ
・
ナ
タ
リ
と
Ｐ

・
ポ
シ
ェ
に
従
え
ば
、
社
会
協
定
と
は

「相
互
に
結
び
つ
い
て
い

る
多
く
の
政
策
領
域
を
横
断
し
て
、
政
策
の
変
化
を
め
ぐ
っ
て
交
渉

・
執
行
す
る
政
府

・
組
織
利
益
の
両
代
表
間
で
結
ば
れ
る

一
連
の
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フ
ォ
ー
マ
ル
な
い
し
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
な
協
約

（品
【８
８
８
（３
」
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
政
策
領
域
の
連
携
性
や
横
断
性
に
着
目

し
て
い
る
点
で
、
ま
た
、
政
策
合
意
の
制
度
化
も
公
式

・
非
公
式
も
含
め
て
広
義
に
把
捉
さ
れ
て
い
る
点
で
も
、
政
策
協
調
の
議
論
と
ほ

ぼ
重
複
し
て
い
る
。

コ
ン
プ
ス
ト
ン
は
、
社
会
協
定
を
弱
い
も
の
で
暫
定
的
な
も
の
と
み
な
し
、
政
策
協
調
と
社
会
協
定
と
を
区
別
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
。
し
か
し
、
彼
自
身
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
政
策
協
調
の
諸
形
態
の
な
か
に
社
会
協
定
を
例
示
し
て
い
る
。
社
会
協
定
の
概
念
は
、

政
策
協
調
の
諸
形
態
の
う
ち
合
意
の
制
度
化
の
程
度
が
弱
い
下
位
類
型
と
し
て
、
政
策
協
調
概
念
の
な
か
に
包
含
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
煩
瑣
な
概
念
論
争
を
展
開
す
る
よ
り
も
、
政
策
協
調
の
一
類
型

（緩
や
か
な
弱
い
政
策
協
調
）
と
し
て
社
会
協
定

を
理
解
し
た
ほ
う
が
簡
便
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
両
者
は
、
裁
然
と
区
別
し
て
用
い
ら
れ
る
と
は
い
え
ず
、
む
し

ろ
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
コ
ン
プ
ス
ト
ン
は
、
政
策
協
調
に
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
が
、
同
様
に
、
社
会
協
定
と

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
を
同

一
視
す
る
こ
と
を
も
斥
け
、
両
者
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
に
は
類
似

性
や
同

一
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
Ｆ
・
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
社
会
協
定
に
か
ん
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「社
会
協
定
と
い
う
概
念
は
、
労
使
関
係
に
お
け
る
広
範
囲
に
及
ぶ
種
々
の
協
約

（品
【８
８
８
一３

の
こ
と
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
き

た
。
内
容
面
か
ら
い
え
ば
、
社
会
協
定
の
概
念
は
、
一雇
用
関
係
に
影
響
を
与
え
る
あ
ら
ゆ
る
争
点
に
関
わ
り
、
そ
れ
は
、
賃
金
か
ら
労
働

時
間
や
社
会
福
祉
、
さ
ら
に
は
経
済
政
策
を
め
ぐ
る
争
点
に
さ
え
及
ん
で
い
る
。
そ
の
う
え
社
会
協
定
の
概
念
は
、
労
使
関
係
の
当
事
者

が
諸
々
の
協
約
を
締
結
し
う
る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
交
渉
レ
ベ
ル
に
適
用
さ
れ
て
き
た
。
マ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
の
全
国
的
協
定
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
か
な
り
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
メ
ゾ

・
レ
ベ
ル

（
つ
ま
り
、
セ
ク
タ
ー
・
レ
ベ
ル
）
に
か
ん
し
て
も
、
ミ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル

（特
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殊
企
業
的
な
協
約
）
と
同
様
に
、
最
近
に
な
っ
て
そ
の
関
心
が
次
第
に
高
ま
っ
て
き
た
。
そ
し
て
社
会
協
定
の
概
念
は
ま
た
、
別
の
関
連

概
念
で
も
あ
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
、
そ
う
し
た
多
面
的
な
意
味
内
容
を
共
有
し
て
い
る
。
分
析
的
に
み
て
も
、
社
会
協
定
と
コ
ー
ポ

ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
両
概
念
の
区
別
は
、
決
し
て
明
確
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
実
際
に
は
、
そ
の
二
つ
の
概
念
は
、
し
ば
し
ば
同

義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」。
こ
う
し
た
社
会
協
定
の
概
念
は
、
労
使
間
の
賃
金
問
題
の
み
な
ら
ず
経
済
政
策
に
ま
で

及
ぶ
広
範
な
政
策
領
域
を
射
程
に
入
れ
、
ま
た
合
意
の
下
位
レ
ベ
ル
ヘ
の
拡
張
性
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
点
で
、
政
策
協
調
の
概
念
に
包

摂
さ
れ
う
る
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
協
定
が
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
多
く
の
意
味
内
容
を
共
有
し
、
さ
ら
に
は
コ
ー
ポ
ラ

テ
ィ
ズ
ム
と
外
形
的
な
同
型
性
を
帯
び
る
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
社
会
協
定
は
、
政
策
過
程
の
制
度
化
の
観
点
で
い
え
ば
、
そ
の
政
策
範
囲
の
点
で
は
政
策
協
調
と
ほ
ぼ
重
複
し
て
い
る

が
、
し
か
し
政
策
合
意
の
制
度
化
や
政
策
参
加
の
制
度
化
の
点
で
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
な

一
時
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
が
多
い
と

い
え
る
。
し
か
し
、
社
会
協
定
と
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
後
者
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
を
め
ぐ
っ

て
見
解
が
分
か
れ
て
お
り
、
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
の
か
と
い
う
課
題
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
三
―
四
）
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
政
策
遺
産
―
―
歴
史
的
経
路
依
存
性
の
諸
形
態

コ
ン
プ
ス
ト
ン
は
、
政
策
協
調
の
参
加
主
体
を
労
組
に
限
定
せ
ず
に
、
広
く
政
府
と
利
益
集
団
と
の

「社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」

に
ま
で
敷
行
す
る
観
点
を
、
政
策
協
調
の
議
論
の
な
か
に
盛
り
込
ん
で
い
る
。
こ
の
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
概
念
は
、
狭
義
の
政

労
使
代
表
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
広
く
国
家
―
社
会
関
係
全
般
に
お
け
る
政
府
と
利
益
集
団
と
の
協
力
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て

拡
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
政
策
参
加
の
当
事
者
で
あ
る
労
使
の
職
能
団
体
の
代
表
性
に
係
わ
る
内
部
の
組
織
間
関
係
の
間

題
が
閑
却
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
政
策
過
程
そ
れ
自
体

へ
の
利
益
代
表
の
参
加
ル
ー
ル
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
政
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策
参
加
に
つ
い
て
の
制
度
的
観
点
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
西
欧
諸
国
で
ど
の
よ
う
に
政
策
遺
産
と
し
て
継
承
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
Ｓ
・
パ
ー

ガ
ー
は
そ
の
指
標
化
を
試
み
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
政
策
遺
産
を

一
九
九
〇
年
代
の
政
策
協
調
の
度
合
と
対
比
す
る
か
た
ち
で
簡
単

に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い

（図
表
１
４
を
参
照
）。

ま
ず
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
政
策
遺
産
の
伝
続
が
あ
り
、
し
か
も
九
〇
年
代
の
政
策
協
調
度
も
高
い
。
北
欧
諸
国
の
場
合
、
政
策
遺
産
は
伝

統
と
し
て
残
存
し
て
い
る
が
、
し
か
し
九
〇
年
代
の
政
策
協
調
度
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。
ま
た
オ
ラ
ン
ダ
も
、
政
策
遺
産
は
高
い
部
類

に
属
す
る
が
、
九
〇
年
代
の
政
策
協
調
は
、
そ
れ
ほ
ど
高
位
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
イ
タ
リ
ア
を
下
回
っ
て
い
る
。
こ
の
イ
タ
リ
ア
と

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
政
策
遺
産
は
中
位
だ
が
、
九
〇
年
代
に
は
社
会
協
定
の
典
型
国
と
し
て
政
策
協
調
度
は
高
い
と
さ
れ
る
。
同
じ
リ
ベ

ラ
ル
型
の
国
で
も
、
九
〇
年
代
に
政
策
協
調
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
と
、
こ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
は
非
常
に
対
照
的
な

趨
勢
を
み
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
策
遺
産
が
、
九
〇
年
代
の
政
策
協
調
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。

（
三
―
五
）
政
策
協
調
の
本
質
―
―
利
益
代
表
と
政
治
的
交
換
か
ら
認
識
共
同
体

ヘ

政
策
協
調
に
つ
い
て
コ
ン
プ
ス
ト
ン
は
、
独
自
な

「構
成
理
論

（の
ｏ●
つ
霊
【巴
ｏ日
Ｌ
曰
】８
０
と

を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
コ
ー
ポ
ラ

テ
ィ
ズ
ム
論
と
の
差
異
を
明
確
に
し
、
両
者
を
峻
別
す
る
う
え
で
重
要
な
鍵
を
な
し
て
い
る
。
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
が
、
政
策
協
調
を

通
じ
て
職
能
的
代
表
の
参
加
お
よ
び
そ
の
利
益
の
代
表
性
が
ど
の
程
度
担
保
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
政
労
使
間
で
ど
の
よ
う
な
政
治
的
交
換

が
行
わ
れ
る
の
か
、
に
焦
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
構
成
理
論
は
、
政
労
使
間
に
ど
の
よ
う
な
認
識

が
共
有
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
う
し
た
共
通
認
識
を
い
か
に
構
築
で
き
る
の
か
、
に
そ
の
核
心
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
構
成
理
論
は
、
①
問
題

・
争
点
の
発
生
、
②
政
策
協
調
の
継
続

・
維
持
、
③
問
題
の
解
決
や
終
結
と
い
う
三
つ
の
局
面
に
関
連
し
、
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図表-4 西欧諸国の政策協調度と政策選産

社会コーポラティズムから政策協調へ?―ネオ コーポラティズム論における国家r・1題に一

デンマーク Den        0 40
スウェーデンSwe        0 40

平均   040
く大陸]"ハ :リスト教民主主義 :メ ゾ>

オーストツアAus        1 00
ノランス  Fra         0 20
ドイツ    Cer           0 40
イタリア  Ita        0 60
オランダ  Net        0 40

平均   052
くアンタロ‐サタソン:リ ベラル :多元主義 :市場 :ミ クロ>

アイルランドIrC         0 80
イギリス   UK           0 00

∞

２５

ｍ

５０

７５

070
070

070

100
023
045
055
058

056

065
025

045

ｍ

ｍ

平均

総平均 044 070 057

オーストリアAus
デンマーク Den
ドイツ    Cer
オラング  Net
スウェーデン S、ve

平均
<自 由市場型>

アイルランドIle

イギリス   UK
平l‐D

く脚行主導型>
フランス  Fra
イタリア  lta

平均

052

040

040

101

100

050
075
100

050

050

025

050

∞

Ю

“

Ю

０

(出典)

①Hugh Compston, “The Politics of Policy Concertation in the 1990s: the

Role of ldeas," in Stcphan Berger and Hugh Compston(eds), Pθ ″cタ

σοηει/″ιあたα″″Sοε′′
=Pα

″π′ぉカタ ′z″レSセ″πE“ ″qoα Z`ssθπメο″′あι

′ノs`Oι″
`α

ィア(OXford: Berghahn BoOks, 2002),Table 21 1(p 313)
政策の範囲・視野・領域の広さと政策協調の制度化と頻度から指標化 したも

のである。

②SteFan Berge■ “SOcial Partncrship 1880-1989:The Deep Historical Roots

of Divergcnt Strategies," in Stcphan Berger and Hugh Compston(cds),
あ″ψ εο″θ

`″
α″Oπ απ′Sθιlkl′ Pα″″′んカタ ′%″ンS′ι/総 E%″のフι=ιιssοη rl″

″ι″ s`&π″″ (Oxford:Bergllahn Boo應 ,2002),Table 22 2(pp 341 342)

社会的パー トナーシップの遺産を指標化したものである。

③上記Эと②の平均。

-205 -



法政研究18巻 3・ 4号 (21114年 )

そ
れ
ぞ
れ
次
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
問
題
の
認
識
―
―
既
存
の
政
策
形
成
の
型
で
は
対
処
で
き
な
い
新
た
な
争

点
の
認
識
と
そ
れ
へ
の
政
策
協
調

へ
の
拡
張
、
②
経
済
的
理
解
の
共
有
―
―
す
べ
て
の
政
治
ア
ク
タ
ー
が
資
本
主
義
を
容
認
し
、
労
組
と

団
体
交
渉
の
正
統
性
を
受
容
し
て
い
る
こ
と
、
③
政
策
執
行

へ
の
期
待
の
共
有
―
―
協
約

〈品
澪
ｏ日
０日
）
の
実
施

へ
の
ア
ク
タ
ー
の
予

想
と
そ
れ
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
へ
の
期
御
で
あ
る
。
こ
の
コ
ン
プ
ス
ト
ン
の
議
論
を
敷
行
し
た
Ｇ

・
メ
ン
ツ
は
、
①
に
つ
い
て
、
政
府
が

交
渉
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
課
題
の
危
機
認
識
に
つ
い
て
三
者
間
で
合
意
し
て
い
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
③
に
か
ん
し
て

い
え
ば
、
旧
来
の
レ
ー
ム
プ
ル
ッ
フ
流
の
政
策
形
成
に
重
点
を
置
く
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
で
は
、
協
約
を
実
施
す
る
約
束
の
実
施
は
、

経
営
者
団
体
と
労
組
の
中
央
組
織
が
大
規
模
に
組
織
化

・
集
権
化

・
規
律
化
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
団
体
交
渉
が
全
国
レ
ベ
ル
で
調
整
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
よ
り
容
易
に
な
る
と

（明
示
的
に
せ
よ
暗
示
的
に
せ
よ
）
み
な
し
て
い
た
。
し
か
し
、
コ
ン
プ
ス
ト
ン
に
よ
れ
ば
、

協
約
を
実
施
す
る
約
束
の
実
行
を
決
定
す
る
の
は
、
最
終
的
に
は
、
そ
う
し
た
組
織
構
造
的
要
因
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
以
前
の
協
約
が
適

切
厳
格
に
実
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
エ
リ
ー
ト
間
に
信
頼

（一日
φし

が
ど
の
程
度
あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
、
ヨ
リ
構
成
的
な
要
因
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
執
行
能
力
は
、
組
織
構
造
で
は
な
く
、
関
連
す
る
政
策
ア
ク
タ
ー
の
種
々
の
見
解
に
つ
い
て
の
評
価
と
そ

の
共
有
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
構
成
要
素
は
、
政
策
協
調
を
誘
引
す
る
変
数
と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
政
策
協
調
の
過
程
そ
の
も
の
が
、
各
構
成

要
素
に
お
け
る
認
識
の
共
有
を
も
た
ら
す
と
も
い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
政
策
協
調
は
、
認
識
の
共
有
を
も
っ
て
初
め
て
確
立
さ
れ
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
政
策
協
調
の
諸
形
態
を
通
じ
て
三
者
間
に
認
識
共
同
体
が
構
築
さ
れ
、
相
互
主
観
性
が
生
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
策
協
調
は
、
認
識
共
同
体
を
前
提
と
す
る
と
同
時
に
認
識
共
同
体
の
構
築
に
そ
の
本
質
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

こ
う
し
て
政
策
協
調
は
、
市
場
か
ら
の
圧
力
の
所
産
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
市
場
圧
力
を
め
ぐ
る
ア
ク
タ
ー
間
の
共
通
認

-206-



社会コーポラティズムから政策協調へ?―ネオ コーボラティズム論における国家問題に一

識
の
形
成
と
相
互
主
観
性
の
確
立
が
、
そ
の
核
心
部
分
を
な
し
て
い
る
。

以
上
の
構
成
理
論
は
、
ま
ず
第

一
に
、
前
章
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
議
で
触
れ
た

「権
力
分
有
」
モ
デ
ル
を
想
定
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
政
策
の
定
式
と
実
施
の
両
局
面
を
通
じ
政
労
使
三
者
が
協
調
行
動
や
調
整
行
為
を
通
じ
て
共
通
の
認
識
に
達
し
、
そ
し
て
相
互
の

役
割
と
責
任
を
分
担
し
あ
う
と
い
う
構
図
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
に
、
公
共
性
は
、
政
策
協
調
の
制
度
編
成
の
所
産
で
あ
る
よ
り
も
、
政

労
使
の
三
者
間
な
い
し
二
者
間
の
ア
ク
タ
ー
相
互
の
調
整
行
為
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
第
二
に
、
公
共
性

は
、
認
識
の
共
同
体
を
構
築
す
る
協
調
行
動
や
調
整
行
為
の
な
か
で
相
互
主
観
性
と
し
て
現
出
す
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
そ
の
認
識
の
共

有
は
、
い
わ
ば

「言
説
的
」
実
践
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
る
点
に
そ
の
特
色
が
あ
る
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
言
説
的
実
践
は
、
Ｖ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
流
に
い
え
ば
、
主
と
し
て

「調
整
的
言
説

（８
ｏと
ぃ８
８
０
０
い●８
０
あ
↓
」

で
あ
っ
て
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
言
説
」
で
は
な
い
。
一し
ヽ
で
い

，

「調
整
的
言
説
」
と
は
、
政
府
内
部
の
政
策
関
与
ア
ク
タ
ー
間

の
言
説
と
そ
の
言
説
能
力
を
問
題
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
テ
イ
ヴ
な
言
説

（８
日
日
Ｌ
ュ
８
雪
０
ヽ
】∽８
０
あ
↓
」
と
は
、
政

府
対
社
会
及
び
市
民
社
会
ア
リ
ー
ナ
で
の
ア
ク
タ
ー
間
の
合
意
形
成
や
デ
リ
ベ
レ
ー
シ
ョ
ン

（熟
議
や
討
議
）
に
係
わ
っ
て
い
る
。
こ
の

言
説
的
制
度
論
は
、
各
ア
ク
タ
ー
の
言
説
能
力
や
言
説
の
構
築
が
重
視
さ
れ
る
反
面
、
国
家
―
社
会
間
の
組
織
的
制
度
編
成
に
よ
っ
て
各

ア
ク
タ
ー
の
言
説
能
力
や
言
説
そ
の
も
の
の
選
別
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
点
が
軽
視
さ
れ
る
が
、
こ
の
構
成
理
論
も
ま
た
、
そ
う
し
た
問

題
点
を
言
説
的
制
度
論
と
共
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

第
五
に
、
こ
の
構
成
理
論
は
、
政
策
協
調
が
政
府
に
よ
る
ア
リ
ー
ナ
の
設
定
の
う
え
に
成
立
す
る
と
い
う
観
点
が
看
過
さ
れ
が
ち
と
な

る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
構
成
理
論
は
、
政
労
使
三
者
の
ア
ク
タ
ー
間
の
政
策
形
成
を
め
ぐ
る
認
識
共
同
体
の
構
築
に
主
眼
を
置
い
て

お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
政
労
使
協
議
機
関
な
ど
の
制
度
問
題
や
、
政
府
介
入
の
役
割
な
ど
国
家
問
題

へ
の
認
識
が
希
薄
に
な
る
傾
向
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に

あ

る
。

（
三
―
六
）
政
策
協
調
の
促
進
要
因

前
述
の
Ｇ

・
メ
ン
ツ
は
、
コ
ン
プ
ス
ト
ン
の
構
成
理
論
を
継
承
し
、
そ
れ
を
従
属
変
数
と
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
独
立
変
数
が
考
え

ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
促
進
要
因
が
経
験
的
に
み
て
妥
当
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン

ス
、
ド
イ
ツ
の
四
ヶ
国
を
事
例
と
し
て
検
討
し
た
。
ま
ず
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、　
一
九
九
〇
年
代
と
二
〇
〇
〇
年
代
に
お
い
て
政
策
協
調

の
盛
衰
が
み
ら
れ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
九
九
〇
年
代
に
は
Ｅ
Ｍ
Ｕ
の
波
の
な
か
で
数
多
く
の
緊
縮
的
な
財
政
政
策
や
措
置
が
講
ぜ

ら
れ
、
そ
の
際
に
は
政
労
使
の
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
復
活
し
た
が
、
し
か
し
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
と
く
に
―
二
〇
〇
七

年
に
か
け
て
政
府
は
、　
一
方
向
的
に
改
革
政
策
を
導
入
し
、
社
会
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
入
力
を
最
小
限
し
か
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
、

政
府
は
、
労
組
を
攻
撃
す
る
姿
勢
と
、
政
府
の
立
法
措
置
に
か
ん
し
て
労
使
の
両
パ
ー
ト
ナ
ー
が
ほ
ん
の
外
見
的

・
表
面
的
な
修
正
の
み

に
止
め
る
こ
と
を
期
待
す
る
態
度
と
を
交
互
に
繰
り
返
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
期
間
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
政
策
協
調
は
頓
挫

し
た
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
二
〇
〇
七
年
以
降
は
、
再
び
、
政
策
協
調
は
復
活
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
場

合
、
同
期
間
に
お
い
て
政
策
協
調
は
継
続
的
に
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

ま
た
ド
イ
ツ
で
は
、
と
く
に
九
〇
年
代
に
お
い
て
は
高
い
失
業
率
を
め
ぐ
っ
て
政
労
使
の
三
者
間
に
お
い
て
認
識
の
共
有
が
で
き
ず
、

政
策
協
調
は
奏
功
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
、
Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル
等
の
強
力
な
セ
ク
タ
ー
組
織
の
存
在
と
そ
の
自
律
性
の
高
さ
か
ら
、
全
国
レ

ベ
ル
で
の
政
策
協
調
は
充
分
に
展
開
し
え
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
社
会
協
定
型
の
政
策
協
調
を
展
開
し

よ
う
と
し
た
が
、
政
労
使
交
渉
は
不
成
功
に
お
わ
っ
た
。
そ
れ
は
労
組
の
経
営
者
団
体

へ
の
不
信
が
あ
り
、
政
府
の
政
策
が
親
経
営
者
的

と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
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さ
ら
に
メ
ン
ツ
は
、
先
行
研
究
を
整
理
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
政
策
協
調
を
促
進
す
る
諸
要
因
を
列
挙
し
て
そ
の
妥
当
性
を
論
じ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
、
か
れ
の
議
論
を
大
き
く
外
在
的
要
因
と
内
在
的
要
因
に
分
け
、
さ
ら
に
他
の
論
者
が
提
起
し
た
論
点
を
補
足
し
た
り
、

あ
る
い
は
新
た
な
論
点
を
提
起
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

Ｔ
一―
六
―

一
）
外
在
的
要
因

第

一
に
、
と
り
わ
け
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｍ
Ｕ
が
引
き
金
と
な
っ
た
と
す
る
国
際
的
要
因
説
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
Ｅ
Ｍ
Ｕ
規
準

へ
の
移
行
期
限
を
順
守
す
る
こ
と
が
、
各
国
政
府
を
社
会
協
定

へ
と
駆
り
立
て
、
そ
れ
が
政
策
協
調
の
復
権
に
つ

な
が
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
イ
ン
フ
レ
率
と
累
積
債
務
率
の
規
準
が
、
各
国
の
政
策
に
多
面
的
に
制
約
を
課
す
こ
と
に

な
っ
た
こ
と
を
み
れ
ば
、
Ｅ
Ｍ
Ｕ
と
の
関
連
性
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
メ
ン
ツ
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
Ｅ
Ｍ

Ｕ
以
前
か
ら
政
策
協
調
が
展
開
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
よ
う
に
Ｅ
Ｍ
Ｕ
以
後
に
政
策
協
調
が
復
権
し
た
場
合
も

あ
り
、
こ
の
説
が
必
ず
し
も
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

第
二
に
考
え
ら
れ
る
の
は
経
済
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
と
く
に
失
業
率
や
イ
ン
フ
レ
率
の
高
さ
あ
る
い
は
累
積
債
務
な
ど
の
経
済
危

機
が
政
策
協
調
を
導
く
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
経
済
危
機
そ
の
も
の
が
直
ち
に
政
策
協
調
を
促
す
と
い
う
よ
り
も
、
メ
ン
ツ
に
よ

れ
ば
、
そ
う
し
た
危
機
認
識
が
共
有
で
き
て
い
る
か
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
。

（
三
―
六
―
二
）
内
在
的
要
因

次
に
政
治
体
制
内
部
に
由
来
す
る
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
第

一
に
、
政
策
協
調
は
、
過
去
の
政
策
遺
産
や
社
会
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
の
伝
統
や
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
的
な
制
度
遺
産
な
ど
の

「経
路
依
存
性
」
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

前
述
の
Ｓ

・
バ
ー
ガ
ー
の
指
摘
に
従
う
な
ら
ば
、　
一
九
九
〇
年
代
の
政
策
協
調
は
、
過
去
の
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
遺
産
と
の
あ
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い
だ
に
は
明
確
な
相
関
関
係
が
あ
る
と
は
決
し
て
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
経
路
依
存
性
は
必
ず
し
も
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か

に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
オ
ラ
ン
グ
の
よ
う
に
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
的
伝
統
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
政
策
協
調
は
継
続
な
い
し
復
権
し

て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
過
去
に
お
い
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
的
伝
統
の
な
い
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
も
政
策
協
調
が
積
極
的
に
展
開
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
踏
ま
え
て
メ
ン
ツ
は
、
「政
策
協
調
は
、　
一
見
す
る
と
歴
史
的
遺
産
の
存
在
と
は
関
係
な
く
復
権
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
経
路
依
存
性
だ
け
を
、
重
要
な
説
明
要
因
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
。

第
二
に
、
主
と
し
て
企
業
内
部

・
企
業
間
の
ミ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
で
の
経
営
者
の
調
整
行
為

（
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
に
焦
点
を
あ
て

る

「多
様
性
論
」
と
の
関
連
性
に
か
ん
し
て
も
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
イ
タ
リ
ア
の
事
例
だ
け
で
な
く
、
典
型
国
の
ド
イ
ツ
の
ケ
ー
ス
を
み

れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
政
策
協
調
が
調
整
型
に
は
存
在
し
市
場
型
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
議
論
が
必
ず
し
も
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
う
し
て
政
策
協
調
は
、
職
能
団
体
の
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権
化
を
主
た
る
特
徴
と
す
る
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
も
、
ま
た
多
様

性
論
に
た
い
し
て
も
、
共
時
的
に
み
た
場
合
、
そ
の
関
係
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
る
。

第
二
に
、
特
殊
な
知
識
や
情
報
や
ア
イ
デ
ア
の
提
供
が
政
策
協
調
の
成
否
を
左
右
す
る
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
は
、
危
機
認
識
や
経
済

理
解
の
共
有
を
重
視
す
る
点
で
、
前
述
の
コ
ン
プ
ス
ト
ン
の
議
論
と
類
似
し
て
い
る
。
メ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
議
論
は
、
既
述
の
よ
う

に
三
つ
の
局
面
に
沿
っ
て
構
成
要
件
を
設
定
し
て
い
る
コ
ン
プ
ス
ト
ン
の

「構
成
理
論
」
の
な
か
に
包
摂
し
う
る
と
す
る
。

（
三
―
七
）
政
府
の
問
題

そ
し
て
最
後
に
、
そ
し
て
決
定
的
に
重
要
な
内
在
的
要
因
と
し
て
残
る
の
が
政
府
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
見
解
が
多

岐
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
ウＶ
ヽ
で
も
ま
た
、
メ
ン
ツ
が
提
示
し
た
論
点
を
中
心
に
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
敷
行
し
た
り
新
た
な
論
点
を
付

け
加
え
た
り
す
る
か
た
ち
で
議
論
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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ま
ず
第

一
に
、
旧
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
論
理
に
沿

っ
て
、
政
策
協
調
が
奏
功
す
る
に
は
、
政
府
介
入
を
通
じ
て
職
能
団
体
と
く

に
労
組
を
包
摂

・
統
合
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
労
使
の
組
織
間
の
調
整

（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
が
良
好
に
作
動
す

る
こ
と
が
鍵
を
握
る
重
要
問
題
に
な
っ
た
。
こ
の
両
者
が
首
尾
よ
く
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
政
策
協
調
の
決
定
的
要
因
で
あ
る
と
判
明
す
れ

ば
、
そ
れ
は
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
復
権
が
信
憑
性
を
増
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
若
千
補
足
す
れ
ば
、
Ａ
・
ハ
ツ
セ
ル
は
、
社
会
協
定
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
が

古
典
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
論
理
に
従
っ
て
労
働
者
の
受
動
的
な
同
意
を
調
達

・
確
保
す
る
た
め
に
、
政
策
協
調
を
活
用
す
る
場
合

も
あ
れ
ば
、
ま
た
、
労
組
指
導
部
が
、
政
権

へ
の
政
治
的
支
持
に
向
け
て
内
部
組
織
を
動
員
す
る
た
め
に
、
政
策
協
調
を
利
用
す
る
場
合

も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
決
定
的
な
要
因
と
し
て
、
政
府
介
入
が
と
く
に
賃
金
政
策
に
か
ん
し
て
信
頼
と
威
嚇
力
を
潜
在
的
に
も
っ

て
い
る
か
と
い
う
点
だ
け
で
な
く
、
団
体
交
渉
や
政
策
過
程
に
お
い
て
労
使
の
両
利
益
集
団
が
ど
れ
ほ
ど
調
整
能
力
を
も
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
観
点
も
重
要
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
政
府
に
よ
る
職
能
団
体
の
統
合
化
の
一
環
と
し
て
政
策
協
調
を
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
同
時
に
、

包
摂
さ
れ
る
側
の
職
能
団
体
の
組
織
間
調
整
も
ま
た
問
題
に
な
る
。
こ
の
組
織
間
の
調
整

（
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
に
つ
い
て
議
論
を

さ
ら
に
敷
衛
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
Ｊ

・
ブ
イ
セ
ル
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
事
例
か
ら
、
労
組
と
経
営
者
団
体
と
の
間
の
調
整
と
、
労
組
内

部
の
調
整
の
双
方
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
両
者
が
奏
功
し
た
こ
と
が
、
賃
金
抑
制
と
雇
用
の
柔
軟
化

（
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
イ
）
と
い
う
政

策
目
的
の
達
成
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
政
策
協
調
に
寄
与
し
、
そ
れ
が

「オ
ラ
ン
ダ
の
奇
跡
」
の
一
因
に
な
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
Ｌ
・
バ
ッ
カ
ロ
は
、
イ
タ
リ
ア
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
事
例
を
引
照
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ

ン
は

「言
説
」
を
媒
介
と
し
、
労
使
間
で
は

「水
平
的
調
整
」
が
、
そ
し
て
労
使
内
部

（と
り
わ
け
労
組
内
部
）
で
は

「垂
直
的
統
制
」
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が
行
わ
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
政
策
協
調
の
次
元
は
、
こ
の
組
織
間
調
整

（
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
の
次
元
と
は
明
確
に
異
な
っ
て
お

り
、
両
次
元
を
区
別
す
る
必
要
性
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
政
策
協
調
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
後
者
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン

次
元
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
を
必
ず
し
も

（機
能
的
に
）
要
請
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
政
策

協
調
の
成
否
を
め
ぐ
っ
て
、
ま
ず
は
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
論
理
に
従

っ
て
、
政
府
介
入
に
よ
る
職
能
団
体
の
包
摂

・
統
合
と
、

職
能
団
体
の
組
織
間
関
係
の
調
整
と
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
見
解
が
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

第
二
に
、
政
策
協
調
を
行
う
政
権
の
あ
り
方
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
た
。
と
く
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
政
権
の
形
態
と
党
派
性
で
あ
る
。

政
権
の
形
態
に
つ
い
て
い
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
の
事
例
研
究
を
も
と
に
し
て
、
バ
ッ
カ
ロ
ら
は
、
少
数
派
政
権
な
ど

弱
い
政
府
こ
そ
政
策
協
調
に
向
か
う
と
す
る
説
を
提
示
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
Ｓ

・
ア
ゾ
ダ
ジ
ッ
ク
は
、
選
挙
に
よ
る
支
持
が
脆
弱
な

少
数
派
政
権
の
場
合
、
議
会
で
の
基
盤
が
弱
い
の
で
、
議
会
外
で
の
支
持
を
調
達
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
労
組
が
そ
の

集
権
性
と
は
関
係
な
く
、
政
策
協
調
に
向
か
う
誘
因
が
は
た
ら
く
と
み
て
い
る
。
そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
中
位
レ
ベ
ル
の
労
組
集
権
化

の
重
要
性
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
と
弱
い
政
府
の
組
み
合
わ
せ
は
政
策
協
調
に
向
か
う
と
し
た
。
さ
ら
に
政
策
協
調
や
社
会
協
定
が
、
左
翼

の
党
派
性
と
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
も
析
出
さ
れ
た
。
こ
の
政
治
的
左
翼
が
社
会
協
定
を
ヨ
リ
指
向
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
点
は
、
い

く
つ
か
の
事
例
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
そ
れ
に
加
え
て
、
政
策
協
調
や
社
会
協
定
が
、
政
権
の
党
派
性
だ
け
な
く
、
選
挙
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
議
論

も
展
開
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
政
府
が
、
選
挙
で
の
支
持
の
獲
得
や
、
経
済
問
題
の
妥
当
性
に
か
ん
し
て
有
権
者
間
の
認
識
や
理
解
を
促
す

一
つ
の
方
法
と
し
て
社
会
協
定
を
活
用
す
る
点
が
示
唆
さ
れ
た
。
ま
た
、
逆
に
、
政
府
が
、
有
権
者
の
あ
い
だ
で
不
人
気
な
政
策
に
対
し

て
選
挙
で
支
持
を
得
る
契
機
と
し
て
政
策
協
調
を
積
極
的
に
推
進
し
、
反
対
派
を
取
り
込
ん
で
社
会
協
定
等
の
締
結
に
こ
ぎ
つ
け
よ
う
と
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す
る
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
社
会
協
定
は
、
政
党
政
治
の
あ
り
方
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
み

な
さ
れ
た
。

第
四
に
、
こ
う
し
て
政
党
政
治
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
政
党
間
の
競
合
度
を
示
す
指

標
と
し
て
選
挙

・
議
会
の
両
面
で
の
有
効
政
党
数
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
多
党
制
と
社
会
協
定
と
の
正
の
関
係
も
示
唆
さ
れ
た
。

第
五
に
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
議
論
は
、
政
党
シ
ス
テ
ム
を
規
定
す
る
選
挙
制
度
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題

へ
と

敷
衛
さ
れ
た
。
政
策
協
調
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
二
大
政
党
プ

ロ
ッ
ク
と
い
っ
た
マ
ジ

ョ
リ
タ
リ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に

近
い
場
合
に
は
、
そ
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
度
を
低
下
さ
せ
、
逆
に
、
連
合
政
権
や
比
例
代
表
制
と
の
あ
い
だ
に
は
親
和
性
が
あ
る
こ
と

も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
諸
点
を
み
る
と
、
政
策
協
調
は
、
た
ん
に
政
権
の
党
派
性

（左
翼
政
党
）
だ
け
で
な
く
、
連
合
政
権
―
多
党
制
―
比
例
代
表

制
と
い
う

「権
力
分
有
型
」
の

「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
モ
デ
ル
」
（
レ
イ
プ
ハ
ル
ト
）
に
お
け
る
政
治
制
度
間
の
系
列
と
も
相
互
補
完
性
を
も

つ
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
体
制
の
確
立
こ
そ
、
地
域
基
盤
の
議
会
制
と
、
有
力
な
利
益
集

団
で
あ
る
職
能
団
体
の
代
表
と
を
接
合
す
る
試
み
で
も
あ
り
、
と
り
わ
け
比
例
代
表
制
の
選
択
は
、
少
数
者
の
保
護
だ
け
で
な
く
、
労
働

者
階
級
や
社
会
主
義
政
党
の
体
制
内

へ
の
包
摂
と
い
う
戦
略
的
意
図
が
あ
っ
た
と
す
る
Ｐ

・
カ
ッ
ツ
ェ
ン
ス
タ
イ
ン
の
議
論
と
も
重
な

っ

て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

第
四
節
　
政
策
の
定
式
化
と
執
行
の
不
均
衡

既
述
の
よ
う
に
、
旧
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
で
も
、
政
策
形
成
の
制
度
化
の
具
体
的
な
形
態
と
し
て
、
審
議
会
や
各
種
委
員
会
な
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ど
の
政
労
使
の
三
者
協
議
機
関
の
存
在
は
注
視
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
前
章
で

「行
政
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
を
論
じ
た
際
に
、
シ
ュ
ミ
ツ

タ
ー
流
の
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
に
お
け
る
利
益
代
表
の
側
面

（入
力
局
面
）
の
偏
重
と
、
そ
れ
が
政
策
執
行
の
出
力
局
面
と
の
あ

い
だ
に
も
た
ら
す
緊
張
関
係
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
近
年
、
こ
の
両
者
を
総
合
的
に
把
握
し
た
う
え
で
、
政
策
協
調
過
程
に
お
け
る
政
策

参
加
や
政
府
の
協
議
機
関
の
あ
り
方
が
、
政
策
の
定
式
化

（入
力
）
と
執
行

・
実
施

（出
力
）
の
両
局
面
の
あ
い
だ
で
は
ズ
レ
や
不
均
衡

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
点
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
古
典
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
に
お
け
る
政
労
使
三
者
協
議
機
関

ヘ

の
政
策
参
加
に
つ
い
て
の
実
証
的
な
研
究
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の

「行
政
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
論
の
観
点
を
よ
り
精
緻
に
発
展
さ
せ

た
も
の
と
も
い
え
る
。
と
り
わ
け
、
政
府
内
部
の
協
議
機
関
を
事
例
と
し
て
、
そ
の
政
策
過
程
の
立
案
と
実
施
の
両
局
面
の
差
異
と
い
う

論
点
を
経
験
的
に
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
意
味
で
は
ひ
と
つ
の
画
期
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
と
い
つ
の
も
、
政
府
内
部
の
三
者
協
調
機
関

は
総
数
と
し
て
ど
の
程
度
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
っ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
政
策
参
加
の
制
度

化
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
政
策
形
成
の
両
局
面
で
そ
の
比
重
が
異
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
も
し
異
な
る
場
合
、
そ
の
比
重
が
大
き
い

の
は
入
力
局
面
か
あ
る
い
は
出
力
局
面
な
の
か
、
あ
る
い
は
両
者
が
異
な
っ
た
歴
史
的
径
路
を
辿
る
の
か
ど
う
か
は
、
政
策
協
調
に
お
け

る
入
力

・
出
力
の
不
均
等
発
展
や
正
統
性
の
問
題
等
々
に
ま
で
敷
行
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

Ｐ
・
Ｍ
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
ら
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
エ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
い
う
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
典
型
例
と
さ
れ

る
北
欧
三
カ
国
の
政
策
形
成
過
程
に
お
い
て
、
政
府
が
法
に
基
づ
い
て
フ
オ
ー
マ
ル
に
設
置
し
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
を
任
命
す
る
種
々
の

「委

員
会
」
と
、
そ
こ
で
の
利
益
集
団
代
表
の
参
加
の
あ
り
方
に
着
目
す
る
。
か
れ
ら
は
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
を

「公
共
政
策
の
定
式
化
と

執
行
の
両
方
な
い
し
い
ず
れ
か

一
方
に
、
組
織
的
諸
利
益
が
特
権
的
か
つ
制
度
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
規
定
し

た
。
そ
し
て
前
者
の
政
策
定
式
化
に
か
か
わ
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
、
政
策
内
容
の
決
定
の
事
前
の
予
備
協
議
と
い
う
意
味
で
の

「事
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前
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

（■
８

，【〓
ｏ●
８
む
０
８
静
日
と

ぁ
る
い
は
よ
り
直
載
的
に
い
え
ば

「立
案
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
と
し
、
後
者

の
政
策
執
行
に
か
か
わ
る
も
の
を

「執
行
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム

（̈
日
マ
０日
８
一”８
●
８
む
０８
諄
日
と

な
い
し

「執
行
型
」
と
し
て
、
両

者
を
明
確
に
区
別
す
る
。
そ
し
て
一
九
六
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
政
府
設
置
の

「事
前
型
」
と

「執
行
型
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
委

員
会
数
と
そ
こ
に
お
け
る
利
益
集
団
代
表
の
参
加
度
を
調
査
し
た
。

か
れ
ら
の
調
査
の
特
徴
と
し
て
は
、
第

一
に
、
政
策
領
域
に
か
ん
し
て
、
政
策
範
囲
を
網
羅
的
に
調
査
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
政
策
内
容
を
等
価
な
も
の
と
み
な
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
政
策
領
域
の
質
的
な
軽
重
を
考
慮
し
て
い
な
い
点
に
は
留
意
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
政
策
参
加
の
主
体
に
か
ん
し
て
、
そ
の
利
益
代
表
は
労
組
だ
け
で
な
く
、
広
く
職
能
団
体
を
含
め

た
利
益
集
団

へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
旧
来
の
労
組
偏
重
を
免
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
当
該
利
益
代
表

の
内
部
の
組
織
間
関
係
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は
不
間
に
付
さ
れ
て
お
り
、
各
職
能
代
表
も
ま
た
等
価
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
二
に
、
委
員
会
数
と
参
加
度
の
双
方
に
着
日
し
た
こ
と
は
、
職
能
代
表
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

前
者
が
政
策
参
加
の

「機
会
」
を
合
意
し
、
後
者
は
政
策
協
調
に
お
け
る
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
か

れ
ら
が
政
策
の
定
式
化

（入
力
局
面
）
と
執
行

・
実
施

（出
力
局
面
）
と
を
峻
別
し
た
点
を
重
視
し
、
両
者
の
均
衡
と
い
う
観
点
か
ら
、

そ
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
い
く

（図
表
５
１
１
と
５
１
２
を
参
照
）。
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図表 5-1 1ヒ欧三ヶ国 :委員会数 :事前型 :1960-2005年

1960s  1970s  1980s  1985s  19903  1995s  2000s

1970s     1980s     1985s     1990s     1995s     2000s

(出典)Peta Mul■ cl■Is面ansen et」 ,

4VaHetes of Domocra":Interest Group and CoIPoratiSt COl―
ttees in

ScandhMa■l Poliけ M鈍 ″
1/0″π

“̀%121,2010,Table l(p31)お
よび

Table 2(p32),よ り作成。く付録図表 >も 参照。
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図表 5-2 北欧三ヶ国 委員会数 :執行型 :1960-2005年

1970s     1980s     1985s     1990s     19958     2000s

一 デンマーク ー ノルウェー
ー スウェーァン

５０

∞

５。

０。

５０

０。

∞

０

劇^
卜
ゝ
朴
）
掻
“
叫
臨

700%

90%

80%

70%

? 60%

! sox

E 4OOA
.s
fr 30%

E zox
F ro%

o%

(出典)Peter Munk Chrsltlasen et』 ,

“Vadedes of Democracy:Interest Croups and CorporatiSt COmmttees h

Scandinavian Policy M島 血3"カル″
`ら

Vo1 21,2010,Table l(p31)お よび

Table 2(p32),よ り作成。く付録図表 >も 参照。

1970s     1980s     1985s     1990s     1995s     2000s     2005s

|
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（Ａ
）
「立
案
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
―
事
前
型
―
―
政
策
の
定
式
化
―
入
力
局
面

（Ａ
Ｉ

こ

委
員
会
数

第

一
に
、
委
員
会
の
数
の
面
に
つ
い
て
三
カ
国
の
全
体
平
均
で
み
る
と
、　
一
九
八
〇
年
、
九
〇
年
、
九
五
年
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
五

年
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、　
一
五
六
、
エハ
九
、八
五
、
エハ
七
、
一ハ
○
と
推
移
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
九
〇
年
代
前
後
に
急
速
に
減
少
し
、
そ
し
て
九
五

年
に
増
加
し
た
こ
と
を
除
く
と
、
長
期
的
に
は
低
落
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
政
府
が
メ
ン
バ
ー
を
任
命
す
る

フ
ォ
ー
マ
ル
な

「委
員
会
」
自
体
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
政
府
に
よ
る
職
能
代
表
の
包
摂
の
必
要
性
が
低
下
し
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
利
益
代
表
を
排
除
し
て
い
る
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
政
策
の
立
案
に
際
し
て
、
政
府
が
社
会
か
ら
の
入
力
を
縮

減
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
、
政
府
の
形
態
に
か
か
わ
り
な
く
、
行
政
機
関
の
知
識
集
約
的
で
閉
鎖
的
な
専

門
分
化
が
進
行
し
非
選
出
部
門
が
台
頭
し
た
と
解
釈
す
る
か
ど
う
か
は
、
本
稿
の
課
題
を
超
え
て
お
り
、
別
の
か
た
ち
で
の
よ
り
詳
細
な

検
討
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
知
。

第
二
に
、
こ
の
北
欧
の
類
似
し
た
強
い
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
三
カ
国
の
あ
い
だ
に
も
多
様
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

六
〇
―
二
〇
〇
五
年
の
全
体
平
均
で
デ
ン
マ
ー
ク
は

一
六
八
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
は
九
二
、
そ
し
て
ノ
ル
ウ
エ
ー
は
八
〇
―
二
〇
〇
五
年
の

平
均
で
五
四
で
あ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
委
員
会
数
は
断
然
多
く
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
約

一
．
八
倍
に
な
る
。
そ
し
て
デ
ー
タ
が
八
〇
年
以

降
し
か
な
い
ノ
ル
ウ
エ
ー
の
同
時
期
と
比
べ
る
と
、
デ
ン
マ
ー
ク

一
二
三
に
た
い
し
て
ノ
ル
ウ
エ
ー
五
四
で
あ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
二
倍

以
上
、
委
員
会
数
が
多
い
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
こ
の
三
カ
国
の
委
員
会
数
の
歴
史
的
推
移
を
み
る
と
、
デ
ン
マ
ー
ク
が
八
〇
年
代
に
著
し
く
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

ノ
ル
ウ
エ
ー
は
綬
や
か
な
か
た
ち
で
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
逆
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
六
〇
―
九
〇
年
ま
で
横
ば
い
で
、
九
五
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年
と
二
〇
〇
五
年
に
お
い
て
は
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
経
路
の
点
で
も
、　
一
見
類
似
し
た
国
の
あ
い
だ
の
差
異

を
観
察
で
き
る
。

（Ａ
Ｉ
二
）
政
策
参
加
度

次
に
参
加
率
を
み
て
み
る
と
、
第

一
に
、
全
体
の
平
均
で
い
え
ば
、
ほ
ぼ
横
ば
い
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。　
一
九
八
〇
年
、
九
〇

年
、
九
五
年
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
五
年
の
三
カ
国
の
平
均
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
四
九
％
、
四
九
％
、
四
五
％
、
四
九
％
、
五
三
％
で
あ

り
、
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
や
や
上
昇
基
調
に
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
ほ
ぼ
五
〇
％
前
後
で
推
移
し
て
い

る
と
い
え
る
。

第
二
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
各
国
間
で
参
加
率
に
頭
著
な
差
が
み
ら
れ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
常
に
五
〇
％
か
ら
七
〇
％
台
で
推
移
し
、

と
く
に
二
〇
〇
五
年
に
は
八
七
％
の
参
加
率
で
あ
り
、
頭
著
な
上
昇
を
み
せ
て
い
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
、
八
三
年
以
降
概
ね
六
〇
％
前
後

で
推
移
し
、
九
七
年
に
は
七
二
％
の
参
加
率
を
記
録
し
て
い
る
。
交
渉
分
権
化
等
が
多
く
の
先
進
諸
国
で
観
察
さ
れ
た
八
〇
年
代
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
に
デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、
逆
に
政
策
参
加
率
は
急
上
昇
し
、
九
五
年
に
い
っ
た
ん
減
少
す
る
も
の
の
二
〇
〇
〇

年
代
に
な
っ
て
再
び
上
昇
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
二
ヶ
国
に
比
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
参
加
率
は
非
常
に
低
く
、　
一
九
六
〇
年

に
は
三
二
％
の
参
加
率
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
、
低
落
傾
向
に
あ
り
、
九
〇
年
に
は
わ
ず
か
八
％
で
あ
る
。
そ
の
後
九
〇
年
代
に
や
や

上
昇
基
調
に
転
じ
る
が
、
そ
れ
で
も

一
一
％
か
ら

一
五
％
程
度
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
政
策
の
定
式
化
の
局
面
に
か
ん
し
て
は
、
利
益
代
表
の
参
加
の

「政
治
的
機
会
」
が
量
的
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
政
策
参
加
度
は
全
体
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
変
化
が
み
ら
れ
ず
、
そ
の
限
り
で
い
え
ば
、
政
策
形
成
過
程
の
制

度
化
の
定
式
化
の
局
面
で
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
が
後
退
し
た
と
は
け
っ
し
て
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
よ
り
も
、　
一
見
類
似
し
た
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国
々
の
差
異
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
の
ほ
う
が
、
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
政
策
協
調
の
両
次
元
の
ズ
レ
等
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
示

唆
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
Ｂ
）
「執
行
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
―
―
政
策
執
行

・
実
施
―
出
力
局
面

（
Ｂ
Ｉ

一
）
委
員
会
数

こ
の
執
行
型
に
か
ん
し
て
、
デ
ー
タ
面
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
の
ケ
ー
ス
で
は
、
政
府
や
議
会

か
ら
独
立
し
て
い
る
執
行
機
関
の
委
員
会
の
数
も
含
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
こ
こ
で
含
め
た
理
由
は
、
本
稿
で
は
、
政
策
過
程

の
全
体
を
み
て
い
る
の
で
、
政
権
に
左
右
さ
れ
な
い
独
立
系
の
委
員
会

へ
の
政
策
参
加
を
除
外
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。

第

一
に
、
委
員
会
数
で
は
、
北
欧
三
カ
国
の
全
体
平
均
で
み
る
と
、　
一
九
八
〇
年
、
九
〇
年
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
五
年
で
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
二

一
一
一、
一
九
二
、
一
八
二
、
一
一
〓
一、
と
な
り
、
と
く
に
二
〇
〇
〇
年
代
に
入

っ
て
著
し
く
減
少
し
て
い
る
。

第
二
に
、
各
国
間
の
パ
ラ
ツ
キ
が
頭
著
で
あ
る
。
執
行
型
で
多
い
の
は
、
今
度
は
ノ
ル
ウ

エ
ー
で
あ
り
、　
一
九
八
〇
年
か
ら
二
〇
〇
五

年
の
平
均
で
は
、
ノ
ル
ウ

エ
ー
が
二
二
九
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
は
同
数
で

一
五
六
で
あ
る
。
ノ
ル
ウ
エ
ー
は
約

一
。
四
倍
と

な

っ
て
い
る
。

第
二
に
、
歴
史
的
な
変
遷
を
み
る
と
、
フコ
」
で
も
多
様
性
が
み
ら
れ
る
。　
一
九
六
〇
―
二
〇
〇
五
年
の
長
期
ス
パ
ン
で
は
、
デ
ン
マ
ー

ク
が
Ｕ
字
型
の
か
た
ち
を
と
る
の
に
対
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
八
五
年
と
九
五
年
の
デ
ー
タ
が
欠
損
し
て
い
る
も
の
の
、
逆
Ｕ
字
型

＝
ハ
ン
プ
型
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。
つ
ま
リ
ス
ウ

エ
ー
デ
ン
で
は
、
六
〇
年
か
ら
八
〇
年
に
か
け
て
増
加
傾
向
に
あ

っ
た

が
、
九
〇
年
前
後
か
ら
減
少
傾
向
に
転
じ
て
い
る
。
そ
し
て
ノ
ル
ウ
エ
ー
は
八
〇
年
―
〇
五
年
で
長
期
低
落
傾
向
に
あ
る
。
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（
Ｂ
Ｉ
一
じ

政
策
参
加
度

第

一
に
、
三
カ
国
全
体
の
平
均
を
み
れ
ば
、
ほ
ぼ
横
ば

い
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。　
一
九
八
〇
年
、
九
〇
年
、
二
〇
〇
〇
年
、

二
〇
〇
五
年
の
三
カ
国
の
全
体
平
均
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
六
六
％
、
六
九
％
、
六

一
％
、
六
七
％
で
あ
り
、
ほ
ぼ
六
五
％
前
後
で
推
移
し
て

い
る
。

第
二
に
、
参
加
率
も
ま
た
各
国
間
で
差
異
が
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
は
六
〇
―
二
〇
〇
五
年
の
平
均
で
七

一
％
、
八
〇
―
二
〇
〇
五
年
で

は
七
四
％
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
八
〇
―
二
〇
〇
五
年
平
均
で
六
九
％
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
に
か
ん
し
て
は
、
政
策
定
式
化
の
局
面
で
は
複

数
の
回
路
を
通
じ
て
の
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
政
策
参
加
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
政
策
執
行
の
局
面
で
は
政
策
参
加
が
極
め
て
広

範
囲
に
及
ん
で
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
ヶ
国
に
対
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
六
〇
―
二
〇
〇
五
年
平
均
、
八
〇
―
二
〇
〇
五

年
平
均
が
そ
れ
ぞ
れ
、
五
三
％
、
五
六
％
で
あ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
は
約
二
〇
ポ
イ
ン
ト
弱
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
と
は

一
〇
ポ
イ
ン
ト
弱
の
開

き
が
あ
る
。
こ
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
数
字
に
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
独
立
系
の
委
員
会
を
含
め
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ

ル
ウ
エ
ー
両
国
と
の
差
は
よ
り
大
き
い
も
の
と
な
る
。

第
二
に
、
歴
史
的
な
趨
勢
で
も
三
カ
国
の
あ
い
だ
に
バ
ラ
ツ
キ
が
み
ら
れ
る
。
六
〇
―
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
は
緩
や
か
な
ハ
ン
プ
型
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
八
〇
―
二
〇
〇
五
年
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
緩
や
か
な
Ｕ
字
型
を
看
取
で
き
る
。
し
か
し
、

三
カ
国
と
も
二
〇
〇
〇
―
〇
五
年
に
か
け
て
、
政
策
参
加
度
が
、
上
昇
基
調
に
転
じ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
北

欧
三
カ
国
に
関
す
る
限
り
、
政
策
形
成
の
制
度
化
の
政
策
執
行
の
局
面
で
は
、
そ
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
は
今
世
紀
に
入
っ
て
高
ま

っ

た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
政
策
執
行
の
局
面
で
も
、　
一
見
類
似
し
た
国
々
の
差
異
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
今
世
紀
に
入

っ
て
の

社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
低
下
と
政
策
協
調
の
上
昇
と
い
う
両
次
元
が
異
な
る
動
向
を
示
し
た
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
。
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以
上
の
よ
う
に
Ｐ

・
Ｍ

・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
ら
の
議
論
は
、
政
策
の
立
案

・
実
施
の
両
局
面
に
つ
い
て
、
政
策
協
調
に
お
け
る
政
府

の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
に
焦
点
を
あ
て
た
。
そ
れ
は
、
古
典
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
流
の
社
会
コ
ー
ポ

ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
側
面
を
捨
象
し
て
、
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
流
の
政
策
形
成
過
程
の
制
度
化
の
側
面
に
着
眼
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し

か
も
、
そ
の
政
策
過
程
を
入
力
局
面
と
出
力
局
面
と
に
峻
別
し
、
そ
の
区
別
に
し
た
が
っ
て
政
府
の
委
員
会
も
両
局
面
に
分
け
て
把
握
し

た
の
で
あ
る
。

観
察
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
第

一
に
、
二
〇
〇
〇
―
〇
五
年
に
か
け
て
、
三
カ
国
と
も
共
通
し
て
、
政
策
定
式

・
執
行
の
双
方
に
お
い

て
政
策
参
加
度
が
上
昇
し
た
こ
と
が
索
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
政
策
形
成
の
制
度
化
が
今
世
紀
に
入

っ
て
復
権
し
た
こ
と
を
含
意
し
、
古

典
的
な
意
味
で
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
も
ま
た
高
ま

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
時
期
に
お
け
る
北
欧
の
賃
金
交
渉

の
脱
集
権
化
＝
分
権
化
に
焦
点
を
あ
て
て

「
ス
ウ

エ
ー
デ
ン
ｏ
モ
デ
ル
の
危
機
」
等
を
唱
え
た

「社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
衰
退
論
」
と

は
逆
の
傾
向
を
示
唆
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
利
益
集
団
の
断
片
化
と
政
策
協
調
の
進
化
が
併
存
す
る
可
能
性
を
も
示
し
て
い
る
。

第
二
に
、
三
カ
国
と
も
共
通
し
て
、
歴
史
的
推
移
と
し
て
政
策
立
案

・
実
施
双
方
の
委
員
会
数
が
減
少
化
の
傾
向
を
示
し
、
そ
れ
は
、

利
益
代
表
の
参
加
の

「機
会
」
の
縮
小
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
政
策
執
行

へ
の
参
加
度
の
ほ
う
が
政

策
定
式

へ
の
参
加
度
を
常
に
上
回

っ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
第
二
に
、
北
欧
三
カ
国
の
あ
い
だ
で
さ
え
も
多
様
性
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
政
策
定
式
化
で
は
ノ
ル
ウ

エ
ー
が
、
政

策
執
行
で
は
デ
ン
マ
ー
ク
が
、
そ
の
政
策
参
加
度
が
高
く
、
両
局
面
に
お
い
て
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
は
低
位
に
あ
る
こ
と
も
あ
ら
た
め
て
発
見

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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第
五
節
　
政
府
の
役
割
―
―
政
府
戦
略
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

（五
―

一
）
政
府
の
介
入
戦
略
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

こ
れ
ま
で
政
労
使
の
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
と
し
て
政
策
協
調
を
把
握
し
、
ま
た
そ
の
三
者
協
調

・
調
整
の
制
度
的
形
態
と
し
て
委

員
会
を
考
察
し
た
議
論
等
々
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
論
議
は

「政
策
形
成
の
型
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

の
枠
内
に
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
政
策
協
調
と
は
、
形
態
的
に
は
同
型
性
を
帯
び

つ
つ
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
利
益
代
表
や
政
治
的
交
換
の
論
理
か
ら
認
識
共
同
体
の
構
築
や
相
互
主
観
性
の
生
成

へ
と
制
度
変
化
な
い

し
質
的
転
換
を
遂
げ
た
と
す
る
議
論
も
吟
味
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
議
論
は
、
い
ず
れ
も
政
労
使
三
者
の
う
ち
政
府
の
主
導
的
役
割

あ
る
い
は
政
府
の
自
律
性
や
主
体
性
に
つ
い
て
充
分
に
配
慮
し
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
政
府
の
自
律
性
の
問
題
に
い
わ
ば
特
化
し
て

「政

策
形
成
の
型
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
を
捉
え
返
そ
う
と
し
た
の
が
、
最
後
の
五
番
目
に
取
り
上
げ
る
Ｊ
・
ウ
ォ
ル
デ
ン
ド
ー
プ

と
Ｈ

・
ケ
マ
ン
の
議
論
で
あ
る
。

Ｊ

・
ウ
ォ
ル
デ
ン
ド
ー
プ
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
を
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
や
構
造
と
し
て
捉
え
る
見
方
を
否
定
し
、
ア
ク
タ
ー
指
向
型

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。
彼
は
、
政
府
を
ひ
と
つ
の
自
律
し
た
ア
ク
タ
ー
と
し
て
捉
え
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
は
、
政
府
が
社
会
紛
争

を
調
整

・
規
制
す
る
政
治
戦
略
と
規
定
す
る
。
と
り
わ
け
彼
が
焦
点
を
あ
て
る
の
は
、
所
得
政
策
を
め
ぐ
る
紛
争
規
制
で
あ
り
、
そ
の
際
、

政
府
の
介
入
戦
略
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
が
オ
ラ
ン
ダ
で
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
そ
し
て
各
年
次
の
所
得

政
策
を
め
ぐ
る
政
府
の
介
入
戦
略
を
実
証
的
に
分
析
し
て
い
∞
。

（五
―
二
）
先
行
研
究
と
の
関
連

ま
ず
は
従
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
議
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
か
れ
ら
の
議
論
の
特
徴
を
あ
げ
て
い
く
と
、
第

一
に
、
上
記
の
規
定
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か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
社
会
レ
ベ
ル
で
利
益
集
団
の
組
織
化

・
集
権
化
な
ど
組
織
間
関
係
の
編
成
が
ど
の
よ
う
な
布
置
構
造
を
示
し
て

い
る
の
か
と
い
う
意
味
で
の
組
織
構
造
と
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
を
把
握
す
る
見
解

（社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
）
を
斥
け
て
い
る
。

そ
し
て
政
府
の
側
に
視
点
を
移
し
て
国
家
の
自
律
性
を
問
題
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
の
代
表
が
国
家
に
ど
の
よ
う
に
参
画
す
る

の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
利
益
代
表
と
政
府
当
局
と
の
相
互
交
渉
と
そ
の
制
度
化
に
焦
点
を
あ
て
た
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
に
対
し

て
、
国
家
の
側
に
視
点
を
変
換
さ
せ
て
、
社
会
領
域

へ
の
政
府
の
主
体
的
関
与
に
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
を
特
化
さ
せ
、
政
府
介
入
の
観
点

の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
て
い
る
。

第
二
に
、
政
府
の
主
体
性
を
重
視
し
、
政
治
主
体
の
転
換
を
徹
底
化
し
た
。
従
来
の
よ
う
に
政
労
使
の
三
者
協
調
に
お
け
る
職
能
団
体

代
表
の
参
加
に
伴
う
労
使
の
優
位
性
等
に
着
日
し
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
政
策
協
調
に
お
け
る
権
力
分
有
と
そ
の
相
互
主

体
性
を
主
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
独
立
し
た
ア
ク
タ
ー
と
し
て
政
府
を
措
定
し
、
権
力
主
体
を
純
化
し
、
そ
の
明
確
化

を
図
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
政
策
協
調
の
制
度
編
制
と
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
提
え
る
見
地
に
も
懐
疑
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
制
度
的
コ
ン
テ
ク
ス

ト
を
文
字
通
り
い
っ
た
ん
括
弧
に
入
れ
て
、
自
立
し
た
行
為
主
体
と
し
て
の
政
府
が
、
労
使
間
関
係
を
ど
の
よ
う
に
規
制
し
て
い
く
の
か

と
い
う
ア
ク
タ
ー
の
戦
略
的
行
為
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
見
地
に
た
て
ば
、
新
制
度
論
と
く
に
歴
史
的
制
度
論
に
対
し
て
も
否
定
的
に
な
る
の
も
意
外
な
こ
と
で
は
な

い
。
ウ
オ
ル
デ
ン
ド
ー
プ
は
、
Ｆ
・
シ
ャ
ル
プ
の
議
論
を
援
用
し
つ
つ
、
と
く
に
歴
史
的
制
度
論
に
疑
間
を
投
げ
か
け
る
。
シ
ャ
ル
プ
に

よ
れ
ば
、
歴
史
的
制
度
論
は
、
経
路
依
存
性
や
制
度
遺
産
を
強
調
す
る
が
、
独
自
の
方
法
論
的
視
座
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、

制
度
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
ア
ク
タ
ー
自
身
の
選
択
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
ミ
ク
ロ
的
基
礎
付
け
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ
る
論
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者
は
、
そ
の
基
礎
付
け
に
、
合
理
的
選
択
の
仮
定
を
立
て
、
ま
た
別
の
論
者
は
、
社
会
的
―
構
築
主
義
的
な
解
釈
論
を
展
開
す
る
と
い
っ

た
具
合
に
、
極
め
て
曖
味
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
新
制
度
論
は
、
多
様
な
潮
流
が
あ
る
に
せ
よ
、
公
共
政
策
に
つ
い
て
い
え
ば
、
政
策
に
関
わ
る
個
別
ア
ク
タ
ー
と
当
該
ア
ク

タ
ー
間
の
相
互
行
為
に
焦
点
を
あ
て
て
説
明
す
る

「原
子
論
的
」
な
見
方
に
対
抗
し
、
政
労
使
三
者
協
議
機
関
な
ど
、
政
策
過
程
を
取
り

巻
く
制
度
編
成
を
重
視
す
る
点
で
は

一
致
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
制
度
と
政
策
と
の
あ
い
だ
の
関
係
に
か
ん
じ

て
、
新
制
度
論
は
、
制
度
が
政
策
の
定
式
化

（入
力
局
面
）
の
原
因
な
の
か
、
そ
れ
と
も
政
策
の
帰
結

（出
力
と
結
果
の
局
面
）
に
影
響

を
与
え
る
も
の
な
の
か
が
判
然
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
新
制
度
論
は
、
政
策
の
発
生
的
契
機
を
解
明
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
政
策
結
果
へ
の
効
果
を
追
求
し
て
い
る
の
か
に
応
じ
て
異
な
る
方
向
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
政
策
分
析
も
、
当
事
者
間
の
相
互
行
為
を
対
象
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
問
題
解
決
に
照
準
を
あ
て
る
の
か
に
よ
っ
て
、
そ

の
研
究
の
方
向
が
分
岐
す
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
政
策
を
政
策
決
定
者
間
の
相
互
行
為
と
し
て
捉
え
る
見
方
と
、
政
策
に
よ
っ
て
解
決

が
期
待
さ
れ
て
い
る
争
点
領
域
に
注
目
し
、
そ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
政
策
対
応
の
有
効
性
に
力
点
を
置
く
見
方
が
あ
麺
。

こ
う
し
て
第
四
に
、
新
制
度
論
の
問
題
点
と
政
策
分
析
の
方
向
性
の
両
者
を
踏
ま
え
て
、
Ｊ
・
ウ
ォ
ル
デ
ン
ド
ー
プ
は
、
政
策
過
程
を

主
導
す
る
行
為
主
体
と
し
て
政
府
を
設
定
す
る
が
、
し
か
し
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
行
為
で
な
く
、
問
題
指
向
的
な
観
点
に
立
つ
。
そ
の
う

え
で
、
政
策
の
立
案

（入
力
）
と
政
策
執
行

（出
力
）
に
お
け
る
政
府
の
戦
略
的
行
為
を
類
型
化
し
、
さ
ら
に
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
し
て

政
策
結
果
に
つ
い
て
も
論
及
す
る
。
こ
う
し
て
か
れ
は
、
政
府
の
介
入
戦
略
に
か
ん
し
て
、
所
得
政
策
を
対
象
と
し
た
問
題
志
向
型
ア
プ

ロ
ー
チ
を
と
り
、
政
策
定
式
化
の
局
面
と
執
行
局
面
だ
け
で
な
く
、
結
果
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
も
着
目
し
た
の
で
あ
る
。
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（五
―
三
）
オ
ラ
ン
グ
型
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

こ
の
よ
う
に
政
府
戦
略
の
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
い
う
観
点
を
重
視
す
る
ウ
ォ
ル
デ
ン
ド
ー
プ
と
ケ
マ
ン
は
、
オ
ラ
ン
ダ
を

一
つ
の
決
定
的
な
事
例
と
み
な
し
、
「ポ
ル
ダ
ー
モ
デ
ル
」
や

「競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
等
々
さ
ま
ざ
ま
名
称
で
呼
ば
れ
る
オ
ラ
ン

ダ

。
モ
デ
ル
に
か
ん
し
て
、
そ
れ
が
、
と
く
に
八
二
年
末
の
フ
セ
ナ
ー
ル
協
定
以
降
の
労
使
の
社
会
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
強
調
す
る
点

を
批
判
し
て
い
範
。
こ
の
フ
セ
ナ
ー
ル
協
定
以
後
の
オ
ラ
ン
ダ

ｏ
モ
デ
ル
を
め
ぐ
る
評
価
に
か
ん
し
て
は
賛
否
両
論
が
あ
る
麺
、
こ
こ
で

は
、
そ
の
適
否
を
判
断
す
る
能
力
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
行
論
上
、
そ
の
評
価
を
す
る
と
こ
ろ
で
も
な
い
の
で
、
肯

定

・
否
定
の
両
者
の
主
要
な
論
調
を
述
べ
る
に
留
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
肯
定
的
な
評
価
と
し
て
は
、
政
労
使
の
三
者
協
調
体
制
の
確
立
に
よ
り
、
経
済
競
争
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
Ｅ
Ｕ
の
通
貨
統
合
化
な

ど
対
外
的
な
社
会
変
動
に
適
応
し
て
、
所
得
政
策
や
一雇
用
政
策

（
フ
レ
キ
シ
ュ
リ
テ
イ
）
や
福
祉
政
策
な
ど
重
要
な
政
策
領
域
に
お
い
て

政
策
転
換
を
奏
功
さ
せ
、
雇
用
の
増
加
や
経
済
成
長
な
ど
で
良
好
な
経
済
実
績
を
も
た
ら
し
た
と
す
る

「オ
ラ
ン
ダ
の
奇
跡
」
と
い
う
議

論
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
ル
型
の
多
元
主
義

へ
の
代
案
的
モ
デ
ル
を
提
起
と
し
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
も
の
で
も

あ
る
。
他
方
、
否
定
的
な
評
価
の
一
例
を
あ
げ
る
と
、
た
と
え
ば
Ｕ
・
ベ
ッ
カ
ー
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ラ
ン

ダ
の
場
合
、
高
い
社
会
的
信
頼
、
言
説
的
実
践
型
の
紛
争
解
決
、
妥
協
の
規
範
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
間
の
共
通
認
識
に
向
け
て
の
積
極
的
関
与

と
い
っ
た

「競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
に
と
っ
て
必
要
な
政
治
的
条
件
を
備
え
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
と
り
わ
け
政
策
協
調
の
三
者

間
の
力
関
係
に
お
い
て
労
働
者
の
劣
位
が
頭
著
で
、
経
営
側
が
ヘ
グ
モ
ニ
ー
を
掌
握
し
て
お
り
、
結
果
的
に
は
、
近
隣
窮
乏
化
的
な
賃
金

の
引
き
下
げ
や
、
最
低
賃
金
の
凍
結
に
よ
る
賃
金
格
差
の
拡
大
や
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
な
ど
雇
用
の
不
安
定
な
ど
の
経
済
問
題
を
も
た

ら
し
た
と
す
る
。
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こ
こ
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
オ
ラ
ン
ダ

ｏ
モ
デ
ル
の
成
果
を
め
ぐ
る
判
断
の
適
否
よ
り
も
、
む
し
ろ
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム

を
め
ぐ
る
論
点
に
議
論
を
絞
っ
て
同
モ
デ
ル
に
言
及
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。
ま
ず
第

一
に
、
組
織
間
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
間

題
が
論
点
と
し
て
浮
上
し
た
こ
と
で
あ
る
。
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
的
視
点
か
ら
す
る
と
、
明
ら
か
に
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
労
組
の
組
織

率
の
低
下
や
団
体
交
渉
の
分
権
化
な
ど
が
観
察
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
奇
跡
を
め
ぐ
っ
て
、
た
と
え
ば
前
述
の
ヴ
イ
セ
ル

は
、
賃
金
抑
制
と
雇
用
の
柔
軟
化
を
め
ぐ
っ
て
、
労
組
―
経
営
者
団
体
間
と
労
組
内
部
の
双
方
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
円
滑
に
進
む

こ
と
が
重
要
で
あ
る
点
を
指
摘
し
た
。
と
く
に
、
そ
う
し
た
賃
金
政
策
や
雇
用
政
策
に
か
ん
し
て
は
、
政
労
使
の
三
者
協
調
の
決
定
的
な

要
因
と
し
て
、
団
体
交
渉
や
政
策
過
程
に
お
い
て
労
使
代
表
が
ど
れ
ほ
ど
調
整
能
力
を
も
っ
て
い
る
か
が
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

組
織
間
調
整
や
組
織
内
調
整
に
つ
い
て
は
、
労
使
の
頂
上
団
体
が
、
国
家
の
後
見
が
無
く
て
も
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
遂
行
で
き
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
点
も
示
唆
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
労
使
間
お
よ
び
労
使
内
部
の
組
織
間
関
係
の
調
整
が
、
そ
れ
だ
け
と
ど
ま

ら
ず
、
政
府
―
職
能
代
表
間
の
組
織
間
関
係
に
も
拡
張
さ
れ
て
、
い
わ
ば
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た

決
定
的
と
み
な
さ
れ
た
。

第
二
に
、
政
策
協
調
の
重
要
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
議
論
で
は
、
政
労
使
の
三
者
協
調
だ
け
で
な
く
、
広
く
国
家
―
社
会
関
係
に
お

け
る
政
策
協
調
の
存
在
が
強
調
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
Ｗ
・
キ
ッ
カ
ー
ト
は
、
オ
ラ
ン
ダ
を

「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
制
度

的
特
徴
を
備
え
た
合
意
指
向
型
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
み
な
し
、
そ
し
て
少
数
派
プ
ロ
ッ
ク
ヘ
の
寛
容
や
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス

（全
会

一
致
）

に
向
け
て
の
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ッ
ク
な
協
調
行
動
が
歴
史
的
に
遺
産
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
点
を
主
張
す
る
。
ま
た
Ｍ
・
ロ
ー
デ
ス
は
、

既
述
の
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
を

「競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
の
典
型
例
と
み
な
し
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
縮
減
型
の
福
祉
政
策

へ
と
政

策
内
容
を
転
換
し
社
会
変
動
に
適
応
す
る
過
程
に
お
い
て

「政
策
協
調
」
が
重
要
で
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
¨
。
こ
の
よ
う
に
コ
ー
ポ
ラ

-227-



法政研究18巻 3・ 4号 (2014年 )

テ
イ
ズ
ム
型
の
政
策
協
調
を
通
じ
て
オ
ラ
ン
ダ
の
福
祉
国
家
が
再
編
さ
れ
る
こ
と
に
着
目
す
る
論
者
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。

第
二
に
、
そ
し
て
、
と
く
に
重
要
視
さ
れ
て
き
た
の
が
政
府
の
主
導
性
の
観
点
で
あ
る
。
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
に
お
け
る

「忘
れ
ら

れ
た
中
心
」
と
し
て

「国
家
」
の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
俎
上
に
の
せ
た
Ａ
・
ヘ
ル
メ
ル
ジ
ャ
ッ
ク
ら
は
、
従
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論

の
多
く
が
、
経
済
社
会

へ
の
規
制
や
介
入
に
お
い
て
政
府
が
果
た
す
積
極
的
役
割
を
軽
視
し
て
い
る
点
を
批
判
し
、
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
を

例
に
あ
げ
て
政
府
が
主
導
性
を
発
揮
し
て
、
政
労
使
間
の
協
調
体
制
の
維
持
だ
け
で
な
く
、
経
済
情
勢
の
変
化

へ
の
政
策
適
応
に
奏
功
し
、

そ
の
こ
と
が

「オ
ラ
ン
ダ
の
奇
跡
」
と
呼
ば
れ
た
た
大
き
な

一
因
で
あ
る
点
を
力
説
し
た
。
ま
た
、
前
述
の

「競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ

ム
」
に
か
ん
し
て
、
Ｍ
・
ロ
ー
デ
ス
は
、
競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
社
会
協
定
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
従
来
の
北
欧
型
の
社
会
中

心
的
な
伝
統
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
観
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
社
会
中
心
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
比
べ
て
、

労
使
の
社
会
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
制
度
的
に
弱
体
で
あ
り
、
協
議
体
制
か
ら
離
脱
す
る
退
出
コ
ス
ト
は
よ
り
低
い
の
で
、
こ
こ
に
、
政

府
の
主
導
に
よ
っ
て
国
家
後
見
型
の
協
調
体
制

（８
８
ｏ【̈
”一̈
ｏじ

が
強
固
化
さ
れ
る
制
度
的
根
拠
が
あ
る
と
し
た
。

，ヽ
う
し
て
北
欧
型
の

社
会
中
心
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
で
は
、
労
使
双
方
の
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権
化
の
度
合
が
高
い
の
で
、
中
央
レ
ベ
ル
で
の
賃
金
交
渉

等

へ
の
国
家
の
関
与
は
周
辺
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
、
あ
る
い
は
非
介
入
的
な
場
合
も
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
社
会
協
定
を
中
心

と
す
る

「競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
は
、
国
家
の
存
在
は
よ
り
強
固
で
あ
り
、
政
府
は
、
強
制
力
の
担
い
手
と
し
て
、
あ
る
い
は
イ

ン
セ
ン
テ
ン
テ
イ
プ
の
提
供
者
と
し
て
、
よ
り
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
以
下
で
検
討
す
る
ウ
ォ
ル

デ
ン
ド
ー
プ
ら
も
ま
た
、
政
府
の
戦
略
的
介
入
を
主
題
と
し
て
い
る
点
で
、
こ
の
政
府
の
主
導
性
に
着
目
す
る
議
論
の
系
譜
に
属
す
る
と

い
え
る
。
次
に
、
そ
の
分
析
枠
組
と
そ
の
分
析
結
果
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
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（五
―
四
）
分
析
枠
組
と
観
察
結
果

（五
―
四
―
一
）
政
策
定
式
化

（入
力
）
と
執
行

（出
力
）
の
局
面
の
分
離
と
政
策
結
果

か
れ
ら
は
、
政
策
過
程
を
形
成
と
執
行
と
に
分
け
、
そ
の
両
局
面
の
関
連
に
つ
い
て
も
考
慮
に
い
れ
て
、
政
府
戦
略
を
次
の
四
種
類
に

分
類
し
て
い
る
。

（Ｘ
）
政
府
戦
略
の
基
準

（Ｉ
）
受
動
戦
略
―
―
政
府
は
政
策
形
成
に
お
い
て
受
動
的
で
あ
り
、
労
使
間
の
交
渉

へ
の
い
か
な
る
介
入
も
控
え
る
。
執
行
面
で
も
、

そ
う
し
た
労
使
交
渉
の
結
果
に
介
入
す
る
こ
と
は
な
い
。

（Ｉ
）
協
調
戦
略
―
―
政
策
形
成
面
で
政
府
は
労
使
間
の
交
渉
を
促
進
す
る
た
め
に
介
入
す
る
が
、
執
行
面
で
は
、
交
渉
の
結
果
に
介
入

し
な
い
し
、
ま
た
、
交
渉
の
結
果
の
趨
勢
に
抗
し
て
介
入
す
る
こ
と
も
し
な
い
。

（Ⅲ
）
適
合
戦
略
―
―
政
府
は
形
成
面
で
労
使
間
交
渉
に
か
ん
し
て
独
自
の
政
策
提
言
を
お
こ
な
い
積
極
的
に
介
入
す
る
。
そ
の
政
府
介

入
の
狙
い
は
、
政
労
使
の
三
者
す
べ
て
が
潜
在
的
に
適
応
可
能
な
ひ
と
つ
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
定
式
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
労
使

の
当
事
者
間
の
合
意
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
執
行
面
で
は
、
政
府
は
、
交
渉
結
果
に
た
い
し
て
、
賃
金

・
租
税

・
社
会
保
障
の

割
増
や
給
付
に
か
ん
す
る
独
自
の
政
策
提
言
を
も
っ
て
介
入
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
政
労
使
間
の
交
渉
結
果
に
反
し
て
ま
で
介
入

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

（Ⅳ
）
誘
導
戦
略
―
―
形
成
面
で
は
、
政
府
が
ま
ず
独
自
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
設
定
を
お
こ
な
う
。
労
使
双
方
は
、
所
得
政
策
の
基
盤
と
し
て

そ
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
。
政
府
は
、
基
本
的
に
は
、
賃
金

・
租
税

・
社
会
保
障
の
割
増
や
給
付
に
か
ん
じ

て
は
、
独
自
の
政
策
を
執
行
し
、
労
使
の
社
会
パ
ー
ト
ナ
ー
の
議
題
設
定
な
い
し
交
渉
の
結
果
に
つ
い
て
、
尊
重
し
な
い
場
合
も
多
い
。
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こ
れ
は
形
成

・
執
行
の
両
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
典
型
は
、
（Ⅱ
）
と

（Ⅲ
）
で
あ
る
が
、
両
者
の
違
い
は
、
〈Ⅱ
）
の
場
合
、
政
府
は
、
労
使
交
渉
を
促
進
し
よ
う

と
は
す
る
が
、
し
か
し
所
得
政
策
の
定
式
と
執
行
は
概
ね
労
使
に
委
ね
て
い
る
の
に
対
し
て
、
（Ш
）
の
場
合
、
政
府
は
、
所
得
政
策
の
定

式
に
か
ん
し
て
独
自
の
政
策
提
言
を
も
っ
て
積
極
的
に
介
入
し
、
ま
た
執
行
面
で
も
、
交
渉
結
果
に
た
い
し
て
積
極
的
に
介
入
す
る
こ
と

も
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
（Ⅱ
）
は
交
渉
の
ア
リ
ー
ナ
の
設
定
と
い
う
政
府
介
入
で
あ
り
、
（Ⅲ
）
は
、
政
策
の
立
案
と
実

施
の
両
面
に
わ
た
り
、
交
渉
の
内
容

へ
の
関
与
を
と
も
な
う
、
よ
り
積
極
的
な
政
府
介
入
と
い
え
る
。

（五
―
四
―
二
）
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
共
有
―
上
認
識
の
共
有

さ
ら
に
、
も
う

一
つ
の
基
準
と
し
て
、
（Ｙ
）
労
使
間
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
ー
議
題
設
定
の
共
有
と
対
立
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ

の
共
有
は
、
前
述
の
コ
ン
プ
ス
ト
ン
や
メ
ン
ツ
ら
の
政
策
協
調
論
の
構
成
理
論
と
重
な
る
部
分
が
多
い
と
い
え
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、

政
策
の
定
式
化
だ
け
で
な
く
執
行
の
局
面
に
も
適
用
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
政
策
結
果
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
い
う
局
面
を
も
視

野
に
入
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
ウ
ォ
ル
デ
ン
ド
ー
プ
ら
は
、
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
め
ぐ
る
労
使
間
の
認
識
の
共
有
の
型
と
し
て
、

以
下
の
三
つ
の
類
型
を
あ
げ
る
。

（Ｙ
）
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
共
有
に
つ
い
て

〈Ａ
）
対
立
型
―
―
労
使
間
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
が
異
な
り
、
共
通
の
上
俵
に
た
つ
こ
と
が
非
常
に
少
な
く
、
紛
争
が
生
じ
や
す
く
、
そ
し
て

合
意
の
余
地
が
少
な
い
場
合
。

〈Ｂ
）
交
渉
型
―
―
労
使
間
の
ア
ジ
ェ
ン
グ
が
同
じ
で
あ
り
同

一
の
問
題
関
心
を
共
有
し
て
い
る
が
、
両
者
の
望
む
解
決
策
や
政
策
に
か

ん
し
て
は
、
そ
の
力
点
に
違
い
が
み
ら
れ
る
場
合
。
こ
の
場
合
、
交
渉
が
難
航
し
デ
ッ
ド
ロ
ツ
ク
に
陥
る
こ
と
も
あ
る
が
、
交
渉
か
ら
の
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離
脱
を
避
け
る
。
結
果
的
に
は
、
協
約
等
の
合
意
に
い
た
る
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
も
多
い
が
、
し
か
し
、
合
意
の
可
能
性
の
あ
る

一
種

の

「均
衡
点
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（Ｃ
）
問
題
解
決
型
―
―
労
使
間
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
が
同
じ
で
あ
り
同

一
の
問
題
関
心
を
共
有
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
解
決
策
や
政

策
に
つ
い
て
も
、
共
通
の
上
俵
が
あ
る
場
合
。
政
治
的
交
換
に
よ
る
妥
協
や
協
約
な
ど
の
合
意
に
向
か
う
可
能
性
が
高
い
。

（五
―
四
―
三
）
指
標
化

こ
う
し
て
上
記
の
よ
う
な
∞
政
策
の
定
式
化
と
い
う
入
力
局
面
と
政
策
執
行
の
局
面
の
区
別
と
、
⑭
労
使
間
の
問
題
認
識
の
共
有
や
受

容
と
い
う
二
つ
の
観
点
を
組
み
合
わ
せ
た
か
た
ち
で
、　
一
九
六
五
―
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
の
所
得
政
策
が
指
標
化
さ
れ
る
。
そ

の
際
、
留
意
す
べ
き
は
、
第

一
に
、
各
年
度
に
つ
い
て
①
政
策
定
式
化
の
局
面

（入
力
局
面
）
に
お
け
る
戦
略
と
、
②
そ
の
執
行
局
面
の

戦
略
を
経
て
③
政
策
結
果
の
局
面
と
い
う
二
つ
の
局
面
を
想
定
し
て
、
そ
の
開
始
時
期
と
終
結
時
期
の
二
つ
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
指

標
化
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
時
期
を
設
定
し
た
の
は
、
交
渉
の
過
程
で
政
府
戦
略
の
変
化
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
政
策
過
程
の
定
式
化

（入
力
）
の
局
面
と
、
そ
の
執
行

（出
力
）
の
局
面
と
の
差
異
に
も
着
目
す
る
た
め
で
も
あ
る
。
そ
し

て
、
と
く
に
終
結
時
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
指
標
は
、
政
策
執
行
の
過
程
で
の
政
府
戦
略
の
変
化
の
反
映
で
も
あ
り
、
政
策
結
果
と
し
て

の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
二
つ
の
軸
を
く
み
あ
わ
せ
る
と
合
計

一
二

（四
＊
三
）
の
パ
タ
ン
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
こ

の
両
者
を
掛
け
合
わ
せ
て
点
数
化
を
試
み
た
う
え
で
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
、
上
記
の
観
点
を
踏
襲
し
た
①
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ツ
プ
型

（（Ｉ
）

一
点
、
（Ⅱ
）
三
点
、
（Ⅲ
）
四
点
、
（Ⅳ
）
二
点
）
と
、
政
府
介
入
や
政
府
の
主
導
性
を
重
視
し
た
②
政
府
主
導
型

（（Ｉ
）

一
点
、
（Ⅱ
）
二

点
、
（Ⅲ
）
三
点
、
（Ⅳ
）
四
点
）
の
二
種
類
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
点
数
化
し
た

（付
録
図
表
　
６
を
参
照
）。
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図表6-1 オランダ :パートナーシップ型コーポラティズム度

(Wodend。「p指標 :1965-2000年 )

図表6-2 オランダ :政府主導型コ…ポラティズム度

(Woldendorp指標 :1965-2000年 )

(出典)Jaap Woldelldorp and Hans Keman, lne Polder Model Re■ leweよ Dutch

Corporatlsm′ FεOπο″″απ′I"あ
`″

α′Dι″οεrαり Vo1 28,2007,pp 341 342

1Table Al),よ り筆者が算出。またく付録図表 >も 参照。

璃
●
ｋ
、
本
ヽ
■
，
ヽ
劇
勲
川
聖
ぱ

目日葛目目昌言:5番目5SS塁 目日目目ロヨロ魯目目目目さ目き:ロヨ塁塁目
一 初期 ― 勝

:薔ヨロロ昌昌さ昼昌昌5ミ SS目目目目目目目魯目目目目目ロヨロヨき目目昌
一 枷 ― 肺
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（五
―
四
―
四
）
観
察
結
果

①
パ
ー
ト
ナ
ー
型

ま
ず
第

一
に
、
第

一
次
石
油
危
機
を
含
む
七
〇
年
代
前
半
に
は
、
開
始
期
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
度
が
、
帰
結
時
に
お
い
て
は
低
落
し
、

結
果
的
に
は
、
六
〇
年
代
後
半
よ
り
も
低
下
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
政
府
の
政
策
執
行
に
お
け
る
協
調
行
動
が
、
当
初
の
開
始
期
に
比

べ
、
総
じ
て
不
調
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
二
に
、
八
〇
年
代
前
半
ま
で
は
、
開
始
時
期
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
は
低
落
傾
向
に
あ
る
。
逆
に
、
帰
結
時
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ

ム
度
は
、
第
二
次
石
油
危
機
を
含
ん
だ
七
〇
年
代
後
半
に
は
上
昇
し
、
開
始
時
の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
政
府
の
政
策
執

行
に
お
け
る
協
調
戦
略
が
、
当
初
の
開
始
期
に
比
べ
、
総
じ
て
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。

第
三
に
、
帰
結
時
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
は
、
八
〇
年
の
代
前
半
に
は
、
低
下
す
る
も
の
の
、
そ
れ
以
降
は
上
昇
基
調
に
転
じ
、
以

後
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
末
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
何
よ
り
も
、
八
二
年
の
フ
セ
ナ
ー
ル
合
意
前
後
の

八
〇
年
代
前
半
に
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
度
は
、
開
始
期
と
帰
結
時
も
と
も
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
試
算
に
よ
れ
ば
、
八
二

年
は
、
開
始
時
〇
二

七
、
帰
結
時
○
皇
〓
一，
八
三
年
は
、
開
始
時
○
豊
〓
一と
帰
結
時
〇
二
一五
、
八
四
年
は
、
開
始
時
と
帰
結
時
と
も
に

〇
二
一五
で
あ
る
。

第
四
に
、
九
〇
年
代
前
半
に
は
、
開
始
時
期
に
対
し
て
、
終
結
時
期
に
は
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
度
が
大
幅
に
上
回
っ
て
お
り

（〇

・

二
八
対
〇
・四
五
）、
政
府
戦
略
の
執
行
過
程
で
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
度
合
い
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第

五
に
、
九
〇
年
代
後
半
に
は
、
開
始
期
と
帰
結
時
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
は
著
し
く
上
昇
し
て
い
る
。
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②
政
府
主
導
型

ま
ず
第

一
に
、
六
〇
年
代
後
半
に
比
べ
て
第

一
次
石
油
危
機
を
挟
ん
だ
七
〇
年
代
前
半
の
ほ
う
が
、
開
始
―
終
結
時
の
い
ず
れ
の
コ
ー

ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
度
も
大
幅
に
低
落
し
て
い
る
。

第
二
に
、
開
始
時
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
度
を
み
る
と
、
そ
れ
は
、
第
二
次
石
油
危
機
後
の
七
〇
年
代
末
ま
で
下
降
し
続
け
て
い
る
。

逆
に
、
終
結
時
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
は
、
こ
の
七
〇
年
代
末
に
急
速
に
高
ま
り
、
開
始
時
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
を
大
幅
に
上
回
っ

て
い
る

（試
算
に
よ
れ
ば
、
○
二
一七
対
〇
・四
三
）。
こ
の
こ
と
は
、
政
府
の
戦
略
が
政
策
執
行
過
程
で
主
導
性
を
発
揮
し
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。

第
二
に
、
八
〇
年
代
に
入
っ
て
開
始
時
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
は
緩
や
か
な
上
昇
基
調
に
転
じ
て
い
る
が
、
九
〇
年
代
に
や
や
低
下

し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
八
二
年
の
フ
セ
ナ
ー
ル
合
意
前
後
の
八
〇
年
代
前
半
に
は
、
終
結
時
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
は
、
七
〇
年

代
後
半
の
そ
れ
に
比
べ
て
低
く
、
九
〇
年
代
前
半
ま
で
、
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
九
〇
年
代
後
半
に
は
、
開
始
期
と
帰

結
時
の
双
方
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
は
著
し
く
上
昇
し
て
い
る
。

（五
―
五
）
小
括

第

一
に
、
開
始
時
と
終
結
時
と
の
両
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
度
の
あ
い
だ
に
は
ギ
ャ
ツ
プ
が
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
型
で
は
七
〇
年
代
前
半
と
九
〇
年
代
前
半
に
み
ら
れ
た
。
七
〇
年
代
前
半
の
場
合
、
終
結
時
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
が
開

始
時
に
比
べ
大
幅
に
低
落
し
た
の
に
対
し
て
、
九
〇
年
代
前
半
に
は
、
逆
に
、
終
結
時
の
そ
れ
が
開
始
時
に
比
べ
著
し
く
上
昇
し
た
。
政

府
主
導
型
で
は
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
七
〇
年
代
後
半
に
み
ら
れ
、
終
結
時
の
そ
れ
が
開
始
時
に
比
べ
著
し
く
向
上
し
た
。

第
二
に
、
い
ず
れ
の
型
も
、
九
〇
年
代
後
半
に
、
著
し
く
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
度
を
上
昇
さ
せ
た
点
で
あ
る
。　
一
九
九
五
年
以
前
に
は
、
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政
府
関
与
は
三
〇
年
で
一
一
回
、
三
六
・七
％
で
あ

っ
た
が
、
九
五
年
以
降
、
九
六
―
二
〇
〇
〇
年
に
は
。
五
三
―
六
〇
％
で
推
移
し
て
い

，
つ

。

こ
う
し
て
第
二
に
、
九
〇
年
代
後
半
の
社
会
主
義
政
党
が
主
導
す
る
政
権
に
お
い
て
、
政
府
戦
略
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は
そ

の
程
度
を
高
め
た
こ
と
に
な
り
、
政
策
協
調
に
お
け
る
政
府
の
党
派
性
の
重
要
性
が
示
唆
さ
れ
た
と
い
え
る
。
戦
略
行
為
の
主
体
と
し
て

の
政
府
が
も
つ
党
派
性
が
そ
の
政
策
ス
タ
イ
ル
に
も
影
響
を
及
ぽ
し
て
い
る
点
が
事
例
研
究
を
通
じ
て
折
出
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
オ
ラ

ン
ダ

・
モ
デ
ル
に
か
ん
し
て
、
労
働
党
を
中
心
と
す
る
連
立
政
権
の
誕
生
が
し
ば
し
ば
重
視
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
御
。

以
上
、
ウ
ォ
ル
デ
ン
ド
ー
プ
ら
の
議
論
を
検
討
し
て
き
た
が
、
か
れ
ら
は
、
自
律
し
た
政
府
の
戦
略
と
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
捉

え
、
そ
し
て
政
府
介
入
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
政
府
が
政
策
過
程
の
入
カ
ー
出
力
局
面
に
お
い
て
展
開
す
る
行
動
と
そ
の
帰
結
に

つ
い
て
詳
細
に
記
述
し
、
多
く
の
経
験
的
結
果
を
索
出
し
、
政
策
協
調
の
議
論
に
示
唆
を
与
え
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
分
析
的
な
理
論

枠
組
と
し
て
考
え
た
場
合
、
政
府
介
入
の
制
度
的
側
面
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
政
府
介
入
の

「グ
ー
ム
の
ル
ー
ル
と
し
て
の

制
度
」
の
視
点
、
と
り
わ
け
政
府
介
入
が
労
使
の
組
織
間
関
係
の
ど
の
レ
ベ
ル
ま
で
拘
束
す
る
の
か
と
い
う

「適
用
範
囲
」
な
ど
の
観
点

が
、
「結
果
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
の
議
論
の
対
象
か
ら
外
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
政
府
の
党
派
性
の
重
要
性
は
析
出
さ
れ
た
が
、

そ
う
し
た
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
政
府
が
、
政
策
協
調
に
お
い
て
戦
略
を
展
開
す
る

「政
治
ア
リ
ー
ナ
」
の
制
度
的
基
盤
が
検
討
対
象
と
は

な
っ
て
い
な
い
点
も
ま
た
課
題
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。
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８
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社会コーポラティズムから政策協調へ?―ネオ・コーボラティズム論における国家問題に一
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３
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３
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０
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０

。
Ｒ

”

‘

ρ
く

ヽ

ガ

あ
‘

∽
〓

●
∞

３

ｏ

０
８

６

”
仁
８

¨
●

●
』

口
“

め
ｏ
●

ｏ
〓

ざ

Ｌ
ｏ
く

Ｏ

ｏ
口
ｏ
Ｒ

Ｓ

，

】

ヽ

，

】
∞
”

（
呟
脚
）

ｅ
Ｃ
ｏ

Ｏ̈

“
”
（
ｏ
”
【
０

”
●
α

∽
”
”
”
占
出
Ｏ
Ｏ
●

ぼ
Ｆ
い
ヽ

、
∽
ｏ
ｏ

”̈
【
筍
”
ｏ
一
∽

“
∽

０
０

，
Ｅ
Ｌ
ｏ
”
∽
Ｏ
』
メ
く
ｏ
”
Ｆ

”
ｏ
●

〓

ｏ
一
ｏ
ら

，
一
ｏ
¨
】
【
め
】“
●
Ｑ

ヽ
【
¨
Ｌ
ぞ

２
つ
ヽ

∽
ｏ
口
¨
●

ス
０
【
め

，

一●

０
０
●
〓
）
”
【
”
Ｌ
く
の

「
Ｏ
ａ
ｏ
の
２
イ
や
、
喘
ミ
ミ
ヽ
ド
ヽ
、
ｏＳ
Ｓ
ミ
゛
Ｐ
Ｓ
ヽ
あ
ヽ
゛
ヽ
力
ヾ

ヽ
ｏ
ヾ
ご
く
ｇ

【Ｐ
口
ｏ
い
ヽ
Ｎ
Ｏ
ｏ
”
ｏ

，
Ｎ
ド
螢
Ｙ

- 244-



社会コーポラティズムから政策協調へ?―ネオ.コ ーポラティズム論における国家問題に一

（
７７

）

∽
”
ｇ

・
”

＞

く
０
”
」

や

、
く
ヽ
す
ｏ
●

ゝ
ら
ｏ

Ｏ
Ｏ
●
ｏ
ｏ

，

ω
一

”
め
♂

晏
り
∽

”
の
出

０̈
庁

”

”
ｘ
Ｌ

Ｌ

口
【，
餃

¨
，

ｏ

●
８

の
【
”
ｏ
口
ｏ
の

Ｏ
ぃ
∽
０
０

Ｌ

「
”
ε

∽
」●

ン
く
ｏ
Ｆ

ｏ
一
●

●
ｃ
【
ｏ
ｏ
ｏ
■

０
い
ヽ

ヽ
ｅ
Ｓ

ヽ
さ

ヽ

」Ｓ
ミ
ヽヽ
ミ
い
ヽ
ヽ
へ́

く
３

卜
Ｐ
Ｎ
８
０

，
８
∞

（
７８
）
゛
ミ
ヽ
も
や
０
日
あ
ｏ
ド

（
ｍ
″
）

ヽ
０

，
つ
∽
　
ゝ
Ｅ
』
ｏ
ロ
デ
Ｆ
＾
”
ｏ
〓
０
ヽ
げ
く
Ｏ
ｏ
い

【̈
”
０
■

●
【Ｏ
Ｏ
Ａ
ら
”
】
０
く
ｏ
【ｏ
●

”
”
【
口
の
め
”
●
０
∽
０
め
“̈
【
”

，
０
΅

一
Ｏ
Ｎ
卜
，Ｎ
０
０
０
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
゛
Ｂ
ｒ
ヾ
ぃ
ヽ
ｓ
ヽ
ヽ
も
゛

ン
ヽ
ｏ
ｒ
Ｎ
い

ヽ
い
０
【
〇

ヽ
●
●
　
い
ヽ
い
‐

０
∞
Ｎ

（
８０

）

た

と

ぇ
ば

以

下

を
参

照
“
ｒ
只
き

”
８

８
８

負
ユ

〓

”
８
ｏ

，
日

〕
日
ヽ

Ｐ
）目
Ｑ

Ｏ
ｏ
●
８
Ｈ
巴
δ
口

，

い
ｃ
８
ｏ

，

Ｃ
圧

●
２
営

ユ

」“

Ｏ
ｏ
お

日
８

８
＾
Ｏ
ｇ

８̈

ヽ

い
ｏ
さ
尽
ミ

ヽ
Ｒ

「
ヽ
ヾヽ
い
ヽ
ヽ
●
ヽ
Ｒ
ヽ
い
´
ぞ
ｄ
ｒ
卜
ｒ
●
０
　
い
０
・
Ｎ
０
０
∞
ヽ
●
ｏ
　
」
ω
Ｎ
ω
‐」
９
ら
Ｐ

（
８‐
）
ど
Ｆ

∽
卜

一
Ｉ

Ｆ

増
３

Ｑ

ご

９

日

ら

ごヽ

●
鶴
ざ

ド

（
８２

）

不

誘

¨
げ

国
臼

≦

目

曽
Ｌ

ど

ビ

ス

，

Ｆ

弓

円

０

り
〓

〓

∽
８

，

テ

■

ｒ

当

ら
姦

８

８

Ｒ

∽
８

巨

”
お

け

〓

く

ｏ
∽
８
８

ぃ
日

３

め
、

０
い
趨

尽

き

ヽ
Ｒ

，

ヽ
Ｎ

Ｓ

ヽ
膝

ミ

ミ
ｐ

ン
δ

一

ハ
ン
´
ｖ

Ｐ

Ｎ
０
０
い

０
つ

Ｏ
Ｎ
｝
Φ
Ｏ

，

ヽ
ヽ

ミヽ

せ

、
く
”
〓
２

お
∽
ｏ
い
０
”
ｏ
ド
Ｌ

∽̈
Ｂ

Ｒ
‘

ピ
●
０
“
Ｒ
〓
Ｌ

贅
５

，
一
３
●
∽
ヽ

日

”
”
〓

”
く
６

●

Ｚ
村
ｇ

，
∽
”
”
ｏ
Ｏ
Ｐ

ヽ
●
６
Ｆ
句
ざ

【
６̈

●
こ

日

目

巳

目

８

颯

↑

，

Ｉ

蓼

よ

、

０
営

゛

Ｎ
さ

ｏ
ヽ

ミ

゛

ヽ
あ

■

ヽ
ミ

ヽ
゛
〓

湧

つ

ｏ
●
一
３

り
，

９

，

ユ

β

け

，

３

３

・
〓

ｓ

〓

あ

■

ミ

ざ

ゃ

０

雙

Ｓ

ヽ
Ｒ

●

ヽ
い
ヽ

よ

ヽ
Ｑ

”
ヽ

Ｖ

ｓ
∽
ミ

、
ば

ヽ
ミ

”
ミ
ミ

ヽ

¨
で
０
ユ
ミ

ヽ
ゞ
ヽ
い
Ｒ

゛
ミ

Ｓ
ヽ
お

つ

ｏ
●
ヽ
ｏ
●

″

ピ

¨
【ｏ
一
錦

・
Ｎ
８

じ

Ｌ

」
の

政

党

シ

ス

テ

ム

の

型

に

関

連

し

て

い
え
ば
、
近
年
の

「多
様
性
論
」
で
も
、
労
使
間
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
と
く
に
経
営
者
団
体
の
頂
上
組
織
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
政
党
シ
ス

テ
ム
と
の
あ
い
だ
に
は
関
連
性
が
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
起
源
を

一
九
世
紀
末
に
求
め
て
、　
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
的
遺
産
と
そ

の
経
路
依
存
性
を
問
題
に
す
る
論
調
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
ｏ
Ｒ
日
の
ど

〓
，■
，

”●
ヽ
υ
ε営
ｏ
∽
〓
８
●
、Ｏ
ｏ●
８

”
”『０
目
澪

■
．∽
ぉ
８
¨

”
Ｒ
●
、
∽
く
れ
の
８

”
●
０

，

ｏ

Ｏ
■
讐
認

ｏ
い
く
”
■
９
本
の
ｏ
ら

●
ｏ
９
〓
げ
”
口
ｏ
ｐ
．

Ｓ
ｃ
ヽ
ミ

ヽ
ｓ
ヽ
驚
ヽ
♂

く
ユ

Ｏ
Ｐ

い
０
〓

・
ｏ
や

ヽ
”

」
」
卜
一
ヽヽ

ヽ
議

ヽ
３
メ

ｏ
Ｏ
【
置
ｇ
あ

ｏ
い
Ｏ
ｏ
ｏ
【
鮮
●
営
の
２

●
”
ｏ
〓
Ｌ
●
棗
〓

ω
ｃ
ａ
●
ｏ
∽
∽
０
【
∞
”
●
ヾ
”
＾
』
ｏ
●
´

●
ヽ
●
】

∽
く

，
９
口
∽
”
ｐ
一

∽
＾
”
¨
Φ
∽
●
Ｃ
の
一
Ｃ
【
め

●̈

¨
，

め
，

”
ｏ
ｏ
ら
【
●
口
ｏ
ｏ
わ
つ
０
つ
、
、
ド
ヽ
「
ヽ
ヽ
ド

も
も
ヽ
ヽ
ヽ
ｓ
ヽ
ち
ヽ
や
ヽ
ヽ
ヽ
力
ヽ
ヽ
゛
ゞ
゛

ンヽ
Ｏ
ｒ
」
０
一
ヽ
Ｎ
Φ
Ｏ
∞
・
ｏ
ｏ
　
【∞
一
‘【
０
∞
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（８３
）
∽
３
日
”

，
こ
”鳴
ｐ
づ
くば
のい
と
お
Ｏ
ｏ●
８
【一ｏ２
”
ｏさ
日
‘
”
）銚
σ̈
【％
、
や
Ｒ
ド

（８４
）
こ
の
コ
ー
ボ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
比
例
代
表
制
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
マ
ｏ̈
庁
ゝ
』

，
８
あ８

８
一
３
ｇ
●
肩
∽
ｒ
Ｆ
■
ミ
・
６
”れ
ヽ
ｏ
８
８
ｏい̈
３
●

』^
ユ

¨
Ｆ
の
”
ｏ
Ｌ
】お
●
ｏ
ｏ
ｏ
い
Ｏ
ｏ
【
ｏ
ｏ
」
ｏ
Ｌ
∽
日

ヽ

０
電
ヽ
ミ
゛
ミ

ヽ
ミ
ヽ
ｓ
ヽ
ヽ

０
や
ｏ
ｏ
い
、
Ｓ
゛

く
，

卜
●

●
ｏ

Ｎ
・
い
０
０
ｐ

ｏ
や

い
０
ヽ
■
∞
゛

（
８５

）

，
お

口
ε

ｒ
」
」
“

【
●

９
゛
ヽ

ミ

ド
や
ヽ
い
ｏ
ミ

０
ヽ

さ

ヽ
ミ

Ｏ

■
Ｓ

Ｓ
ｓ
、
ぃ
ざ

、
゛

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
」
、
ミ
ヽ
ミ
゛

、
ミ
゛

、

日
ぶ

も
０

ヽ
ミ
ヽ
ヽ
蕊

ミ
ヽ
も
（
ｒ
ｏ
●
Ｑ
ｏ

，

】
６

Ｆ

庁
鳥
お
ヽ
い
０
０
ｅ

ヽ
ｏ
や

０
‐
】
∞

・
Ｎ
ω
Ｎ
‐Ｎ
０
０
ヽ
”
５
一
一
い
０
０
，い
∞
」

（
８６

）

７

・Ｒ

パ
”
一Ｎ
ｏ
日

お
Ｆ

い
ミ
ミ

●
ミ
Ｓ

ヽ

ｓ
ヽ
ミ
ゞ

ミ

民

Ｓ

Ｓ
繁

゛

ヽ
驚

ざ

ミ

Ｎ

）ヽ
く

ヽ

喘
ミ
ミ
ミ

⇔

Ｆ̈

ｏ
，

ｏ
ｏ
８

２

Ｃ
●
マ
０
【
浄

ヽ
ヽ
お
３

８

頷

）
・
Ｅ

ュ

８

‐
３

´

ｏ
昭
Ｌ
ｇ
，３
９
な
お
、
本
稿
の
課
題
を
超
え
て
い
る
の
で
詳
し
く
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
多
様
性
論
に
お
い
て
も
選
挙
制
度
は
近
年
着
目
さ
れ
て
き
て
お
り
、

と
く
に
、
そ
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
型
の
起
源
と
し
て
比
例
代
表
制
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
ビ
・３
め●
τ
ｏあ
８

〓
ヽ

υ
，‘一０
∽
ｏ
資
Ｌ
ｏｐ
、υ
げ
●
σ̈
ｃ
一６
●
”
口
０
”
ｏ」
●
●
σ̈
ｃ
●
ｏ●
¨
Ｈ
口
ｏ
∽
〓
”Ｏ
Ｑ
■
ｏ
¨
２
】●
０
お
０
メ
ロ
０
めｏ
Ｆ
■
゛
．．
ヽ
ヽヾ
ミ
ヽ
Ｓヽ
ヽ
ヽ
いｏ
「ヽ
β

Ｏ
Ｆ
Ｎ
０
０
Ｐ
●
●
ハ
〕∞
ム
“
Ｐ
Ｏ
”
■
」
め

ヽ
ｏ
ぞ
ｒ
【
●
●
目
●
Ｏ
ｃ
”
●
ｏ
∽
‘
゛
●
Ｆ
ヽ
、０
０
●
口

，
”

，
■
ヽ
ぼ
澪̈
ｏ
〓
．∽
」∞
Ｏ
ｐ
、
●
ｏ
「∞
，【
【ト

（
８７

）

Ｔ

（
Ｒ

〓

ｃ
鼻

０

５

〓
８

∽
８

・
ン

ご
●
８

，

日

ｏ
ｚ
Ｒ

∝
〓

社

・
Ｉ

Ｆ

Ｒ

″

ヨ

員

を

＆

¨
ヽ
ど

あ
け
●

？

δ
ヨ

∽
８

ヽ
０
５

日

Ｌ

８

０

β

・
〓

へ

″

６

●

ｏ
ｇ

゛

、く

営

３

０

３
●
Ｒ
３
９
８
ヽ
二
日
Ｒ
３
¨
０
８
Ｌｏ
ｒ
Ь
２
０
２
●
８
営
４̈
ｏ
Ｏ
日
ｐ〓
８

，
Ｆ
∽
８
５
α
Ｆ
営
す
ｏ
”
ｏ澤
）
７●
に
ｏ
”ヽ

でヾ
ミ
ミ
ヽ́

く
，

い
●
Ｎ８

，
ｏ
ｏ
Ｎヽ

卜
，

（８８
）
さ
ミ
ヽ
や
ミ

（８９
）
さ
ミ

（９０
）
゛
ミ

（９‐
）
政
府
の
委
員
会
よ
り
も
、
む
し
ろ
知
識
集
約
型
の
独
立
し
た
行
政
機
関
と
い
う
非
選
出
部
門
が
、
規
制
国
家
に
お
い
て
は
第
二
勢
力
と
し
て
枢
要
な
役
割

を
果
た
し
、
そ
れ
が

「
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
国
家
」
を
導
出
す
る
こ
と
に
な
る
点
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
〓
Ｒ
庁
↓

，
２
３
Ｒ

鴻
序

↓
口
ａ̈

，
「ｏ■

Ｆ

２
３

８

〓

日

”
Ｒ

二

寧

ｏ
●

＞

”
８

ｏ

３̈

円

０

口

ｏ
ｏ
一
ａ

ｓ

【̈
〓

，

‘

Ｆ

●
口
」
８

の
ヽ

や

）ヽ

ミ

ミ

ヽ
Ｒ

¨
゛

ヽ

き

さ

０
試

ヽ
ざ

ミ
ミ

ミ

ミ

Ｎ

）、
Ｒ

、

ヽ
ミ

ヽ

丼
ヽ

ミ

ヾ
゛

ン
●

-246-



社会コーポラティズムから政策協調へ?―ネオ コーポラティズム論における国家問題に一

あ
ヽ
口

，
Ｐ
３
８
・０
０
こ
ミ

ωヽお
　
ま
た
、
そ
う
し
た
非
選
出
部
門
の
台
頭
が
、
議
会
と
の
関
係
を
含
め
た

「民
主
的
正
統
性
」
や

「権
力
分
立
」
の
問
題

に
重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
υ
”でき

０
３
●
３
２
〓
”寿
】
ぎ
一３
Ｐ

崎
Ｆ

ｚ
の「
０
？
め日
８
８
Ｒ
く
Ｒ
額
０
営
２
Ｚ
８

く
こ
ｏュ
銘̈
”̈●
”
ｏ”“】”δ
【∽、
。
こ
ミヽ
ヽヽ
Ｒ
¨
゛
、
ミ
ヽヽ
Ｒ
ミ
ざ
ミ
Ｓ
ヽ
Ｒ
ヽ
ミ
９

、
、
ミ
ヽ
お
ヽ
ミ
ざ
ド
ヽヽ
ヽ
ヽ
あ
ヽ
ミ
ヽ
ヽ
♂
ンδ

，
あ
ヽ
い
Ｏ
Ｐ
Ｎ００い
０
や
ωＮＯ‐ω卜

，

「
お

●
イ
く
ひ

Ｒ

ｒ

ｎ
ｓ
ヽ
力
丼
ヽ
ミ

ミ

ヽ

ｑ
ミ

゛
ヽ
ミ
ヽ

０
ヽ
ミ

も
ヽ
べ

く

、
ざ
、

き

、
≧
ヾ
ヽ

い
ミ

ヽ
ミ

ヽ
き
ヽ

ミ

ヽ
ｏ
ｓ
ヽ
あ

（
０
営

ｏ
σ
【
〓

∝
ｏ

こ
＾
¨
０
”
ヨ

Ｏ
Ｌ
Ｏ
”
の
Ｃ
Ｌ

く
四

∽
¨，

”
お

協

ヽ

Ｎ
０
０
ヽ
γ

（
９２

）

●
２
９

‘
日
時

ｏ
，

【
∽
〓
“
●
８
●

ヽ
げ
こ
§
８

∽
Ｒ
５
ｏ
Ｚ
Ｒ
霧

Ｒ
，

国
冒

鵬

引
６
８
８
ｏ
マ
め
一
一
↓
９
一
お
づ

，
お
ヨ

８
●

０
日
●
Ｒ

ロ
メ
３
０
ｒ
〓

０
，

】̈
０
す

Ｏ
σ
Ｏ
”

ジ
゛
Ｌ
ｏ
Ｌ
８

０
い
【）
ｏ
ｂ
ｐ
Ｏ
ｏ
「
”
め
ヽ
、

０
０
　
ぃ
ぃ
‐、
０

（９３
）
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。‘
Ｅ
″２
ζ
３
を
日

，
，
υ
日ヽ
Ｅ
＾
Ｚ
８
．
ｏ
ＯＣ
９
”，
日
¨
”
檎
‘」，一̈
ｏ●
∞
ヨ
ｏＦ
〓
ι
く
Ｌ
゛
お
ヨ
０
８
日
”寿
ヽ
り
ヽ
颯
ド
』
ミ
ミ
ヽ
さ
ヽ

「
Ｓ
、
ヾ
ミ
い
ま
ミ
ヾ
や
ヽ
力
いヽヽ

ミ
゛
く
Ｆ

に
ヽ
８
８
ヽ
０

，
鶴
一お
ヽ
ヽ
３
？

ｏや
ミ
ω
、
卜
　
な
お
、
同
論
文
は
、
こ
の
点
を
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
が

「ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
」
な
形
態
を
と
っ
て
存
続
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
証
左
と
み
な
し
て
い
る
。

（９４
）
た
と
え
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
交
渉
分
権
化
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
「
ｏ３
ｏ●
イ
ｏ【お
´
薔
ざ
ヨ
Ｐ

『
げ
と
０日
ヨ

冨
Ｑ
Ｏ
ｏ
”
８
”Ｆ０
９
５

０』
０
め●
嗜
”〓
いｏＱ
ζ
”ヽ”ｏ
”
ｏ「∞”
〓
一“
”
¨
∪
一〇５Ｒｏ
Ｏ「″

，●
一
∽
く́の２
ｏ●
●̈
Ｏ
ｏ日
ヽ
”【”●
く
ｏ
り
ｏ【∽ｏ
ｏｏＬ
く
ｏ、
一い
０ヽ
ごヽ
ヽヽ
ヽ
■ヾ
も
Ｓヽ
ヽ
ヽ
い♂
´ヽ
ｏ，
Ｎ∞・
】０００・ｏ
●
　
ω００ｔ【
ｗＯ
¨

ミ

ヽ
ミ

・

Ｏ
Ｓ

ヽ
い
ヽ

ヽ

』
３

ヽ
も
ヽ

ヽ

゛

∽
ミ

ヽ
ヽ
Ｒ

摯

ｎ
き

や

ヽ

ヽ
あ

Ｒ

い
゛

ヽ
さ

ヽ
Ｓ

Ｎ
ｓ
ヽ

゛
∽
ヽ
器
ヽ

Ｓ
Ｓ
鷺

も
ヽ
晨

ヽ
゛

ヽ
ヽ
い

ヽ

ヽ

ヽ
ミ

ヽ
Ｒ

糧

υ

ヽ
ミ

Ｒ

き

い

ａヽ

（
０

”
日

暉

●̈
零

¨

ｏ
ｏ日
σ
Ｌ
Ｏ
”
ｏ
Ｃ
Ｌ
く
９
∽̈
く
り
お
３
・
］０
０
９

（
９５

）

こ

の

点

に

つ

い

て

は

以

下

を

参

照

。

ｒ
胃

ざ

”
Ｘ

８

３

６

Ｆ

ｏ
８

あ
＾
」
〓

¨
８̈

ｑ

じ

ｏ
日

８

【
〓

ｏ
．

ｏ
ｏ
【
お

【
き

の
日

Ｆ

常
Ｌ
卜
．
ｏ
や

Ｓ

Ｎ

８

９

（
９６

）

」
冨

。

■

ｏ
こ

の
●
２
ｏ
Ｃ

●

Ｓ

２

０

ミ
ミ

』
き

き

ヽ

Ｏ

ｓ
ミ

』
諄

ヽ
，

ヽ
ざ

し
ヽ

さ

Ｓ

ヽ

０
ヽ
ヽ
ヽ

を
Ｓ

Ｓ

ヾ

ｏ
ミ

辞

゛

ヽ
Ｒ

ゝ
ヽ
ま

も

↑

ヨ

∽
，

ａ

時

Ｐ

】
す
ｏ
●

曰
，

３

●

Ｄ
８

０

・
０
や

い
い‐卜
０

（９７
）
゛
ミ
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（
‐０６
）

”
Ｌ
一１
´
で

，
３
二
、日
の日
』８
房

げ
９
日
●
Ｒ
３
お

″
”∽ｏ
”【３
ヽ
Ｏ
Ｓ
ヽ
ミ
Ｌ
ヽ
さ
ミ
ｏヽ

粋
ヽ
ヽ
３

５
】お
Ｐ
８

０
ド

８
ｏ
Ｏ
も
り
ヽ
０
０
‐ミ
０
」
Ｆ
も
ヽ
ざ

こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
≦

，
８

ｒ
９
日
〓
♂
ゼ
ギ
■
μ３
Ｒ
Ｚ
ｏｌ
】ヨ
日
日

，
こ
●
〕
＞
ｏ
【̈
Ｌ
ｏＬ
≧
ｏ■
”̈
一↑
、
ヽ
き
き

ヽ
や

ヽ
み
ヽ
ヽ
ヾ
゛
く
β

『卜・
】０
０
０
ヽ
●
●
　
”∞
］，ＨＯ
Ｎ

「
●
ヽ

く
ヽ

∽
年
巨
】
い
、
Ｆ

∽
摯

“
Ｌ
ｏ

，

日

ｏ
ｏ
日
●
営
営
マ
２

８

ｒ
Ｃ

”
Ｏ

ｏ
Ｒ
ｏ

，
ヽ

ｏ
や

ヽ
０
い
ヽ
０

，

０
ミ
‥

』
”
”ｏ
そ
‘
ｏ
一̈
ｏ
口
」
ｏこ
ｏ・
哺
想
一ヽ
「
Ｓ
ヾ
ヽヽ
』ミ
ざ‘ご
ヽ
・
ｏ
●
　
【
い，卜０

「
，
，ｏ
メく
ｏ
】ε
ｏ●
Ｑ
ｏ
こ
一
”
”
」
室
Ｆ
“
∽
＾
ｏ
日

，
●
・
ヽ
「口
ｏ
】ざ
一ε
ｏ
『
り
一ｏ
口
ｏ】
”
●
‘凸ｏ
■
ｏＯ
¨
∪
ご
Ｆ
ｏす
Ｏ
ｏ
●
ｏ
】”０
ロ
ロ
「
』
ヾ
ｏヽ

，
Ｓ
や
¨ヽ
ヽ
ヽ
』き
ヽ
ヽ
４
ヽ
き
ヽ
い
）ｏ
゛
９
Ｑ
・ヽミ
０
゛
ぞ
δ
〓
Ｎ
∞
ヽ

Ｓ
ｏ
い
８
お
】ヽ
お
ミ
■
Ｓ
ミ
ヽ
ゴ
８
ｏ
８

げ̈
ｍ
８
０

Ｒ
Ｏ
ｏ
●
ｏ
８
い，

Ｆ
Ｐ
８
ｏ９
【８
ｏ
８
ｏ
ざ
Ｆ
Ｏ

〓
〓
ｏ
７
自
Ｌ
Ｂ
Ｏ
´
、
ど
ヽ
ミ
ミ
ミ
や
ｓ
ざ

Ｎ
ミ
ゞ

ぎ
Ｆ

ＮＯ
ヽ
Ｎ
０
０
０
ヽ
ｏ
●
　
ωＯ
」‐ω
Ｎ
０

こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
以
下
を
参
照
。
水
島
治
郎

『反
転
す
る
福
祉
国
家
」、
第
二
章
。

」
Ｌ
ギ
■
く
オ
∽
ｏ
Ｊ

〓
Ｈ
Ｊ
δ

Ｏ
夕
ｏ
Ｃ
ａ

や
】

０
９
】

ｏ
【
”
Ｌ
ヒ
ロ
・
０

●
ｏ

や
ヽ

■
お

学
や
肖
な
μ
ヽ

も
ヽ

Ｎ
０
０
，
Ｎ
Ｏ
Ｎ
¨
ぞ
♂
躇
●
●

ガ
レ
５
一
ｏ
●

〓
Ｈ
●
０

り
０
目
Ｌ
ｏ
Ｌ

”
ｏ
ｏ
●
０
日
ヽ

０
ぃ
ぃ
Ｏ
Ｌ

と
一
り

，
ｏ

，

¨

６

ｏ
日

常

ユ
０
お

Ｏ
ｏ
ｔ

ｏ
轟

，

日

ゴ

８

Ｑ

”
Ｅ

８

８

●

■

笙

彎̈

ｏ

″

浄

日

ｔ

げ

、
〓

】
口

ｏ
レ

８

¨
↑

魚
）

ｎ
Ｓ

を

ぶ

こ

Ｓ

ヽ
ミ

贄

ヽ

一
ヾ

゛

ヾ

や

ミ

い
ヽ

ヽ

（
Ｏ

Ｌ

ｇ

，

Ｏ
Ｌ

ｏ
ａ

Ｃ

ユ

之
曾

ヨ

】

”
８

の
Ｐ

Ｎ
０
８

ｙ

Ｏ
，

８

ｏ
，
８

●

３

や

・
り

，

あ

０

“

Ｐ

０

８

Ｒ

て

，

Ｆ

”

費

〓

〓

鶴

日

】
”

，
ｏ
０
３

ヽ

ｏ
ｏ
８

９

８

●
ョ

¨
Ｈ

，
ｏ

”
開

●

●
【
３

８

Ｆ

贄

〓

『
“
雪
』

ｏ

営

”

Ｏ
ｏ
い
彙
喘

●
．
ヽ

、
Ｎ
ｓ
、

”

Ｓ
ヽ
理
Ｆ
ミ
４
ヾ
、
、
Ｒ
ヽ

い
ｏ
゛
ヽ
ヽ
゛

く

ε

Ｐ

い
０
０
゛

０
や

ω
Ｏ
い
お

ω
■

一日

８

”
ｏ
キ

ｇ

ｒ
Ｆ

●
益

風̈

日

，

８

Ｒ

Ｏ
ｏ
日

■

，

マ

の

Ｏ
ｏ
●

ｏ
日

，

日

”
．
り

，

８

お

‐
〓

８

さ

ら

に

ベ

ッ

カ

ー

は

、

こ

う

し

た

オ

ラ

ン

グ

の

コ

ー

ポ

ラ

テ

イ

ズ

ム
も
ま
た
ネ
オ
・
ソ
ベ
ラ
ル
化
に
向
か
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
ヘ
の
収
飲
化
の
例
外
で
は
な
い
と
み
な
し
て
い
る
。
以
下
注

一
〇
六

を

参

照

。
Ｃ

お́

”
８

５

●
＾
υ
障
３

ｏ
ｏ
８

８
巴

∽
日

〓

２

日
■

日
ｏ
口

Ｆ

Ｌ

一
υ
け
８

オ

員

口
ｏ
ｌ

６

↓
Ｆ

ｏ
【
ぶ̈

”
し

ｏ
８

Ｑ

■

８

”
お
０
♂
】

，

ｏ
と

日

“
』

〓

８

●
●
翻

０
い
ヽ
嬌
●
ｏ
■
ｏ

，
ｏ
り
０
目
Ｌ
ｏ
Ｆ
】
∽
ｏ
中
９
口
ｏ
ｏ
ヽ
ス
あ
０
０
ｐ̈
Ｌ
ｏ
５
ヽ
Ｎ
０
０
０
・
●
ｏ
　
い
，Ｎ
ω
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社会コーボラティズムから政策協調へ?―ネオ コーボラティズム論における国家l・l題に一

（Ｗ
）
オ
ラ
ン
ダ
の
労
組
の
組
織
率
は
、　
一
九
七
〇
年
の
三
六
　
五
％
か
ら
二
〇
〇
三
年
に
は
、
三
二
　
五
％
に
低
下
し
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。
静
澤

く
∽̈一ｇ

、ｃ
●
一８

〓
ｏ日
Ｆ
【卜
ぼ
９
≧
〓
３
日
Ｎ

０
９
５
日
の∽ヽ
、
さゝ
ヽ
ヽ
゛
壼
ざ̈
ヽ
”
Ｓ
Ｓ
●
】Ｂ
Ｅ
０
３
８
・
や
ま
　
ま
た
交
渉
集
権
化
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の

異
な
る
尺
度
化
が
な
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
ア
イ
ヴ
ア
ー
セ
ン
の
指
標
に
し
た
が
え
ば
、　
一
九
七
三
年
の
〇
　
五
二
か
ら
九
三
年
に
は
○

二
五
に
低
下
し
て
お
り
分
権
化
が
進
ん
で
い
る
。
以
下
を
参
照
。
Ｆ
Ｆ
ヽ
ほ
厖
櫓
愴
Ｅ
Ｅ
じ
に
ｂ
旧
Ｅ
置
に
し
６
Ｒ
Ｅ
ぼ
に
Ｌ
ぽ
Ｌ
愴
Ｆ
日
Ｆ
，」
の
集
権
化
指

標
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
以
下
も
併
せ
て
参
照
。
ぎ
３
８
・オ
めあ
８
・
０
ヽ
Ｓ
ヽ
ヽ
『
８
毯
ミ
ヽ
』驚
ミ
ヽ
ざ
湧
¨
ヾ
”
ぎ
ヽ
母
∽
ミ
民
ミ
さ
Ｓ
ミ
も
ミ
■

ミ
ミ
、
ぼ
ξ

』
ミ
ミ
、
さ
”
ミ
、
Ｓ
ミ
いミ
０
ミ
Ｒ゙
ミ
もヽ

６
筐
ｐＦ
諸̈

，
ｏ
”日
０
【〓
零
Ｏ
Ｌ
お
●
●
Ｖ
傷
′
８
８
ン
電
ヽ
∞‐望
　
ま
た
、
こ
う
し
た
集
権
化
や
集
中
化
を

め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
。
桐
谷
仁

「国
家

・
コ
ー
ボ
ラ
テ
イ
ズ
ム
・
社
会
運
動
』、
第
二
〓
一章
。

（
‐０８

）

静

序

≦

φ
る
が
、
日
〓
ｏ
ｏ
ソ
８

あ

ま
『
Ｏ
ｏ
３

８

”
諄

日
ヽ
ｏ
●
０
♂
■

，
ｏ
〓

Ｒ
Ｆ
Ｐ

、
ｏ

，

８

９
８

ド

（
畑

）

ω
●
鰤

，
”
【
０
”
Ｏ
ｇ
ｏ
」
“
口
∽
営
´
Ｑ
ゝ
ら
に
０
目
”
協
Ｌ

ヽ
．
↓

，
ｏ
”
ｑ
ｏ
ｏ
「
り
ぼ
”
〓

８̈

０
ｏ
●
ｏ
①
〓
営
６
●
」●
¨，
め
”
ｏ
ま
口
い

ｏ
（
一，
ｏ
‘
ヽ
■

，
】
ｏ
∽
●
お
ヽ

ｏ

「
”

（
υ

７

●
罵

リ

ヒ

Ｒ

ジ

”
ｇ̈

”
一
Ｐ

３

〓

２
■

”
∝
め
″

写

”
一３

，

Ｐ

【
Ｏ
Ｆ

ご

０

さ

〓

ヽ

（皿
）
ゝヽ

ミ
ヽ
６

，
ｏ
〓
２
”日
ｏも

，
９
８
ｏ「
ｏ
ｏ８
８
営
●
日
、
０
や
３
●
３
”

（
‐‐２

）

た

と

え

ば

以

下

を

参

照

。

■

キ

の
こ

〓

肉
一祭

ｏ
■

ご

８

８

，

ｏ
８

∽
０
日

“
Ｌ

Ｏ
ｏ
】
Ｂ

【
算
●
日

ヽ、
電

Ｌ

８

，
Ｈ
ら

¨
コ

営

∽
照
５

■

，
営

〓

●

６

ｒ

８

ｏ
け
●

Ｆ

〓

］熙
け
一
ｏ
■
ｏ

，
一
”
ヨ

Ｏ
①
ヽ
２
ｏ
ヽ
い
ｏ
∽
∽
０
い
Ｏ
Ｆ
え
■
¨
の
ｏ
●

０
【
”
Ｌ
●
Ｒ
、̈

０
●
　
『
０
‐
０
０

（‐‐３
）
‘
”〓
・
″
】ｏ〓
´
言
序

”
３
●
ｏ』
”
８
●
ｏ日
ヽ
Ｒ
∽
ｏ
Ｏ
Ｌ
”
Ｒ

，
．
●

，
あ
０
あ
９
な
お
、
こ
の

「競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て

は
、
新
川
敏
光

・
井
戸
正
伸

・
宮
本
太
郎

・
虞
柄
秀
子

『比
較
政
治
経
済
学
』
（有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）、
第
八
章
、
を
参
照
。

（‐‐４
）
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
コ
営
∽
≦
５
■
８
ａ
ｏ●
．”
８
ｏも
〓
Ｅ
Ｅ
Ｉ
Ｆ
■
■
ュ
、”８

，
営
０

，
８
話
サ
Ｏ
ｏｔ
ｅ
”，
一
ｏ
ｏＲ
①〓

，，
Ｆ
、
ｏ
や
９
８
　
ま
た
、
こ
う

し
た
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
政
策
調
整
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
。
と
Ｄ^
ｏ●
口
ｏ日
ｏユ
β
ヽ
日
８

，
”〓
起
８
８
Ｒ
υ
日
〓

Ｏ
ｏ●
ｏ【ａ
降

，

Ｅ
Ｃ

ｏ
８

■

げ

３

８

，

営

，
鴬

Ｒ

２

３

じ

Ｎ
営

〓

ヽ

ロ

コ

Ｂ

∽
く
〓

‘
δ

弓
〓

●

営

２

●
ｏ
〓

”
８

■
３

２

）
【
胃

げ

（
＆

じ

ヽ
力
ヽ
ミ

ξ

や

ミ

ヽ

ｓ

ヽ

ミ

長

ヽ
お

い
ヽ

ミ
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社会コーポラティズムから政策協調へ?―ネオ・コーポラティズム論における国家問題に一

第
四
章

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
「政
策
協
調
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
の
各
種
の
指
標
の
推
移
を
観
察
す
る
限
り
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム

は
八
〇
年
代
以
降
も
決
し
て
衰
退
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
九
〇
年
代
に
な
っ
て
、
む
し
ろ
よ
り
積
極
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
化
が

み
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
衰
退

・
再
生

・
変
容
を
総
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
本
稿

の
主
題
で
あ
る
国
家
―
社
会
関
係
の
観
点
か
ら
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
移
行
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
代
替
的
な
解
釈
図
式
を
提
示
す
る
つ
も
り

で
あ
る
。

第

一
節
　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
妻
退
と
再
生
を
め
ぐ
っ
て

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
衰
退
論
の
多
く
は
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
構
成
す
る
二
つ
の
属
性
―
―
す
な
わ
ち
、
（Ａ
）
利
益

媒
介

・
利
益
代
表
の
構
造

（
＝
職
能
領
域
を
代
表
す
る
組
織
化
さ
れ
た
包
括
的
な
利
益
集
団
の
存
在
と
集
権
的
な
集
団
間
関
係
）
と
い
う

シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
的
な
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
と
、
（Ｂ
）
政
策
協
調
の
制
度
化

（
＝
頂
上
団
体

（主
と
し
て
労
使
代
表
）
の
政
策
過
程

へ
の
参
加
と
三
者
間
の
協
調
行
動
や
政
策
調
整
）
と
い
う
レ
ー
ム
プ
ル
ッ
フ
的
視
点
―
―
の
う
ち
、
（Ａ
）
の
観
点
か
ら
衰
退
を
説
明
し
て

い
た
。
と
り
わ
け
、
職
能
領
域
を
代
表
す
る
利
益
集
団
に
お
け
る
組
織
化
の
低
下
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
ン
タ
ー
の
分
裂
な
ど
の
脱
集
中
化
、

そ
し
て
団
体
交
渉
の
分
権
化

（
つ
ま
り
産
別
交
渉
や
企
業
別
交
渉
等
の
交
渉
制
度
の
メ
ゾ
化
や
ミ
ク
ロ
化
）
な
ど
が
そ
の
主
た
る
症
候
と

さ
れ
た
。

，」う
し
て
、
た
と
え
ば
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
一
九
八
三
年
の
一
部
の
産
業
別
交
渉
の
開
始
を
交
渉
分
権
化
の
晴
矢
と
す
る

「
ス

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
総
合
的
理
解
に
向
け
て
―
―
国
家
―
社
会
関
係
と
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
転
位
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ウ
エ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
の
終
焉
」
や

「北
欧
モ
デ
ル
の
危
機
」
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
こ
で
銘
記

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
（Ａ
）
の
観
点
に
か
ん
し
て
、
利
益
媒
介

・
利
益
代
表
の
組
織
間
関
係
の
布
置
構
造
と
い
う
制

度

・
構
造
の
次
元
か
ら
、
賃
金
交
渉
等
に
お
け
る
集
団
相
互
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
行
為
次
元
へ
と
照
準
が
移
っ
て
き
た
点
で

あ
る
。
後
者
の
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
行
為
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
こ
で
は
マ
ク
ロ
ー
ミ
ク
ロ
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
重
視
し
た
組
織
間
の
垂
直

的

・
水
平
的
統
合
の
問
題
、
さ
ら
に
は
組
織
内
部
で
の
支
持
の
調
達
や
合
意
の
浸
透
を
め
ぐ
る
調
整
能
力
の
問
題
が
あ
ら
た
め
て
浮
上
し

て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
衰
退
論
は
、
前
章
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な

（Ｂ
）
の
政
労
使
間
の
協
定
や
三
者
協
議
機
関

の
設
置
な
ど
の
政
策
形
成
の
制
度
化
の
次
元
で
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
体
制
の
維
持
や
復
権
を
軽
視
し
て
い
た
。
さ
ら
に
今
世
紀
に
入
っ

て
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
は
、
た
ん
に

（Ａ
）
の
視
点
か
ら

（Ｂ
）
の
そ
れ
へ
と
視
点
と
比
重
を
移
し
て
き
た
だ
け
で
な
く
、
こ
の
二

つ
の
視
点
を
別
個
の
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
が
次
第
に
二
つ
に
分
岐
し
て
、
政
策
過
程
の
制
度
化
の
視
点
の
み
に
限
定
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
よ
り
広
い
社
会
領
域
が
し
ば
し
ば
看
過
さ
れ
る
の
で
、
た
と
え
ば
Ｊ

・
ポ
ン
ト
ウ
ソ
ン
の
よ
う
に
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム

概
念
の
狭
降
化
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
代
え
て

「社
会
市
場
経
済
」
型
な
ど
、
よ
り
広
範
な
制
度
配
置
を
示
す
類
型
に
置
き
換
え
る
べ
き
だ

と
い
う
見
解
も
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
代
わ
る
新
た
な
代
替
概
念
と
し
て
「調
整
型
経
済
０
８
ａ
口̈
“^
ａ

０８
８
日
し
」
等
の
概
念
も
打
ち
出
さ
れ
通
。

し
か
し
な
が
ら
本
章
の
第

一
章
や
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
は
、
そ
も
そ
も
集
団
間
関
係
と
り
わ
け
労
使

間
関
係
の
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権
化
を
含
む
利
益
媒
介

・
代
表
の
体
系
と
し
て
、
社
会
統
治

（ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
を
含
め

-252 -



社会コーポラティズムから政策協調へ?―ネオ・コーポラティズム論における国家問題に一

た
ヨ
リ
広
範
な
政
治
体
制
を
合
意
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
は
、
社
会
領
域
に
お
け
る
利
益
媒
介

・
代
表
と

い
っ
た
集
団
論
の
地
平
と
、
国
家
領
域
に
お
け
る
政
策
形
成

・
執
行
へ
の
参
画
と
い
う
政
策
過
程
論
の
両
地
平
を
包
含
し
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
、
政
策
過
程
の
制
度
化
の
側
面
だ
け
に
特
化
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
を
規
定
す
る
こ
と
自
体
が
、
逆
に
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ

ズ
ム
の
射
程
を
狭
陰
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
別
の
難
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
概
念
を
総
合

的
に
ど
の
よ
う
に
把
握
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
節
　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
変
容
と
そ
の
総
合
的
理
解
に
向
け
て

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
崩
壊
か
復
権
か
を
め
ぐ
っ
て
相
反
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
る
な
か
で
、
旧
来
の
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の

変
容
と
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念
そ
の
も
の
を
総
合
的
に
理
解
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
前
章
の
政
策
協
調
論

の
と
こ
ろ
で
み
て
き
た
よ
う
な
、
既
述
の

（Ａ
）
と

（Ｂ
）
の
二
つ
の
属
性
を
切
り
離
し
て
、
い
ず
れ
か

一
方
を
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
と
規
定
す
る
仕
方
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

（
一
）
構
造
対
過
程
お
よ
び
集
約
対
熟
議

ま
ず
第

一
に
、
前
述
の

（Ａ
）
と

（Ｂ
）
の
両
次
元
に
即
し
つ
つ
も
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
に
お
け
る
構
造
対
過
程
の
地
平
と
、
そ

れ
に
関
連
し
た
集
約
対
熟
議
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
差
異
と
い
う
視
点
か
ら
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
変
容
を
主
張
す
る
議
論
が
あ
げ
ら
れ
る
。

Ｌ

・
バ
ッ
カ
ロ
に
よ
れ
師
、
そ
も
そ
も
コ
‐
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
に
は
、
前
述
の
よ
う
に

（Ａ
）
の
利
益
媒
介

・
利
益
代
表
の
構
造
と
い
う

シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
的
視
点
と
、
（Ｂ
）
政
策
協
定

へ
の
関
与

・
合
意
と
い
う
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
的
視
点
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て

（Ａ
）
が
組

織
間
関
係
の
編
成
を
軸
に
お
い
た

「構
造
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
（Ｂ
）
の
政
策
協
調
は

「過
程
と
し
て
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の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
に
属
し
て
い
る
。
従
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
理
解
は
、
（Ａ
）
と

（Ｂ
）
を

一
体
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
か
、

あ
る
い
は
両
者
が
照
応
関
係
に
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
。
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
衰
退
と
は
、
（Ａ
）
の
諸
特
性
の
衰
退
だ
け
を
意
味

し
、
む
し
ろ

（Ｂ
）
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
と
し
た
政
策
協
調
は
、
維
持
な
い
し
再
生
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は

「社
会
協
定
」

の
浸
透
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
拡
大
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て

（Ｂ
）
の
政
策
協
調
の
進
展
は
、
イ
タ
リ
ア
の
よ
う

に

（Ａ
）
に
お
け
る
組
織
構
造
の
断
片
化
や
組
織
間
交
渉
の
レ
ベ
ル
の
分
権
化
と
両
立
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
（Ａ
）
の

退
潮
は

（Ｂ
）
の
拡
張
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
う
る
と
み
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
〇
年
代
末
に
シ
ュ
ミ
ツ
タ
ー
が
予
示
し
た
の
と

は
異
な
り
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は
全
面
的
に
瓦
解
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
（Ａ
）
の
衰
退
と

（Ｂ
）
の
再
生
と
は
相
即
的
に
進
行

し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
バ
ッ
カ
ロ
は
、
そ
う
し
た

（Ａ
）
か
ら

（Ｂ
）
へ
の
移
行
は
、
集
約

（，田
「紀
”Ｌ
ｏ
こ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
低
減
に
代
わ
っ
て
、

熟
議

（８
３
ｏ【〓
９
）
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
拡
張
し
て
き
た
と
み
な
す
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
集
約
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
職
能
団
体
の
組
織
間

関
係
の
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権
化
と
い
っ
た
利
益
媒
介

・
代
表
の
問
題
と
不
可
分
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
社
会
協
定
を
含
め
た

政
策
協
調
は
、
言
説
を
媒
介
と
し
た
熟
議
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
発
動
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
政
策
協
調
は
、
強
力
な

社
会
民
主
主
義
政
権
が

「接
着
剤
」
（Ｂ

・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
）
と
し
て
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、
イ
タ
リ
ア
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
典
型
的
で
あ

る
が
、
利
益
集
団
の
断
片
化
と
弱
い
政
府
と
も
並
存
す
る
。
む
し
ろ
少
数
内
閣
や
連
合
政
権
な
ど
政
権
基
盤
が
弱
い
政
府
こ
そ
、
議
会
内

外
の
諸
勢
力
と
の
協
力
や
糾
合
が
要
請
さ
れ
る
の
で
、
政
策
協
調
を
指
向
し

「社
会
協
定
」
筈
を
締
結
す
る
傾
向
に
あ
る
と
す
る
。

こ
う
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は
、
社
会
領
域
に
お
け
る
包
括
的
で
集
権
的
な
職
能
団
体
を
通
じ
て
利
益
を
集
約
し
て
政
府
と
対
峙
し

つ
つ
政
治
的
交
換
を
行
う
こ
と
か
ら
、
国
家
領
域
に
お
け
る
政
労
使
間
の
熟
議
に
よ
る
政
策
協
調
を
通
じ
て
、
相
互
主
観
性
や
公
共
性
を
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構
築
す
る
こ
と
へ
と
変
容
す
る
。
そ
れ
は
、
集
約
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
低
下
に
よ
る

「構
造
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
が
衰
退
す
る

一
方
で
、
熟
議
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
拡
大
に
よ
る

「過
程
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
が
進
展
し
、
そ
し
て
後
者
が
前
者
の
衰
退
を
補

完
し
、
さ
ら
に
凌
駕
し
て
い
く
可
能
性
さ
え
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
旧
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
で
は
、
政
策
協
調
に
か
ん

し
て
交
渉
や
妥
協
や
交
換
の
観
点
は
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
熟
議
の
観
点
が
希
薄
で
あ
っ
た
点
を
再
認
識
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
集
約
対
熟
議
の
議
論
は
、
前
者
を
利
益
集
団
の
組
織
間
関
係
の
制
度
編
成
と
い
う
構
造
の
次
元
に
依
拠
さ
せ
、
後
者
を
政
労

使
エ
リ
ー
ト
間
の
相
互
行
為
と
い
う
過
程
の
次
元
に
照
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
概
念
を
整
合
的
に
解
釈

し
て
い
る
。
し
か
し
集
約
対
熟
議
の
両
次
元
は
、
構
造
対
過
程
の
そ
れ
と
必
ず
し
も
照
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
集
約
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、

社
会
領
域
に
お
け
る
労
使
間
お
よ
ぶ
労
使
内
部
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
行
為
の
次
元
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
調
整
行
為
に
よ
っ

て
組
織
間
や
組
織
内
部
の
垂
直
的

・
水
平
的
統
合
化
は
左
右
さ
れ
、
利
益
の
集
約
化
は
担
保
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
集
約
メ
カ
ニ
ズ

ム
は
、
労
組
や
社
会
民
主
主
義
政
党
と
い
っ
た

「権
力
資
源
」
を
ど
の
よ
う
に
動
員
す
る
の
か
と
い
う
ア
ク
タ
ー
間
の
政
治
過
程
の
問
題

に
も
逢
着
す
る
。
し
た
が
っ
て
集
約
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
制
度

・
構
造
次
元
に
還
元
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
と
い
え
る
。
他
方
、
熟
議
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
も
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
行
為
の
問
題
に
限
定
さ
れ
な
い
。
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
政
策
協
調
に
お
け
る
対
話
や
討
論
を
担
保
す
る

委
員
会
や
審
議
会
等
の

（準
）
政
府
機
関
の
存
在
や
、
政
策
過
程
に
お
け
る

（た
と
え
ば
入
力

・
出
力
局
面
上
の
）
制
度
的
布
置
の
問
題

な
ど
、
熟
議
も
ま
た
制
度
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
の
国
家
―
社
会
関
係
の
視
座
か
ら
い
え
ば
、
集
約
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
拠
点
は
、
第

一
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
社
会
領
域
に
あ
り
、

熟
議
の
そ
れ
は
、
国
家
領
域
に
お
け
る
政
策
過
程
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
造
対
過
程
お
よ
び
集
約
対
熟
議
と
い
っ
た
認
識
方
法
の
地

平
よ
り
も
、
ど
の
政
治
ア
リ
ー
ナ
が
主
た
る
拠
点
と
な
る
の
か
と
い
う
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
移
行
の
観
点
か
ら
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
変
容
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を
考
察
す
る
ほ
う
が
簡
便
で
あ
ろ
う
。
構
造
対
過
程
と
集
約
対
熟
議
の
論
議
に
は
、
ア
ク
タ
ー
の
様
態
が
規
定
さ
れ
る
と
同
時
に
ア
ク
タ
ー

間
の
相
互
行
為
が
展
開
さ
れ
る
場
所

。
拠
点

・
陣
地
と
し
て
の

「政
治
ア
リ
ー
ナ
」
と
い
う
存
在
論
的
観
点
が
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

（
二
）
構
造
対
機
能

第
二
に
、
旧
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
は
、
明
示
的
に
せ
よ
暗
示
的
に
せ
よ
、
構
造
と
機
能
と
が
無
媒
介
に

一
致
す
る
こ
と
を
前
提

に
議
論
を
展
開
し
て
い
た
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
し
、
構
造
と
機
能
の
両
次
元
の
区
別
と
両
者
の
関
係
性
と
い
う
視
点
か
ら
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ

ズ
ム
の
変
容
を
捉
え
る
議
論
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
ニ
ー

一
）
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論

へ
の
批
判
―
―
構
造
と
機
能

Ｆ
・
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
正
統
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
は
、
包
括
的
な
利
益
集
団
の
存
在
や
労
使
間
の
団
体
交

渉
の
集
権
化
な
ど
の
構
造
的
特
性
と
、
種
々
の
機
能

（す
な
わ
ち
、
政
策
実
績
や
失
業
率
な
ど
の
経
済
実
績
）
と
が
照
応
し
て
い
る
こ
と

を
想
定
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
た
と
す
る
。
と
り
わ
け
機
能
の
点
か
ら
み
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
期
待
さ
れ
て
い
た
の
は
、
公
共
政

策
と
く
に
所
得
政
策
に
代
表
さ
れ
る
賃
金
調
整
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
構
造
と
機
能
と
が
つ
ね
に
照
応
す
る

「適
合
説
」
こ
そ
、
「古

典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
」
の
根
底
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
構
造
と
機
能
と
が
調
和
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
コ
ー
ポ
ラ

テ
ィ
ズ
ム
体
制
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し
有
効
性
を
も
つ
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
適
合
説
は
、　
一
方
で
は
、
構
造
的
条
件
が
変
化
す
れ
ば
、
そ
の
機
能
も
ま
た
自
動
的
に
変
化
す
る
と
い
う
見
解
を
導
い
た
。
そ
の

意
味
で
適
合
説
は
、
い
わ
ゆ
る
脱
組
織
化
論
に
も
該
当
す
る
。
脱
組
織
化
論
も
ま
た
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
拡
大
と
い
っ
た
産
業
構
造
の
変
化

が
、
非
市
場
型
の
統
治
諸
制
度
か
ら
市
場
型

へ
の
転
換
を
も
た
ら
し
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
構
造
的
基
盤
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
り
、
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コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
体
制
は
全
般
的
に
退
行
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
規
制
緩
和
型
の
ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
ル
型
レ
ジ
ー
ム
が
台
頭
す
る
と
主
張

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
こ
の
適
合
説
は
、
機
能
の
変
化
を
求
め
る
社
会
的
圧
力
や
社
会
的
ニ
ー
ズ
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

が
引
き
金
に
な
っ
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
構
造
的
変
化
を
も
た
ら
す
―
―

つ
ま
り
、
構
造
の
発
展
は
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
と
そ
の
変
化
の

反
映
で
あ
る
と
い
う
逆
の
見
解
を
も
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

し
か
も
構
造
変
化
の
方
向
性
と
機
能
の
変
化
の
そ
れ
と
は
同

一
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
各
国
の
構
造
と
機
能
は
、
長

期
的
趨
勢
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ

「収
餃
化
」
し
て
い
く
と
し
ば
し
ば
み
な
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
構
造
の
問
題
と
機
能
の
問
題
と
を

等
値
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
定
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
、
そ
の
機
能
を
遂
行
す
る
た
め
の
構
造

を
必
ず
し
も
提
供
す
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
た
、
逆
に
、
構
造
の
変
化
が
直
ち
に
機
能
の
変
化
に
連
動
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
機

能
主
義
の
論
理
は
、
さ
ら
に
機
能
的
要
件
か
ら
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
説
明
す
る
一
種
の
目
的
論

（■
８
】８
し

に
も
し
ば
し
ば
陥
る
。
行

為
の
目
的
が
常
に
所
与
の
も
の
と
な
り
、
行
為
の
過
程
と
結
果
は
そ
の
機
能
的
要
件
の
充
足
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
判
断
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
、
そ
の
機
能
は
、
シ
ス
テ
ム
の
構
造
的
要
件
か
ら
に
導
き
出
さ
れ
、
最
終
的
に
は
、
構
造
と
機
能
の
一
致
と
い
う
予
定
調

和
的
な
循
環
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
構
造
も
類
似
し
て
い
れ
ば
機
能
も
類
似
し
て
い
る
と
す
る
古
典
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
コ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
再
生
と
み
ら
れ
る
よ
う
な

「社
会
協
定

（８
ｏ〓

鷺
ｏ一３
」
の
浸
透
を
説
明
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
社
会
協
定
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
、
そ
の
利
益
媒
介
の
構
造
が
古
典
的

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
型
と
は
異
な
っ
た
国
々
で
主
に
定
着
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
政
策
協
調
に
よ
る
社
会
協
定

の
締
結
は
、
包
括
的
な
利
益
集
団
の
存
在
や
労
使
間
の
団
体
交
渉
の
集
権
化
と
い
う
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
造
的
特
性
と
照
応
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し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
単
な
る
衰
退
や
復
権
を
導
き
出
す
こ
と
は
早
計
と
み
な
さ
れ
る
。

そ
こ
で
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
、
そ
れ
ら
の
非
古
典
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
構
造
の
観
点
か
ら
み
て
、
あ
く
ま
で
も
古
典
的
な
コ
ー

ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
偶
発
的
で
例
外
的
な
逸
脱
事
例
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
社
会
の
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
適
応
し
て
脱
組
織
化
や
分
権
化

と
い
っ
た
構
造
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
機
能
は
変
化
せ
ず
、
む
し
ろ
、
そ
の
機
能
的
等
価
性
の
た
め
に
構
造
的
な
多

様
性
が
生
じ
た
と
み
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
機
能
と
構
造
の
両
面
で
独
自
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
類
型
を
新
た
に
形
成
し
て
い

る
と
み
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
提
起
す
る
。
そ
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
構
造
と
機
能
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
分
析

の
次
元
と
し
て
よ
り
詳
し
く
検
討
し
て
い
∽
。

（
ニ
ー
ニ
）
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
構
造
と
機
能

ま
ず

（Ａ
）
の
構
造
の
観
点
か
ら
す
る
と
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
、
主
に
三
つ
の
特
性
を
も
っ
た
利
益
媒
介
の
構
造
と
み
な
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
①
団
体

・
結
社
の
諸
領
域
の
包
括
性
、
②
政
策
形
成
の
集
権
化
、
③
国
家
に
よ
る
公
認
と
そ
れ
に
伴
う
利
益
集
団
の
代

表
性
と
権
限
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
特
性
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
既
述
の

（Ａ
）
社
会
領
域
に
お
け
る
利
益
集
団
の
組
織
化

・
集
中

化

・
集
権
化
の
属
性
と
、
（Ｂ
）
の
政
策
過
程
の
制
度
化
と
い
う
属
性
と
は
、
①
と
②
は
ほ
ぼ
照
応
し
て
い
る
が
、
し
か
し
③
の
政
府
に
よ

る
公
的
認
可
と
い
う
政
府
介
入
の
要
素
を
独
自
に
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
③
の
特
性
は
、
通
常
は

（Ｂ
）
の
属
性
に
含
ま
れ
る
が
、
あ
え

て
そ
れ
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
で
、
政
府
の
自
律
性
の
側
面
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
所
得
政
策
を
念
頭
に

置
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
社
会
領
域
に
お
け
る
労
使
間
の
団
体
交
渉
の
集
権
化

（交
渉
集
権
化
）
の
問
題
と
重
複
し

て
い
る
の
で
、
議
論
を
複
雑
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
①
の
団
体

・
結
社
の
諸
領
域
の
包
括
性
に
つ
い
て
か
れ
の
議
論
を
検
討
し
て
み
る
が
、
そ
れ
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
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利
益
集
団
と
く
に
労
使
の
諸
団
体
が
そ
の
職
能
領
域
に
お
い
て
ど
の
程
度
組
織
化
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
と
く
に
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
セ
ン
タ
ー
が
ど
の
程
度
集
中
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
示
し
て
い
る
。
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
か
つ
て
こ
の
労
使
の
頂
上
団
体
の
組
織
化

に
か
ん
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
利
益
団
体
の
場
合
、
そ
の
組
織
化
は
、
傘
下
に
メ
ン
バ
ー
を
リ
ク
ル
ー

ト
す
る
能
力
に
依
存
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
労
組
の
場
合
、
種
々
の
諸
利
害
を
内
部
化
し
て
メ
ン
パ
ー
に
そ
れ
を
受
諾
さ
せ
る
能
力
に

よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
の
後
者
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
労
組
の
内
部
の
組
織
的
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
も
関
連
し
て
い
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
①
に
は
、
社
会
領
域
に
お
け
る
組
織
間
関
係
の
編
成
な
い
し
布
置
構
造
の
側
面
―
―
す
な
わ
ち
、
利
益
集
団
間
関
係

の
集
中
化
と
集
権
化
の
問
題
―
―
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
、
「交
渉
シ
ス
テ
ム
」
を
構
成
す
る
二
つ

の
要
素
と
し
て
、
前
述
の
結
社
の
包
括
性
と
と
も
に
、
「交
渉
集
権
化
」
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
こ
で
い
う
交
渉
シ
ス
テ
ム
と
は
、
包
括
性
と

集
権
化
の
両
方
を
含
み
、
そ
し
て

「交
渉
集
権
化
」
に
よ
っ
て
こ
の
両
者
は
把
捉
さ
れ
る
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
交
渉
集
権
化
と
は
、

ど
の
レ
ベ
ル
で
賃
金
設
定
が
正
式
に
決
定
さ
れ
る
の
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
集
権
度
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
、
賃
金
設
定
の
領
域

は
、
よ
り

一
層
包
摂
的
に
な
る
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
型
の
賃
金
調
整
の
機
能
を
み
る
に
あ
た
っ
て
は
、

交
渉
シ
ス
テ
ム
の
ほ
う
が
、
た
ん
な
る
団
体

・
結
社
と
捉
え
る
場
合
と
比
べ
て
、
賃
金
規
制
を
め
ぐ
る
争
点
に
ヨ
リ
直
接
的
な
か
た
ち
で

関
係
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。

さ
ら
に
、
か
れ
は
、
そ
う
し
た
利
益
集
団
の
組
織
化
と
集
中
化
と
い
う
意
味
で
の
結
社
領
域
の
包
括
性
と
、
組
織
の
意
思
決
定
を
含
む

団
体
交
渉
の
集
権
化
と
は
、
必
ず
し
も
相
即
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、　
一
部
の
国
々
で
は
、
非
常
に
対
照
的
で
さ
え
あ
る
こ
と
を
指
摘

す

る

。

た

と

え

ば

、

ア

メ

リ

カ

と

イ

ギ

リ

ス

で

は

、
　

一

つ

の

全

国

労

組

（
そ

れ

ぞ

れ

Ａ

Ｆ

Ｌ

Ｉ

Ｃ

Ｉ

Ｏ

と

Ｔ

Ｕ

Ｃ

）

し

か

な

く

、

そ

の

意

味
で
は
、
結
社
の
領
域

・
領
域
の
包
摂
度
が
非
常
に
高
い
。
し
か
し
他
方
で
、
団
体
内
部
の
意
思
決
定
は
相
対
的
に
み
て
分
権
的
で
あ
る
。
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逆
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
フ
イ
ン
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
国
々
で
は
、
労
組
の
内
部
は
非
常
に
集
権
的
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
利
益
集
団

の
配
置
が
よ
り
断
片
的
で
あ
り
、
複
数
の
全
国
組
織
が
共
存
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
①
は
、
社
会
領
域
に
お
け
る
労
使
の
組
織

化
と
集
中
化
と
集
権
化
の
三
つ
を
総
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
②
の
政
策
形
成
の
集
権
化
の
問
題
に
か
ん
し
て
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
ま
た
、
政
策
協
調
に
お
け
る
政
労
使
間
交
渉
の
レ
ベ
ル
を

問
題
に
す
る
際
、
労
使
間
の
交
渉
集
権
化
の
側
面
―
―

つ
ま
り
頂
上
団
体
の
傘
下
組
織
に
対
す
る
拘
束
性
や
権
限
の
集
中
化

（集
権
化
）

の
側
面
―
―
も
含
め
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
政
策
形
成
の
集
権
化
に
は
、
政
労
使
の
三
者
間
の
政
策
協
調
の
マ
ク

ロ
ー
メ
ゾ
ー
ミ
ク
ロ
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
と
、
労
使
内
部
の
権
限
の
委
譲
や
意
思
決
定
の
水
準
と
そ
の
傘
下

へ
の
拘
束
性
の
問
題
の
二

つ
が
あ
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
最
後
の
③
で
は
、
政
府
に
よ
る
利
益
代
表
の
選
別
と
公
認
と
い
う
か
た
ち
で
、
あ
ら
た
め
て
国
家
―
社
会
関
係
に
即
し
て
政
府

介
入
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
国
家
に
よ
る
認
可
に
よ
っ
て
、
特
定
の
利
益
団
体
が
、
い
わ
ば
特
権
的
な
公
的
地
位
を
付
与
さ

れ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
権
限
も
備
え
、
そ
し
て
内
部
の
構
成
員
と
他
の
諸
団
体
の
双
方
か
ら
相
対
的
に
独
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
政
府
が
種
々
の
法
的

・
行
政
的
措
置
を
通
じ
て
特
定
の
利
益
団
体
の
頂
上
組
織
を
選
別
し
つ
つ
、
労
使
エ
リ
ー
ト
と
し
て
政
策
過

程
内
部
に
包
摂
し
、
そ
れ
を
制
度
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（Ｂ
）
次
に
機
能
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
マ
ク
ロ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
主
た
る
根
拠
は
、
マ
ク
ロ
経
済
的
要
請

・
要
件

（た
と
え
ば
雇

用
や
物
価
の
安
定
な
ど
）
に
た
い
す
る
賃
金
調
整
の
機
能
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
点
を
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
の
機
能
は
、
ケ
イ

ン
ズ
主
義
的
な
古
典
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
場
合
に
は
、
高
成
長
期
の
イ
ン
フ
レ
抑
制
の
一
環
と
し
て
の
労
使
間
の
賃
金
抑
制
と
雇

用
の
交
換
、
あ
る
い
は
所
得
政
策
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
物
価
上
昇
の
限
度
内

へ
の
賃
金
水
準
の
規
制
、
ま
た
は
、
そ
う
し
た
賃
金
抑
制
と
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引
き
換
え
に
、
政
府
の
財
政
支
出
に
よ
る
公
共
投
資
や
社
会
賃
金

（社
会
支
出
）
の
拡
大
な
ど
の
形
態
を
し
ば
し
ば
と
っ
た
。
ト
ラ
ッ
ク

ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
古
奥
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
で
は
、
賃
金
調
整
の
機
能
は
、
労
使
間
な
い
し
労
使
内
部
の
組
織
間
調
整
あ
る
い
は
国

家
後
見
型
調
整
に
依
存
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、　
一
九
八
〇
年
代
と
九
〇
年
代
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
政
策
で
は
、
賃
金
抑
制
は
、
国
際
競
争
の
強
化
と
一雇
用
の
維

持

・
創
出
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
前
提
条
件
と
し
て
、
相
対
的
労
働
コ
ス
ト
の
引
き
下
げ
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

そ
う
し
た
賃
金
抑
制
の
課
題
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
、
国
家
後
見
型
の
賃
金
調
整
で
あ
る
各
種
の
全
国
協
定

（日
（】ｏ●
』
ｏ
８
（３

が
急

（舒
）

増
し
た
。
こ
の
社
会
協
定
の
多
く
は
、
賃
金
調
整
の
機
能
だ
け
で
な
く
、
経
済
全
体
の
調
整
を
も
視
野
に
入
れ
た
も
の
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
賃
金
調
整
の
機
能
は
、
利
益
団
体
の
包
摂
性
と
交
渉
集
権
化
の
二
つ
の
構
造
的
観
点
の
い
ず
れ
と

も
必
ず
し
も
符
号
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
交
渉
分
権
化
は
業
界
や
企
業
ご
と
で
の
支
払
い
の
能
力
の
差

や
生
産
性
の
格
差
を
反
映
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
賃
金
上
昇
の
バ
ラ
つ
き
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
イ
ン
フ
レ
抑
制
に
つ
な
が
ら
な
い

事
例
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
賃
金
水
準
が
調
整
型
賃
金
政
策
と
は
対
立
す
る
レ
ベ
ル
に
な
る
と
、
労
働
側
は
、
実
際
の
賃
金
を
確
定
し
よ
う

と
す
る
企
業
側
に
対
し
て
無
力
で
あ
る
場
合
も
多
い
。

し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
利
益
集
団
の
断
片
化
と
交
渉
分
権
化
が
み
ら
れ
て
も
、
イ
タ
リ
ア
の
ス
カ
ラ
ｏ
モ
ビ
ン
の
よ
う
な
政
策
協
調

が
、
賃
金
調
整
の
機
能
を
果
た
し
た
場
合
も
あ
る
。
国
家
後
見
型
の
社
会
協
定
と
い
う
政
府
の
主
導
性
が
、
そ
の
機
能
を
充
足
し
て
い
た

と
も
い
え
る
。
こ
の
国
家
の
支
援
こ
そ
、
労
働
組
合
が
賃
金
水
準
を
統
御
す
る
能
力
を
強
め
る
う
え
で
、
最
も
必
要
な
も
の
と
さ
れ
た
の

で
あ
“
。

以
上
の
よ
う
な
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
非
古
典
的
な
そ
れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
構
造
と
機
能
の
観
点
か
ら
ま
と
め
て
み
る
と
、
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第

一
に
、
利
益
集
団
の
脱
組
織
化

・
集
中
化
お
よ
び
交
渉
分
権
化
が
賃
金
調
整
の
機
能
と
結
び
つ
く
逆
説
的
な
事
例
が
み
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
異
な
る
構
造
が
機
能
的
な
等
価
性
を
も
ち
、
機
能
に
対
す
る
構
造
的
多
様
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
い
え
る

が
、
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
、
交
渉
分
権
化
が
賃
金
調
整
の
機
能
の
低
下
を
招
く
ケ
ー
ス
も
あ
る
の
で
、
構
造
変
化
は
、
各
国
に
よ
っ

て
は
賃
金
調
整
機
能
を
分
岐
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

第
二
に
、
そ
う
し
た
構
造
と
機
能
と
の
逆
説
的
な
関
係
の
結
節
点
と
し
て
、
構
造
面
で
の
国
家
の
後
見
性
と
い
う
政
府
介
入
の
問
題
が

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
国
家
後
見
型
は
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
で
も
み
ら
れ
た
政
府
介
入
の
型
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
新
旧

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
は
連
続
性
や
類
似
性
も
あ
っ
た
が
、
非
古
典
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
で
は
社
会
協
定
等
の
か
た
ち
を
と
っ
た
政

府
主
導
の
政
策
協
調
で
あ
っ
た
点
は
銘
記
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

「結
果
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
と
い
う
点
か
ら
み

れ
ば
、
利
益
集
団
の
脱
組
織
化
や
交
渉
分
権
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
調
整
で
は
等
価
な
機
能
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。

第
二
に
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
賃
金
調
整
の
機
能
は
新
旧
連
続
し
て
い
る
面
も
あ
る
が
、
非
古
典
的
な
場
合
に
は
、
競
争
や
雇
用
も

含
め
た
よ
り
広
範
な
経
済
の
調
整
の
一
環
と
し
て
賃
金
調
整
の
機
能
が
あ
り
、
調
整
機
能
が
む
し
ろ
拡
張
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
も
で

き
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
非
古
典
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
は
断
絶
し
た
異
質
な
体
制
と
は
い
え
ず
連

続
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
古
典
的
な
型
の
単
純
な
再
生
産
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
利
益
集
団
の
脱
組
織
化

・

集
中
化
お
よ
び
交
渉
分
権
化
と
、
賃
金
調
整
と
の
逆
説
的
結
び
つ
き
を
説
明
す
る
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
は
、
政
府
の
役
割
や
国
家
１
社
会

関
係
を
考
慮
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
ト
ラ
ッ
ク
ラ
ー
の
い
う
構
造
と
機
能
の
両
者
を
総
合
し
た

「ガ

バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
視
点
か
ら
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
新
た
な
逆
説
は
、
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の

「集
権
的
」
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ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
異
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
う
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

そ
こ
で
、
そ
う
し
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
断
続
と
連
続
の
両
者
を
意
識
し
な
が
ら
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
変
容
に
つ
い
て
み
て
み
よ

，^′́
。

（
ニ
ー
三
）
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
変
容

（
ニ
ー
三
―

こ

「供
給
サ
イ
ド
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
―
―
政
策
変
化
と
政
府
の
役
割

ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
ケ
ー
ス
に
し
て
、
政
策
目
的
の
変
化
と
く
に
財
政
政

策
の
変
化
と
そ
れ
に
伴
う
政
府
能
力
の
変
容
と
い
う
観
点
か
ら
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
変
容
を
論
じ
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
従
来
の

ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
政
策
に
お
け
る
政
府
の
需
要
重
視
の
財
政
政
策
を
、
労
組
は
分
配
闘
争
の
ひ
と
つ
の
タ
ー
グ
ツ
ト
と
み
な
し
て
い
た
。

と
り
わ
け
、
そ
の
政
府
支
出
は
、
分
配
の
資
源
と
し
て
政
治
交
換
の
ひ
と
つ
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
ケ
イ
ン
ズ
主
義
型

の
積
極
的
な
財
政
出
動
が
困
難
に
な
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
緊
縮
財
政

へ
と
転
換
し
て
き
た
に
せ
よ
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
が
衰
退
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
国
際
化
と
競
争
の
激
化
が
も
た
ら
し
た
新
た
な
社
会
ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
規
制
緩
和
や
民
営
化
筆
々
が
遂
行
さ
れ
た
が
、

そ
う
し
た
市
場
で
は
公
共
財
の
供
給
が
う
ま
く
い
か
ず
不
確
実
性
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
公
共
財
の
供
給
主

体
と
し
て
再
び
政
府
の
役
割
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
、
公
共
部
門
の
民
営
化
や
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

化
が
行
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
伴

っ
て
公
営
企
業
に
も
Ｎ
Ｐ
Ｍ
が
導
入
さ
れ
経
営
ス
タ
イ
ル
の
変
化
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
労

使
協
調

へ
の
指
向
は
変
わ
ら
ず
、
労
組
参
加
の
経
営
協
議
会
も
増
加
し
た
。

こ
う
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
が
、
政
労
使
間
の
協
調
と
信
頼
に
基
づ
く
安
定
し
た
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
を
通
じ
て
社
会
変
動
に
適
応
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
労
働
内
部
の
公
私
間
の
葛
藤
も
生
じ
、
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

-263-



法政研究18巻 3 4号 (2014年 )

プ
か
ら
の
政
治
的
労
組
の
排
除
も
み
ら
れ
た
が
、
し
か
し
、
緊
縮
型
財
政
政
策
に
お
い
て
は
、
社
会
福
祉
を
含
め
た
公
共
財
の
供
給
主
体

と
し
て
政
府
の
能
力
が
ヨ
リ

一
層
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
社
会
的
ニ
ー
ズ
と
い
う
入
力
を
需
要
と
み
な
し
そ
れ

に
政
府
が
受
動
的
に
対
応
す
る
と
い
う
政
策
指
向
か
ら
、
公
共
財
を
供
給
す
る
主
体
と
し
て
、
さ
ら
に
経
済
調
整
の
主
体
と
し
て
政
府
は
、

そ
の
政
策
指
向
を
変
化
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
政
府
介
入
の
変
化
を
踏
ま
え
て
、
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
そ
の
新
た
な
形
態
を

「供
給
サ
イ
ド
・

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

（
ニ
ー
三
―
一０
「リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
―
―
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
ガ
バ
ナ
ン
ス

こ
う
し
た
政
府
の
役
割
変
化
も
含
め
て
、
さ
ら
に
前
述
の
構
造
と
機
能
の
関
連
の
議
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
コ
ー

ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
変
容
を

「リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
と
み
な
し
た
。
そ
れ
は
、
比
喩
的
に
い
え
ば
、
構
造
的
に
は
痩
せ
細

っ
た

が
、
他
の
補
完
的
な
行
為
や
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
、
機
能
が
連
続
性
や
拡
張
性
を
帯
び
、
そ
れ
が
構
造
面
に
も
環
流
し
て
、
構
造
も
ヨ
リ
引

き
締
ま
っ
た
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

か
れ
に
よ
れ
ば
、
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
造
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
央
レ
ベ
ル
で
の
賃
金
交
渉
と
集
権
的
な
ガ
バ

ナ
ン
ス
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
集
権
的
な
交
渉
構
造
で
は
、
賃
金
調
整
の
機
能
は
、
国
家
後
見
型
な
い
し
組
織
間
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ

ン
の
形
態
を
往
々
に
し
て
と
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
造
は
、
賃
金
交
渉
の
脱
集
権
化
が
み
ら
れ
、

セ
ク
タ
ー
別
交
渉
や
パ
タ
ン
交
渉
等
の
分
権
型
交
渉

へ
と
し
ば
し
ば
変
貌
す
る
。
あ
る
い
は
政
府
に
よ
る
労
使
代
表
の
選
別

・
包
摂
と
い

う
意
味
で
の

「国
家
認
可
」
を
伴
わ
な
い
制
度

・
構
造
的
配
置
を
と
る
場
合
も
み
ら
れ
た
。
し
か
も
、
こ
の
交
渉
分
権
化
と
脱

・
国
家
認

可
型
の
双
方
が
共
に
み
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
分
権
型
交
渉
に
た
い
し
て
は
、
積
極
的
な
政
府
介
入
を
伴
う
国
家

後
見
型
が
照
応
す
る
こ
と
も
あ
り
、
時
に
は
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
か
た
ち
で
強
制
的
な
政
府
介
入
を
伴
う
国
家
賦
課
型
が
対
応
す
る
こ
と
も
あ
っ
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た
。
ま
た
逆
に
、
集
権
型
交
渉
に
は
、
脱
国
家
認
可
型
が
対
応
す
る
場
合
も
け
っ
し
て
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
交
渉
集
権
化

と
国
家
後
見
型
と
は
必
ず
し
も
等
値
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
は
捻
れ
た
か
た
ち
で
結
び
つ
く
こ
と
も
多
か
っ
た
。
そ
し
て

い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
賃
金
設
定
を
め
ぐ
る
組
織
間
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
比
べ
て
よ
り

一
層
重
要

と
な
り
、
さ
ら
に
、
賃
金
抑
制
だ
け
で
な
く
経
済
全
体
に
た
い
す
る
調
整
機
能
も
強
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
「集
権
的

・
位
階
制
型
」
か
ら

「ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
」
へ
と
変
容
す
る
。
こ
こ
で
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
、

主
と
し
て
政
府
―
利
益
集
団
間
と
く
に
政
府
―
職
能
代
表
間
の
組
織
間
関
係
の
こ
と
を
指
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
分
権
化
さ

れ
た
各
レ
ベ
ル
で
の
労
使
間
の
組
織
間
調
整
や
、
頂
上
組
織
内
部
の
組
織
間
関
係
の
調
整
に
も
係
わ
る
。
し
た
が
っ
て
労
使
の
頂
上
組
織

よ
り
も
、
そ
の
下
位
レ
ベ
ル
の
傘
下
組
織
の
ほ
う
が
、　
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
先
導
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
」
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
、
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
、
構
造
面
で
の
脱
組
織
化

・
集
中
化
と
交
渉
分
権
化
と
い
う
痩
身
化

を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
見
で
は
、
そ
れ
に
か
ん
し
て
、
か
れ
は
、
行
為
や
ル
ー

ル
や
制
度
を
あ
わ
せ
て
三
つ
ほ
ど
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
①
調
整
行
為
＝
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
②
適
用
範
囲
、
③
政

府
介
入
及
び
法
―
形
式
的
規
制
と
そ
の
法
的
ガ
バ
ナ
ビ
リ
テ
イ
で
あ
る
。

①
組
織
間
調
整
―
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性

ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
造

・
制
度
次
元
で
脱
組
織
化
や
脱
集
権
化
が
進
行
す
る
こ
と
へ
の
い
わ
ば
代
償
と
し

て
、
行
為
次
元
で
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
よ
り

一
層
重
要
に
な
る
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
調
整
行
為
は
、
い
わ
ば
偶
発
的
で
状
況

依
存
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
団
体
交
渉
を
左
右
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
組
織
間
調
整
の
う
ち
、
労
使
間
の
水
平
的
調

整
よ
り
も
労
使
内
部
の
垂
直
的
調
整
の
ほ
う
が
決
定
的
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
。
後
者
の
労
使
の
各
領
域
内
部
の
組
織
間
関
係
の
垂
直
的
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な
調
整
は
、
指
導
部
対

一
般
組
合
員

（ラ
ン
ク

・
ア
ン
ド

・
フ
ア
イ
ル
）
つ
ま
リ
エ
リ
ー
ト
対
マ
ス
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
統
合
し
て
い

く
か
に
係
わ
り
、
前
者
に
比
べ
て
団
体
交
渉
の
帰
趨
に
お
い
て
よ
り
重
大
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
利
益
媒
介
構
造
が
分
権
化

す
る
と
、
頂
上
レ
ベ
ル
で
の
労
使
間
の
協
調
行
動
に
伴
い
、　
エ
リ
ー
ト
対
ラ
ン
ク

・
ア
ン
ド

・
フ
ア
イ
ル
と
の
あ
い
だ
の
亀
裂
が
深
刻
に

な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
前
述
の
オ
ラ
ン
ダ

・
モ
デ
ル
に
か
ん
し
て
ブ
イ
セ
ル
も
、
労
組
と
経
営
者
団
体
と
の
間
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー

シ
ョ
ン
だ
け
で
な
く
、
労
組
内
部
の
調
整
の
双
方
が
重
要
で
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
か
ん
し
て
、
か
つ
て
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
賃
金
抑
制
の
問
題
に
関
連
し
て
、
そ
れ
を
集
合
行
為
の

次
元
に
属
す
る
も
の
と
し
て
把
握
し
、
そ
し
て
水
平
的
な
い
し
垂
直
的
な
交
渉
に
よ
る
調
整
行
為
は
、
団
体
交
渉
の
及
ぶ
範
囲
で
あ
る

「適

用
範
囲
」
、
主
と
し
て
賃
金
形
成
を
め
ぐ
る
団
体
交
渉
の
集
権
化
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
交
渉
シ
ス
テ
ム
の
統
治
可
能
性

（も
お
日
３
諄
ｑ
）

と
い
っ
た
交
渉
の
制
度
的
特
性
と
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
調
整
行
為
の
概
念
は

「適
用
範
囲
」

の
概
念
と
次
元
が
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
調
整
行
為
の
代
理
変
数
と
し
て
把
握
さ
れ
る
場
合

も
あ
っ
た
。
こ
の
適
用
範
囲
の
概
念
は
多
面
的
で
あ
る
。
労
使
の
組
織
化
や
包
摂
性
の
代
替
概
念
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た

労
使
間
の
交
渉
ル
ー
ル
や
、
さ
ら
に
は
政
府
の
法
―
形
式
的
規
制
に
も
関
連
し
て
把
捉
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
次
に
、
こ
の
適
用
範
囲

の
問
題
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

②
適
用
範
囲
―
―
そ
の
多
面
性

適
用
範
囲
の
概
念
は
、
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
自
身
、
労
使
が
団
体
交
渉
等
に
よ
る
労
使
間
協
定
に
ど
の
程
度
包
括
さ
れ
拘
束
さ
れ
る
の
か

と
い
う
点
に
着
目
し
、
労
使
間
の
協
定
が
拡
張

・
浸
透
し
て
い
る
程
度
を

「適
用
範
囲

（８
お
Ｈお
０
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
こ
の
概
念

は
、
通
常
は
、
団
体
交
渉
が
影
響
を
及
ぼ
す
労
働
者
の
範
囲
と
し
て
規
定
さ
れ
る
が
、
団
体
協
約
を
締
結
す
る
資
格
を
も
っ
て
い
な
い
被
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用
者
も
含
め
て
労
働
者
全
体
の
な
か
で
団
体
協
約
が
適
用
さ
れ
る
割
合
と
し
て
も
し
ば
し
ば
指
標
化
さ
れ
た
。

ａ
．
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
代
理
変
数

前
述
の
よ
う
に
調
整
行
為
は
、
い
わ
ば
偶
発
的
で
状
況
依
存
的
で
あ
り
、
交
渉
に
よ
る
調
整
と
い
う
行
為
次
元
に
属
す
る
と
み
な
さ
れ

て
い
た
。
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
、
そ
の
な
か
で
も
エ
リ
ー
ト
対
マ
ス
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
に
団
体
交
渉
は
左
右
さ
れ
る
と

み
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
労
使
の
各
領
域
内
部
の
垂
直
的
な
組
織
間
関
係
の
調
整
の
代
理
変
数
と
し
て

「適
用
範
囲
」
を
把
握
し
た
。

そ
れ
は
、
労
使
両
エ
リ
ー
ト
間
の
水
平
的
調
整
に
よ
る
決
定
事
項
が
一
般
組
合
員
に
対
し
て
ど
の
程
度
浸
透

・
拘
束
し
、
い
わ
ば
上
か
ら

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
下
か
ら
の
支
持
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
を
含
意
し
て
い
た
。
し
か
も
、

そ
う
し
た
垂
直
的
調
整
の
強
弱
と
賃
金
交
渉
の
集
権
化

・
分
権
化
と
を
組
み
合
わ
せ
て
ガ
バ
ナ
ビ
リ
テ
イ
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
た
の

で
あ
“
。

ｂ
．
労
組
の
組
織
率
の
代
替
変
数

適
用
範
囲
の
概
念
は
、
労
働
者
を
包
摂
す
る
程
度
を
示
す
も
の
と
し
て
、
労
組
組
織
率
の
代
替
概
念
と
し
て
も
し
ば
し
ば
活
用
さ
れ
た
。

こ
の
場
合
、
適
用
範
囲
は
、
組
織
率
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
労
働
側
の
権
力
資
源
で
は
な
く
、
労
使
間
協
定

へ
の
労
働
側
の
参
加

・
包
摂

の
程
度
や
そ
の
交
渉
結
果
の
拘
束
性
や
浸
透
度
を
も
合
意
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
労
働
の
権
力
資
源
の
大
き
さ
が
必
ず
し
も
労
働

の
労
使
関
係

へ
の
参
加

・
包
摂
の
大
き
さ
に
は
運
動
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
が
好
例
で
あ
る
が
、
労
組
の
組
織
率
が
低
く
て
も
、
職
場
で
の
労
使
協
議
の
制
度
化
の
程
度
や
団
体
交
渉
の
結

果
等
が
労
働
側
に
拡
張
し
て
適
用
さ
れ
る
範
囲
が
大
き
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
権
力
資
源
の
観
点
か
ら
労
組
の
組

織
率
を
中
心
に
み
て
い
け
ば
、
弱
い
労
働
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
労
使
間
交
渉
の
結
果
や
拘
束
力
が
労
働
側
に
影
響
を
及
ぼ
す
度
合
は
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高
く
、
そ
の
意
味
で
は
労
使
間
の
調
整
行
為
に
お
け
る
協
調
度
は
低
い
と
は
決
し
て
言
え
ず
、
む
し
ろ
労
使
間
交
渉
の
制
度
化
の
高
さ
を

示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
逆
に
、
労
働
の
組
織
率
が
高
く
て
も
、
交
渉
レ
ベ
ル
の
分
権
化
や
交
渉
単
位
の
個
別
化
が
進
行
し
て
い
る

こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
交
渉
結
果
の
労
働
全
体

へ
の
浸
透
度
や
波
及
効
果
は
、
個
別
の
セ
ク
タ
ー
等
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
、

そ
の
意
味
で
は
、
労
使
間
交
渉
の
制
度
化
の
度
合
は
高
い
と
は
い
え
な
い
。

こ
う
し
て

「適
用
範
囲
」
の
概
念
は
、
組
織
率
と
並
ん
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
か
た
ち
で
、
賃
金
形
成
に
お
い
て
用
い

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
ら
は
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
等
の
北
欧
諸
国
や
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
等

の
中
欧
諸
国
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
な
ど
は
、
労
使
間
の
協
定
の
適
用
範
囲
が
広
範
囲
に
拡
張
さ
れ
非
常
に
安
定
し
て
い
る

「包
摂
型
」
で

あ
り
、
ま
た
カ
ナ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
の
よ
う
に
、
労
使
間
の
協
定
の
適
用
範
囲
の
拡
張
が
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
、
ほ
ぼ
労

組
組
織
率
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を

「排
除
型
」
と
し
て
類
型
化
し
て
い
た
。

ｃ
．　
法
的
規
制
の
枠
組

さ
ら
に
適
用
範
囲
の
概
念
は
、
政
府
に
よ
る
法
的
枠
組
の
設
定
に
も
関
連
し
て
い
る
。
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
ら
は
、
公
共
部
門
と
民
間
部

門
等
の
違
い
に
考
慮
し
て
、
適
用
範
囲
を
三
つ
に
類
型
化
し
た
。
第

一
は
、
（Ａ
）
団
体
協
約
が
、
交
渉
権
を
も
っ
た
被
用
者
数
全
体
の
う

ち
、
ど
の
く
ら
い
の
割
合
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
の
か
と
い
う
限
定
的
な
領
域
で
の
適
用
範
囲
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
（Ｂ
）
民

間
部
門
と
い
う
ア
リ
ー
ナ
で
の
団
体
交
渉
の
適
用
範
囲
で
あ
る
。
第
二
は
、
（Ｃ
）
被
用
者
が
団
体
協
約
を
締
結
す
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う

か
に
関
わ
り
な
く
、
被
用
者
全
体
の
な
か
で
団
体
協
約
が
ど
の
程
度
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
非
限
定
的
な
広
範
な
ア
リ
ー
ナ
で
の
適
用

範
囲
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち

（Ｂ
）
は
、
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
ら
に
よ
れ
ば
、
市
場
で
の
競
争
に
晒
さ
れ
、
市
場
動
向
に
敏
感
な
民
間
部
門
と
、
使
用
者
側
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が
そ
う
し
た
競
争
に
規
定
さ
れ
な
い
で
む
し
ろ
比
較
的
安
定
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
公
共
部
門
と
の
相
違
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
団
体
協
約
が
、
社
会
領
域
に
お
け
る
民
間
部
門
と
国
家
領
域
に
お
け
る
公
共
部
門
と
い
っ
た
各
政
治
ア
リ
ー
ナ
に
お
い
て
ど
の

程
度
、
労
使
を
拘
束
す
る
の
か
、
さ
ら
に
は
労
働
者
全
体

へ
と
ど
の
程
度
拡
張
さ
れ
る
の
か
が
弁
別
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
こ
こ
で
重

要
な
の
は
、
こ
の
三
つ
の
類
型
は
、
い
ず
れ
も
当
該
国
の
法
的
枠
組

（一Ｒ
』
ｒ
目
①ヨ
ｏ【じ

に
依
拠
し
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。

（
ニ
ー
三
―
三
）
法
―
形
式
的
続
治
可
能
性

（
５
¨
●
一キ
９
ヨ
２
ｏ
ｏ
く
ｑ
う
ｏ
望
『ぐ
）
―
―
政
府
介
入
の
問
題

リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
を
補
完
す
る
第
二
番
目
の
項
目
と
し
て
政
府
の
手
続
き
的
な
介
入
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の

「国
家

―
認
可
」
の
問
題
に
も
関
連
し
て
い
る
。
ま
ず
、
法
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
労
組

へ
の
強
制
加
入
と
、
政
策
参
加

へ
の
利
益
代
表
の
独
占

と
が
、
し
ば
し
ば
国
家
―
認
可
に
お
け
る
労
使
関
係

へ
の
法
的
規
制
の
典
型
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
政
府
は
、
①
団
体
協
約

（８
庁
２
お

お

８ヽ
８
８
４じ

の
法
的
拘
束
力

（【£
Ｌ
８
さ
【８
３
〓
ａ
）
や
、
②
そ
の
団
体
協
約
の
有
効
期
間
中
の

（労
使
間
の
）
平
和
義

務
と
い
う
二
つ
の
制
度
的
ル
ー
ル
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
的
な
統
治
可
能
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
に
加
え
て
、
労
使
関
係
の
法

・
制
度
的
ル
ー
ル
と
し
て
職
場
で
の
ス
ト
権
の
独
占
や
ス
ト
権
そ
の
も
の
の
規
制
な
ど
も
政
府
介
入
の

例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
補
足
す
れ
ば
、
分
権
化
さ
れ
た
企
業
レ
ベ
ル
で
の
労
使
間
対
立
に
た
い
し
て
も
、
政
府
は
紛
争
解
決
の
た
め
の
種
々
の
施
策
を

講
じ
る
。
前
述
の
よ
う
に
労
働
側
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
訴
え
る
こ
と
を
法
令
上
制
約
さ
れ
る
場
合
に
は
、
労
使
協
議
機
関
が
し
ば
し
ば
そ
の

代
償
制
度
と
し
て
の
意
味
合
い
を
も
つ
。
こ
の
労
使
協
議
機
関
は
、
労
働
側
に
と
っ
て
は
経
営
側
の
意
思
決
定
の
権
限
に
対
抗
す
る
手
段

と
も
な
る
。
し
か
し
共
同
決
定
権
に
よ
っ
て
労
働
側
が
経
営
側
の
諸
決
定
に
た
い
し
て
拒
否
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
政
府
は
、
そ
の

労
使
対
立
の
打
開
に
む
け
て
、
斡
旋
、
調
停
、
仲
裁
や
裁
定
な
ど
の
権
限
を
も
っ
た
各
種
委
員
会
を
公
的
ま
た
は
準
公
的
機
関
と
し
て
設

-269-



法政研究 18巻 3・ 4号 (2014年 )

置
し
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
分
権
型
の
労
使
関
係
を
規
制
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
第

一
に
、
単
な
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
復
活
や
再
現
で
は
な
く
、
構
造
変
化
を

伴

っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
賃
金
調
整
と
い
う
機
能
的
等
価
性
を
も
っ
た

「構
造
の
多
様
性
」
も
ま
た
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、

第
二
に
、
構
造
変
化
を
補
完
す
る
諸
々
の
諸
制
度
や
行
為
が
、
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
比
べ
て
よ
り
頭
在
化
し
、
そ
の
意
義
も
よ

り
大
き
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
と
く
に
①
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
②
そ
れ
を
補
足
す
る
適
用
範
囲
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
適
用

範
囲
は
多
面
的
で
あ
り
、
（
↓

単
な
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
を
合
意
す
る
だ
け
で
な
く
、
（̈
↓

組
織
能
力
を
補
完
し
代
替
し
、
さ

ら
に
は

（血
）
法
的
枠
組
に
も
準
拠
し
た
制
度
的
ル
ー
ル
に
依
拠
す
る
側
面
を
併
せ
も
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
法
―
形
式
的
枠

組
の
設
定
に
か
ん
し
て
政
府
介
入
の
問
題
が
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
そ
の
政
府
介
入
は
、
労
使
関
係
を
規
定
す
る
政
府
の
法

的
規
制
と
い
う
制
度
的
ル
ー
ル
の
設
定
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、
法
的
ガ
バ
ナ
ビ
リ
テ
イ
を
高
め
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の

三
つ
に
加
え
て
、
分
権
化
さ
れ
た
ミ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
で
の
労
使
間

へ
の
政
府
介
入
が
、
そ
れ
ら
と
相
互
に
保
証
し
あ
っ
て
い
る
。
こ
う
し

て
リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は
、
賃
金
調
整
と
い
う
機
能
を
維
持
し
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
の
連
続
性
や
同

一
性
を
も
ち
つ

つ
も
、
さ
ら
に
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
適
用
範
囲
、
政
府
の
法
的
規
制
年
に
よ
っ
て
重
層
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
で
独
自
の
修
正
型

ヘ

と
変
容
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

第
二
節
　
国
家
―
社
会
関
係
と
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
転
位
―
―
代
替
的
な
構
図

（
三
―
一
）
政
治
ア
リ
ー
ナ
ー
ー
存
在
論
的
視
点

こ
れ
ま
で
構
造
対
過
程
や
構
造
対
機
能
と
い
う
視
座
か
ら
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
変
容
を
理
解
す
る
議
論
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
二
つ
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の
議
論
は
、
利
益
集
団
対
政
策
協
調
の
両
次
元
を
、
構
造
対
相
互
行
為
と
い
う
軸
に
照
応
さ
せ
て
、
新
た
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
形
態

へ
の
変
容
を
説
明
し
て
い
た
と
い
え
る
。
バ
ッ
カ
ロ
の
場
合
は
集
約
の
構
造
と
熟
議
の
行
為
と
い
う
か
た
ち
で
、
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
、

構
造
と
調
整
行
為

（
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
と
い
う
か
た
ち
で
そ
れ
を
了
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
い
ず
れ
の
議
論
も
、
そ
う

し
た
相
互
行
為
過
程
が
展
開
さ
れ
る
場
所

・
拠
点
と
な
る

「政
治
ア
リ
ー
ナ
」
の
存
在

へ
の
配
慮
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ト
ラ
ッ

ク
ス
ラ
ー
は
、
そ
の
適
用
範
囲
の
概
念
に
関
連
し
て
公
共
対
民
間
の
部
門
間
の
差
異
に
着
日
し
て
い
た
が
、
そ
れ
も
構
造
対
機
能
の
構
図

の
な
か
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
う
し
た
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
区
別
を
主
題
的
に
取
り
扱

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

政
府
と
利
益
集
団
等
の
ア
ク
タ
ー
を
取
り
巻
く
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
い
う
存
在
論
的
地
平
が
閑
却
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
国
家
―
社
会
関
係
の
な
か
で
国
家
と
社
会
と
い
う
政
治
ア
リ
ー
ナ
を
弁
別
し
、
そ
の
な
か
で
ア
ク
タ
ー
そ
れ
自
体

が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
組
織
間
関
係
の
配
置
構
造

（集
中
化
や
集
権
化
な
ど
）
を

「制
度
」
と
み
な
し
、
そ
う
し
た
存
在
論
的
観
点
か
ら

新
旧
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
代
替
的
な
構
図
を
描
ぃ
。
そ
し
て
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
新
た
な
修
正
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
ヘ
の

変
容
は
、
そ
の
拠
点
と
な
る
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
国
家
領
域

へ
の
移
行
と
す
る
試
論
を
提
示
す
る
。

そ
こ
で

（図
表
１
７
）
の
よ
う
に
、
（Ｘ
）
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
区
別
と
、
（Ｙ
）
ア
リ
ー
ナ
の
制
度
化
の
度
合
と
い
う
二
つ
の
軸
を
た
て

る
。
前
者
は
、
国
家
―
社
会
関
係
に
お
け
る
政
治
ア
リ
ー
ナ
を
区
別
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
制
度
化
―
脱
制
度
化
と
い
う
観
点
か

ら
制
度
か
ら
行
為

へ
の
軸
足
の
移
動
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（Ｘ
）
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
区
別
―
―
国
家
―
社
会
関
係

こ
う
し
て
政
治
ア
リ
ー
ナ
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
集
団
の
組
織
編
成
や
行
動
に
お
け
る
拠
点
と
、
政
策
協
調
が
展
開
さ
れ
る

舞
台
と
を
国
家
―
社
会
関
係
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
区
別
に
よ
っ
て
、
前
述
の
バ
ッ
カ
ロ
の
い
う
集
約
対
熟
議
の
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図
表
-7 

コ
ー

ポ
ラ
テ

ィ
ズ

ム
の
構

図
(国

家
―
社

会
関
係

と
政

治
ア

リ
ー

ナ
)

（せ工Ｒ）中゛・∞榊曽駅磨さ艇

||

組
織
化
・

集
権
化
・

制
度
化

脱
組
織

化
・

分
権
化
・

脱
制
度
化

(相
互
行
為

)

利
益

媒
介

利
益

代
表

く
集

約
の
論

理
>

く
コ

ー
ポ

ラ
テ

ィ
ズ

ム
A>

望
「

資
牙
す

尋
,力

墨
ダ
元

主
義
?>}

く
メ

ゾ
・

コ ーホ
ラティ ス ・

ム
>

く
ミ
ク

tl・
コ ーホ

ラテ
ィ ス ・

ム
>

劇
行
介

入

政
策

協
調

く
熟
議

の
論

理
>

く
コ
ー

ポ
ラ
テ

ィ
ズ

ム
B>

―
―
政
策
形
成

の
制
度
化

く
リ
ー

ン
・

コ
ー

ポ
ラ

テ
ィ

ズ
ム
>

く
競

争
的

コ
ー

ポ
ラ

テ
ィ
ズ

ム
>

く
政

策
協

調
。
社

会
協

定
>型

ガ
バ

ナ
ン
ス

ハ
イ
ア

ラ
ー
キ
ー
型

求
心

的
統
合

政
治

的
交

換
(分

配
闘
争

)

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
型

遠
心

的
統
合

認
識

共
同
体

(コ
ー

デ
ィ
ネ
ー

シ
ョ
ン

)

(適
用

範
囲

:法
―
形

式
的
規

制
)



社会コーポラティズムから鹸 協調へ?―ネオ・コーポラティズム論における国家問題に一

図
式
は
、
社
会
領
域
で
の
利
益
の
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権
化
の
程
度
と
、
国
家
領
域
で
の
政
策
協
調
に
お
け
る
言
説
を
通
じ
て
の
相
互

主
観
性
の
確
立
と
し
て
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
彼
の
い
う
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
変
容
は
、
そ
の
拠
点
と
な
る
政
治
ア
リ
ー

ナ
が
、
社
会
領
域
か
ら
国
家
領
域

へ
と
移
行
し
た
こ
と
で
も
あ
る
点
が
よ
り
明
確
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
前

述
の
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
の
三
つ
構
造
的
特
性
の
う
ち
結
社
性

（集
団
の
組
織
化
と
そ
の
包
摂
性
）
と
交
渉
集
権
化
は
、
社
会
領
域
に
お
け

る
制
度
化
の
問
題
と
し
て
、
そ
し
て
国
家
認
可
と
い
う
政
府
介
入
は
国
家
領
域
を
拠
点
と
し
て
い
る
と
捉
え
返
す
こ
と
も
で
き
る
点
を
示

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
こ
と
は
、
社
会
領
域
に
お
け
る
自
己
組
織
化
と
、
国
家
に
よ
る
社
会
領
域
の
統
合
と
し
て

「ガ
バ
ナ
ン
ス
」

を
把
握
す
べ
き
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
、
社
会
領
域
の
自
己
組
織
化
を
促
す
行
為
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
と
く
に
国
家
領
域
で
の
政
策
協
調
に
お
け
る
政
労
使
の
エ
リ
ー
ト
間
協
力
を
示
す
行
為
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
点

も
よ
り
明
瞭
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

既
述
の
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
の
リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
で
は
、
法
的
ガ
バ
ナ
ビ
リ
テ
イ
を
中
心
と
し
た
政
府
介
入
を
俎
上
に
の

せ
て
国
家
―
社
会
関
係
の
視
角
を
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
三
つ
の
構
造
的
特
性
は
、
社
会
領
域
と
国
家
領
域
の
二
つ
の
政
治
ア
リ
ー
ナ
の

両
者
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
適
用
範
囲
に
か
ん
し
て
公
共
対
民
間
と
い
う
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
区
別
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
観
点
を
こ
こ

で
は
よ
り
明
示
的
に
し
て
い
る
。
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
の
適
用
範
囲
の
概
念
は
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
多
面
的
で
あ
り
、
社
会
領
域

で
の
労
使
の
交
渉
の
波
及
性
や
拘
束
性
と
い
う
側
面
と
、
政
府
規
制
の
補
完
的
な
ル
ー
ル
と
い
う
国
家
領
域
に
依
拠
し
た
視
点
と
が
混
在

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（Ｙ
）
制
度
化
と
脱
制
度
化
の
問
題
か
ら
行
為

（
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
の
観
点

へ

本
稿
で
は
、
構
造
対
過
程
や
構
造
対
機
能
と
い
う
議
論
を
踏
ま
え
て
、
利
益
集
団
間
関
係
の
布
置
構
造
の
制
度
化
を
組
織
化

・
集
中
化

・
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集
権
化
の
観
点
か
ら
把
捉
し
た
も
う

一
つ
の
軸
を
設
定
す
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ア
ク
タ
ー
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
組
織
間
関

係
の
編
成
の
あ
り
方
に
力
点
を
置
く
と
い
う
意
味
で

「制
度
」
を
捉
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
制
度
概
念
を

「構
造
主
義
」

の
な
か
に

一
括
す
る
傾
向
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
新
制
度
論
は
構
造
対
ア
ク
タ
ー
と
い
う
二
元
論
を
克
服
し
、
少
な

く
と
も
、
そ
の
両
者
を
媒
介
す
る
中
間
的
な
存
在
領
域
に
、
制
度
を
措
定
し
て
き
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
も
、
構
造
と
制
度
と
の
両
次
元
の
区
別
は
明
確
に
す
る
べ
き
で
あ
り
、
ア
ク
タ
ー
の
構
造
的
位
置
か
ら
ア
ク
タ
ー
を
取
り
巻
く
制

度
編
成
が
直
ち
に
機
能
的
に
導
出
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
調
整
行
為
が
導
出
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
各
セ
ク
タ
ー
お

よ
び
そ
こ
に
お
け
る
労
働
者
の
位
置
と
、
そ
の
労
働
者
が
属
す
る
組
織
お
よ
び
そ
の
組
織
間
関
係
の
布
置

（労
組
の
組
織
率
や
集
権
化

等
々
）
と
を
同

一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
括
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
新
制
度
論
は
、
構
造
主
義
に
し
ば
し
ば
伴

う

「機
能
主
義
」
の
論
理

へ
の
ひ
と
つ
の
対
抗
と
し
て
登
場
し
て
き
た
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
構
造
を
よ
り
緩
や
か
な
制
度
と
い
う
か
た
ち
に
置
き
換
え
、
そ
し
て
過
程
や
調
整
機
能
を
行
為
次
元
に
属
す

る
も
の
と
す
る
。
と
く
に
機
能
は
目
的
論
的
側
面
が
強
い
の
で
調
整
を
機
能
で
な
く
行
為
次
元
と
し
て
明
確
に
把
握
す
る
。
か
つ
て
Ｂ

・

ジ
ェ
ソ
ッ
プ
が
力
説
し
た
よ
う
に
、　
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
概
念
は
、
そ
の
調
整
の
主
体
を
明
確
に
し
、
実
体
と
し
て
の
ア
ク
タ
ー
の

能
力
と
い
う
観
点
を
も
合
意
し
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
「主
体
無
き
調
整
」
と
い
う
よ
う
な
構
造
―
機
能
主
義
的
な
観
点
と
は

異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、　
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
概
念
は
多
義
性
を
帯
び
て
い
る
点
は
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
同
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
議
論
の
整
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
Ｇ

・
ピ
ー
タ
ー
ズ
は
、
コ
ー
デ
イ

ネ
ー
シ
ョ
ン
概
念
の
多
様
さ
と
曖
味
さ
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
、
意
図
的
で
合
目
的
的
な
自
発
的
な
行
為
を
重
視
す
る
場
合
と
、

組
織
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
調
す
る
場
合
と
に
弁
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
前
者
を
最
小
限
主
義
的
な
規
定
、
後
者
を
最
大
限
主
義
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的
な
規
定
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
個
人
等
に
よ
る
主
体
的
な
行
為
と
、
組
織
間
の
協
調
行
動
と
を
弁
別
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
し
か

し
、
い
ず
れ
も
ア
ク
タ
ー
の
調
整
能
力
お
よ
び
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
行
為
と
い
う
行
為
や
過
程
の
次
元
に
属
す
る
と
み
な
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

バ
ッ
カ
ロ
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
集
約
を
構
造
に
そ
し
て
熟
議
を
過
程
に
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
し
か
し
集
約
は
構
造
に
還
元
で
き
な

い
。
集
約
の
論
理
は
、
社
会
領
域
に
お
け
る
利
益
の
組
織
化

（利
益
表
出
）
や
、
労
使
間
交
渉
や
労
使
内
部
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
利
益
媒
介
の
諸
過
程
を
含
む

「行
為
の
次
元
」
に
ま
で
及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
ラ
ッ
ク
ラ
ー
の
議
論
で
は
、
機
能
と
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
調
整
行
為
の
二
つ
が
重
な
り
あ
い
議
論
を
複
雑
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
機
能
を
、
調
整
行
為
の
目
的
と
す
る
合
目
的

性
や
、
行
為
の
結
果
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
等
値
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
機
能
主
義
的
な
説
明
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、

合
目
的
性
と
結
果
と
パ
フ
オ
ー
マ
ン
ス
の
三
者
の
関
係
が
錯
綜
し
て
お
り
、
理
解
が
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
概

念
は
、
前
述
の
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
の
い
う
よ
う
に
、
行
為
次
元
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
機
能
や
構
造
に
先
験
的
な
か
た
ち
で
照
応
さ
せ
た
り
、

機
能
や
パ
フ
オ
ー
マ
ン
ス
と
互
換
的
に
用
い
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、　
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
は
、
国
家
領
域
に

お
け
る
政
策
協
調
で
も
、
ま
た
社
会
領
域
に
お
け
る
組
織
間
関
係
で
も
展
開
さ
れ
る
点
に
こ
そ
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
新
た
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
全
体
と
し
て
主
た
る
政
治
ア
リ
ー
ナ
が
社
会
か
ら
国
家

へ
と
移
動
し
つ
つ
、
そ
の
制
度

化
が
よ
り
柔
軟
化
し
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
行
為
次
元
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
制
度
か
ら
ア
ク
タ
ー
ヘ
と
い

う
移
行
形
態
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ア
ク
タ
ー
の
ル
ー
ル
制
約
性
や
存
在
拘
束
性
が
弱
ま
り
、
偶
発
的
で
状
況
依

存
的
な

（８
●
（̈
配
８
↓

調
整
行
為
や
協
調
行
動
の
比
重
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
に
お
け
る
自
己
組
織

化
が
よ
り
弱
体
化
し
、
国
家
に
よ
る
統
合
化
の
必
然
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
も
改
釈
で
き
る
。
そ
の
限
り
で
い
え
ば
、
政
府
介
入
の
余
地
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や
ひ
い
て
は
国
家
の
相
対
的
な
自
律
性
も
ま
た
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

曾
一―
二
）
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
国
家
―
社
会
関
係

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
概
念
は
、
認
識
論
の
側
面
で
い
え
ば
、
組
織
間
の
相
互
協
調
や
調
整
行
為
の
あ
り
方
、
そ
し
て
組
織
内
の
自
主
的
統
治

等
を
含
む
組
織
間

・
組
織
内
部
の
制
御
可
能
性
の
あ
り
方
を
合
意
し
て
い
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
諸
々
の
ア
ク
タ
ー

・
諸
組
織

。
構
造
の

複
合
体
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
相
互
連
関
の
あ
り
方
を
指
し
示
し
て
い
る
。

ま
た

「政
府

（零
る
日
Ｂ
８
し

か
ら
統
治

（も
お
」８
Ｒ
３

へ
」
と
い
う
標
語
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
存
在
論
的
に
み
れ
ば
、
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
概
念
は
、
政
策
の
定
式
化
や
執
行
の
局
面
を
包
摂
し
た

一
連
の
政
策
過
程
に
つ
い
て
、
狭
義
の
国
家
＝
政
府
レ
ベ
ル
だ
け
な
く
、

広
く
国
家
―
社
会
関
係
の
あ
り
方
を
射
程
に
入
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
狭
義
の
政
府
の
領
域
を
超
え
た
、
公
的
セ
ク

タ
ー
と
私
的

・
自
発
的
セ
ク
タ
ー
と
の
相
互
作
用
を
も
包
含
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
国
家
―
社
会
関
係
全
般
に
及
ん
で
い
る
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
そ
れ
ほ
ど
厳
格
な
意
味
で
使

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
、
公
私
両
ア
ク
タ
ー
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
展
開
さ
れ
る
政
治
ア
リ
ー
ナ
と
そ
の
制
度
編
成
に
着
日
し
な
が
ら
、

国
家
―
社
会
関
係
の
統
合
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
含
意
す
る

「社
会
的
統
治

（８
ｏ一ｏ（』
も
お
日
営
８
と

と
し
て
理
解
す
る
。

以
上
の
二
つ
の
軸
を
設
定
し
直
し
た
た
う
え
で
、
図
表
１
７
の
よ
う
に
新
旧
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
位
置
づ
け
て
み
る
と
、
第

一
に
、

古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム

（Ａ
）
と

（Ｂ
）
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
そ
の
内
実
は
、
社

会
領
域
に
お
け
る
組
織
化

・
集
中
化
と
い
う
位
階
制
的
秩
序
と
国
家
領
域
に
お
け
る
集
権
的
な
政
策
協
調
の
諸
制
度
と
が

一
体
化
し
て
い

た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
修
正
型
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は
、
そ
の
国
家
と
社
会
の
両
次
元
の
照
応
関
係
に
ズ
ン
が
生
じ
る
。　
一
方
で
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社
会
領
域
に
お
け
る
脱
組
織
化
や
脱
集
権
化
が
進
行
し
利
益
媒
介

・
集
約
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
分
権
化
し
て
、
そ
れ
が
多
元
主
義
化
も
し
く
は

セ
ク
タ
ー
化

（メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
化
）
を
促
進
す
る
。
他
方
、
国
家
領
域
で
展
開
さ
れ
る
政
策
協
調
は
、
社
会
協
定
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
合
意
の
制
度
化
が
低
く
な
る
こ
と
も
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
規
模
と
範
囲
を

（イ
ギ
リ
ス
等
を
除
い
て
）
維
持
し
、
さ
ら
に
第

二
章
で
も
み
た
よ
う
に
、
政
策
領
域
を
拡
大
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
限
り
で
い
え
ば
、
政
策
協
調
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、

外
形
的
に
は
、
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
同
型
性
を
帯
び
る
か
、
よ
り
広
範
囲
な
も
の
に
み
え
る
と
さ
え
い
え
る
。

第
二
に
、
政
労
使
の
三
者
間
の
各
種
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
い
え
ば
、
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
で
は
、
組
織
間
関
係

の
水
平
的

・
垂
直
的
調
整
の
双
方
に
お
い
て
、
労
使
の
組
織
力
と
そ
の
集
権
化
と
い
っ
た
権
力
資
源
を
背
景
に
し
て
、
物
質
的
利
益
を
め

ぐ
る
分
配
闘
争
や
そ
の
な
か
で
の
雇
用
と
賃
金
あ
る
い
は
利
益
譲
歩
と
政
策
参
加
な
ど
、
「政
治
的
交
換
」
の
論
理
が
貫
い
て
い
た
と
い
え

る
の
に
対
し
て
、
非
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
で
は
、
言
説
を
通
じ
て
の
政
策
目
標
や
危
機
認
識
の
共
有
を
め
ざ
す
認
識
共
同
体
の
形

成
と
い
っ
た

「構
築
主
義
」
の
論
理
が
台
頭
し
て
い
る
。

第
二
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
が
、
社
会
領
域
に
お
け
る
位
階
制
化
と
国
家
領
域
に
お
け

る
集
権
的
な
政
策
協
調
と
が
相
ま
っ
て

「求
心
的
」
統
合
化
に
向
か
う
の
に
対
し
て
、
修
正
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
で
は
、
社
会
領
域
に
お

い
て
は
利
益
団
体
の
布
置
連
関
の
分
権
化
な
ど
の
脱
制
度
化
が
進
み
、
い
わ
ば
遠
心
化
の
力
学
が
働
き
、
そ
れ
を
政
府
主
導
の
政
策
協
調

に
よ
っ
て
制
御
す
る

「遠
心
的
」
統
合
化
に
向
か
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
中
心
化
か
ら
脱
中
心
化

へ
の
流
れ
の
な
か
で
、

政
策
協
調
を
通
じ
て
社
会
領
域
の
多
中
心
化
を
統
御
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
が
、
非
古
典
的
な
社
会
協
定
型
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
を

「ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
型
と
命
名
し
た
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て

「政
策
協
調
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
バ
ツ
カ
ロ
流
に
い
え
ば
、
熟
議
の
論
理
を
通
じ
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て
認
識
共
同
体
の
構
築
と
相
互
主
観
性
の
確
立
に
つ
と
め
、
ま
た
ト
ラ
ッ
ク
ス
流
に
い
え
ば
、
法
的
枠
組
に
依
拠
す
る
適
用
範
囲
の
拡
大

や
法
的
規
制
な
ど
の
政
府
介
入
を
通
じ
て
ガ
バ
ナ
ビ
リ
テ
イ

（統
治
可
能
性
）
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
に

せ
よ
、
そ
こ
に
は
政
府
の
主
導
性
や
ひ
い
て
は
国
家
領
域
の
自
律
性
を
高
め
る
必
然
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

第
四
節
　
政
治
的
安
定
性
の
問
題

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
は
、
従
来
の
社
会
中
心
的
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
比
べ
て
、
労
使
の
社
会

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ツ
プ
が
制
度
的
に
弱
体
で
、
協
議
体
制
か
ら
離
脱
す
る
退
出
コ
ス
ト
が
よ
り
低
い
の
で
、
政
府
主
導
で
、
国
家
後
見
型
の

協
調
体
制

（８
８
８
巨
ぃ０し

を
維
持

・
強
化
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
新
た
な
形
態
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
で
は
、
社
会
に
お

け
る
自
己
組
織
化
が
よ
り
弱
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
に
よ
る
統
合
化
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
そ
こ
に
政
府
介
入
の
余
地
や
さ
ら

に
は
国
家
の
相
対
的
な
自
律
性
も
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

そ
し
て
政
労
使
の
三
者
間
の
政
策
協
調
を
中
心
と
し
た
交
渉
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
し
て

「
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
を
捉
え
る
な
ら
ば
、

「そ
う
し
た
協
調
行
動
に
は
、
組
織
構
造
や
資
源
そ
し
て
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
か
ん
す
る
多
く
の
条
件
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
」。
そ

も
そ
も
旧
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
政
府
の
政
策
定
式
過
程

へ
の
職
能
代
表
の
包
摂
化
だ
け
で
な
く
、
政
策
執
行
に
関
連

す
る
政
府
介
入
が
、
職
能
領
域
の
統
合
化
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
労
働
代
表
は
、
他
の
職
能
代
表

や
官
僚
層
が
織
り
な
す
政
治
ア
リ
ー
ナ
に
制
度
的
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
労
使
エ
リ
ー
ト
の
協
調
体
制
が
確
立
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
エ
リ
ー
ト
・
モ
デ
ル
の
一
亜
種
に
な
る
。
こ
う
し
て
職
能
代
表
の
抱
き
込
み
に
よ
っ
て
、
政
府
介

入
は
円
滑
化
し
積
極
化
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
労
働
内
部
の
ラ
ン
ク

・
ア
ン
ド
・
フ
ア
イ
ル
と
指
導
部
と
の
あ
い
だ
の
距
離
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が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
労
組
指
導
部
が
、
自
己
の
職
能
領
域
内
部
の
統
合
化
や
代
表
性
の
問
題
よ
り
も
、
政
労
使

間
の
均
衡
点
の
発
見
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
労
働
組
合
内
部
で
は
、
意
思
決
定
の
効
率
性
と
手
続
き
の
公
正
さ
と
の
あ
い
だ
に
鯉

齢
が
生
じ
、
組
織
面
で
の
寡
頭
制
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
Ｗ

・
シ
ュ
ト
リ
ー
ク
が
、
Ｒ
・
ミ
ヘ
ル
ス
に
な
ら
っ
て

「寡
頭
制

支
配
の
鉄
則
」
と
呼
ん
だ
所
以
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
本
章
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
そ
う
し
た
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
諸
条
件
を
吟
味
し
な
が
ら
、
競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ

ズ
ム
や
リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
な
ど
、
様
々
な
呼
称
の
あ
る
新
た
な
形
態
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
が
抱
え
る
政
治
的
不
安
定
性
に

つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
や
や
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
政
治
的
条
件
を
み
る
限
り
、
こ
の
新
た
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

の
不
安
定
性
の
条
件
は
、
そ
の
ま
ま
か
つ
て
の
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
脆
弱
性
の
条
件
に
重
な
る
部
分
も
多
く
、
そ
の
意
味
で
は

新
旧
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
連
続
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
脆
弱
性
の
程
度
は
、
新
た
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム

の
ほ
う
が
、
組
織
化

・
包
摂
性
の
低
下
や
交
渉
分
権
化
や
脱
制
度
化
の
進
展
な
ど
を
反
映
し
て
ヨ
リ
高
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
、
２

）
交
叉
階
級
連
合
の
変
化
―
―
権
カ
プ
ロ
ッ
ク
な
い
し
統
治
階
級
連
合
の
問
題
、
公
し

ラ
ン
ク
・
ア
ン

ド

・
フ
ア
イ
ル
の
反
乱
―
―

コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
危
機
と
脆
弱
性
、
Ｔ
し
結
社
性
の
問
題
の
再
考
と
社
会
協
定
の
限
界

（四
）
政
府

介
入
へ
の
制
約
と
競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の

「不
均
等
的
制
度
化
」
、
（五
）
新
サ
ン
デ
イ
カ
リ
ズ
ム
や
社
会
運
動
的
組
合
主
義
な
ど

も
含
め
た
労
働
運
動
の
新
た
な
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
述
べ
る
。

（
四
―

一
）
交
叉
階
級
連
合
―
―
統
治
連
合
と
権
カ
プ
ロ
ッ
ク
の
変
化

「競
争
型
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
に
お
け
る
政
労
使
間
の
政
策
協
調
に
か
ん
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
本
稿
の
議
論
で
は
、
政
労
使
三
者
間
の

協
力

・
協
働
の
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て
論
を
す
す
め
て
き
て
き
た
が
、
政
労
使
間
の
三
者
の
勢
カ
バ
ラ
ン
ス
や
力
関
係
に
か
ん
し
て
は
若
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干
言
及
し
た
も
の
の
不
間
に
付
し
て
き
た
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
政
策
協
調
を
担
う
統
治
連
合
の
内
実
に
着
目
す
る
と
、
そ
こ
に
は
政
権

の
党
派
性
や
と
く
に
労
使
内
部
の
階
級
間
亀
裂
を
横
断
し
た

「交
差
階
級
連
合
」
に
お
け
る
連
続
性
と
変
容
と
が
看
取
で
き
る
。
も
ち
ろ

ん
、
旧
来
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
政
労
使
の
エ
リ
ー
ト
協
調
も
、
労
働
―
資
本
の
構
造
的
亀
裂
を
交
叉
し
た
政
治
的
な
階
級
連

合
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
し
い
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
政
労
使
の
交
叉
階
級
連
合
で
は
、
そ
の
三
者

間
の
権
力
の
パ
ラ
ン
ス
が
時
間
と
と
も
に
変
化
し
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
統
治
連
合
の
内
部
の
力
関
係
や

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ツ
プ
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
問
題
に
触
れ
ず
に
三
者
間
の
協
調
的
側
面
を
過
大
評
価
し
た
り
、
あ
る
い
は
政
労
使
エ
リ
ー

ト
間
の
共
通
認
識
の
構
築
や
相
互
主
観
性
の
確
立
に
の
み
着
目
す
る
の
は

一
面
的
で
あ
ろ
殖
。

こ
う
し
た
交
叉
階
級
連
合
の
変
容
に
か
ん
し
て
、
Ｍ
・
ブ
ー
ス
メ
ヤ
ー
は
、
七
〇
―
八
〇
年
代
の
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
統
治

連
合
が
、
労
働
と
政
府
の
両
ア
ク
タ
ー
が
ビ
ジ
ネ
ス
の
権
力
を
馴
化
す
る
試
み
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
九
〇
年
代
以
降
は
、
次
第
に
、

そ
の
統
治
連
合
の
枠
組
自
体
が
、
新
た
な
社
会
変
動
に
適
応
す
る
た
め
に
、
労
働
者
の
諸
利
害
を
抑
制
し
包
摂
す
る
道
具
に
な
っ
て
い
っ

た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は
、
福
祉
国
家
の
拡
大
よ
り
も
む
し
ろ
、
国
際
競
争
力
の
維
持
を
め
ざ
し
て
お
り
、

そ
の
た
め
に
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
や
民
営
化
そ
し
て
年
金
を
は
じ
め
と
す
る
福
祉
政
策
の
縮
減
を
通
じ
て
、
ま
た
特
殊
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

事
情
で
あ
る
が
通
貨
統
合
に
よ
っ
て
緊
縮
財
政
を
指
向
す
る
。
こ
う
し
て
交
叉
階
級
連
合
も
、
福
祉
国
家
の
縮
減
に
反
対
す
る
労
働
者
の

動
き
を
鎮
静
化
す
る
た
め
の
連
合

へ
と
変
容
し
て
い
範
。

Ｍ
・
プ
ー
ス
メ
ャ
ー
は
、
ド
イ
ツ
の
職
業
訓
練
等
の
労
働
市
場
政
策
の
事
例
を
基
に
し
て
、
そ
う
し
た
交
叉
階
級
連
合
の
新
た
な
二
種

類
の
型
を
提
示
す
る
。
ひ
と
つ
は
①
保
守
型
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
②
分
割
型

・
部
分
型

・
セ
グ
メ
ン
タ
リ
ス
ト

（器
”８
８
一二
∽し

型

で
あ
る
。
①
の
保
守
型
で
は
、
労
使
間
の
組
織
間
関
係
の
分
権
化

（メ
ゾ
化

・
ミ
ク
ロ
化
）
に
応
じ
て
、
労
組
と
経
営
者
が
、
企
業
を
基
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盤
と
し
た
職
業
訓
練
の
領
域
に
政
府
が
干
渉
す
る
こ
と
に
対
抗
す
る
交
叉
階
級
連
合
で
あ
る
。
こ
の
連
合
は
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
調
整
型

経
済
の
分
極
化
や
労
働
市
場
の
階
層
化

へ
の
背
後
に
あ
る
原
動
力
と
み
な
さ
れ
る
。
②
の
分
割

・
区
画
型
で
は
、
社
会
民
主
主
義
政
府
と

ビ
ジ
ネ
ス
が
、
労
組
の
協
調
派
と
連
携
し
つ
つ
労
組
の
反
対
派
に
抗
し
て
、
シ
ス
テ
ム
全
体
の
分
権
化
を
通
じ
て
の
漸
進
的
な
柔
軟
化
を

促
進
す
る
交
叉
階
級
連
合
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
場
合
、
こ
の
二
つ
の
交
叉
階
級
連
合
が
交
互
に
入
れ
替
わ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
分
極
化
に

対
抗
す
る
諸
勢
力
の
社
会
大

へ
の
拡
大
を
阻
止
し
、
労
使
の
組
織
間
関
係
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
メ
ゾ
化

・
ミ
ク
ロ
化
を
支
え
て
い
た

と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
新
た
な
リ
ー
ン
型
に
な
っ
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
で
は
、
労
働
内
部
の
亀
裂
と
交
叉
階
級
連
合
の
交
叉
性
の
軸
が

変
化
し
、
政
府
の
政
策
に
反
対
す
る
政
治
的
労
組
や
労
組
反
対
派
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
交
叉
階
級
連
合
の
形
成
が
な
さ
れ
た
と

い
え
る
。

（四
―
二
）
ラ
ン
ク
・
ア
ン
ド
・
フ
ァ
イ
ル
の
反
乱
―
―

コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
危
機
と
脆
弱
性
、

第
二
に
、
そ
う
し
た
政
策
協
調
型
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
労
働
領
域
は
、
そ
の
頂
上
団
体
が
国
家
領
域
に
吸
収
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
社
会
領
域
に
お
け
る
労
組
の
一
般
組
合
員

（ラ
ン
ク

・
ア
ン
ド

・
フ
ア
イ
ル
）
と
の
接
点
を
失
っ
て
い
く
。
そ
う
な
る
と

労
組
の
一
部
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
前
提
を
な
す
協
調
型
か
ら
抵
抗
型

へ
と
そ
の
基
本
的
な
立
場
を
変
え
て
い
く
。
つ
ま
リ
ネ
オ

・

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
労
働
者
と
な
る
。
後
述
す
る
よ
う
な
底
辺
レ
ベ
ル
で
の
組
合
主
義
の
新
た
な
形
態
が
台
頭
す
る
所
以
で

“^
〉

あ

る
。

こ
う
し
た
底
辺
レ
ベ
ル
で
の
反
乱
は
、
か
つ
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
議
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
利
益
集
団
の
集
中
化
や
交
渉
集
権

化

へ
の
反
措
定
と
し
て
の
抵
抗
が
顕
在
化
す
る
と
い
う
議
論
と
重
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
ス
ト
ラ
イ
キ
行
動
そ
れ
自
体
が
、
労
働
内
部

で
の
非
公
認
ス
ト
な
ど
の
ラ
ン
ク

・
ア
ン
ド

・
フ
ァ
イ
ル
の
反
乱
を
も
含
み
、
そ
し
て
労
働
側
内
部
の
代
表
関
係
に
お
け
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
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浮
き
彫
り
に
す
る
。
八
〇
年
代
以
降
の
労
使
関
係
の

「分
権
化
」
の
過
程
で
は
、
労
使
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争
が
、
そ
う
し
た
労
働
内
部
の

「垂
直
的
亀
裂
」
を
拡
大
化
す
る
方
向
に
進
み
、
「労
働
者
対
労
働
者
、
企
業
対
企
業
、
労
組
対
労
組
、
〔産
別

・
全
国
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
〕
労

組
対
労
組
」
と
い
っ
た

「組
織
間
紛
争
」
の
色
彩
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
社
会
領
域
に
お
け
る
利
益
集
団
の
断
片
化
が
進

行
す
る
こ
と
は
、
底
辺
で
の
抵
抗
の
度
合
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
で
は
社
会
領
域
と
く
に
職
能
領
域
の
労
組
の
結
社
の

あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

（
四
―
三
）
結
社
性
の
再
考
と
社
会
協
定
の
限
界

新
た
な
リ
ー
ン
型
の

「競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
が
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
利
益
媒
介
と
政
策
協
調
と
い
う
二
つ
の
属
性
の
逆

説
的
な
結
合
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
社
会
領
域
に
お
け
る
利
益
集
団
の

組
織
間
関
係
の
断
片
化
や
分
権
化
と
、
政
府
領
域
に
お
け
る
政
労
使
の
エ
リ
ー
ト
協
調
と
の

「接
合
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
か
た
ち
で

の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
制
度
化
が
進
展
す
る
場
合
、
あ
ら
た
め
て
問
題
と
な
る
政
治
的
条
件
は
、
①
社
会
に
お
け
る
利
益
集
団
の
も
つ

結
社
の
あ
り
方

（結
社
性
）、
そ
し
て
②
政
府
介
入
の
制
約
性
な
い
し
政
府
の
自
律
性
、
さ
ら
に
③
国
家
領
域
に
お
け
る
政
労
使
の
政
策
協

調
に
際
し
て
の
政
権
の
安
定
性

（強
い
政
府
か
弱
い
政
府
か
）、
と
い
っ
た
諸
点
で
あ
る
。

こ
の
政
策
協
調
型
の
リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
奏
功
の
条
件
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
ひ
と
つ
の
事
例

と
し
て
、
社
会
協
定
に
よ
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
が
瓦
解
し
た
ギ
リ
シ
ャ
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
七
〇
年
代
初
頭
ま
で
権
威
主

義
体
制
で
あ
り
Ｅ
Ｕ
の
通
貨
統
合
に
も
周
辺
的
に
参
入
し
た
同
国
と
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
相
対
的
中
心
部
を
構
成
す
る
諸
国
と
を
た
だ

ち
に
比
較
す
る
こ
と
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
の
失
敗
の
経
験
か
ら
は
リ
ー
ン
型
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
不

安
定
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
諸
要
因
を
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
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何
よ
り
も
重
大
な
の
は
、
利
益
集
団
の
結
社
性
の
脆
弱
さ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
Ｃ

・
Ａ
・
イ
オ
ノ
ウ
が
力
説
す
る
の
は
、
包
括

的
労
組
の
不
在
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
問
題
に
す
る
の
は
、
た
ん
に
組
織
化
の
度
合
が
低
い

（
二
〇
〇
二
年
時
点
で
七
％
）
と
い
う
こ
と
だ

け
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
は
、
Ｍ
・
オ
ル
ソ
ン
の
議
論
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
包
括
的
利
益
集
団
の
場
合
、
公
共
財
の
提
供
に
影
響
を

与
え
る
包
括
性
と
、
包
括
的
な
広
い
利
害
関
心
や
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ヴ
を
も
つ
の
に
対
し
、
ギ
リ
シ
ャ
の
労
組
の
よ
う
に
低
組
織
率
で
小
規

模
集
団
の
場
合
、
そ
の
利
害
関
心
が
極
め
て
限
定
的
で
狭
く
な
る
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
利
益
集
団
の
過
度
の
断
片
化

も
ま
た
、
社
会
領
域
に
お
け
る
合
意
の
調
達
と
政
策
の
浸
透
の
双
方
に
お
い
て
機
能
不
全
に
陥
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
旧
来
の
コ
ー

ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
労
組
の
組
織
化
と
包
摂
化
が
集
権
化
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
前
述
の
シ
ュ
ト
リ
ー
ク
の
い
う

「寡
頭
制
支
配
」

に
陥
り
や
す
く
な
る
の
と
は
対
照
的
に
、
利
益
代
表
の
代
表
性
の
欠
如
や
リ
ー
ダ
シ
ー
プ
の
弱
さ
も
ま
た
、
利
益
の
媒
介
性
や
集
約
性
を

停
滞
さ
せ
、
合
意
形
成
だ
け
で
な
く
職
能
領
域
の
統
合
の
危
機
を
も
招
く
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
政
策
執
行
の
実
効
性
や
政

策
実
施
の
浸
透
性
を
も
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
そ
の
結
果
、
政
策
内
容

へ
の
反
応
も
、
非
組
織
的
な

（無
定
形
な
）
抵
抗
や

反
発
と
な
り
、
ス
ト
リ
ー
ト

・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
散
発
的
に
表
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
各
労
組
が
自
ら
の
狭
い
職
能
領
域
に
お
け
る
利
害
関
心
し
か
も
た
な
い

「同

業
組
合
的
段
階
」
に
留
ま
る
こ
と
、
な
い
し
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
イ
プ
や
政
治
意
識
の
問
題
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
結
社
の
発
展
段
階
の
問
題
に
も
関
連
す
る
が
、
職
能
領
域
に
お
け
る
結
社
性
の
弱
さ
が
、
個
別
集
団
の
メ
ン
バ
ー
に

自
己
の
個
別
利
益
を
超
え
た

「普
遍
的
階
級
」
の
意
識
を
持
ち
に
く
く
し
て
い
る
点
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
利
益
集
団
の
組
織

化
の
あ
り
方
と
い
う
意
味
で
の

「結
社
性
」
は
、
構
成
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
の
違
い
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
も
つ
。

こ
う
し
て
み
る
と
リ
ー
ン
型
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
政
労
使
の
エ
リ
ー
ト
間
の
政
策
協
調
は
、
社
会
領
域
に
お
け
る
結
社
性
が
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乏
し
い
場
合
、
国
家
と
社
会
を
つ
な
ぐ
回
路
も
極
め
て
少
な
く
な
り
、
政
治
的
安
定
化
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
も

い
え
る
。
や
は
り
利
益
集
団
の
包
括
性
が
欠
落
し
て
い
る
と
、
社
会
協
定
の
定
着
度
や
有
効
性
を
低
下
さ
せ
、
そ
れ
が
政
府
主
導
の
政
策

協
調
の
破
綻
の
要
因
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
リ
ー
ン
型
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
利
益
代
表
と
政
策
協
調
と
の

逆
説
的
結
合
の
も
つ
限
界
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
市
民
社
会
に
お
け
る
結
社
的
世
界

（「ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
し

こ
そ
、
国
家
の
政
策
形
成
の

「土
台
」
を
構
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
も
投
げ
か
け
て
い
る
。

（四
―
四
）
政
府
介
入
へ
の
制
約
と
政
府
の
自
律
性

そ
う
し
た
市
民
社
会
に
お
け
る
断
片
的
な
利
益
集
団
の
布
置
構
造
と
そ
の
組
織
間
調
整
を
、
政
府
介
入
を
通
じ
て
統
合
化
し
て
い
く
こ

と
が
、
新
た
な
政
策
協
調
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ギ
リ
シ
ャ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
へ
の

後
発
的
な
参
入
を
し
た
周
辺
部
の
国
々
は
、
そ
う
し
た
政
府
介
入
に
い
く
つ
か
の
大
き
な
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の
政

府
介
入
の
制
約
の
い
く
つ
か
は
、
Ｅ
Ｕ
周
辺
部
だ
け
で
な
く
中
心
部
の
諸
国
に
お
い
て
も
、
政
策
の
定
式
化
に
お
け
る
準
拠
す
べ
き
規
準

で
あ
っ
た
。

対
外
的
圧
力
と
政
府
介
入
の
制
約
―
―
‘政
府
の
自
律
性
の
弱
さ

（そ
の
一
）

Ｅ
Ｕ
通
貨
統
合
が
加
盟
国
の
社
会
協
定
を
促
す
契
機
に
な
っ
た
と
い
う
議
論
は
、
第
二
章
で
み
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
加
盟
国
に
一
様

に
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
国
際
的
圧
力
は
、
と
く
に
Ｅ
Ｕ
の
弱
い
環
で
あ
る
周
辺
部
諸
国
に
と
っ
て
は
、
緊
縮

財
政
を
厳
し
く
強
い
ら
れ
る
な
ど
、
政
策
手
段
や
政
府
能
力
に
制
約
を
加
え
ら
れ
、
政
策
選
択
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
政
府
に
と
っ
て
み
れ
ば
国
内
の
政
治
課
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
裁
量
の
余
地
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
た
。
こ
の
た
め
に
、
た
と
え
国
家
領
域
で
政
労
使
の
エ
リ
ー
ト
間
で
危
機
意
識
が
共
有
さ
れ
社
会
協
定
が
締
結
さ
れ
た
に
し
て
も
、
そ
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の
政
策
内
容
が
、
社
会
領
域
で
要
請
さ
れ
る
問
題
解
決
の
方
向
性
と
は
異
な
る
場
合
も
た
び
た
び
あ
つ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
政
府
と

社
会
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
拡
大
す
る
だ
け
で
な
く
、
政
策
フ
イ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
局
面
に
お
い
て
は
社
会
領
域
で
の
利
害
対
立
が
激
化
す
る
。

こ
う
し
て
Ｅ
Ｕ
域
内
の
東
欧
諸
国
の
多
く
を
含
む
周
辺
部
諸
国
で
は
、
社
会
協
定
型
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
利
益
集
団
の
断
片
的
な

布
置
構
造
と
、
そ
の
頂
上
団
体
の
利
益
代
表
性
の
欠
如
と
い
う
結
社
性
の
問
題
と
も
連
動
し
て
、
「幻
想
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」

（
ハ
ッ
セ
ル
）
に
陥
り
や
す
い
。

第
二
者
調
停
者
の
不
在
―
―
政
府
の
自
律
性
の
弱
さ

（そ
の
二
）

社
会
領
域
に
お
け
る
利
益
の
集
約
に
は
、
前
述
の
バ
ッ
カ
ロ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
利
益
集
団
の
布
置
構
造
の
お
け
る
集
権
性
や
、
ト
ラ
ッ

ク
ス
ラ
ー
が
強
調
し
た
よ
う
に
職
能
領
域
を
代
表
し
て
組
織
間
関
係
の
調
整
を
担
う
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
、
包
括
的
な
利
益
集
団
が
不
在
で
そ
の
組
織
間
関
係
が
断
片
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
利
害
対
立
を
調
停
す
る
契
機
に
乏
し
く
、
紛

争
が
無
定
形
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
政
府
が
第
二
者
調
停
者
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
の
よ
う

な

「弱
い
政
府
」
の
場
合
、
政
府
が
労
使
間
紛
争
を
仲
裁

・
調
停
す
る
第
二
者
と
し
て
主
導
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
い
う

「弱
い
」
政
府
と
は
、
少
数
内
閣
や
連
合
政
権
な
ど
の
政
権
形
態
だ
け
で
な
く
、
政
権
の
不
安
定
性
を
も
含
意
し
て
い
る
。
不

安
定
な
連
合
政
権
の
場
合
、
拒
否
権
プ
レ
イ
ャ
ー
の
相
対
的
な
力
が
強
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
拒
否
権
の
発
動
が
、
政
権
の
連
合
パ
ー
ト

ナ
ー
の
交
代
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
権
の
樹
立
そ
の
も
の
を
し
ば
し
ば
困
難
に
す
る
。
と
り
わ
け
連
合
政
権
内
部
の
政
策
距
離
や
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
距
離
が
大
き
い
場
合
に
は
、
政
策
の
一
貫
性
を
維
持
し
に
く
い
の
で
、
政
府
が
、
社
会
領
域
の
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
や
す
く
、

社
会
か
ら
の
相
対
的
自
律
性
も
保
持
し
難
い
。
し
た
が
っ
て
政
府
介
入
も
体
系
性
を
も
た
ず
に
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
も
の
に
な
り
や
す
い
と
い

え
る
。
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こ
う
し
た
か
た
ち
で
の

「弱
い
」
政
府
は
、
前
述
の
パ
ッ
カ
ロ
が
例
示
し
た
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
ケ
ー
ス
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
バ
ッ
カ

ロ
が
、
弱
い
政
府
こ
そ
、　
一
方
で
政
権
基
盤
の
拡
大
の
た
め
に
与
党
間
や
与
野
党
間
の
合
意
調
達
を
は
か
り
、
他
方
で
社
会
領
域
に
お
け

る
断
片
的
な
利
害
を
糾
合
す
る
必
要
性
に
追
ら
れ
、
そ
の
梃
子
と
し
て
社
会
協
定
を
活
用
す
る
点
を
強
調
し
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ

る
。
し
か
し
、
政
権
の
存
立
自
体
が
不
安
定
に
陥
り
が
ち
な

「弱
い
」
政
府
で
は
、
そ
う
し
た
政
府
の
自
律
的
で
戦
略
的
な
介
入
は
難
し

く
な
る
の
で
あ
る
。

（
四
―
五
）
競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の

「不
均
等
的
制
度
化
」
の
問
題

こ
の
よ
う
に
競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
政
治
的
安
定
の
た
め
に
は
、
ま
ず
第

一
に
、
何
よ
り
も
社
会
領
域
に
お
い
て
は
組
織
間
関

係
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
に
す
る
う
え
で
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
プ
を
担
う
包
括
的
な
利
益
集
団
の
存
在
や
、
結
社
型
の
組
織

間
関
係
の
布
置
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
利
益
集
団
の
組
織
化

・
集
中
化
と
集
団
間
関
係
の
集
権
化
を
必
ず
し
も
合
意
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
ま
た
労
使
間
の
団
体
交
渉
な
ど
の
利
益
媒
介
制
度
の

「分
権
化
」
を
、
た
だ
ち
に
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
衰
退
と
等
値
す
べ
き

で
も
な
い
。
し
か
し
、
労
働
組
合
が

「同
業
組
合
的
段
階
」
に
留
ま
っ
て
い
て
職
能
領
域
を
超
え
た
公
共
意
識
を
も
た
な
い
ま
ま
分
散
的

に
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
新
た
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は
制
度
的
に
定
着
し
な
い
。
第
二
に
、
国
家
領
域
に
お
け
る
政
労

使
エ
リ
ー
ト
間
の
政
策
協
調
が
展
開
さ
れ
る
た
め
に
は
、
政
府
の
社
会
か
ら
の
相
対
的
な
自
律
性
と
政
府
の
主
導
性
を
維
持
す
る
こ
と
が

要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
政
権
の
形
態
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
政
権
の
安
定
性
と
政
策
の
一
貫
性
が
重
要
と
な
る
。

第
二
に
、
そ
れ
以
上
に
決
定
的
な
の
は
、
社
会
領
域
に
お
け
る
利
益
媒
介
と
国
家
領
域
に
お
け
る
政
策
協
調
と
の
あ
い
だ
に
均
衡
点
を

見
い
だ
せ
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
社
会
協
定
型
の
リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
安
定
化
に
と
っ
て
の
鍵
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

政
労
使
エ
リ
ー
ト
間
で
政
策
協
調
が
な
さ
れ
社
会
協
定
が
締
結
さ
れ
て
も
、
社
会
に
お
け
る
利
益
媒
介
構
造
と
の
接
点
が
少
な
け
れ
ば
、
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政
策
の
実
効
性
は
弱
ま
る
し
、
ま
た
政
府
に
よ
る
社
会
統
合
も
低
く
な
る
。
逆
に
、
社
会
に
お
け
る
利
益
の
あ
る
程
度
の
包
括
性
や
代
表

性
が
確
保
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
政
府
が
イ
ニ
シ
ア
チ
プ
を
発
揮
で
き
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
主
導
的
役
割
を
果
た
す
だ
け

の
条
件
が
な
け
れ
ば
、
政
策
協
調
は
継
続
的
に
展
開
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
政
労
使
間
の
社
会
協
定
の
試
み
は
、
利
益
媒
介

と
政
策
協
調
と
の
懸
隔
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
国
家
―
社
会
関
係
の
回
路
が
乏
し
か
っ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
成
功
と
転
落
つ
ま
り
制

度
化
と
脱
制
度
化
を
繰
り
返
す

「シ
ジ
フ
オ
ス
的
営
為
」
と
な
り
、
そ
の
制
度
化
も
不
均
等
的
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
四
―
六
）
結
社
性
の
新
た
な
展
開
―
―
労
働
運
動
の
転
換
？

こ
の
よ
う
に
新
た
な
政
策
協
調
型
の
リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
政
治
的
安
定
の
諸
条
件
を
み
て
き
た
が
、
市
民
社
会
の
職
能
領

域
に
お
け
る
利
益
集
団
の
包
摂
性
の
低
下
や
、
組
織
間
関
係
の
垂
直
的
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
危
機
や
そ
の
布
置
構
造
の
分
権
化
に
抗

し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
傾
向

へ
の
代
案
と
し
て
、
労
働
運
動
は
、
ど
の
よ
う
な
新
た
な
結
社
的
な
世
界
を
構
築
し
て
き
た
の
か
、
あ
る
い

は
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

，ヽ
，ヽ
で
は
、
主
と
し
て
結
社
性
の
新
た
な
形
態
に
着
日
し
、
そ
し
て
実
験
的
要
素
を
含
め
た
代
案
モ
デ
ル

の
試
み
に
も
言
及
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の
代
替
的
な
結
社
モ
デ
ル
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
は
じ
め
、
古
典
的
な

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
の
な
か
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
新
た
な
形
態
の
リ
ー
ン
型
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
ヘ
と

変
容
を
遂
げ
る
な
か
で
、　
一
部
は
継
承
な
い
し
頭
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
新
た
な
要
素
も
加
わ
っ
た
も
の
も
あ
る
の
で
、
そ

れ
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

（四
―
六
―
一
）
合
併
運
動
と
そ
の
限
界

第

一
に
、
労
組
の
な
か
に
は
、
組
織
率
の
低
下

へ
の
対
応
と
し
て
合
併
活
動
を
促
進
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
組
織
基
盤
を
拡
大
す
る
機
会

と
捉
え
る
動
き
が
生
ま
れ
た
。
と
い
う
の
も
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
ン
タ
ー
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
ホ
フ
イ
ト
カ
ラ
ー
な
ど
の
中
心
部
の
労
組
や
、
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移
民
労
働
者
な
ど
の
周
辺
部
の
諸
組
織
を
包
摂
化
す
る
こ
と
は
、
新
た
な
形
態
を
も
っ
た
組
織
再
編
を
お
こ
な
う
契
機
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
と
く
に
大
規
模
な
労
組
が
、
種
々
の
小
規
模
の
ロ
ー
カ
ル
労
組
を
吸
収

・
合
併
を
通
じ
て
組
合
員
数
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
活
動
が

み
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
に
お
い
て
労
組
の
組
織
率
の
低
下
が
顕
著
に
な
る
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
Ａ
Ｆ

Ｌ
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｏ

（労
働
総
同
盟

・
産
業
別
組
合
会
議
）
が
イ
ニ
シ
ア
チ
プ
を
と
っ
て
そ
う
し
た
合
併
戦
略
を
積
極
的
に
と
ろ
う
と
し
た
し
、

ま
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
Ｔ
Ｕ
Ｃ
（労
働
組
合
会
議
）
は
仲
介
者
と
い
う
立
場
を
維
持
し
な
が
ら
、
分
散
化
し
て
い
る
諸
労
組
の
合
併
を
促
進
し

よ
う
と
試
み
た
こ
と
が
あ
っ
樋
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
、
旧
来
の
集
権
型
統
制
と
い
っ
た
画

一
的
な
い
わ
ゆ
る
官
僚
制
化
の
方
向
で
は
、
代
表
性
の
面
で
も
管
理
運
営
の

面
で
も
有
効
性
が
低
下
し
、
あ
ら
た
め
て
労
組
間
の
協
力
関
係
の
枠
組
を
再
構
築
す
る
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
異
質
な
利
害
を
種
々
の
労
組
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
の
組
合
間
関
係
の
内
部
に
編
入
さ
れ
る
の
で
、
従
来
の
位
階
制
的

な
秩
序
化
は
、
む
し
ろ
不
安
定
性
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
文
部
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
さ
ら

に
は
職
場
の
な
か
に
も
、
そ
う
し
た
統
合
の
危
機
が
も
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
職
場
委
員
の
組
織
が
官
僚
制
化
し

て
位
階
制
的
秩
序
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
と
、
代
表
と
構
成
員
と
の
あ
い
だ
の
関
係
が
、
構
成
員
の
た
め
の
統
制
か
ら
構
成
員
に
対
す
る
統

制

へ
と
転
化
し
、
動
員
が
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
性
格
を
帯
び
る
。
そ
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
支
部
、
各
単
産
支
部
、
職
場
委
員
代
表
は
、

意
思
決
定
の
基
礎
的
単
位
と
し
て
は
、
も
は
や

一
般
の
個
々
の
労
働
者
の
代
表
と
は
み
な
し
難
く
な
る
場
合
も
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ

ン
タ
ー
が
打
ち
出
す
方
針
は
、
傘
下
の
各
労
組
の
リ
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
戦
略
、
組
合
員

へ
の
サ
ー
ビ
ス
や
リ
サ
ー
チ
に
依
存
し
、
ま
た
職

場
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
イ
の
個
別
事
情
に
左
右
さ
れ
る
以
上
、
前
述
の
よ
う
に
、　
一
般
の
労
働
者
と
そ
れ
ら
の
代
表
と
の
距
離
の
増
大
は

そ
の
実
効
性
を
低
下
さ
せ
、
代
表
関
係
を
不
確
実
な
も
の
に
し
、
画

一
的
な
指
導
を
し
ば
し
ば
困
難
に
す
る
。
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こ
う
し
た
こ
と
は
、
新
た
な
リ
ー
ン
型
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
で
も
引
き
続
い
て
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
八
〇
年

代
か
ら
九
〇
年
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
労
組
の
組
織
率
の
低
下
に
関
連
し
て
Ａ

・
ハ
ッ
セ
ル
は
、
リ
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
の
問
題
を
取
り
上

げ
て
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
型
の
労
働
組
合
が
独
占
的
地
位
を
占
め
、
職
場
レ
ベ
ル
で
も

一
般
労
働
者
の
加
入
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
こ

と
は
、
逆
に
新
し
い
集
団
の
リ
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
の
障
害
に
も
な
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
Ｂ

・
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
も
、
労
組
の
合

併
等
に
よ
っ
て
巨
大
化
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
ン
タ
ー
は
、
下
か
ら
の
不
満
に
対
し
て
、
そ
れ
を
吸
収
し
つ
つ
上
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
ン
タ
ー
の
独
占
的
地
位
や
巨
大
化
は
、
逆
に
、
そ
れ

に
対
抗
す
る
個
別
労
組
の
自
立
化
や
労
組
の
組
織
間
関
係
そ
れ
自
体
の
多
元
化
を
促
す
契
機
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
四
―
六
―
二
）
新
し
い
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
？

第
二
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
ら
が
か
つ
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
代
案
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
た

「サ
ン
デ
イ
カ
リ
ズ

ム
」
の
議
論
が
検
討
の
俎
上
に
再
び
の
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
型
の
利
益
媒
介
の
集
権

化
や
利
益
代
表
の
独
占
化
は
、
そ
の
反
措
定
と
し
て
底
辺
レ
ベ
ル
で
の
水
平
的
な
結
社
を
促
進
す
る

「政
治
的
機
会
構
造
」
を
併
せ
も
っ

と
い
う
議
論
は
、
か
つ
て
の
論
議
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
労
働
の
組
織
間
関
係
の
分
権
化
も
ま
た
、
底
辺
レ
ベ
ル

で
の
組
織
間
関
係
の
垂
直
的
調
整
に
よ
る
統
合
か
ら
水
平
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

へ
の
転
換
を
促
す
契
機
に
な
る
と
い
う
指
摘
は
、
従
来
の

議
論
に
新
た
な
要
素
を
付
け
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ヴ
や
組
織
形
態
に
お
い
て
は
異
な
る
面
を
も
っ
た
新
し
い

労
働
運
動
が
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
運
動
の
特
徴
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
Ｄ
。
デ
ラ
＝
ポ
ル
タ
は
以
下
の
諸
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

第

一
に
、
労
組
が
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
型
の
協
調
的
労
組
か
ら
抵
抗
型

へ
と
変
化
し
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
化
に
異
議
を
唱
え
る
労

働
者
を
組
織
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
と
り
わ
け

「ラ
ン
ク

・
ア
ン
ド

・
フ
ァ
イ
ル
・
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
」
と
も
い
う
べ
き
末
端
で
の
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組
合
運
動
で
あ
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
運
動
の
担
い
手
た
ち
の
イ
ン
セ
ン
テ
イ
プ
が
、
従
来
の
物
質
的
利
益
を
め
ぐ
る
も
の

か
ら
、
「ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
」
を
め
ぐ
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
正
義
な
ど
の
社
会
運
動

へ
の

労
働
組
合
運
動

へ
の
参
加
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
政
府
レ
ベ
ル
で
の
政
策
協
調
に
よ
る
種
々

の
政
策
内
容
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
政
治
主
義
的
な
労
働
運
動
も
含
め
て
、
労
組
が
社
会
運
動
型

へ
と
変
貌
し
て
き
て
い
る
こ
と

を
例
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
し
た
が
っ
て
、
組
織
形
態
も
ま
た
、
旧
来
の
職
能
利
益
の
同
質
性
に
基
づ
い
た
形
態
か
ら
、
そ
う

し
た
社
会
運
動
と
の
接
合
を
は
か
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
形
態
を
指
向
す
る
。
こ
う
し
て
労
働
運
動
自
体
が
、
異
質
な
利
益
や
ア
イ
デ
ン

テ
イ
テ
イ
が
交
錯
す
る
い
わ
ば
複
合
的
ア
ク
タ
ー
と
な
る
。
第
四
に
、
こ
う
し
て
運
動
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
も
多
様
な
媒
体
を
活
用
し
、
い

わ
ば
硬
軟

・
清
濁
織
り
交
ぜ
た
多
面
的
な
手
段
に
訴
え
る
運
動
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
新
た
な
労
働
運
動
は
、
よ
り
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
萌
芽
的
な
も
の
や
実
験
的
な
試
み
も
含
め
て
以
下
の
三
つ
の
方
向
性
を
暫
定
的
に
示
し
て
お
き
た
い
。

ａ
．
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
指
向
―
―
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム

利
益
媒
介
構
造
の
分
権
化
を
踏
ま
え
て
、
地
域

へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
ヘ
の
指
向
を
も
ち
、
ロ
ー
カ
ル
・
レ
ベ
ル
で
の
労
働
を
中
心
と
し

た
新
た
な
組
織
間
関
係
の
編
成
を
模
索
す
る
運
動
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｊ

・
ロ
ジ
ヤ
ー
ス
ら
は
労
組
の
代
替
戦
略
モ
デ
ル
に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
モ
デ
ル
は
、
自
己
の
労
組
員
の
要
求
に
応
答
す
る
か
た
ち
の

「サ
ー
ビ
ス
型
モ
デ

ル
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
地
域
に
お
け
る
企
業
を
中
心
に
し
て
お
り
、
政
治
的
党
派
性
か
ら
も
独
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

労
組
員
の
要
請
の
実
現
に
向
け
て
地
方
政
府
の
政
策
過
程

へ
の
参
加
―
包
摂
も
め
ざ
し
て
き
た
。
し
か
し
、
地
域
で
要
請
さ
れ
る
の
は
、

そ
う
し
た
労
組
員

へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
住
民
の
支
持
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
の
少
数
派
労
組
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と
の
連
合
も
含
め
て
、
草
の
根
レ
ベ
ル
で
の
各
種
の
集
団
と
の
多
様
な
連
携
を
視
野
に
入
れ
た

「交
叉
労
組
協
調

（ｏ【ｏ∽∽‐目

８̈

ｏ８
ａ
●̈

，̈
ｏ̈し
」
の
戦
略
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
組
織
間
関
係
の
形
態
は
、
「多
中
心
的
」
な
も
の
を
志
向
す
る
こ
と
に
な

ア０
。

ｂ
．
社
会
運
動
的
組
合
主
義
―
―
政
治
主
義

政
策
協
調
が
、
国
家
を
拠
点
と
し
た
政
府
主
導
性
を
帯
ぴ
る
と
、
争
点
そ
れ
自
体
が
政
治
化
す
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
労
働

運
動
も
政
治
化
す
る
。
と
く
に
労
働
市
場
政
策
に
お
け
る
規
制
緩
和
や
年
金
等
の
社
会
保
障
費
の
削
減
や
公
共
部
門
の
民
営
化
な
ど
は
、

政
治
争
点
化
し
や
す
く
、
ま
た
政
権
の
党
派
性
の
問
題
も
絡
む
。
し
た
が
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
行
動
等
の
労
組
の
抵
抗
運
動
も
、
経
済
的
な

物
質
的
利
益
を
め
ぐ
る
分
配
闘
争
か
ら
、
政
策
的
な
争
点
を
め
ぐ
る
政
治
闘
争
の
様
相
を
呈
し
、
政
治
的
ス
ト
ラ
イ
キ
の
再
生
を
促
す
こ

と
に
な
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
政
策
協
調
は
、
そ
の
政
策
範
囲
を
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
た
と
え
ば
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
運
動
や
グ

ロ
ー
バ
ル
正
義
運
動
と
い
っ
た

一
国
を
超
え
た
社
会
運
動
と
の
接
点
を
も
つ
機
会
を
労
働
運
動
に
与
え
、
労
組
の
政
治
化
を
さ
ら
に
加
速

化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
労
組
に
と
っ
て
組
織
再
編
の
梃
子
と
し
て
作
用
し
、
労
組
の
再
生
戦
略
の
一
環
と
し
て

社
会
運
動
的
組
合
主
義
が
台
頭
し
、
そ
の
組
織
形
態
も
ま
す
ま
す
水
平
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
労
組
の
政
治
主
義

化
は
、
政
策
協
調
の
所
産
で
も
あ
り
、
単
に
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
流
の
利
益
集
団
の
集
権
―
分
権
の
軸
か
ら
だ
け
は
導
き
だ
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
と
い
え
る
。

ｃ
．
組
織
内
民
主
主
義
と
新
た
な
政
策
参
加
型
モ
デ
ル
の
模
索

第
二
に
、
前
述
の
組
織
内
部
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
も
関
連
す
る
が
、
労
働
運
動
内
部
の
熟
議

（デ
リ
ベ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
の
問
題

が
提
起
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
Ｆ

・
ポ
レ
ッ
タ
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
研
究
を
踏
ま
え
て
、
労
働
運
動
も
含
め
た
社
会
運
動
内
部
で
の
デ
リ
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ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
重
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
運
動
内
部
で
の
連
帯
感
や

「フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
」
に
よ
る
自
由
開
達

な
議
論
や

「終
わ
り
な
き
対
話
」
こ
そ
、
運
動
内
部
の
民
主
主
義
を
保
証
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
り
、
ま
た
上
か
ら
の
後
見
的

・
指
導
的

な
デ
リ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
克
服
す
る
要
諦
で
も
あ
る
点
を
主
張
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
組
織
内
民
主
主
義
の
問
題
か
ら
、
政
策
過
程
へ
の
ラ
ン
ク

・
ア
ン
ド
・
フ
ア
イ
ル
の
よ
り
直
接
的
な
参
加
を
求
め

る
Ｄ
Ｄ
Ｐ

（口
【８
そ
し
＆
げ
ｏ８
雪
ｏ
タ
イ
翼
争
じ

の
議
論
が
登
場
し
た
の
で
あ
り
。
そ
れ
は
、
実
験
的
要
素
も
多
く
含
ん
で
い
る
が
、
基

本
的
に
は
下
部
の
発
言
を
い
か
に
担
保
す
る
の
か
に
重
点
を
置
い
た
制
度
設
計
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
各
レ
ベ
ル
を
重
層
化
す
る

「
マ
ル

チ

・
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
を
踏
ま
え
、
Ｒ
・
ダ
ー
ル
の
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
の
議

論
も
参
照
し
な
が
ら
、
Ａ
・
フ
ァ
ン
グ
は
、
参
加
型
討
議
民
主
主
義

（Ｐ
Ｄ
Ｄ

¨
”
“邑
ｏいヽ

８
ｑ
し
ｏ手
ｏ【，Ｌ
お

∪
ｏ日
８
８
Ｑ
）
の
モ
デ
ル

を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
下
位
レ
ベ
ル
で
の
種
々
の
争
点
ご
と
に
、
専
門
家
も
含
め
た
当
事
者
間
の
直
接
的
な
参
加
や
対
話

に
よ
る
熟
議
を
通
じ
て
、
弾
力
的
で
裁
量
的
な
政
策
執
行
に
向
け
て
の
制
度
刷
新
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
政
策
執
行
に
力
点
を
置
い

て
は
い
る
が
、
し
か
し
供
給
サ
イ
ド

（出
力
局
面
）
だ
け
で
な
く
需
要
サ
イ
ド

（入
力
局
面
）
の
要
求
や
、
ま
た
政
策
執
行
に
直
接
関
与

す
る
下
位
部
門
の
要
請
を
、
政
策
執
行
に
生
か
し
つ
つ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
問
題
解
決
を
図
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
熟
議
型
民
主
主
義
を
指
向
す
る
戦
略
を
拡
張
す
れ
ば
、
そ
れ
は
行
政
改
革
や
政
策
形
成
全
体
の
制
度
再
編
に
向
け
て
の
代
案
に
も
な
る

と
さ
れ
る
。
こ
の
熟
議
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
エ
リ
ー
ト
間
の
政
策
協
調
に
お
け
る
よ
う
な
調
整
的
言
説
で
は
な
く
、
第
三
章
で
言
及

し
た
が
、
ラ
ン
ク

・
ア
ン
ド
・
フ
ァ
イ
ル
と
の

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
言
説
」
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
新
た
な
動
向
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
ら
が
現
実
的
な
拡
張
性
や
具
体
的
な
適
用
可
能
性
を
も
つ
か
ど
う
か
を
論
じ
る
こ
と

は
本
稿
の
課
題
を
超
え
る
の
で
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
種
々
の
動
き
が
、　
一
方
で
は
、
新
た
な
形
態
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
制
度
化
が
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進
行
す
る
こ
と
に
伴
う

一
種
の
反
作
用
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
既
述
の
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
の

「ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
」

に

「適
応
」
す
る
側
面
を
併
せ
も
っ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

（小
括
）

以
上
、
本
章
で
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
変
容
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
構
造
対
過
程
や
構
造
対
機
能
と
い
う
図
式
か
ら
、

ア
ク
タ
ー
の
存
在
論
的
差
異
に
着
日
し
、
相
互
行
為
の
拠
点
や
場
所
と
し
て
の

「政
治
ア
リ
ー
ナ
」
を
峻
別
す
る
必
要
性
を
主
張
し
た
。

そ
し
て
政
治
ア
リ
ー
ナ
を
国
家
―
社
会
関
係
に
応
じ
て
区
分
し
、
さ
ら
に
、
両
ア
リ
ー
ナ
の
関
連
性
を
探
求
し
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、

政
策
協
調
を
基
軸
と
し
た

「競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
な
い
し

「リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」

へ
の
変
容
は
、
主
た
る
政
治
ア

リ
ー
ナ
が
社
会
領
域
か
ら
国
家
領
域

へ
と

「転
位
」
し
た
こ
と
を
合
意
す
る
点
を
指
摘
し
た
。

最
後
に
、
こ
の
新
た
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
も
つ
不
安
定
性
を
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
以
下
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第

一
に
、
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の

（Ａ
）
社
会
領
域
に
お
け
る
利
益
集
団
の
組
織
化

・
集
中
化

・
集
権
化
の
次
元
と
、
（Ｂ
）
政
府

レ
ベ
ル
で
の
政
策
過
程
の
制
度
化
の
両
次
元
の
関
係
を
ま
っ
た
く
切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
両
次
元
の

「接
合
」
の

型
と
そ
の
均
衡
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
点
が
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る
。
と
り
わ
け
リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
の
い

う
交
渉
レ
ベ
ル
の
セ
ク
タ
ー
化

（メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
化
）
に
と
も
な
っ
て
、
組
織
力
箸
の
権
力
資
源
が
縮
減
す
る
な
か
で
の
組

織
間
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
市
民
社
会
に
お
け
る
結
社
の
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
法
的
枠
組
み
に
準
拠
し
た

「適
用
範
囲
」
の
拡
張
を
図
っ
て
も
、
そ
れ
は
労
働
者
の
包
摂
化
を
促
進
す
る
と
は
い
え
、
や
は
り
は
限

界
が
あ
り
、
政
治
的
脆
弱
性
を
抱
え
て
い
る
と
い
え
る
。

第
二
に
、
そ
う
し
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
脆
弱
性
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
新
旧
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は
連
続
性
と
同

一
性
を
保

っ
て
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い
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
新
た
な
面
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
政
策
協
調

へ
の
労
使
エ
リ
ー
ト
ヘ
の
参
加
の
制
度
化
が
、
争
点
を
政

治
化
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
労
働
運
動
も

「利
益
か
ら
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
」

へ
と
転
換
し
て
社
会
運
動
化
し
、
さ
ら
に
利
益
媒
介
の
分
権

化
も
相
侯
っ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
組
織
形
態
を
も
っ
た
運
動
が
よ
り
促
進
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
れ
に
加
え
て
、
重
要
な
の
は
、
労
働
の
組
織
化
や
包
摂
性
の
低
下
、
そ
し
て
労
使
間
お
よ
び
労
働
内
部
の
組
織
間
関
係
の

分
権
化
に
即
応
し
た
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
結
社
が
構
築
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
と
く
に
市
民
社
会
の
結
社
的
世
界
と
し
て
の

「ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
の
形
成
が
あ
ら
た
め
て
浮
上
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
市
民
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
結
社
に
適

応
し
た
新
た
な
政
策
参
加
の
モ
デ
ル
が
ロ
ー
カ
ル
・
レ
ベ
ル
で
実
験
的
に
試
み
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
多
次
元
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
モ
デ

ル
が
模
索
さ
れ
た
り
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

〈注
〉

（１
）
ｒ
月
ざ
ｕ
８
８
β
ど
３
営
壼
＞
ヨ
ｏ
目
魚
ヨ

，営
●
υ
８
一
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｆ
８
ｏ
Ｒ
Ｏ
ｏも
ｏ【”，
日
．ヽ
”
ュ
諄
゛
き

ミヽ
ミ
ミ

ミヽ
ｙ
■
ミ
”
ＧＦ
Ｓ
ｐ
ζ
Ｆ
含
ヽ
８
Ｐ

●
一
　
０
∞
ω
，Ｎ
０
０

（２
）
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
多
く
の
議
論
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
ｒ
８
ざ
”
お
ｏ営
ｐ
４
Ｆ

ｏ
ｏ
日
日
一ａ
ｏ
口
Ｒ
じ
ｏＥ
ｘ
８
８
．
ｏ
ｏ
●
ｏ
日

，
日
〓

】Ｅ
】
‘
ヽ
こ
ゞ
鮮
ヽ
ミ

，

ミヽ
ゞ

く
，

８
ζ
８
゛
８
Ｌ
ミ
・８
い
ｎ
Ｔ

●
，

Ｓ
Ｎ
‐８
９
を
参
照
。
ま
た
以
下
の
拙
稿
も
参
照
。
桐
谷
仁

「先
進
諸
国
に
お
け
る

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
変
容
」
「情
況
」
第
４
巻
２
号
、　
一
九
九
二
年
、　
一
〓

一
一
〓

〓
一頁
。

（
３

）

と

ｎ

”
ａ

９

〓

ｏ
屏

”
ａ

ｒ
目

ｏ
容

●
遍
ｏ
■
Ｊ

６

ｏ
８

ｏ
●

８

Ｐ

員

】
∂

目

ε

●
８

８

Ｅ

２

ビ

３

目

８

８

〓

≧

冒

８

一
マ

ヨ

Ｒ

量

ｏ̈
ｏ
３

ユ̈

●
Ｆ

し
ヽ
ヽ

Ｂ

ざ

ヽ

ざ
ミ
ミ

ミ
摯
ざ
゛
蓼

ぎ
二

３

８
ド

〓

８
甲

ＨＯＳ
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（
４

）

フ

賛
ド

リ

臓

片

〓

５

●

り
ｏ
日

巴

ε

容

澪
β

３

デ

ｏ

”
円

電

〓

Ｆ

”

∽
場

″

Ｂ

営

ロ

マ

彎

ｇ

ョ

贄

８̈

¨
＞

Ｏ
ｏ
日

ヽ
Ｒ

を

８

Ｒ

］
∞

Ｏ
ｕ
ｏ
υ

０
９

日

〓

８

ヽ

Ｏ

ψさ

Ｒ

ミ

ヽ
Ｒ

、

、

ミ

ミ

い
ミ
ヽ
ヾ
´
く
Ｒ
ωＰ
い００，
０
や
】】ｏ卜
■
【０，

（
５

）

冒

８

冒

０
８

Ｆ

，
Ｓ

，
３

と

，
１

３

３

夢

”
〓

υ
ｏ
ヒ

げ

一
Ｆ

り

の
Ｏ
ａ

Ｒ

，

●

ｏ
鳳

鷹
日

ごヽ

ｏ

３

ω
‐
、
０

，

７

Ｂ

Ｌ

ピ

Ｌ

ｌ

門

層

〓

〓

５

ｏ
ｅ

ｇ

務

Ｒ

ｏ
ｏ
●

８

”
¨
ば
日

¨
コ

ｏ
日

０
』３

一
ぉ
』

８

ぼ
８
５

”
“
一
８
日

∽
ヽ

”
ヽ
ミ

ヽ
Ｒ

ヽ
さ

Ｎ
ミ

ミ

ミ

、

、

、
８

ヽ
ヵ
窮

ヽ

ミ

゛

く
β

ヽ
Ｐ

さ

０
●

●
，

９
日

あ

Ｏ
Ｐ

，
●
Ｆ
の
国

鵬

８

ｒ

Ｓ
Ｎ

ヽ

●
ミ

さ
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（８３
）
゛
ミ
ヽ

，
３

（斜
）
゛
ミ

（
８５

）

０

８

Ｒ

く

ｏ
』̈
●
２

〓

０

て

”
〓

●

２

３

，

Ｐ

６ヽ

ｏ
も

８

”
，

日

Ｌ

８

０

「
３

¨
・
「
お

８

０
●

営
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”
ｃ
一
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営
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０
０
●
８
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ヽ

ヽ

〓ヽ

ミ

ヽ
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Ｑ
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６
ヽ

９
ξ

ゞ

ξ

６
ヽ

い
０

８

ｏ
ｏ

く

３

０
・Ｎ００Ｎ・
ｏ●
　ωＯｕ
ωω
】

（８６
）
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
今
や
古
典
的
な
議
論
に
な
っ
た
感
が
あ
る
が
、
「権
カ
プ
ロ
ッ
ク
」
（プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
）
に
お
け
る

「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
階
級
」
の
構
成
変

化
や

「歴
史
的
プ
ロ
ッ
ク
」
（グ
ラ
ム
シ
）
に
お
け
る
や
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
所
在
の
変
化
を
も
示
唆
し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
古
典
的
概
念
を
再
考
す

る
契
機
を
も
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
ヘ
グ
モ
ニ
ー
階
級
」
等
の
概
念
に
つ
い
て
は
と
り
あ
え
ず
以
下
を
参
照
。　
Ｚ
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ざ
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【Ｓ
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′
Ｎ
）ヽ
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Ｒ
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富
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義
国
家
の
構
造
―
―
政
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力

と
社
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階
級

（Ｉ
・
Ⅱ
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未
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社
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一
九
七
九

八
〇
年
〕

¨
ア
ン
ト
ニ
オ
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グ
ラ
ム
シ

（石
堂
清
倫
編
訳
）
「獄
中
ノ
ー
ト
』
三

一
書
房
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一
九
七
七
年
。
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８７
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社会コーポラティズムから政策辮 へ?―ネオ・コーポラティズム論における国家l・l題に一
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，∞０
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仁
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運
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四
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も
併
せ
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照
。
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ヽ
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ヽ
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メ
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８
Ｐ
ｏ

，
３
ヽ
３
●
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
階
級
交
叉
連
合
と
、
さ
ら
に

そ
れ
を
人
種
問
題
と
関
連
さ
せ
た

「階
級
的
人
種
交
叉
連
合
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
考
と
し
て
以
下
を
参
照
。
篠
田
徹

「現
代
ア
メ
リ
カ
労
働
運
動
の

歴
史
的
課
題
―
―
未
完
の
階
級
的
人
種
交
叉
連
合
」
新
川
敏
光

・
篠
田
徹
編
著

『労
働
と
福
祉
国
家
の
可
能
性
―
―
労
働
運
動
再
生
の
国
際
比
較
』
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
八

一
―
九
六
頁
。

（期
）
そ
う
し
た
労
組
の
組
織
間
関
係
と
政
治
ス
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
最
近
の
経
験
的
な
比
較
研
究
と
し
て
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
ど

，
３
●
０
目
●
ξ
≧
ヽ

、ｃ
Ｄ
８̈

υ
め，
一く
営
２
Ｆ
一̈
〓
』
∽
〓
浮
一ヽ

ミ
ミ
ヽ
や
ヽ
ミ
´
ざ
一３
●
８
お
ヽ
８
Ｐ
３
３
８

３
９
そ
の
な
か
で
労
組
の
組
織
化
と
政
治
ス
ト
の
頻
度
と

の
あ
い
だ
に
は
ハ
ン
プ
型

（逆
Ｕ
字
型
）
の
関
係
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（螂
）
こ
の
点
に
つ
い
て
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。」
”●
ω
”
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Ｐ

、ガ
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つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
新
川
敏
光

「二
一
世
紀
型
労
働
運
動
を
展
望
す
る
」
新
川
敏
光

・
篠
田
徹
編
著

『労
働
と
福
祉
国
家
の
可
能
性
―
―
労
働
運
動

再
生
の
国
際
比
較
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
一房
、
二
〇
〇
九
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、
八
―

一
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ヽ
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，

”
●
２
Ｎ
Ｎ
｝

ヽ
か
ヽ

終
章
―
―
今
後
の
課
題

（
一
）
本
稿
の
ま
と
め

本
稿
で
は
、
ま
ず
西
欧
諸
国
に
お
い
て
政
治
体
制
の
趨
勢
が
、
英
米
を
中
心
と
す
る
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
型
多
元
主
義
と
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
社
会
協
定
型
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
と
に
分
極
化
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
、
大
き
な
焦
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
主

と
し
て
政
府
介
入
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
国
家
の
自
律
性
の
問
題
や
国
家
―
社
会
関
係
の
再
編
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、
前
者

-308 -



社会コーポラティズムから政策協調へ?―ネオ コーボラティズム論における国家F・l題に一

の
多
元
主
義
論
で
は

「規
制
国
家
」
の
問
題
と
し
て
、
後
者
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
で
は

「政
策
協
調
」
や

「社
会
協
定
」
に
お
け
る

政
府
の
主
導
性
の
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
。
そ
し
て
本
稿
で
は
、
後
者
の
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
議
に
対
象
を
絞

っ
て
、
そ
の
議

論
の
展
開
の
な
か
で
国
家
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
き
た
の
か
を
中
心
に
論
点
を
整
理
し
た
。
こ
の
点
は
、
前
半
部
分
の
第

一
章
と
第

二
章
で
、
（Ａ
）
社
会
中
心
的
で
道
具
主
義
的
な
視
点
―
―
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
流
の
利
益
集
団
間
関
係
の
利
益
代
表
に
力
点
を
置
く
社
会
コ
ー

ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
の
系
譜
と
、
（Ｂ
）
国
家
中
心
的
な
観
点
―
―
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
流
の
国
家
領
域
に
お
け
る
政
労
使
の
三
者
協
議
の
制
度

化
を
重
視
す
る
政
策
協
調
論
の
系
譜
と
に
分
け
て
議
論
を
進
め
た
。
と
く
に
第
二
章
で
は
、
政
策
協
調
に
関
連
し
て
、
政
府
内
部
が
政
策

領
域
に
よ
っ
て
分
岐
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
労
組
の
組
織
間
関
係
に
お
い
て
公
共
部
門
と
民
間
部
門

（保
護
部
門
と
競
争
部
門
）
と
い
う

国
家
領
域
と
社
会
領
域
で
は
セ
ク
タ
ー
・
レ
ベ
ル
で
そ
の
制
度
化
の
位
相
が
異
な
る
メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
化
あ
る
い
は
セ
ク
タ
ー
・

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
化
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
な
か
で
労
組
に
お
け
る
公
共
―
民
間
の
セ
ク
タ
ー
間
の
葛
藤
の
対
立
を
取

り
上
げ
、
こ
こ
で
も
労
働
に
お
け
る
国
家
―
社
会
関
係
が
顕
在
化
し
て
い
る
点
を
確
認
し
た
。
し
か
も
、
公
私
い
ず
れ
も
セ
ク
タ
ー

・
レ

ベ
ル
で
の
組
織
間
関
係
の
集
中
度
が
八
〇
年
代
以
降
上
昇
し
て
い
る
点
に
着
日
し
、
国
家
―
社
会
関
係
を
基
軸
と
す
る
メ
ゾ

・
コ
ー
ポ
ラ

テ
ィ
ズ
ム
化
の
問
題
を
示
唆
し
た
。

後
半
部
の
第
二
章
で
は
、
近
年
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
衰
退
と
再
生
を
め
ぐ
る
論
議
を
念
頭
に
起
き
つ
つ
、
前
述
の

（Ｂ
）
の
政
策

協
調
を
め
ぐ
る
種
々
の
議
論
を
、
政
策
参
加
、
①
政
策
参
加
②
政
策
領
域
、
③
合
意
の
制
度
化
の
程
度
、
④
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
定

式
化

（入
力
局
面
）
と
執
行

（出
力
局
面
）
の
区
別
、
⑤
政
府
の
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
再
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

「政
策
協

調
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
指
標
化
を
試
み
て
、
そ
れ
ら
の
経
験
的
尺
度
か
ら
判
断
す
る
と
、
政
策
協

調
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
衰
退
し
て
い
る
と
は
決
し
て
い
え
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
社
会
協
定
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
活
性
化
さ
れ
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て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
各
国
に
お
け
る
そ
の
軌
道
に
は
多
様
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
四
章
で
は
、
こ
う
し
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
変
容
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
、
従
来
の
構
造
対
過
程
の
区
別
そ
し
て
構
造
対
機
能

の
区
別
と
連
関
か
ら
す
る
説
明
を
批
判
的
に
検
討
し
た
う
え
で
、
国
家
対
社
会
と
い
う

「政
治
ア
リ
ー
ナ
」
の
区
別
と
い
う
存
在
論
的
差

異
の
重
要
性
を
提
起
し
た
。
そ
し
て
国
家
―
社
会
関
係
の
観
点
か
ら
す
る
代
替
的
な
説
明
を
提
示
し
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
変
容
と
は
、

そ
う
し
た
政
治
ア
リ
ー
ナ
の
社
会
領
域
か
ら
国
家
領
域

へ
の
移
行
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
う
し
た
新
た
な
形
態

の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
も
つ
政
治
的
脆
弱
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
そ
れ
が
旧
来
の
古
典
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
同

一
性
を
も
ち
つ

つ
も
、
不
安
定
性
を
よ
り
強
め
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
と
同
時
に
、
市
民
社
会
の
結
社
性
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
新
た
な

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
制
度
化
に
抗
す
る

「反
シ
ス
テ
ム
運
動
」
も
台
頭
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
新
た
な
政
策
参
加
型
の
モ
デ
ル

も
模
索
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
に
は
社
会
中
心
的
な
観
点
と
国
家
中
心
的
な
観
点
の
両
面
が
あ
り
、
そ
れ
が
国

家
論
に
も
反
映
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
単
に
衰
退
の
一
途
を
辿

っ
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
単
純

な
か
た
ち
で
復
権
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
連
続
性
を
も
ち
つ
つ
も
、
政
策
協
調
を
中
心
と
す
る
も
の
に
変
容
を
遂
げ
て
き
た
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
協
調
と
紛
争
を
含
む

「交
渉
」
の
主
た
る

「政
治
ア
リ
ー
ナ
」
が
、
社
会
領

域
か
ら
国
家
領
域

へ
と

「転
位
」
し
て
き
た
と
理
解
す
る
の
が
よ
り
適
切
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
新
た
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ

ズ
ム
は
、
国
家
と
社
会
と
の
懸
隔
が
よ
り
拡
大
し
、
政
治
的
脆
弱
性
を
よ
り
抱
え
て
い
る
こ
と
、
そ
の
意
味
で
も
、
政
府
介
入
の
社
会
包

摂
性
と
市
民
社
会
の
結
社
性
と
い
っ
た
国
家
―
社
会
関
係
と
そ
こ
に
お
け
る

「国
家
の
自
律
性
」
が
問
わ
れ
て
い
る
点
を
強
調
し
て
き
た
。
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（
二
）
今
後
の
課
題

最
後
に
、
本
稿
で
は
十
分
に
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
課
題
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
第
三
章
で
は
、
相
対
的
に
自
律

し
た
政
府
に
よ
る
戦
略
的
介
入
と
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
把
握
す
る
見
解
を
俎
上
に
の
せ
た
。
そ
こ
で
は
、
第
二
者
調
停
の
観
点
も

摂
取
し
て
国
家
の
側
か
ら
の
労
使
間
関
係

へ
の
関
与
を
取
り
込
ん
で
、
国
家
の
自
律
性
の
問
題
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
政

府
介
入
を
そ
う
し
た
ア
ク
タ
ー
中
心
的
な
視
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
適
用
範
囲
や
法
的
ガ
バ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
な
ど
の
要
素
も
含
め
た
、
よ

り
制
度
的
な
観
点
を
取
り
入
れ
た
政
府
介
入
の
問
題
を
主
題
的
に
扱
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
今
後
の
課
題
の
第

一
と
し
て
、

よ
リ
ト
ー
タ
ル
な
か
た
ち
で
政
府
介
入
の
役
割
や
機
能
を
検
討
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
に
お
け
る
利
益
媒
介
の

構
造
と
、
政
策
協
調
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
間
の
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
の
あ
い
だ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
理
解
す
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
う
し
た
政
府
介
入
の
政
策
領
域
と
し
て
あ
ら
た
め
て
所
得
政
策
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
所
得
政
策
は
、
七
〇

年
代
の
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
の
登
場
の
際
に
お
け
る
政
策
協
調
の
原
点
で
も
あ
り
、
ま
た
既
述
の
近
年
の
政
策
協
調
に
お
け
る

重
大
の
政
策
領
域
で
あ
っ
た
。
所
得
政
策
こ
そ

「社
会
協
定
の
鍵
を
な
す
争
点
」
と
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。
七
〇
年
代
の
古
典
的
コ
ー

ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
所
得
政
策
の
主
眼
が
、
自
発
的
な
賃
金
抑
制
を
通
じ
て
の
イ
ン
フ
レ
や
失
業
の
抑
制
と
そ
の
補
償
に
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、
九
〇
年
代
の
社
会
協
定
型
の
所
得
政
策
に
お
い
て
は

一
見
類
似
し
た
自
発
的
な
賃
金
抑
制
が
、
緊
縮
財
政
と
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
的
金
融

政
策
と
い
う
異
な
る
政
策
課
題

へ
の

「転
用
」
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
リ
ン
ケ
ー
ジ
す
る
か
た
ち
で
雇
用
問
題
や
福
祉

。
年
金
問
題

へ
と

「拡
張
」
さ
れ
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
①
新
旧
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
連
続
性
と
断
絶
性
の
み
な
ら

ず
、
②
第
二
章
で
述
べ
た

「政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
」
の
要
の
ひ
と
つ
と
し
て
所
得
政
策
が
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
こ
と
、
そ
し
て
③

一
見
古
い

制
度
が
新
た
な
政
策
転
換

へ
の
梃
子
と
な
る

「制
度
転
用
」
の
問
題
や
、
④
第
四
章
の
ト
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ー
の
議
論
の
際
に
言
及
し
た

「構
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造
的
多
様
性
と
機
能
的
等
価
性
」
と
い
う
構
造
と
機
能
と
の
関
連
、
な
ど
を
考
察
す
る
う
え
で
も
、
あ
ら
た
め
て
所
得
政
策
を
取
り
上
げ

る
必
然
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
周
期
性
に
か
ん
し
て
で
あ
る
。
本
稿
の
序
に
お
い
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
復
権

。
再
生
に
関
連
し

て
紹
介
し
、
ま
た
第
四
章
の
リ
ー
ン
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
や
競
争
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
議
論
し
た
際
に
も
若
干
言
及
し
た
け
れ
ど

も
、
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
課
題
と
し
て
、
政
策
協
調
や
社
会
協
定
の
論
点
に
関
連
し
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の

「周
期

説
」
の
検
討
が
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
体
制
の
制
度
化
に
つ
い
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
Ｗ

・
シ
ユ
ト
リ
ー
ク
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、　
一
九
六
〇
年
代
の
高
成
長
期
は
、
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
ヘ
の
参
入
期
に
あ
た
り
、
七
〇
年
代
に
は

「成
長
産
業
」

と
な
っ
た
が
、
八
〇
年
代
以
降
に
は

「ネ
オ

・
リ
ベ
ラ
ル
的
転
回
」
が
生
じ
て
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は
い
わ
ば

「乗
り
越
え
ら
れ
る
」

か
た
ち
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
政
策
協
調
が
復
活
し
た
だ
け
で
な
く
、
社
会
協
定
の
増
大
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は
新
た
な
ピ
ー
ク
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は

「社
会
協
定
」
に

「移
行
」
し
た
と

み
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の

「衰
退
説
対
復
活
説
」
あ
る
い
は

「断
絶
説
対
連
続
説
」
と
い
っ
た
二
つ
の
著
し
く
対
立
す
る
見

解
を
、
「周
期
説

↑
ヽ
Ｆ
Ｌ

，
ｏｏ̈
のと

を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ば
総
合
し
よ
う
と
す
る
第
二
の
試
み
が
、
シ
〓
ヽヽ
ッ
タ
ー

ら
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
は
、
七
四
年
に

「二
〇
世
紀
は
い
ま
だ
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
世
紀
な
の
か
」

と
い
う
問
題
提
起
を
し
た
、
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
登
場
の
牽
引
者
で
あ
り
、
そ
し
て
八
九
年
に
は

「
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
死
」

を
宣
告
し
た
当
事
者
で
も
あ
っ
だ
。
さ
ら
に
九
〇
年
代
末
に
な
る
と
、
今
度
は
、
か
れ
は
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
い
わ
ば

「死
と
再
生
」

を
、　
一
定
の
周
期
を
も
っ
て
繰
り
返
す

「
シ
ジ
フ
オ
ス
」
の
営
為
に
な
ぞ
ら
え
て

「
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
シ
ジ
フ
オ
ス

（Ｏ
ｏむ
Ｒ

，諄
一
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摯
贅
も

，
●
３
」
と
い
う
周
期
説
を
新
た
に
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ツ
タ
ー
ら
に
よ
れ
ば
、
政
策
協
調
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
、
広
く

第
二
次
大
戦
後
、
七
〇
年
代
、
九
〇
年
代
と
大
き
な
国
際
環
境
の
変
化
や
社
会
構
造
の
変
動
に
応
じ
て
厳
し
い
転
変
に
晒
さ
れ
、　
一
定
の

周
期
を
も
っ
て
現
出
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
政
労
使
の
三
者
間
の
政
策
協
調
の
制
度
化
に
向
け
て
の
努
力
が
、
結
果
的
に
は
、
登
頂

と
転
落
と
が
反
復
さ
れ
る

「
シ
ジ
フ
ォ
ス
的
営
為
」
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
ら
は
、　
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
制
度
化

を

「ア
ク
タ
ー
の
指
向
性
」
の
観
点
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、
か
れ
ら
は
、
Ａ
・
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
が
か
つ
て

「失
望
」
を
軸

に

「離
脱
対
発
言
」
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
捉
え
た
議
論
を
援
用
し
な
が
ら
、
私
的
消
費
志
向
と
公
的
生
活
志
向
と
の

「振
り
子
運
動
」
と
し
て
、

そ
の

「シ
ジ
フ
ォ
ス
」
性
を
把
握
し
た
。
し
か
し
、
私
自
身
と
し
て
は
、
こ
の
問
題
は
、
前
述
の
政
府
介
入
や
利
益
媒
介
の
分
権
化
な
ど
、

よ
り
広
い
制
度
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
捉
え
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
周
期
性
の
議
論
を
再
考
す
る
こ
と
も
残

さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
最
後
に
申
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
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社会コーポラティズムから政策協調へ?―ネオ・コーポラティズム論における国家問題に一

ミ
い
ざ
ミ
ヽ
ドヽ
、
”
驚
ヽ
さ
ざ
斥
）一３
●
３
ｐ
Ｏ
や
Ｒ

３

ま
た
、
こ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
の

「
コ
ー
ボ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
復
権
」
の
議
論
や
団
体
交
渉
制
度

の
変
化
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
。
井
戸
正
伸

「
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
復
権
」
宮
本
太
郎
編

『比
較
福
祉
政
治
―
―
制
度
転
換
の
ア
ク
タ
ー
と
戦
略
』
早

稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
年
、　
一
七
五
―
二
〇
五
頁
。

（８
）
り

，
¨̈
つ̈ｏ
ｏ
Ｏ
∽
３
８
〓
曾
”コ
０
」

，
錦
●
″
０
【ｏ
●

■
ｒ
の
ｏ
ｏ
Ｃ
９
”，
一

，
照
ｏ
Ｆ
〓
ヽ
な
お
、
こ
こ
で
援
用
さ
れ
た
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
議
論
に
つ
い
て
は
以
下

を
参
照
。
ア
ル
バ
ー
ト
　
０
　
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン

（佐
々
木
毅

・
杉
田
敦
訳
）
『失
望
と
参
画
の
現
象
学
―
―
私
的
利
益
と
公
的
行
為
」
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
八
年
。
ま
た
、
併
せ
て
以
下
も
参
照
。
Ａ
　
Ｏ
　
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン

（矢
野
修

一
訳
）
『離
脱

・
発
言

・
忠
誠
―
―
企
業

・
組
織

・
国
家
に
お
け
る
衰

退
へ
の
反
応
』
ミ
ネ
ル
プ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。

［付
記
］
本
稿
は
、
独
立
法
人
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
助
成
事
業

（学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金

（基
盤
研
究

（Ｃ
）
¨
課
題
番
号

¨
２
４
５
３
０
１
３
１
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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法政研究18巻 3・ 4号 (2014年 )

く付録図表 1-1> 対外競争セクターの労組の集中度

国名ム蜘          198587 198890 199193 199496 199799 2∞ 02002

く社会民主主輩‐マクロ>
デンマーク    Dm
フィンランド   Fln
ノルウエー     Nor
スウェーデン   Swe

平均
くキリスト教民主主義‐メゾ>

オーストリア   Aus
ペルギー     BcI
フランス      ■a

ドイツ       Ger
イタリア     Ita
オラング      Net
スイス      SvI

平均
くソベラルー市場―ミクロ>

カナ〆      Can
アイルランド   Ire
日本        Jap
イギリス    UK
アメリカ     OS
オーストラリア  Au i
ニュージーランド NZ

平均

3272    3370     5865
1998  2163  2464  2503
3634    3511    3494    3905
2692  2096  2767  2819
2775   2911    31124    3774

3497    3346
2324    2151
2503    3709
2784     2758
2777   2991

2140    2036
2938  29∞
2063    1930
4495  4759
2813    2983
2990  27m

2908   2896

2023    2107

1117    2595
3389  3490
1576  1364
1388    1193
1864    1843
1894   2099

1981    1942    1946
3010    3373    2798
1762    1686    1707
4174    4181    4731
2761    2747

3316    3827

2738   2874   31102

2068    2165    2259

2711    2767    2800     2&"
3514    3512    3436     3402

1643    1296     1258
2501    2548     2442

2368  2961  2&21  3085
2665   2592   2527    2534

３３

０

∝

７７

唸

９７

３９

２。

独

位

な

犯

諺

独

く図表― 続き>
国名′時期

く組織調整型>
オーストリア
ベルギー

デンマーク
フィンランド
ドイツ
オランダ
ノルウェー
スウェーデン

く自由市場型>
カナグ
アイルランド
スイス
イギリス
アメリカ

く政府主導型 >
フランス

イタ リア

日本

198587  198890  199193  199496  1997-99  200021X12

ハs
Bel

Dm
FIn

Cei
mt
Nor
Swc
鴇

2146     2036
2938   29011
3497    3346
2324    2151
4495    4759
2990    2770
2503    3709
2784    2758
29∞  31154

2028    2107

3389    3490
1576     1364
1388    1193
1864     1843
2049    1999

1981    1942
3010    3373

3272
1998    2163
4174    4181

3316
3634    3511
2692    2696
2915    3057

1762
2761
2711
2411

1946     2033
2798     2969
3370  5865
24“     2508
4731     4904
3827    4002
3494     3905
2767     2819
3175    3626

2259     2139

オーストラリア  Au l
ニュージーランド NZ

3514   3512   3436   3402
1643    1296     1258
2501  2548  242

2368    2961    2820    3085
2650   2556    2472    2465

輛
珪
　
Ⅸ
“

７７

”

２８

２５

２

２７

３０
”
“
０３

・９

２９

２５

２５

劇

”

暫

“

２０

２８

‐１

・９

報
　
』
」
”
満

1686    1707
2747
2767    2800
2400   2254

( fr4 ) Franz Tlaxler and Bemd Bmndl,
"Collective Barginiq, Macroeconomic Performance, and the Sectoral Composition
of Trade Unions," Ind,tlstliol RelatioLs, Yol. 49, m10, Table 1 (pp. 94-95).
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く付録図表 1-2> 公共部門労組の集中度

国名′時期 198587  198890  199193  199496  199799  20002002

く社会民主主義‐マクロ>
デンマーク   Den
フィンランド  Fin
ノルウェー   Nor
スウェーデン  Swe

平均
くキリスト教民主主義‐メゾ>

オーストリア  Aus
ベルギー    Bel
フランス    Fra
ドイツ      Cer
イタリア    lla

1514    1532    1569
2678    2830    2527
3703    4865    4635
3725    3767    3808
2905   3124   3135

1684    1744    1753
2571    2525    2351
4943    5093    5370
3789    3843    3855
3247   3001   0032

オランダ
スイス

3150    3178
1432    1414
3066    3053
2575    2874
2592    2034
3400    3348

2703   2650

3562    3676

3306    3447
1398    1424
3007    2918
2906    2896
2030    1955
3357    3655

2667   2716

3656    3328

2023
2668
1581

3927
2771

Net
Swi

脚］　‐６０６̈
３６８７　卿

５７

２‐

８３

６７

６９

・９

“

鬱

“

９５

　

５６

０１

２０

２７

２２

　

４２

２９

３４

υ

“

　

∞

‐３

ｍ

２２

・４

　

３．

２５

平均
くリベラルー市場―ミクロ>

カナグ     Can
アイルランド  Ire
日本      Jap
イギリス    UIK
アメリカ    US
オース トラリア Au l
ニュージーランドNZ

平均

4862    2181
1699    1863
1296    1398
702    1473

2562
2393   2173

3320

2122
2749
2511
2292
3875
2812

く図表― 続き>
国名′時期 1985-87  1988‐90  1991‐ 93  199496  1997-99  2000-2002

く組織調整型>
オース トリア  Aus
ベルギー    Bel
デンマーク   Dell
フィンランド  Fin
ドイツ       Cer
オラング    Net
ノルウェー   Nor
スウェーデン  Swe

平均
く自由市場型>

カナダ     Can
アイルランド  Ire
スイス     Swi
イギリス     UK
アメリカ    US
オース トラリア Au l
ニュージーランドNZ

平均
く政府主導型 >

フランス
イタリア
日本

Fra

lta

」
"平均

3057    3150
1521    1432
1514    1532
2678    2830
2583    2575
3369    8400
3703    4865
372r。    0767
2769   2881

3408    3562

1699    1863
1296    1398
702    1473

2562
1776   2172

3066
2567    2592
4862    2181
3715   2613

3178
1414
1569
2527
2874
3348
4635
3808
2919

3676

3053    3007
2034    2030
2034    2023
2374   2353

3306    3447    3519
1398    1424    1598
1684    1744    1753
2571    2525    2351
2906    2896    1606
3357    3655    3687
4943    5093    5370
3789    3843    3855
2994   3078   2967

3656    3328    3320

2262    2668    2716    2749
1463    1581    2295    2511

2292
3130    3927    4256    3875
2633   2958   3149   2949

2918
19 55    19 4rJ

2062    2122
2312   2031

( H4 ) Franz Tiaxler ard Bemd Brandl,
"Coliective Bargaining, Macroeconomic Performance, and the Sectoral Composition
ofTrade Unions," Industrial Relatians,Vol. 49, 2010, Table 1 (pp. 94-95).
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く社会民主主義‐マクロ>
アンマーク   Dcn
アィンランド  Fin
ノルウェー   Nol
スウェーデン  Swe

平均
くキ,ス ト教民主主義‐メゾ>

オース トリア  Aus
ベルギー    Bel
フランス     Fra
ドイツ       Ger
イタリア    Ita
オラング     Net
スイス

231     218
087     076
068     085
075     073
115    113

070     065
198     203

063
174     185
110     115
089     081

127    119

060     059

023     119
199     187
122     098
198     081

072
120    103

193     335
098     107
069     073
072     073
100    147

餡

“

７．

７‐

“

■

α

０

０

■

７９

７８

７‐

“

α

０

０

０

０

■

　

３

■

■

　

■

S、vi

平均

062     059
213     241
058     056
145     144
136     135

099

123    122

056     059

076     075
105    101

５６

９６

５８

６３

０５

‐６

６８

“

２７

５６

６６

９‐

０

■

０

■

■

■

０

１

■

α

α

０

くツベラルー市場―ミクロ>

カオグ      Ca
アイルランド  Ire
日́ 卜             Jap
イギリス      UK
アメリカ     uS
オース トラリア Aul
ニュージーランド NZ

平均

064

186
124
050
107
080
093

く図表― 続き>
国名′時期 198587  198890  199198  199496  199799  20002002

<組織調整型>
オーストリア
ベルギー

デンマーク
フィンランド
ドイツ
オラング
ノルウェー

スウェーデン

く自由市場型>
カナグ

Aus
Bel

Den
F.n

Cer
Net
Nor
St・c

平 均

Fra

lla

」ap
平均

070     065
193     203
231     218
087     076
174     185
089     081
068     085
075     073
123    123

060 069

059     056     058
241     196     186
194     193     335
084     098     107
144     163     305
099     105     109
071     069     073
071     072     073
120    119    156

059     068     064

６２

・３

　

”

４５

　

７８

７．

０８

０

２

　

Ｑ

Ｌ

　

０

０

■

７６

９６

　

５８

８６

３３

∞

α

０

　

０

■

■

■

８７

９８

８．

７２

９９

　

６３

・５

・９

９９

■

α

α

α

α

　

Ｏ

■

■

０

アイルランド  lre
スイス
イギリス

アメリカ
オース トラリア Au l
ニュージーランド NZ

平均

輸
」
Ｓｗｉ
区
ＵＳ

∞

２２

“

　

“

　

　

・０

２３

６６

■

■

１

　

■

　

　

■

α

α

２４

“

”

８。

８５

■

０

■

０

０

２７

５６

　

６６

７９

■

０

　

０

０

３２

∝

　

％

９８

く政府主導型>
フランス
イタリア
日本

056     058
135               133
137     186     136
109    097    134

( fr4 ) Franz ftaxler and Bemd Bmndl,
"Collective Bargaining, Macroeconomic Performance, and the Sectoral Composition
of Trade Unions," Ikd. stial Relatio :, yol 49, 2010, Table 1 (pp. 94-95).
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:1965-1995年

デンマーク   Den
フィンランド  Fin
ノルウェー   Nol
スウェーァン  Swe

平均
くキリスト教民主主義‐メゾ>

オース トリア  Aus
ベルギー    Bd
フランス    Pra
ドイツ      Cer
イタリア    Ita
オランダ    Net

400    400
300    400
433     433
467   467

400    425

467     467
4∞   410
1∞   l llll
400     400
200     200
433     367
467     467

352    343

167     167
267     267
300     300
233     233
167     167
267     267
200     200

2"    229

267     367
433   433
433     433
433     433

392    417

467    467
267     267
167  167
400     400
267     267
400     400
467     467

348    048

167     167
267     267
367     367
2 00     2 oo

167     167
3 67     3 oo

200     200
2“    238

スイス S、ハ

平均
くリベラル‐市場‐ミクロ>

カナダ     Cm
アイルランド  Ire
日本         Jap
イギリス   UK
アメソカ    US
オース トラフア A,1
ニューツーランドNZ

平均

オース トリア  Aus
ベルギー    Bel
デンマーク   Den
フィンランド  Fln
ドイツ      Cer
オランダ    Net
ノルウェー   Nor
スウェーデン  Swe

平均
く自由市場型>

カナダ     Cm
アイルランド  Ire
スイス      Swi
イギリス      UK
アメリカ    US
オース トラリア Au l
ニュージーランドNZ

平均
く薗行主導型 >

フランス

イタリア
日本

平均

467     467
400     400
400   4∞
300     400
400    400
433     867
433     433
467     467

413    417

167     167
267     267
467     467
233     233
167     167
267     267
200     200

252    252

100     100
200     200
300     300

200    200

167     167
267     267
46‐      467
200     200
167     167
367     300
200     200

262    252

167     167
267     267
367     367

267    267

価
獅
晰
輌
枷
４００
輌
４３３
∞

佃
狩
狩
螂
輌
輌
螂
輛
８８

Ｌ
ｈ
“

(H^a) Alan Siaroff,
"Corporatism in 24 Indusirial Democracies: Meaning ard Measureme[t:' Eulopean
Joul tl of Political Research, yol 36, 1999, pp. 175-205. Table 4a (p, 190); Table
4b (p. 191); Table 4c (p. 192); Tabie 4d (p. 193) * lFfi

く組織調整型>
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く付録図表3> 労組の政策参加度 (Kenworthy指標 :1980-97年 )

年   1980s  1985s  1990s  1995s  1997
く社会民主主義諸国>

デンマーク  Den
フィンランド Fin
ノルウェー  Nor
スウェーデン Swc

平均
くキリスト教民主主義諸国>

オーストリア Aus
ベルギー   Bel
フランス   Fra
ドイツ     CeI
イタリア   Ita
オランダ   Net
スイス    Swi

平均
<リ ベラル型諸国>

カナダ    Can
アイルランド IIc
日本     Jap
イギリス  UK
アメリカ

983      520
700      680
683      510
550     920
729     658

1000     1000
533     410
367     380
500      360
533     730
600     550
800     800
619     604

100     100
733     500
100     100
300     200
100     100
267     200

710      800
710      700
900      900
560      650
720     763

900      900
500      500
300      300
490      500
800      800
630      700
800      800
631     643

100      100
720     750
460      500
100      100
100      100
296     310

US
平均

490
660
750
850
688

910
550
2ω
330
660
640
800
590

100
680
100
130
100
222

く図表― 続き>
く組織調整型>    年   1980s  1985s  1990s  1995s  1997

1000     1000      910      900      900
533      410      550      500      500
983      520     490      710     800
700     680      660      710     700
500      360      330      490      500
600      550      640      630     700
683      510      750      900      900
550     920     850      560      650
694     619     648     675     706

オーストリア Aus
ベルギー   Bei
ァンマーク  Dcn
フィンランド Fin
ドイツ     Cer
オランダ   Net
ノルウエー  Nor
スウェーデン Swe

平均
く自由市場型>

カナダ   Can
アイルランド Ire
スイス    Swi
イギリス   UK
アメリカ

く政府主導型>
フランス

イタリア

日本

US
平均

100      100
733      500
800      800
300      200
100      100
407     340

100      100      100
680      720     750
800      800     800
130      100      100
100      100      100
362     364     370

ＦｒａＩｔａ“
勲

367      380     240      300     300
533      730     660      800     800
100      100      100     460     500
333     403     333     520     533

(データ出所)llttp:んへMハ鴨u aHzona ed″ ■kenwO′ aS102 htm

-320-



く
付

録
図

表
5-1> 

政
労

使
三

者
協

議
機

関
:委

員
会

:事
前

型
(政

策
定

式
過

程
)

椰一４５３９嘲　２０１２叫

狐一９０“醐　”２８欄

』一８５５．ｍ　３８２３ｍ

鰤一７９５９翅　５４３５幽

』一・６８・・７咄　口３６Ｍ

軸一２７０螂卿　・１６“臨

ｍ一３．．１５６吻

ｍ一２９８・５３瑯

デ
ン
マ
ー
ク
 

委
員
会
数

デ
ン
マ

ー
ク
 

利
益
代
表
参
加

デ
ン
マ

ー
ク
 

参
加

比
率

(%)

ノ
ル

ウ
ェ
ー
 

委
員
会
数

ノ
ル

ウ
ェ
ー
 

利
益
代
表
参
加

ノ
ル

ウ
ェ
ー
 

参
加
比
率

(%)

ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
委
員
会
数

ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
利
益
代
表

参
加

ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
参
加
比
率

(%)

４３％

ｎｌ

・
４

７３‐ｌμ

ｌ７％

１　　■

４６％

８３‐６％

８６２．秘

３７％

く
付

録
図
表
5-2> 

政
労

使
三

者
協

議
機

関
:委

員
会

:執
行

型
(政

策
執

行
過

程
)

‐Ｉ　Ｈ一∞――

・３３８２μ

‐９３
‐２９秘　８３３‐秘

２２８
・６０“

２６０
・８３協　‐００５７μ

２７５
２０４％

２８５
２‐３μ　‐２５５９熟

７７３４％
“

“‐６Ｍ

７３４７協　７８４７跳

Ｚ４９賜　・５７８０泌

。怪業（“貧η３Ｎｏ̈■いも“絆含η３「ｏおβご８ヽ民で■ζミミＳ

ヽ“口〓̈“〕４、０一０ヽ員‘¨＞‘●●̈ｏ“０∽●¨∽ｏｏ〕〓●濠目ＯＯ〕∽●●】ＯＱ【０〇一０口‘∽。っｏ■０一∽ｏ一ｏ一目【

¨ヽｏ“【００●８６【ヽｏのｏ「ｏ「“ゝご　６一】０●ｏお宍）「ｏヽ●●ｄ●^ｏ∽０“】』８Ｃ●ぅ０、●ｏ∽∽員０＞∽口ω一∽』０い

、
お０

，
も日日０“ヽ日〓口ぜ誨に曽●Ｚ①員ｅｏ∽日ｏコ′１口”ｃ

，
一̈∽出０「〓目一９ｏＡ（憲「ヨ）

1960s    1970s    1980s    1985s    1990s    1995s    2000s    20053

574%   644%   710%   758%   776%   748%   665%   799%

デ
ン
マ
ー
ク
 

委
員
会

数
デ

ン
マ

ー
ク
 

利
益

代
表
参
加

デ
ン
マ

ー
ク
 

参
加

比
率

(%)

ノ
ル

ウ
ェ
ー
 

委
員
会
数

ノ
ル

ウ
ェ
ー
 

利
益
代
表
参
力
1

ノ
ル

ウ
ェ
ー
 

参
加

比
率

(%)

ス
ウ
ェ
ー

/~ン
委
員
会
数

ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
利
益
代
表
参
加

ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
参
加
比
率

(%)

独
立

機
関

ス
ウ
ェ
ー

デ
ン

委
員
会
数

ス
ウ
ェ
ー

デ
ン

利
益
代
表

参
加

ス
シ
ェ
ー

デ
ン

参
加
比
率

(%)

総
合
 

ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
委
員
会
数

ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
利
益

代
表
参
加

ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
参
加
比
率

(%)

９０´訪　・９０
・１４協

７２“μ　‐９７
・０５誂

“３２秘　・３．６６惑

３４・９％　“３５％

５
５　　　　　２



法政研究18巻 3・ 4号 (2014年 )

(出典)」aap Woldendorp and Hans Keman,Ttt Polder Model Re宙 ewea Dutch
Colporatlsm″ E""ο″″

“
″L燃″〃 ″笏οε%αり Ъ 128,20117,pp 341 342 1Table

Al),よ り筆者が算出。
率表の括弧内の数値は、本文中にあるように、二つの指標を掛けた最大値 12で

除したものである。
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