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介
な
問
い
に
、
全
て
の
政
治
シ
ス
テ
ム
は
継
続
的
に
悩
ま
さ
れ
る
の
で
あ
る

(

３)

。

一

.

は
じ
め
に

改
革
を
求
め
る
世
論
が
新
し
い
政
治
指
導
者
を
生
み
、
あ
る
い
は
政
治
家
の
行
動
を
変
え
る
こ
と
で
、
政
府
の
活
動
方
針
を
変
え
て

い
く
。
�
変
人
�
と
呼
ば
れ
た
小
泉
純
一
郎
が
政
権
の
座
に
就
き
、
い
わ
ゆ
る
構
造
改
革
路
線
を
推
進
し
て
い
っ
た
過
程
は
、
改
革
世

論
を
動
力
と
し
て
政
府
の
政
策
が
変
容
す
る
様
を
国
民
に
強
く
印
象
づ
け
た

(

４)

。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
は
小
泉
政
権
の
登
場
と
と
も
に
突
如
し
て
発
生
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
底
流
に
は
、
冷
戦
終

結
、
金
融
分
野
を
中
心
と
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
、
三
八
年
に
わ
た
る
自
民
党
政
権
の
終
焉
と
そ
れ
に
続
く
非
自
民
連
立
政
権
の

成
立
、
選
挙
制
度
改
革
、
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
の
日
本
経
済
の
長
期
停
滞
、
住
専
問
題
に
端
を
発
す
る
一
連
の
金
融
危
機
に
対
す
る
大
蔵

省
の
失
敗
、
噴
出
す
る
官
僚
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
等
々
、
一
九
九
〇
年
代
の
様
々
な
出
来
事
、
様
々
な
変
化
が
あ
っ
た
。

改
革
を
基
調
と
す
る
近
年
の
マ
ク
ロ
・
ト
レ
ン
ド
に
お
い
て
、
行
政
官
僚
制
は
改
革
を
求
め
ら
れ
る
主
要
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
た
。

単
に
学
者
や
マ
ス
コ
ミ
の
非
難
の
的
に
な
る
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
は
な
く
て
、
政
治
家
が
改
革
を
強
制
し
た

(

５)

。
旧
大
蔵
省
の
分
割
、
中

央
省
庁
再
編
、
規
制
改
革
、
地
方
分
権
等
々
、
行
政
に
関
わ
る
諸
制
度
に
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
公

務
員
制
度
も
そ
う
し
た
諸
制
度
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

公
務
員
制
度
改
革
な
る
言
葉
は
、
一
般
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
な
じ
み
の
あ
る
言
葉
で
は
な
い
。
小
泉
�
構
造
改
革
�
政
権
が
掲
げ
た

｢

官
か
ら
民
へ｣

｢

国
か
ら
地
方
へ｣

な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
聞
け
ば
、
と
も
か
く
仕
事
や
お
金
を
民
間
企
業
、
地
方
自
治
体
に
移
し
て
い

く
の
だ
ろ
う
と
漠
然
と
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
が
、
公
務
員
制
度
改
革
と
い
わ
れ
て
も
何
を
ど
う
す
る
の
か
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
い
、
と
い

う
の
が
大
方
の
反
応
で
あ
ろ
う
か
。
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四
―
一

公
務
員
制
度
改
革
大
綱
お
よ
び
公
務
員
制
度
改
革
関
連
法
に
対
す
る
批
判

四
―
二

天
下
り
擁
護
論
の
検
討

四
―
三

天
下
り
の
な
い
世
界
へ
？

五

.

政
権
交
代
を
見
据
え
て

五
―
一

苦
悩
す
る
官
僚
制

五
―
二

政
官
関
係
の
視
点
か
ら

六

.

お
わ
り
に

結
局
、
政
党
政
治
だ
か
ら
、
多
数
派
で
あ
る
自
民
党
・
公
明
党

要
は
自
民
党
が
大
枠
を
決
め
て
い
る
。
こ
こ
で
ど
う
あ

が
い
て
も
仕
方
な
い
ん
で
す
よ
。
何
を
い
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
役
人
が
い
い
人
で
も
悪
い
人
で
も
変
わ
ら
な
い
…
…

(

中
略)

…
…
僕
が
得
た
の
は
、
大
筋
は
関
係
な
い
と
い
う
結
論
で
し
た

(

１)

。

日
本
の
場
合
、
法
案
の
与
野
党
へ
の
根
回
し
、
各
党
の
党
内
手
続
き
へ
の
参
加
、
与
野
党
の
政
治
家
か
ら
の
個
別
の
質
問
や
依

頼
へ
の
対
応
な
ど
な
ど
、
役
人
に
は
じ
っ
く
り
と
物
事
を
考
え
る
ゆ
と
り
や
時
間
が
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
…
…

(

中
略)

…
…

英
国
の
役
人
は
、
通
常
の
勤
務
時
間
内
で
、
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
良
い
政
策
を
考
え
る
こ
と
に
集
中
で
き
る
、
恵
ま
れ
た
環

境
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
し
、
人
間
的
な
生
活
を
し
て
い
る

(
２)

。

職
業
公
務
員
を
政
治
か
ら
引
き
離
し
つ
つ
も
、
公
衆
の
マ
ン
デ
ー
ト
を
実
行
す
べ
く
政
治
的
に
任
命
さ
れ
て
き
た
者
た
ち
に
対

し
て
敏
感
か
つ
応
答
的
で
あ
り
続
け
る
よ
う
に
仕
向
け
る
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
か
？

こ
の
よ
う
な
厄
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の
で
あ
れ
ば

で
き
な
い
。
官
僚
制
は
市
民
生
活
の
基
盤
を
担
っ
て
い
る
。
多
少
の
不
満
が
あ
っ
て
も
今
の
生
活
水
準
で
暮
ら
し

て
い
き
た
い
と
望
む
な
ら
、
市
民
は
あ
る
程
度
、
官
僚
機
構
に
属
す
る
公
務
員
た
ち
と
も
接
点
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
最
近
、
年
金

記
録
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
混
乱
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
組
織
が
適
切
に
運
営
さ
れ
ず
公
務
員
が
き
ち
ん
と
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
、

市
民
生
活
の
基
盤
を
揺
る
が
す
事
態
に
発
展
し
か
ね
な
い
。
公
務
員
全
体
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
制
度
の
あ
り
方
に
、
公
務
員

以
外
の
一
般
市
民
も
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
、
日
本
の
公
務
員
制
度
に
つ
い
て
、
先
行
業
績
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
そ
の
特
質
や
機
能
を
探
る
。
続
い
て
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
公
務
員
制
度
が
改
革
を
求
め
ら
れ
る
背
景
に
触
れ
な
が
ら
、
制
度
の
変
更
を
迫
る
重
要
な
動
向
を
追
う
。
具
体

的
に
は
、
行
政
改
革
会
議
の
報
告
に
始
ま
る
様
々
な
改
革
提
案
、
改
革
立
法
の
内
容
を
説
明
し
、
そ
れ
に
対
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
様
々

な
疑
問
や
批
判
を
取
り
上
げ
る
。
世
論
の
関
心
が
高
い
天
下
り
の
問
題
に
関
し
て
は
、
独
立
の
節
を
起
こ
し
て
検
討
し
、
天
下
り
の
維

持
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
事
情
を
述
べ
る
。
最
後
に
、
公
務
員
制
度
を
め
ぐ
る
政
治
家
と
官
僚
の
駆
け
引
き
は
政
権
交
代
の
可
能
性

に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
仮
説
的
で
は
あ
る
が
結
論
を
述
べ
る
。

二

.

日
本
の
公
務
員
制
度
の
特
質

二
―
一

公
務
員
制
度
の
定
義

日
本
の
公
務
員
制
度
の
特
質
を
説
明
す
る
前
に
、
公
務
員
制
度
と
は
何
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
公
務
員
と
は

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
近
の
公
務
員
白
書

(

７)

に
よ
れ
ば
、
公
務
員
は
国
家
公
務
員(

約
九
二
万
三
千
人)

と
地
方
公
務
員

(

約
二
九
九
万
八
千
人)

に
分
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
国
家
公
務
員
は
、
大
臣
、
国
会
議
員
、
大
公
使
、
自
衛
隊
員
な
ど

の
特
別
職
公
務
員

(

約
三
〇
万
二
千
人)

と
、
そ
れ
以
外
の
一
般
職
公
務
員

(

約
六
二
万
二
千
人)

に
分
か
れ
る
。
特
別
職
の
公
務
員
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公
務
員
制
度
は
重
要
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
公
務
員
と
し
て
働
く
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
公
務
員
で
あ
ろ
う
と
民
間

企
業
に
勤
め
る
会
社
員
で
あ
ろ
う
と
、
�
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
�
に
と
っ
て
の
最
重
要
関
心
事
の
ひ
と
つ
は
、
間
違
い
な
く
人
事
と
給
与
で

あ
る
。
公
務
員
の
世
界
に
お
い
て
、
人
事
と
給
与
を
決
め
て
い
る
の
が
公
務
員
制
度
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
誰
が
出
世
し
て
誰
が
い
い

給
料
を
も
ら
う
の
か
と
い
う
下
世
話
な
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
出
世
す
る
人
間
と
そ
う
で
な
い
人
間
、
い
い

給
料
を
も
ら
う
人
間
と
そ
う
で
な
い
人
間
が
決
ま
る
の
か
と
い
う
制
度
の
次
元
に
重
点
が
あ
る
。
出
世
す
る
者
・
し
な
い
者
、
給
料
が

上
が
る
者
・
上
が
ら
な
い
者
を
選
別
す
る
基
準
を
ど
う
設
定
す
る
か
に
よ
っ
て
、
人
々
の
働
き
方
は
大
き
く
変
わ
る
。
要
す
る
に
、
公

務
員
制
度
は
、
公
務
員
と
い
う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
集
団
の
働
き
ぶ
り
を
全
体
と
し
て
左
右
す
る
が
ゆ
え
に
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
公
務
員
制
度
は
、
民
間
企
業
の
従
業
員
、
自
営
業
者
等
々
、
公
務
員
以
外
の
一
般
市
民
に
は
縁
遠
い
話
な
の
か
と
い

う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
我
々
市
民
が
、
世
上
さ
さ
や
か
れ
る
と
こ
ろ
の
公
務
員
の
無
能
ぶ
り
や
非
効
率
に
嫌
気
が
さ
し
、
あ
る
い
は

公
務
員
の
特
権
に
腹
を
立
て
、
公
務
員
と
い
う
も
の
が
全
く
存
在
し
な
い
ア
ナ
ー
キ
ー
な
世
界
を
望
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
世

界
が
実
現
す
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

行
政
の
官
僚
制
化
が
ひ
と
た
び
完
全
に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
実
際
上
ほ
と
ん
ん
ど
破
壊
し
が
た
い
支
配
関
係
形
式

が
つ
く
り
出
さ
れ
る
…
…

(

中
略)

…
…
官
僚
制
的
支
配
機
構
が
そ
の
活
動
を
停
止
し
、
あ
る
い
は
そ
の
活
動
が
暴
力
的
に
妨
害

さ
れ
れ
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
混
沌
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
混
沌
を
な
く
す
た
め
に
、
被
支
配
者
た
ち
の
な
か
か

ら
即
座
に
そ
れ
に
代
る
も
の
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

(

６)
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う

｢

被
支
配
者｣

と
は
、
我
々
一
般
市
民
の
こ
と
で
あ
る
。
有
権
者
は
選
挙
権
を
行
使
し
て
行
政
官
僚
制
の
�
主

人
�
を
替
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
革
命
を
起
こ
し
て
官
僚
制
の
な
い
世
界
を
つ
く
る
こ
と
は

｢

混
沌｣

を
望
ま
な
い
と
い
う

論 説
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ま
た
、
特
権
的
な
エ
リ
ー
ト
官
僚
集
団
が
早
く
か
ら
制
度
化
さ
れ
、
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業
生
を
高
等
文
官
試
験
に
よ
っ
て
大

量
に
採
用
し
、
ほ
ぼ
独
占
的
に
幹
部
公
務
員
と
し
て
登
用
す
る
体
制
が
確
立
し
て
い
た
。
入
口
選
別
方
式
に
よ
っ
て
任
用
さ
れ
た
エ
リ
ー

ト
官
僚
団
は
、
超
然
主
義
の
エ
ー
ト
ス
、
す
な
わ
ち
俗
世
の
利
害
対
立
か
ら
超
然
と
し
て
ひ
た
す
ら
国
益
の
た
め
に
献
身
す
べ
き
で
あ

る
と
規
範
に
従
っ
て
行
動
し
た
。

現
実
に
は
、
エ
リ
ー
ト
官
僚
集
団
と
し
て
の
高
文
官
僚
は
、
一
致
団
結
し
て
一
枚
岩
と
な
っ
て
国
益
追
求
に
邁
進
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
官
吏
制
度
は
官
制
大
権
を
持
つ
天
皇
が
決
め
る
と
い
う
建
前
で
あ
っ
た
が
、
内
閣
に
お
け
る
首
相
の
地
位
は
同
輩
中
の
主
席

に
す
ぎ
ず
、
統
一
的
な
中
央
人
事
機
関
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
実
際
に
は
天
皇
を
輔
弼
す
る
各
省
庁
が
各
々
運
用
し
て
い
た
。
広
田
内

閣
の
内
閣
人
事
局
案
、
近
衛
内
閣
の
内
閣
人
事
部
案
な
ど
、
官
僚
の
独
善
的
な
超
然
主
義
、
省
庁
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
弊
害
を
克
服

し
て
、
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
で
有
能
な
人
材
を
内
外
か
ら
集
め
よ
う
と
い
う
構
想
は
、
結
局
は
実
ら
な
か
っ
た
。

二
―
三

戦
後
日
本
の
公
務
員
制
度

(

�)

戦
争
に
敗
北
し
た
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
占
領
統
治
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
占
領
軍
の
下
、
民
主
化
と
非
軍
事
化
を
目

的
と
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革
が
次
々
と
実
行
に
移
さ
れ
た
。
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
国
民
が
主
権
者
と
さ
れ
、
国
民
の
意
思
を
代
表

す
る
国
会
が
国
権
の
最
高
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
公
務
員
の
基
本
的
な
性
格
も

｢

天
皇
の
官
吏｣

か
ら

｢

全

体
の
奉
仕
者｣

へ
と
大
き
く
変
化
し
た
。

日
本
国
憲
法
第
一
五
条
に
よ
れ
ば
、｢

全
体
の
奉
仕
者｣

と
は
、
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
任
命
さ
れ
、
国
民
全
体
に
奉
仕
す
る
存

在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
国
民
全
体
に
奉
仕
す
る
仕
事
に
安
定
し
て
従
事
さ
せ
る
た
め
に
、
公
務
員
に
は
私
的
利
益
の
追
求
が
禁

止
さ
れ
、
政
治
的
中
立
性
が
要
請
さ
れ
る
。
公
務
員
は
在
職
の
ま
ま
特
定
党
派
、
特
定
候
補
の
選
挙
運
動
を
支
援
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

選
挙
に
立
候
補
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
労
働
基
本
権
も
制
限
さ
れ
、
民
間
労
働
者
の
よ
う
に
団
体
交
渉
に
よ
っ
て
賃
金
や
労
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は
文
字
通
り
特
別
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
は
み
な
一
般
職
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
典
型
的
な
事
務
職
の
公
務
員
、
い
わ

ゆ
る
�
お
役
人
�
は
、
一
般
職
公
務
員
の
う
ち
、
検
察
官
、
独
立
行
政
法
人
や
郵
政
公
社
の
職
員

(

８)

、
国
有
林
野
事
業
の
職
員
を
除
く
非

現
業
公
務
員

(

約
三
〇
万
人)

を
指
す

(

９)

。
一
口
に

｢

公
務
員｣

と
い
っ
て
も
様
々
な
種
類
の
公
務
員
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
国
の
典

型
的
な
�
お
役
人
�
は
数
と
し
て
は
比
較
的
少
な
い
こ
と
、
大
半
の
公
務
員
は
地
方
公
務
員
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、
公
務
員
制
度
と
は
何
か
。
行
政
学
の
代
表
的
な
教
科
書
に
よ
れ
ば
、｢

行
政
組
織
に
人
員
を
採
用
、
配
置
、
昇
進
さ
せ

る
た
め
に
報
酬
や
労
働
条
件
を
定
め
て
い
る
制
度｣

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
公
務
員
の
服
務
規
律
や
退
職
管
理
も
含
ま
れ
る

(

�)

。
一
般
的
に

は
こ
れ
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
も
っ
と
幅
を
持
た
せ
て
、
例
え
ば
、｢

非
公
選
の
政
府
組
織
の
組
織
・
能
力
・
規
律
・

行
動
を
枠
付
け
る
公
式
・
非
公
式
の
政
治
行
政
シ
ス
テ
ム｣

と
し
て
理
解
す
る
立
場
も
あ
る

(

�)

。
ま
と
め
る
と
、
公
務
員
制
度
と
は
、
狭

義
に
は
、
非
公
選
で
終
身
職
の
職
業
公
務
員
の
人
事
や
給
与
、
労
働
条
件
を
定
め
た
公
式
制
度
、
広
義
に
は
、
公
式
制
度
の
実
際
の
運

用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
人
事
や
給
与
の
実
態

(

例
え
ば
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
や
天
下
り)

も
含
む
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。

二
―
二

戦
前
日
本
の
公
務
員
制
度

(

�)

戦
前
の
日
本
で
は
、
天
皇
は
統
治
権
の
総
覧
者
、
す
な
わ
ち
主
権
者
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
公
務
員
は
統
治
権
を
行
使
す
る
天

皇
の
手
足
と
な
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。｢
天
皇
の
官
吏｣

と
し
て
の
公
務
員
と
い
う
意
味
は
、
第
一
に
、
天
皇
に
対

し

｢

忠
実
ニ
無
定
量
ノ
勤
務
ニ
服
ス
ヘ
キ
義
務
ヲ
負
ウ
モ
ノ｣
、
平
た
く
い
う
と
天
皇
に
ど
こ
ま
で
も
忠
誠
を
尽
く
す
使
用
人
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、｢

天
皇
の
官
吏｣

は
単
に
一
般
庶
民
よ
り
身
分
が
上
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
部
で
も
厳
格
な
階
層

的
な
身
分
秩
序
が
公
式
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
天
皇
か
ら
の
距
離

(

天
皇
の
任
命
方
式)

に
応
じ
て
、
親
任
官
・
勅
任

官
・
奏
任
官
・
判
任
官
の
階
層
区
分
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
れ
以
外
に
雇
、
傭
人
と
よ
ば
れ
る
非
官
吏
が
お
り
、
公
式
の
官
吏
と
違
っ
て
、

私
法
上
の
雇
用
関
係
に
立
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
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機
関
で
あ
る
人
事
院
が
、
労
使
交
渉
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
設
定
及
び
改
定｣

を
お
こ
な
っ
て
い
る

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
各
省
庁

は
個
別
事
情
に
合
わ
せ
て
柔
軟
に
昇
格
枠
を
増
や
し
、
あ
る
い
は
減
ら
す
と
い
っ
た
人
事
管
理
が
で
き
な
い

(

�)

。
人
事
院
の
そ
の
他
の
業

務
と
し
て
は
、
営
利
企
業
へ
の
再
就
職
審
査
、
懲
戒
処
分
、
公
平
審
査
、
研
修
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

国
家
公
務
員
法
と
人
事
院
に
よ
る

｢

科
学
的
人
事
行
政｣

に
よ
っ
て
、
日
本
の
公
務
員
制
度
は
相
当
程
度
民
主
化
さ
れ
た
と
い
う
も

の
の
、
戦
前
的
な
要
素
が
払
拭
さ
れ
て
完
全
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
高
文
官
僚
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
特
権
的

な
エ
リ
ー
ト
官
僚
集
団
そ
れ
自
体
は
形
を
変
え
て
、
戦
後
も
引
き
続
き
継
続
し
た
。
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
リ
ア
組
官
僚

(

�)

で
あ
る
。

キ
ャ
リ
ア
官
僚
制
度
と
は
、
各
省
庁
が
将
来
の
事
務
次
官
に
な
り
得
る
幹
部
公
務
員
を
国
家
公
務
員
Ⅰ
種
試
験
合
格
者
の
な
か
か
ら
選

抜
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ⅱ
種
、
Ⅲ
種
試
験
で
採
用
さ
れ
た
職
員
は
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
組
と
よ
ば
れ
、
定
年
ま
で
勤
め
上
げ
た
と
し

て
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
課
長
補
佐
な
い
し
係
長
ク
ラ
ス
止
ま
り
で
あ
る
。
川
手
摂
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
人
事
慣
行
は

明
文
の
規
定
に
根
拠
を
持
た
な
い
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
正
統
性
に
乏
し
い

(

�)

。

閉
鎖
的
な
人
事
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
キ
ャ
リ
ア
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
も
含
め
、
日
本
の
公
務
員
全

体
の
任
用
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
第
一
に
、
職
員
の
採
用
に
際
し
て
は
、
新
卒
者
を
対
象
と
し
た
入
口
一
括
採
用
方
式
が
と
ら
れ
、

い
っ
た
ん
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
余
程
の
こ
と
が
な
い
限
り
定
年
ま
で
勤
め
上
げ
る
。
い
わ
ゆ
る
終
身
雇
用
と
年
功
序
列
で
あ
る
。
第

二
に
、
職
員
は
基
本
的
に
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
、
比
較
的
短
期
間
で
様
々
な
職
務
を
担
当
さ
せ
ら
れ
る
。
第

三
に
、
中
途
採
用
は
非
常
に
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
官
民
の
間
で
の
労
働
力
移
動
も
少
な
い
。
こ
れ
ら
の
特
徴
を
捉
え
て
、
日
本
の
公

務
員
制
度
は
閉
鎖
型
任
用
制
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

実
際
の
人
事
や
給
与
の
決
定
は
、
終
身
雇
用
と
年
功
序
列
だ
け
で
は
説
明
し
切
れ
な
い
要
素
が
多
分
に
あ
る
。
稲
継
裕
昭
は
、
昇
進

管
理
に
つ
い
て
は

｢

遅
い
昇
進｣

、
給
与
に
つ
い
て
は

｢

積
み
上
げ
型
褒
賞
シ
ス
テ
ム｣

と
い
う
用
語
を
使
い
、
公
務
員
の
人
事
と
給

与
の
決
定
は
そ
れ
な
り
に
弾
力
的
に
な
さ
れ
て
き
た
と
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。
遅
い
昇
進
と
は
、
キ
ャ
リ
ア
の
場
合
は
、
同
一
年
次
同
一
昇
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働
条
件
を
決
め
ら
れ
ず
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
訴
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
他
方
で
、
公
務
員
に
は
事
実
上
解
雇
さ
れ
な
い
と
い
う
手
厚
い

身
分
保
障
が
あ
る

(

�)

。

中
央
人
事
行
政
機
関
と
し
て
人
事
院
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
も
、
戦
前
か
ら
の
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
人
事
院
は
、
内
閣
か
ら
一
定
の

独
立
性
を
認
め
ら
れ
た
合
議
制
組
織
で
、
三
人
の
人
事
官
か
ら
構
成
さ
れ
る
人
事
官
会
議
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
。
人
事
官
の
任
免
に

つ
い
て
は
両
議
院
の
事
前
同
意
の
必
要
と
さ
れ
る
。
人
事
院
は
内
閣
の
所
轄
下
に
あ
る
も
の
の
、
国
家
行
政
組
織
法
の
適
用
を
受
け
な

い
た
め
、
組
織
面
の
自
律
性
が
担
保
さ
れ
て
お
り
、
二
重
予
算
制
度
に
よ
っ
て
予
算
面
で
の
自
律
性
も
保
障
さ
れ
て
い
る
。
人
事
行
政

に
関
す
る
業
務
の
多
く
は
、
人
事
院
自
身
が
制
定
す
る
人
事
院
規
則
に
基
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
人
事
行
政
の
公
平
さ
、
政
治
的
中

立
性
を
確
保
す
る
た
め
、
人
事
院
に
は
高
度
な
独
立
性
と
広
範
な
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

人
事
院
の
中
心
的
業
務
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
採
用
試
験
の
実
施
で
あ
る
。
情
実
任
用
を
防
ぎ
、
有
能
で
中
立
的
な
公
務
員
制
度
と

し
て
の
信
頼
性
を
保
つ
と
い
う
意
味
で
、
採
用
試
験
の
実
施
は
第
一
級
の
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
公
務
員
に
と
っ
て
労
働

基
本
権
が
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
代
償
機
能
を
果
た
す
こ
と
も
人
事
院
の
重
要
な
使
命
で
あ
る
。
人
事
院
は
、
公
務
員
の
給
与
水
準

が
民
間
企
業
の
そ
れ
と
釣
り
合
う
よ
う
、
官
民
の
給
与
比
較
調
査
を
通
じ
て
必
要
な
勧
告
を
お
こ
な
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

人
事
院
勧
告
は
あ
く
ま
で
勧
告
に
す
ぎ
ず
、
法
的
拘
束
力
は
な
い
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
政
府
が
人

事
院
勧
告
を
無
視
し
て
、
給
与
水
準
の
急
激
な
変
更
を
決
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
給
与
に
不
満
が
あ
っ
て
も
ス
ト
ラ
イ

キ
を
打
て
な
い
公
務
員
に
対
し
て
、
使
用
者
と
し
て
の
政
府
が
恣
意
的
に
給
与
を
操
作
で
き
な
い
よ
う
に
人
事
院
が
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
事
院
勧
告
と
並
ぶ
重
要
な
業
務
が
級
別
定
数
管
理
で
あ
る
。
級
別
定
数
と
は
、｢

職
務
の
級
ご
と
の
数
を
、
組
織
別
、
会
計
別
、

職
名
別
に
定
め
た
も
の｣

で
あ
り
、｢

各
職
員
の
職
務
の
級
の
決
定
は
、
級
別
定
数
の
範
囲
内
で
、
職
務
に
応
じ
て｣

な
さ
れ
る
。
職

員
の
昇
格
枠
を
定
め
た
級
別
定
数
は
、
給
与
水
準
と
並
ん
で

｢

職
員
の
重
要
な
勤
務
条
件｣

に
相
当
し
、｢

労
働
基
本
権
制
約
の
代
償
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こ
う
し
た
状
況
を
坂
本
が
問
題
視
す
る
の
は
、
民
主
主
義
を
基
本
と
す
る
戦
後
日
本
の
統
治
原
則
か
ら
し
て
容
認
し
が
た
い
と
い
う

理
由
の
他
に
、
代
表
性

(representativeness)

に
乏
し
い
公
務
員
制
度
は
有
効
に
機
能
し
な
い
と
い
う
理
論
的
な
根
拠

(

�)

が
あ
る
。

代
表
性
と
は
、
公
務
員
の
人
員
構
成
と
公
務
員
を
選
抜
す
る
母
体
と
な
る
社
会
全
体
の
人
員
構
成
と
の
ズ
レ
を
問
題
に
す
る
視
点
で
あ

る
。
公
務
員
の
人
員
構
成
が
社
会
全
体
の
人
員
構
成
を
反
映
し
た
も
の
で
な
い
場
合
、
そ
の
国
の
公
務
員
制
度
は
代
表
制
に
欠
け
る
と

判
定
さ
れ
る
。
通
常
は
、
メ
リ
ッ
ト
原
則
に
則
っ
て
、
公
開
競
争
試
験
を
通
じ
て
公
務
員
志
望
者
の
な
か
か
ら
成
績
の
よ
い
者
を
選
抜

し
、
昇
進
試
験
な
い
し
職
務
能
力
や
職
務
成
績
の
客
観
的
な
評
価
に
よ
っ
て
幹
部
公
務
員
を
選
抜
す
る
こ
と
が
、
政
治
的
に
中
立
で
高

い
能
力

(neutral
com
petence)

を
有
す
る
公
務
員
制
度
の
形
成
に
つ
な
が
る
と
理
解
さ
れ
る

(

�)

。
と
こ
ろ
が
、
代
表
性
の
理
論
に

よ
れ
ば
、
公
務
員
、
と
り
わ
け
幹
部
公
務
員
の
出
身
階
層
が
、
階
級
、
性
、
人
種
、
学
歴
な
ど
の
社
会
経
済
的
背
景
に
お
い
て
著
し
く

偏
っ
て
い
る
場
合
、
た
と
え
彼
ら
が
メ
リ
ッ
ト
原
則
に
忠
実
に
従
っ
て
選
抜
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
社
会
全
体
の
要
請
と
か
け
離
れ

た
無
責
任
な
行
政
が
お
こ
な
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
坂
本
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
立
場
か
ら
、
東
大
法
学
部
卒
の
男
性
キ
ャ

リ
ア
事
務
官
以
外
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
人
々

具
体
的
に
は
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
、
私
学
出
身
者
、
女
性
、
技
官
、
障
害
者
、

外
国
人

を
積
極
的
に
幹
部
公
務
員
に
登
用
す
る
〈
オ
ー
プ
ン
化

(

�)

〉
の
推
進
を
提
唱
し
て
い
る
。

政
策
形
成
に
お
い
て
官
僚
が
果
た
す
役
割
の
大
き
さ

(

�)

、
政
策
形
成
に
関
与
し
な
い
第
一
線
公
務
員
の
裁
量
が
市
民
の
日
常
生
活
に
与

え
る
多
大
な
影
響

(

�)

を
考
慮
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
価
値
観
や
心
情
の
持
ち
主
が
公
務
員
に
な
り
や
す
い
か
を
問
う
坂
本
の
視
角
は
、
大

変
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
極
端
な
例
で
あ
る
が
、
や
や
戯
画
的
に
描
か
れ
た
旧
大
蔵
省
主
計
局
官
僚
の
鼻
持
ち
な
ら
な
い
エ
リ
ー
ト

意
識
、
豪
奢
な
接
待
を
当
然
と
み
な
す
肥
大
化
し
た
虚
栄
心
、
あ
か
ら
さ
ま
な
大
衆
へ
の
蔑
視
な
ど

(

�)

を
読
む
と
、
筆
者
な
ら
ず
と
も
、

こ
れ
ほ
ど
歪
ん
だ
性
格
や
価
値
観
の
持
ち
主
に
中
央
省
庁
の
幹
部
ポ
ス
ト
を
任
せ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
疑
い
た
く
な
る
で
あ
ろ
う

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
事
の
〈
オ
ー
プ
ン
化
〉
を
推
進
し
て
様
々
な
価
値
観
、
様
々
な
社
会
的
背
景
を
有
す
る
人
々
を
公
務
員
の
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進
が
課
長
レ
ベ
ル
ま
で
続
き

(

四
〇
歳
程
度)

、
そ
れ
以
上
の
ラ
ン
ク
で
は
、
昇
進
で
き
な
か
っ
た
同
期
の
者
は
外
部
に
天
下
る
こ
と

を
指
し
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
場
合
は
、
係
長
ク
ラ
ス
ま
で
は
同
時
に
昇
進
す
る
が

(

三
〇
代
前
半)

、
そ
れ
以
上
の
ラ
ン
ク
で
は
昇
進

競
争
が
起
こ
る

(

�)

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
積
み
上
げ
型
褒
賞
シ
ス
テ
ム
と
は
、
若
年
職
員
は
そ
の
働
き
に
見
合
う
ほ
ど
の
賃
金
が
も
ら
え

な
い
が
、
中
高
年
以
上
に
な
る
と
自
分
の
働
き
以
上
の
賃
金

(

ボ
ー
ナ
ス
、
退
職
金
、
天
下
り
を
含
む)

が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
昇
進
に
し
て
も
給
与
に
し
て
も
、
個
々
の
職
員
の
格
差
は
短
期
的
に
は
ほ
と
ん
ど
つ
か
な
い
が
、
長
期
的
に
み
れ
ば
や
は
り
、

高
い
評
価
を
受
け
た
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
処
遇
の
差
が
明
確
に
な
る
。｢

生
涯
か
か
っ
て
積
み
上
げ
て
き
た
個
々
人
の
努
力
・
能

力
の
違
い
は
、
長
い
目
で
み
て
昇
進
・
昇
格
の
際
に
評
価
さ
れ

(

	)

、
報
酬
が
積
み
上
が
っ
て
い
く
構
造
に
な
っ
て
い
る

(


)｣

の
で
あ
る
。

二
―
四

日
本
の
公
務
員
制
度
に
つ
い
て
の
評
価

前
節
は
日
本
の
公
務
員
制
度
や
そ
の
動
態
に
つ
い
て
の
記
述
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
本
節
で
は
日
本
の
公
務
員
制
度
が
ど
の
よ
う
に

評
価
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
規
範
的
側
面
を
検
討
す
る
。
公
務
員
制
度
に
対
し
て
は
様
々
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
批

判
的
評
価
と
機
能
的
評
価
に
分
け
て
考
察
す
る
。
ま
ず
は
批
判
的
評
価
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
。

坂
本
勝
に
よ
れ
ば
、
戦
後
日
本
の
公
務
員
制
度
は
戦
前
の
遺
制
を
引
き
ず
っ
た
非
民
主
的
か
つ
閉
鎖
的
な
体
質
を
持
っ
て
お
り
、
速

や
か
な
改
革
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う

(

�)

。
そ
の
批
判
は
、
主
と
し
て
幹
部
公
務
員
層
の
人
員
構
成
上
の
偏
り
、
す
な
わ
ち
キ
ャ
リ
ア
官
僚

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
官
僚
が
戦
前
と
の
連
続
性
を
持
っ
て
い
る
根
拠
と
し
て
、
坂
本
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

国
家
公
務
員
の
上
級
職
の
採
用
、
昇
進
の
状
況
を
み
る
と
、
依
然
と
し
て
、
東
大
出
身
者
・
法
律
職
・
事
務
系
の
優
位
と
い
っ

た
バ
イ
ア
ス
が
、
戦
前
の
高
文
試
験
の
場
合
と
同
様
に
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
戦
前
か
ら
の
早
期
退
職
の
慣
行
に
も
と
づ
く
上
級
公

務
員
の
天
下
り
人
事
も
、
官
の
優
位
現
象
を
示
す
も
の
と
し
て
存
続
し
て
い
る

(
�)

。
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以
上
、
退
職
金
は
三
二
〇
〇
万
円
以
上
に
も
な
り
、
標
準
的
な
昇
進
を
し
た
者
で
も
二
八
〇
〇
万
以
上
の
退
職
金
が
受
け
取
れ
る
計
算

に
な
る

(

�)

。
さ
ら
に
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
で
あ
っ
て
も
上
位
の
役
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
多
く
の
場
合
、
天
下
り
の
ポ
ス
ト
が
待
っ

て
い
る

(

�)

。
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
も
、
職
員
の
働
き
は
長
期
に
わ
た
っ
て
評
価
さ
れ
、
出
世
で
き
た
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
待
遇

の
差
は
明
確
に
つ
け
ら
れ
る
が
、
よ
い
評
価
が
受
け
ら
れ
な
い
者
で
あ
っ
て
も
能
力
を
高
め
仕
事
に
打
ち
込
む
動
機
を
十
分
に
与
え
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

遅
い
昇
進
シ
ス
テ
ム
と
積
み
上
げ
型
褒
賞
シ
ス
テ
ム
は
、
大
部
屋
主
義
の
執
務
形
態

(

�)

と
相
互
補
完
的
に
作
用
し
て
、
職
員
の
熟
練
形

成
や
モ
ラ
ー
ル
向
上
に
貢
献
し
、
公
共
部
門
の
比
較
的
少
な
い
資
源
を
全
体
と
し
て
最
大
限
に
活
用
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う

の
が
稲
継
の
評
価
で
あ
る

(

�)

。｢

全
体
と
し
て｣

と
い
う
文
言
は
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
日
本
の
公
務
員
制
度
は
、
エ
リ
ー
ト
官
僚
だ

け
懸
命
に
働
い
て
も
ら
え
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
制
度
設
計
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
日
本
で
は
、
課
長
ク
ラ
ス
で
退
職
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
キ
ャ
リ
ア
官
僚
と
比
較
し
て
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
退
職
前
の
年
収
や
退
職
金
の
ほ
う
が
往
々
に
し
て
高
く

(

�)

、｢

ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
で

も
頑
張
り
次
第
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
が
到
達
で
き
な
い
高
次
の
ポ
ス
ト
に
の
ぼ
り
つ
め
る
こ
と

(

�)｣

が
可
能
と
な
る
。
日
本
の
公
務
員
制
度

は
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
給
与
が
い
ず
れ
頭
打
ち
に
な
る
給
与
体
系
、
あ
る
い
は
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
は
い
か
に
努
力
し
て
も
キ
ャ
リ
ア
の
初

任
ポ
ス
ト
に
す
ら
届
か
な
い
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
人
事
制
度
の
国
と
比
べ
れ
ば
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
か
ら
職
務
へ
の
献
身
を
十
分
引

き
出
す
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
公
務
員
の
給
与
や
人
事
の
実
態
を
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
検
証
し
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
パ
タ
ー
ン
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る

稲
継
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
公
務
員
制
度
が
実
際
に
果
た
し
て
い
る
機
能
を
客
観
的
に
捉
え
よ
う
と
い
う
意
味
で
、
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ

と
い
え
る
。
戦
後
日
本
の
公
務
員
制
度
が
最
大
動
員
シ
ス
テ
ム
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
機
能
し
た
と
み
な
し
得
る
の
で
あ
れ
ば
、

い
っ
た
い
何
の
た
め
の
最
大
動
員
だ
っ
た
の
か
。
村
松
岐
夫
に
よ
れ
ば
、
そ
の
答
え
は｢

も
ち
ろ
ん
近
代
化
と
い
う
よ
う
な
国
家
目
標

(

�)｣

の
実
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
戦
後
の
日
本
の
文
脈
で
は
、
近
代
化
と
は
経
済
的
な
豊
か
さ
を
欧
米
並
み
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
意
味
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世
界
に
取
り
込
み
、
多
様
な
価
値
観
を
反
映
し
た
施
策
や
き
め
細
か
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
し
よ
う
、
一
口
に
い
え
ば
、
官
僚
制
の

応
答
性

(responsiveness)

を
高
め
よ
う
と
い
う
提
案
は
魅
力
的
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
日
本
の
公
務
員
制
度
が
代
表
性
に
乏
し
か
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
行
政
の
質
の
い
か
な
る
側
面

に
影
響
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
坂
本
自
身
は
、
代
表
性
の
欠
如
が
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
公
務
員
の
士
気
を
沈
滞
さ
せ
、
男
性
優
位
、

御
上
本
位
の
独
善
的
か
つ
閉
鎖
的
な
組
織
文
化
を
温
存
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、

代
表
性
を
独
立
変
数
、
職
員
の
モ
ラ
ー
ル
お
よ
び
組
織
文
化
の
あ
り
方
を
従
属
変
数
と
す
る
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

独
立
変
数
と
従
属
変
数
と
の
関
係
を
仮
説
化
し
て
考
え
る
と
、
後
は
実
証
的
に
支
持
し
得
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
な
る
。
ノ
ン
キ
ャ
リ

ア
か
ら
幹
部
ポ
ス
ト
に
積
極
的
に
登
用
し
て
い
け
ば
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
公
務
員
の
士
気
が
高
ま
り
公
務
能
率
が
向
上
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

女
性
次
官
、
女
性
局
長
を
次
々
と
誕
生
さ
せ
れ
ば
、
官
庁
の
独
善
的
、
閉
鎖
的
な
組
織
文
化
が
打
破
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
代
表
性

の
ロ
ジ
ッ
ク
に
基
づ
く
公
務
員
制
度
の
批
判
的
評
価
が
説
得
的
か
ど
う
か
は
、
そ
の
経
験
的
基
礎
の
確
か
さ
に
も
依
存
す
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
と
い
え
よ
う

(

�)

。

他
方
、
稲
継
裕
昭

(

	)

は
、
日
本
の
公
務
員
制
度
は
公
務
部
門
の
高
い
生
産
性
を
も
た
ら
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
官
僚
に
と
っ

て
は
、
昇
進
競
争
の
勝
者
が
誰
で
あ
る
か
が
わ
か
る
の
は
課
長
ク
ラ
ス
よ
り
上
の
ポ
ス
ト
に
な
る
の
で
、
長
期
に
わ
た
っ
て
能
力
を
磨

き
、
仕
事
に
打
ち
込
む
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
与
え
ら
れ
る
。
課
長
以
上
に
な
る
と
、
そ
れ
以
上
出
世
で
き
な
い
者
は
省
庁
の
外
部
に
天

下
る
こ
と
に
な
る
が
、
天
下
り
先
で
も
ら
え
る
給
与
、
退
職
金
な
ど
の
待
遇
は
そ
れ
な
り
に
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
昇
進
競
争
の
相
対

的
な
敗
者
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
て
も
な
お
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
は
安
ん
じ
て
職
務
に
精
励
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
場

合
は
、
確
か
に
昇
進
の
ス
ピ
ー
ド
は
キ
ャ
リ
ア
と
比
べ
て
段
違
い
に
遅
い
が
、
一
般
に
想
像
さ
れ
る
ほ
ど
両
者
の
待
遇
は
か
け
離
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
四
分
の
三
以
上
は
本
省
係
長
補
佐
ク
ラ
ス
に
昇
進
し
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
一
割
近
い
職
員
は

管
区
機
関
部
長
ク
ラ
ス
ま
で
到
達
す
る
。
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
で
最
も
昇
進
し
た
グ
ル
ー
プ
の
職
員
は
、
退
職
前
の
年
収
が
一
二
〇
〇
万
円
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み
出
し
て
い
る
価
値
、
す
な
わ
ち
産
出
の
部
分
を
計
測
す
る
客
観
的
で
統
一
的
な
指
標
が
存
在
し
な
い
以
上
、
何
を
使
っ
て
仕
事
を
し

て
い
る
か
と
い
う
投
入
の
側
面
に
関
心
を
向
け
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
公
務
部
門
に
投
入
さ
れ
る
リ
ソ
ー
ス
の
多
寡
を
手

が
か
り
に
し
て
公
務
部
門
の
生
産
性
を
判
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
と
り
わ
け
不
当
と
い
う
わ
け
で
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
社
会
民
主
主
義
型
福
祉
国
家
に
分
類
さ
れ
る
北
欧
諸
国

(

�)

は
も
と
よ
り
、
日
本
お
よ
び
ご
く

少
数
の
国
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
先
進
国
が
�
公
務
部
門
の
生
産
性
は
低
い
�
と
判
定
さ
れ
か
ね
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
こ
の
点
に

こ
そ
、
少
な
い
リ
ソ
ー
ス
の
最
大
動
員
を
可
能
に
す
る
日
本
の
公
務
員
制
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る

他
の
先
進
国
の
公
共
部
門
は
、

持
て
る
リ
ソ
ー
ス
を
最
大
限
に
活
用
す
る
シ
ス
テ
ム
が
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
も
有
力
な
解
釈
の

ひ
と
つ
に
は
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
国
策
の
基
本
的
な
方
向
性
の
違
い
が
公
共
部
門
の
リ
ソ
ー
ス
の
多
寡
を
大
き
く
規
定
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
公
務
員
は
数
が
少
な
い
の
は
福
祉
政
策
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

(

�)

に

せ
よ
、
日
本
で
は
少
な
い
マ
ン
パ
ワ
ー
を
最
大
限
に
活
用
し
て
、
西
欧
諸
国
並
み
の
充
実
し
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
し
て
き
た
と
断

言
す
る
だ
け
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
稲
継
の
著
書
に
対
す
る
西
村
美
香
の
次
の
よ
う
な
論
評
は
、
結
果
と
し
て
リ
ソ
ー
ス
の
少

な
さ
を
公
務
部
門
の
生
産
性
の
高
さ
と
結
び
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
違
和
感
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
面
か
ら
見
た
場
合
、
日
本
の
公
務
員
人
事
シ
ス
テ
ム
が
合
理
的
で
あ
り
効

率
的
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
批
判
的
に
分
析
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
、

公
務
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
住
民
の
利
益
と
ず
れ
た
方
向
へ
動
員
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か

(

�)

。

稲
継
と
坂
本
の
評
価
は
そ
れ
ぞ
れ
、
戦
後
日
本
の
公
務
員
制
の
い
わ
ば
光
と
影
を
映
し
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。
一
九
九
〇
年

代
に
入
る
と
、
光
の
部
分
は
薄
れ
、
影
の
部
分
が
増
幅
さ
れ
て
、
多
く
の
国
民
や
そ
の
代
表
た
る
政
治
家
た
ち
の
不
信
や
怒
り
を
買
い
、
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す
る
。

戦
後
に
お
け
る
著
し
い
経
済
成
長
と
、
公
務
員
制
度
の
機
能
が
ど
の
程
度
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
脇
に
置
く
と
し
て

も
、
日
本
の
公
務
部
門
の
生
産
性
は
本
当
に
高
い
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
高
い
と
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
ど
こ
に

求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
稲
継
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

日
本
の
公
務
部
門
の

｢

生
産
性｣

が
高
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
民
間
と
の
比
較
で
異
を
唱
え
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
諸
外
国
と
比
べ
た
場
合
、
日
本
の
公
務
部
門
は
圧
倒
的
に
小
規
模
で
、
少
な
い
人
員
で
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
否

定
で
き
な
い
の
で
あ
る

(

�)
。

こ
の
こ
と
は
、
公
務
員
数
お
よ
び
全
就
業
者
数
に
占
め
る
公
務
員
の
割
合
を
、
欧
米
六
ヵ
国(

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ
ツ
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ア
メ
リ
カ)

お
よ
び
日
本
に
つ
い
て
比
較
し
た
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

(

�)

。
稲
継
が
提
示
し
た
デ
ー
タ
を
み
る
と
、

就
業
者
全
体
に
占
め
る
公
務
員
の
比
重
は
、
日
本
で
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
一
〇
％
を
超
え
な

い
低
い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
が
、
他
の
国
々
で
は
、
二
割
か
ら
三
割
程
度
に
達
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
日

本
の
公
務
員
制
は
、
人
的
資
源
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
他
の
先
進
産
業
諸
国
と
比
較
し
て
か
な
り
少
な
い
量
で
運
営
さ
れ
て
き
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
明
ら
か
に
生
産
性
が
高
い
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
根
拠
づ
け
が
説
得
的
か
ど
う
か
は
、
公
務
部
門
の
生
産
性
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
に
も
左
右
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
民
間
製
造
業
の
労
働
生
産
性
を
国
際
比
較
し
て
、
生
産
性
の
高
い
国
と
そ
う
で
な
い
国
を
判
別
す
る
場
合
、
統
計
の
取
り
方

な
ど
技
術
的
な
細
部
に
つ
い
て
様
々
な
議
論
が
出
る
に
せ
よ
、
労
働
生
産
性
と
は
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
見
方
が
人

に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
公
務
部
門
に
お
け
る
生
産
性
の
高
低
を
論
じ
る
場
合
、
公
務
部
門
が
全
体
と
し
て
生

論 説
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先
進
国
並
み
の
産
業
社
会
と
な
っ
た
今
日
の
日
本
は
、
経
済
成
長
に
著
し

く
傾
斜
し
た
意
味
で
の
近
代
化
と
い
う
目
標
を
も
は
や
必
要
と
し
て
い
な
い
。

こ
れ
か
ら
は
、｢

独
創
的
な
着
想
や
新
た
な
価
値
体
系
の
創
造
、
あ
る
い
は

未
曾
有
の
事
態
へ
の
対
応
力

(

�)｣

こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
時
代
と
な
る
。｢

制
度

疲
労
お
び
た
だ
し
い
戦
後
型
行
政
シ
ス
テ
ム

(

�)｣

は
、
新
し
い
時
代
の
要
請
に

応
え
る
ど
こ
ろ
か
逆
に
桎
梏
と
な
っ
て
国
民
を
苦
し
め
る
だ
け
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
旧
来
の
シ
ス
テ
ム
を

｢

自
律
的
な
個
人
を
基
礎
に
し
つ
つ
、
自

由
か
つ
公
正
な
社
会
を
形
成
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
二
一
世
紀
型
行
政
シ
ス

テ
ム
へ
と
転
換

(

�)｣

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
の
よ
う
な
改
革
理
念
は
、

そ
れ
な
り
に
説
得
力
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
日

本
社
会
が
、
冷
戦
の
終
結
、
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
と
そ
の
後
の
長
期
停
滞
、

三
八
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
政
権
を
担
当
し
て
き
た
自
民
党
の
下
野
等
々
、

最
終
報
告
が
指
摘
す
る
よ
う
な
�
未
曾
有
の
事
態
�
に
見
舞
わ
れ
た
の
は
事

実
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
、
従
来
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
乗
り
切
っ

て
い
け
る
は
ず
が
な
い
、
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
レ
ト
リ
ッ

ク
が
ア
ピ
ー
ル
し
や
す
い
環
境
が
整
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
日
本
の
財
政
状
況
が
急
激
に
悪
化
し
て
き
た
と
い
う
事
情
が
挙

げ
ら
れ
る
。
図
一
を
み
る
と
、
九
〇
年
代
に
入
っ
て
、
と
り
わ
け
九
〇
年
代

後
半
か
ら
日
本
の
財
政
状
況
が
急
激
に
悪
化
し
て
い
る
の
が
読
み
取
れ
る
。
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図 1 OECD主要国の政府債務 (対 GDP比)

注) 単位は縦軸が％､ 横軸は年を表す

出典：OECD (2005), p. 165

九
〇
年
代
後
半
以
降
、
公
務
員
制
度
が
再
び
輝
き
を
取
り
戻
す
よ
う
に
迫
る
様
々
な
改
革
提
案
が
次
々
と
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

数
々
の
改
革
提
案
が
求
め
る
�
輝
き
�
は
、
か
つ
て
の
、
少
な
い
リ
ソ
ー
ス
を
最
大
限
に
動
員
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
優
秀
さ
と
は

明
ら
か
に
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
次
章
以
降
、
こ
れ
ら
の
改
革
案
を
検
討
し
て
い
く
。

三

.

公
務
員
制
度
改
革
の
動
向

三
―
一

改
革
の
背
景

改
革
の
内
容
に
入
る
前
に
、
改
革
の
背
景
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
改
革
提
案
の
多
く
が
改
革

の
必
要
性
を
訴
え
る
際
に
挙
げ
て
い
る
事
情
と
し
て
、
第
一
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ゴ
ー
ル
が
失
わ
れ
た
と
い
う
共
通
認
識
が
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
き
、
公
務
員
制
度
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
革
を
求
め
る
動
き
の
先
駆
け
と
な
っ
た
文
書

｢

行
政
改
革
会
議
最
終
報
告｣

か
ら
引
用

し
て
み
よ
う
。

長
年
に
わ
た
る
効
率
的
か
つ
模
倣
的
な
産
業
社
会
の
追
求
の
結
果
、
こ
の
国
は
様
々
な
国
家
規
制
や
因
習
で
覆
わ
れ
、
社
会
は

著
し
く
画
一
化
・
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。(

中
略)

右
肩
上
が
り
の
経
済
成
長
が
終
焉
し
、
社
会
の
成

熟
化
に
伴
い
、
国
民
の
価
値
観
が
多
様
化
す
る
な
か
で
、
か
つ
て
国
民
の
勤
労
意
欲
を
喚
起
し
、
社
会
に
活
力
を
も
た
ら
し
た
同

じ
シ
ス
テ
ム
が
、
現
在
で
は
む
し
ろ
、
も
た
れ
あ
い
の
構
造
を
助
長
し
、
社
会
の
閉
塞
感
を
強
め
、
国
民
の
創
造
意
欲
や
チ
ャ
レ

ン
ジ
精
神
を
阻
害
す
る
要
因
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か

(

�)

。
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を
引
き
起
こ
し
た
最
も
大
き
な
要
因
と
し
て
、
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
た
一
九
九
二
年
以
降
、
財
界
の
国
家
に
対
す
る
要
求
が
質
的
に
変
化

し
た
こ
と
を
挙
げ
る

(

�)

。

日
本
企
業
の
本
格
的
な
多
国
籍
企
業
化
と
経
済
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
深
化
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
非
常
に
大
規
模
な
環
境
変

更
、
社
会
改
造
、
国
家
改
造
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
企
業
の
あ
り
方
も
抜
本
的
に
変
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
う
し
た
必
要

が

(

一
九
九
二
年
頃
か
ら：

筆
者
注)

経
営
者
た
ち
に
い
っ
せ
い
に
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
、
と
い
え
る
で
し
ょ
う

(

�)

。

グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
の
要
求
に
は
、
国
際
的
な
企
業
間
競
争
を
自
社
に
有
利
に
運
ぶ
た
め
の
環
境
整
備
、
す
な
わ
ち
、
資
本
市
場
の
自

由
化
、
労
働
市
場
の
柔
軟
化
や
流
動
化
を
促
す
諸
種
の
規
制
緩
和
策
、
法
人
税
の
引
き
下
げ
、
社
会
保
障
負
担
の
圧
縮
、
海
外
へ
の
軍

事
力
の
柔
軟
な
展
開
、
先
端
科
学
技
術
分
野
へ
の
研
究
開
発
助
成
の
大
幅
な
増
強
等
々
、
広
範
囲
に
わ
た
る
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
国
策

変
更
が
含
ま
れ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
の
代
表
者
た
ち
は
、
単
に
政
策
の
変
更
要
求
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
政
権
党
に
突
き
つ
け
る
だ

け
で
は
不
十
分
だ
と
考
え
、
国
家
の
根
本
的
な
体
質
改
善
を
迫
る
。
後
藤
の
い
う

｢

開
発
主
義
国
家
の
解
体

(

�)｣

は
、
国
家
の
�
体
質
�

そ
の
も
の
を
標
的
に
し
て
い
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
財
界
は
公
務
員
制
度
に
関
し
て
、
成
果
主
義
、
能
力
主
義
に
基
づ
く
人
事
・

給
与
制
度
、
公
務
員
の
い
わ
ゆ
る
身
分
保
障
の
縮
小
を
柱
と
す
る
官
民
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
と
、
ア
メ
リ
カ
に
も
似
た
政
府
高
官

ク
ラ
ス
の
大
規
模
な
政
治
任
命
を
実
現
す
べ
し
と
唱
え
て
お
り
、
新
自
由
主
義
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
則
っ
た
国
家
の
体
質
改
善
と
い
う
後

藤
の
見
方
と
合
致
す
る
。

以
上
、
四
つ
の
背
景
要
因
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
次
節
以
降
、
公
務
員
制
度
改
革
の
具
体
的
な
提
案
内
容
を
検
討
す
る
。
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無
論
、
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
か
ら
直
ち
に

｢

財
政
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン｣

が
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。｢

こ
の
ま
ま
で
は
じ
き
に
財
政
が

破
綻
し
て
日
本
経
済
は
崩
壊
す
る｣

｢

日
本
の
借
金
が
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
早
急
に
抜
本
的
な
財
政
再
建
に
取

り
組
む
べ
き
で
あ
る｣

な
ど
と
扇
動
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
論
調
は
、
飯
田
泰
之
に
よ
れ
ば
、
何
の
根
拠
も
具
体
性
も
な
い｢

ダ
メ
な
議
論｣

の
典
型
と
い
う
こ
と
に
な
る

(

�)

。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
財
政
の
悪
化
は
、
い
わ
ゆ
る
財
政
硬
直
化
を
始
め
、
様
々
な
悪
影
響
を
も
た
ら
す

こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
公
務
員
制
度
を
含
む
既
存
の
行
政
シ
ス
テ
ム
に
強
く
改
革
を
迫
る
圧
力
と
な
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。

第
三
に
、
官
僚
に
対
す
る
信
頼
が
決
定
的
に
失
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
官
僚
の
個
人
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
き
っ
か
け
し
て
時
折
発
生
す

る
扇
動
的
な
官
僚
バ
ッ
シ
ン
グ
の
類
と
は
異
な
る
。
官
僚
不
信
は
、
新
藤
宗
幸
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、｢

よ
り
構
造
的
次
元
に

(

�)｣

ま
で

達
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
九
〇
年
代
の
官
僚
不
信
が
一
過
性
で
は
な
い
、
よ
り
構
造
的
な
問
題
に
根
差
し
た
も
の
と
い
え
る
の

か
。
新
藤
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
不
況
と
金
融
危
機
に
対
す
る
旧
大
蔵
省
の
対
応
の
誤
り
、
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
で
明

る
み
に
出
た
旧
厚
生
省
の
無
責
任
か
つ
人
命
無
視
の
薬
事
行
政
と
い
う
、
二
つ
の
大
き
な
行
政
の
失
敗
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の

事
例
は
、
規
制
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
共
通
利
益
を
媒
介
と
し
て
省
庁
と
関
連
業
界
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
、
①
行
政
上
し
か

る
べ
き
判
断
と
対
応
が
な
さ
れ
ず
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
、
②
当
該
分
野
の
専
門
家
と
し
て
複
数
の
政
策
オ

プ
シ
ョ
ン
を
政
治
に
提
示
す
る
と
い
う
行
政
の
責
任
が
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
招
い
た
の
は
、

担
当
者
が
た
ま
た
ま
無
能
な
悪
徳
役
人
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
専
門
的
見
地
か
ら
合
理
的
に
下
さ
れ
る
べ
き
行
政
判
断
が
曇
ら
さ
れ
、

法
案
や
予
算
を
承
認
す
る
立
場
に
あ
る
政
治
に
対
し
て
行
政
が
適
切
な
選
択
肢
を
提
示
し
得
な
い
と
い
う
事
態
は
、
行
政
シ
ス
テ
ム
そ

の
も
の
に
重
大
な
欠
陥
が
あ
る
か
ら
だ

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
官
僚
不
信
は
確
か
に
構
造
的
次
元
を
持
っ
て
お
り
、
シ

ス
テ
ム
改
革
に
つ
な
が
る
重
大
な
背
景
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る

(

�)

。

最
後
に
、
国
家
に
対
す
る
資
本
の
要
求
が
変
化
し
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
後
藤
道
夫
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
橋
本
行
革
か
ら

小
泉
政
権
の
構
造
改
革
路
線
に
至
る
諸
改
革
を

｢

新
自
由
主
義
改
革
の
日
本
版｣
と
み
な
し
、
そ
の
よ
う
な
一
連
の
新
自
由
主
義
改
革
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化
し
た
も
の
が
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
に
は
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
後
知
恵
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
後
の

内
閣
な
い
し
政
府
関
係
機
関
が
提
起
し
た
改
革
案
の
元
と
な
る
重
要
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
政
治
的

に
重
大
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
改
革
会
議
に
よ
っ
て
、
①
政
策
形
成
に
お
け
る
利
害
調
整
の

役
割
を
省
庁
官
僚
制
か
ら
行
政
の
政
治
的
幹
部
に
移
す
、
②
官
僚
の
処
遇
に
つ
い
て
、
政
治
的
な
交
渉
・
調
整
能
力
を
�
省
益

(

＝
官

庁
の
組
織
利
益)

�
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
ス
タ
イ
ル
を
や
め
、
専
門
性
に
基
づ
く
政
策
立
案
能
力
を
�
国
益
�
か
ら
評
価
す
る
ス
タ

イ
ル
に
切
り
替
え
る
、
③
人
事
行
政
の
重
点
を
、
第
三
者
機
関
中
心
の
メ
リ
ッ
ト
保
護
機
能
か
ら
内
閣
が
統
括
す
る
行
政
府
中
心
の
人

的
資
源
管
理
機
能
に
移
す

(

�)

、
④
国
民
の
不
満
と
怒
り
が
集
中
す
る
官
僚
の
特
権
的
待
遇

端
的
に
は
天
下
り

を
縮
小
・
廃
止

す
る
、
と
い
う
四
つ
の
改
革
方
針
が
設
定
さ
れ
、
後
の
改
革
論
議
を
大
き
く
規
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

橋
本
行
革
を
受
け
て
、
公
務
員
制
度
改
革
を
議
論
し
た
公
務
員
制
度
調
査
会
は
、
小
渕
政
権
期
の
一
九
九
九
年
三
月
一
六
日
、｢

公

務
員
の
基
本
方
向
に
関
す
る
答
申

(

�)｣

を
出
し
た
。
こ
の
答
申
は
冒
頭
に
お
い
て
、｢

能
力
の
実
証
に
基
づ
く
任
用
、
職
務
へ
の
専
念
と

政
治
的
中
立
性
を
基
本
と
す
る
服
務
規
律
、
適
切
な
勤
務
条
件
の
保
障
等｣

を
規
定
し
た
国
家
公
務
員
法
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
、

｢

民
主
主
義
の
下
に
お
け
る
公
務
員
の
職
務
の
特
性
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
今
後
と
も
維
持
さ
れ
る
べ
き｣

で
あ
る
と
し
て
、
早
々

と
現
状
維
持
の
結
論
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
公
務
員
制
度
の
根
本
的
変
更
を
求
め
る
行
政
改
革
会
議
の
方
向
性
と
真
っ

向
か
ら
衝
突
す
る
。
し
か
し
、
現
行
の
公
務
員
制
度
に
手
を
加
え
な
い
ま
ま
で
差
し
支
え
な
い
と
断
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
公

務
員
制
度
改
革
を
必
要
と
す
る
理
由
と
し
て
、
現
行
の
公
務
員
制
度
が
抱
え
る
深
刻
な
問
題
点
を
、
答
申
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

…
…

(

中
略)

…
…
公
務
員
を
め
ぐ
っ
て
は
、
政
策
立
案
能
力
に
対
す
る
信
頼
の
低
下
、
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
等
に
よ
る
機
動

的
・
総
合
的
対
応
の
欠
如
、
幹
部
職
員
の
不
祥
事
の
続
発
、
い
わ
ゆ
る
天
下
り
問
題
等
に
つ
い
て
行
政
そ
の
も
の
の
在
り
方
と
結

び
つ
い
た
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
硬
直
し
た
昇
進
管
理
や
過
度
の
年
功
的
処
遇
の
よ
う
に
制
度
本
来
の
趣
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三
―
二

行
政
改
革
会
議
最
終
報
告
か
ら
行
政
改
革
大
綱
ま
で

一
九
九
六
年
末
に
発
足
し
た
行
政
改
革
会
議
は
、
当
時
の
首
相
、
橋
本
龍
太
郎
自
ら
議
長
と
な
っ
て
議
論
を
リ
ー
ド
し
、
九
七
年
末

に
最
終
報
告
書
を
提
出
し
た
。
報
告
書
の
主
な
内
容
は
、
省
庁
の
大
括
り
再
編
、
内
閣
機
能
の
強
化

(

内
閣
に
お
け
る
首
相
の
指
導
的

地
位
、
閣
議
の
お
け
る
首
相
の
発
議
権
の
明
確
化
な
ど)

、
行
政
機
能
の
減
量
・
効
率
化

(

独
立
行
政
法
人
制
度
の
創
設
、
規
制
緩
和

や
民
営
化
の
推
進
な
ど)

、
行
政
監
視
・
評
価
機
能
の
強
化

(

政
策
評
価
制
度
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
、
情
報
公
開
制
度)

、
事
後
的

救
済
機
能
の
強
化

(
行
政
審
判
庁
構
想)

等
々
、
行
政
全
般
に
わ
た
っ
て
か
な
り
大
き
な
変
革
を
迫
る
大
胆
な
施
策
が
並
ん
で
い
た

(

�)

。

公
務
員
制
度
に
つ
い
て
も
独
立
の
章
が
設
け
ら
れ
、
改
革
の

｢

基
本
的
な
方
向｣

と
し
て
以
下
の
諸
項
目
が
掲
げ
ら
れ
た

(

�)

。

・
政
策
立
案
と
実
施
機
能
の
組
織
的
分
離
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
応
じ
た
人
事
管
理
制
度
を
創
設
す
る
。

・
政
府
全
体
と
し
て
、
一
定
の
職
以
上
の
職
員
を
一
括
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
。

・
首
相
お
よ
び
内
閣
の
ス
タ
ッ
フ
機
能
を
強
化
す
る
た
め
、
内
閣
官
房
が

｢

政
治
的
任
用｣

ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
仕
組

み
を
つ
く
る
。

・
客
観
性
の
高
い
人
事
評
価
と
能
力
、
実
力
重
視
の
昇
進
管
理
を
確
立
す
る
。

・
年
功
序
列
に
基
づ
く
右
肩
上
が
り
の
昇
進
、
昇
給
、
早
期
退
職
な
ど
の
人
事
慣
行
を
見
直
し
、｢

退
職
管
理
の
適
正
化｣

を
目
指

す
。

・
任
命
権
者
に
よ
る
柔
軟
な
人
事
管
理
を
可
能
に
す
る
た
め
、
人
事
院
を
純
粋
に
労
働
基
本
権
の
代
償
機
能
に
特
化
し
た
機
関
と
す

る
。

最
終
報
告
書
で
は
、
公
務
員
制
度
改
革
の
具
体
案
づ
く
り
を
公
務
員
制
度
調
査
会
に
委
ね
る
と
し
て
お
り
、
上
記
の
諸
項
目
を
法
案
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け
で
無
理
な
部
分
に
つ
い
て
は
国
会
に
も
協
力
を
要
請
す
る
。

・
早
期
退
職
勧
奨
と
省
庁
の
権
限
を
背
景
と
し
た
再
就
職
の
押
し
付
け
型
あ
っ
せ
ん
を
や
め
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
人
事
構
成
か
ら
台

形
型
の
そ
れ
に
移
行
さ
せ
て
い
く
。
複
線
型
の
人
事
管
理
制
度
は
、
そ
の
た
め
の
制
度
的
受
け
皿
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

・
た
だ
し
、
公
務
員
個
人
の
能
力
活
用
と
い
う
形
で
の
再
就
職
は
認
め
ら
れ
る
。
能
力
活
用
型
の
再
就
職
を
透
明
性
の
高
い
公
正
な

も
の
と
す
る
た
め
に
、
公
務
員
人
材
バ
ン
ク
を
創
設
す
る
。

・
女
性
公
務
員
の
採
用
、
登
用
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
女
性
公
務
員
が
仕
事
と
家
庭
を
両
立
し
や
す
く
な
る
よ
う
な
環
境
整
備
に

積
極
的
に
取
り
組
む
。

・
中
央
人
事
行
政
機
関
か
ら
省
庁
の
各
任
命
権
者
へ
の
権
限
委
任
を
進
め
、
中
央
人
事
行
政
機
関
の
権
限
や
規
制
を
見
直
す
。

白
藤
博
行
は
、｢

公
務
員
制
度
調
査
会
の
議
論
が
か
な
ら
ず
し
も
行
政
改
革
会
議
の
意
向
に
沿
う
も
の
で
は
な
か
っ
た｣

と
指
摘
し
、

そ
の
後
、
改
革
の
方
向
性
を
行
政
改
革
会
議
の
路
線
に
引
き
戻
す
た
め
に
行
政
改
革
大
綱
が
決
定
さ
れ
た
と
解
釈
す
る

(

�)

。
し
か
し
な
が

ら
、
答
申
の
内
容
は
、
そ
の
冒
頭
で
、
旧
来
型
の
政
治
的
中
立
性
と
メ
リ
ッ
ト
原
則
の
保
持
を
打
ち
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

政
治
的
に
任
命
さ
れ
る
ス
タ
ッ
フ
職
の
拡
充
、
能
力
・
業
績
主
義
的
な
人
事
評
価
、
給
与
査
定
の
導
入
、
複
線
型
人
事
制
度
、
天
下
り

の
是
正
に
向
け
た
早
期
退
職
慣
行
の
見
直
し
、
大
臣
の
人
事
権
強
化
と
人
事
院
の
機
能
縮
小
な
ど
、
改
革
の
具
体
策
と
し
て
は
か
な
り

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
提
案
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
行
革
会
議
を
主
催
し
た
橋
本
龍
太
郎
個
人
が

｢

制
度
設
計
に
取
り
組
ん
だ
行
政
体
制
と
公

務
員
制
度
調
査
会
の
答
申
と
の
あ
い
だ
に
齟
齬
を
感
じ
取
っ
て
い
た

(

�)｣

と
し
て
も
、
答
申
に
盛
り
込
ま
れ
た
具
体
策
は
、
行
革
会
議
が

示
し
た
公
務
員
制
度
改
革
の
方
向
性
と
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
後
の
動
き
に
つ
な
が
る
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
と
し
て
は
、
答
申
が
政
治
に
対
す
る
行
政
の
応
答
性
を
強
化
し
、
人
的
資
源
管
理
の
要
素
を
積
極
的
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う

(

�)

。
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旨
に
必
ず
し
も
十
分
沿
っ
て
い
な
い
人
事
運
用
が
慣
行
的
に
定
着
し
て
き
た
面
も
見
受
け
ら
れ
る

(

�)

。

こ
う
し
た
問
題
に
対
応
す
る
た
め
、
答
申
は
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
具
体
的
方
策
が
列
挙
し
て
い
る

(

�)

。

・
人
事
院
が
実
施
す
る
公
務
員
試
験
の
合
格
者
を
増
や
す
。

・
外
務
公
務
員
Ⅰ
種
試
験
を
廃
止
す
る
。

・
公
務
部
内
で
育
成
す
る
こ
と
が
困
難
な
専
門
性
の
高
い
人
材

(

経
営
専
門
家
、
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
研
究
者)

を
任
期
付
公

務
員
と
し
て
採
用
し
、
適
切
な
処
遇
を
お
こ
な
う
。

・
首
相
を
直
接
補
佐
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
人
事
を
首
相
自
ら
の
判
断
で
お
こ
な
え
る
よ
う
に
す
る
。

・
採
用
さ
れ
た
府
省
と
は
異
な
る
府
省
へ
の
転
籍
を
可
能
と
す
る
仕
組
み
を
つ
く
る
。

・
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
公
務
員
に
つ
い
て
も
、
意
欲
と
能
力
に
富
む
者
を
選
抜
し
て
幹
部
職
員
と
し
て
計
画
的
に
育
成
す
る
。

・
能
力
や
業
績
に
応
じ
た
人
事
処
遇
を
お
こ
な
う
た
め
、
各
役
職
段
階
ご
と
に
求
め
ら
れ
る
能
力
基
準
を
設
定
し
、
個
々
の
職
員
が

そ
の
基
準
に
到
達
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
し
、
評
価
結
果
を
研
修
、
異
動
、
昇
進
等
に
活
用
す
る
仕
組
み
を
設
け
る
。

・
給
与
処
遇
に
つ
い
て
は
、
年
功
的
要
素
を
縮
小
し
て
優
秀
な
人
材
を
確
保
す
べ
く
、
採
用
後
一
定
期
間
の
給
与
上
昇
を
経
て
、
基

本
的
に
給
与
カ
ー
ブ
を
昇
給
停
止
年
齢
に
向
け
て
な
だ
ら
か
に
フ
ラ
ッ
ト
化
さ
せ
る

｢

早
期
立
ち
上
が
り
型｣

に
向
け
た
修
正
を

お
こ
な
う
。
ま
た
給
与
に
お
け
る
定
額
部
分
を
減
ら
し
、
査
定
部
分
を
増
や
す
。

・
ラ
イ
ン
職
に
就
く
こ
と
を
想
定
し
た
単
線
型
の
人
材
育
成
、
昇
進
管
理
を
や
め
、
ス
タ
ッ
フ
組
織
の
人
材
確
保
に
も
重
点
を
置
い

た
複
線
型
の
人
事
管
理
制
度
を
構
築
す
る

(

�)

。

・
異
常
な
超
過
勤
務
を
引
き
起
こ
す
国
会
関
係
、
法
令
協
議
、
予
算
折
衝
を
中
心
と
し
た
業
務
を
政
府
と
し
て
合
理
化
し
、
政
府
だ

論 説

(名城 '08) 57－3－146



・
人
事
院
に
よ
る
級
別
定
数
や
給
与
に
対
す
る
事
前
規
制
を
廃
止
し
、
各
行
政
機
関
ご
と
に
総
人
件
費
、
総
定
員
の
枠
内
で
各
主
任

大
臣
が
組
織
・
人
事
制
度
を
設
計
・
運
用
す
る
シ
ス
テ
ム
に
転
換
す
る
。

行
革
会
議
は
首
相

(

お
よ
び
、
首
相
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
内
閣)

を
中
心
と
し
た
政
治
主
導
の
体
制
づ
く
り
に
腐
心
し
て
い
た
の
に

対
し
、
行
革
大
綱
で
は
首
相
に
関
す
る
言
及
が
全
く
な
く
、
制
度
設
計
上
の
重
点
を
大
臣
に
移
し
て
い
る
。
行
革
大
綱
は
分
担
管
理
原

則
を
残
し
た
ま
ま
天
下
り
の
承
認
を
含
む
人
事
管
理
の
大
部
分
を
大
臣
に
委
ね
て
お
り
、
こ
の
点
が
問
題
と
な
っ
て
後
に
、
大
臣
の
名

の
下
に
意
の
ま
ま
に
国
政
を
操
り
、
特
権
を
貪
ろ
う
と
い
う
官
僚
の
陰
謀
と
い
う
厳
し
い
批
判
を
招
く
こ
と
に
な
る
。

三
―
三

公
務
員
制
度
改
革
大
綱
か
ら
公
務
員
制
度
改
革
関
連
法
ま
で

森
内
閣
で
閣
議
決
定
さ
れ
た
行
革
大
綱
の
公
務
員
制
度
関
連
部
分
を
具
体
化
す
る
作
業
は
、
小
泉
内
閣
の
時
代
に
持
ち
越
さ
れ
た
。

小
泉
内
閣
が
成
立
後
ま
だ
日
も
浅
い
二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
五
日
、
そ
の
手
始
め
と
し
て
、
公
務
員
制
度
改
革
大
綱

(

�)

が
閣
議
決
定
さ
れ

た
。
そ
の
立
案
作
業
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
行
革
大
綱
と
同
じ
く
、
行
政
改
革
推
進
事
務
局
の
通
産
省
出
身
の
中
堅
キ
ャ
リ
ア
官
僚

た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
は
、
行
革
大
綱
と
強
い
連
続
性
が
あ
る

(

�)

。
新
藤
宗
幸
に
よ
れ
ば
、
公
務
員

制
度
改
革
大
綱
は
、
そ
の
立
案
過
程
の
閉
鎖
性
、
密
室
性
か
ら
、
次
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
。

政
治
主
導
を
う
た
う
小
泉
政
権
が
、
国
の
基
幹
的
行
政
制
度
で
あ
る
公
務
員
制
度
の
改
革
を
キ
ャ
リ
ア
組
官
僚
に

｢

丸
投
げ｣

し
、
ま
っ
た
く
外
部
の
声
を
聞
か
な
か
っ
た
こ
と
自
体
お
か
し
な
こ
と
で
す
。(

中
略)

改
革
案
は
、｢

官
僚
の
、
官
僚
に
よ
る
、

官
僚
の
た
め
の｣

公
務
員
制
度
改
革
と
い
う
べ
き
代
物
な
の
で
す

(

�)

。
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答
申
か
ら
お
よ
そ
一
年
半
後
の
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
日
、
行
政
改
革
大
綱

(

�)

が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
は
す
で
に
内
閣
が
代

わ
り
、
森
政
権
と
な
っ
て
い
た
。
行
革
大
綱
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
た
の
は
、
森
内
閣
に
行
政
改
革
担
当
大
臣
と
し
て
入
閣
し
た

橋
本
龍
太
郎
と
さ
れ
て
い
る
。
橋
本
は
、
少
数
の

｢

通
産
省
中
堅
キ
ャ
リ
ア
組
官
僚｣

を
行
政
改
革
推
進
事
務
局
に
集
め
、
彼
ら
と
協

力
し
て

｢
政
治
主
導
に
よ
る
行
政
体
制
と
政
策
調
整
を
担
い
う
る
公
務
員
制
度
の
設
計｣

を
練
り
、
行
革
大
綱
に
盛
り
込
ん
だ

(

�)

。
そ
の

主
な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る

(

�)

。

・
改
革
を
必
要
と
す
る
理
由
に
つ
い
て｢

公
務
員
に
対
す
る
国
民
の
厳
し
い
批
判｣

に
よ
り
直
裁
に
言
及
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

｢

組
織
へ
の
安
住
、
押
し
付
け
型
の
天
下
り
、
国
民
へ
の
過
度
の
介
入
、
前
例
主
義
、
サ
ー
ビ
ス
意
識
の
欠
如｣

が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

・
成
果
主
義
、
能
力
主
義
に
基
づ
く
信
賞
必
罰
の
人
事
制
度
の
原
則
を
明
確
化
す
る
。

・
人
事
管
理
の
基
本
的
責
任
は
各
府
省
の
主
任
大
臣
が
負
い
、
人
事
院
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
よ
る
事
後
的
チ
ェ
ッ
ク

機
能
に
特
化
す
る
。

・
女
性
を
中
心
と
し
た
多
様
な
人
材
を
確
保
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
。

・
押
し
付
け
型
天
下
り
に
対
し
て

｢

合
理
的
か
つ
厳
格
な
規
制｣

を
導
入
す
る
。
具
体
的
に
は
、
①
主
任
大
臣
の
直
接
の
承
認
が
な

け
れ
ば
再
就
職
で
き
な
い
ル
ー
ル
と
す
る
、
②
�
渡
り
�
に
よ
っ
て
法
外
な
退
職
金
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
、
特
殊

法
人
を
始
め
と
す
る
関
連
諸
法
人
に
定
年
制
を
設
け
る
、
③
早
期
退
職
勧
奨
、
長
期
勤
続
者
に
対
す
る
過
度
に
手
厚
い
退
職
金
、

官
民
の
年
金
格
差
の
是
正
を
視
野
に
入
れ
る
、
と
し
て
い
る
。

・
外
部

(

他
府
省
、
民
間)

か
ら
の
一
定
数
以
上
の
任
用
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

・
大
臣
の
企
画
立
案
を
直
接
補
佐
す
る
大
臣
ス
タ
ッ
フ
を
拡
充
す
る
。
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・
能
力
等
級
制
度
と
は
、｢

職
務

(

官
職)

を
通
じ
て
現
に
発
揮
し
て
い
る
職
務
遂
行
能
力
に
応
じ
て
職
員
を
等
級
に
格
付
け
る｣

制
度
で
あ
る
。
公
務
の
実
態
調
査
に
基
づ
き
、
等
級
ご
と
に
職
務
遂
行
能
力
基
準
が
定
め
ら
れ
る
。
人
事
管
理
権
者
は
能
力
評
価

を
お
こ
な
っ
て
、｢

職
務
遂
行
能
力
の
発
揮
度
の
高
い
者｣

を
選
抜
し
て
昇
進
さ
せ
、｢

勤
務
実
績
不
良
者
等
の
不
適
格
者｣
に
対

し
て
は
、
免
職
や
降
格
処
分
の
手
続
き
に
入
る
。

・
給
与
に
つ
い
て
は
、｢

基
本
給｣

｢

職
責
給｣

｢

業
績
給｣

の
三
階
建
て
と
し
、
こ
の
う
ち
、
基
本
給
と
業
績
給
に
つ
い
て
は
そ
れ

ぞ
れ
定
額
部
分
と
業
績
反
映
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
業
績
反
映
分
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
職
員
の
能
力
評
価

(

基
本
給
に
対

し
て)

、
業
績
評
価

(

業
績
給
に
対
し
て)

の
如
何
に
よ
っ
て
差
が
つ
く
仕
組
み
に
す
る

(

�)

。

・
事
務
官
と
技
官
の
区
分
は
廃
止
す
る
。

・
Ⅰ
種
採
用
職
員
及
び
人
事
管
理
権
者
が
定
め
た
基
準
に
従
っ
て
選
抜
さ
れ
た
職
員
を
対
象
に
、
幹
部
公
務
員
を
計
画
的
に
養
成
す

る
た
め
の

｢

集
中
育
成
期
間｣

を
設
け
る
。
対
象
職
員
に
は
計
画
的
な
勤
務
経
験
及
び
研
修
・
留
学
機
会
の
付
与
な
ど
の
特
別
の

配
慮
が
な
さ
れ
る
が
、
勤
務
状
況
如
何
に
よ
っ
て
は
対
象
職
員
か
ら
外
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

・
指
定
職
以
上
の
幹
部
職
員
に
つ
い
て
は
従
来
通
り
一
般
職
と
位
置
づ
け
る
が
、
能
力
等
級
制
度
は
適
用
せ
ず
、
業
績
に
応
じ
た
年

俸
制
と
す
る
。

・
政
府
全
体
と
し
て
の
留
学
機
会
の
拡
大
を
は
か
る
と
と
も
に
、
自
主
的
に
自
己
啓
発
を
お
こ
な
う
た
め
の
休
業
制
度
を
設
け
る
。

・
採
用
試
験
の
企
画
立
案
は
内
閣
が
お
こ
な
い
、
採
用
試
験
の
実
施
は
人
事
院
が
お
こ
な
う
。

・
法
科
大
学
院
の
新
設
を
踏
ま
え
、
採
用
予
定
者
の
二
倍
程
度
し
か
い
な
い
国
家
公
務
員
Ⅰ
種
試
験
の
合
格
者
を
、
将
来
的
に
は
採

用
予
定
者
の
四
倍
程
度
に
ま
で
増
や
す
。

・
民
間
の
有
能
な
人
材
を
呼
び
込
む
た
め
、
民
間
企
業
の
社
員
の
地
位
を
持
っ
た
ま
ま
公
務
員
と
し
て
採
用
で
き
る
よ
う
法
律
を
改

正
す
る
。
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行
革
大
綱
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
が
、
行
革
会
議
や
公
務
員
制
度
調
査
会
の
議
論
と
違
っ
て
、
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
は
、

そ
の
立
案
過
程
に
お
い
て
い
か
な
る
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
の
か
と
い
う
情
報
を
、
外
部
の
第
三
者
が
入
手
で
き
る
よ
う
な
形
で
公
開
し

て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
は
確
か
に
閉
鎖
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
橋
本
や
彼
が
集
め
た
中
堅
キ
ャ
リ
ア
官
僚

以
外
、
立
案
過
程
に
関
与
し
た
ア
ク
タ
ー
が
公
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
そ
の
密
室
性
は
明
白
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
閉
鎖

性
、
密
室
性
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
政
策
立
案
に
関
し
て
一
部
有
力
政
治
家
が
信
頼
す
る
官
僚
へ
の
委
任
の
度
合

い
が
非
常
に
大
き
か
っ
た

(｢

丸
投
げ｣)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
立
案
さ
れ
た
大
綱
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
そ
の
主
な
項
目
を
掲
げ
る

(

�)

。

・
目
下
、｢

国
家
的
見
地
か
ら
の
総
合
的
・
戦
略
的
な
企
画
立
案
や
機
動
的
・
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供｣

が
急
務
と
な
っ

て
い
る
の
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
に
よ
る
人
事
や
組
織
面
で
の
事
前
か
つ
個
別
詳
細
な
チ
ェ
ッ
ク
が
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
国
会
に
責
任
を
負
う
内
閣
お
よ
び
各
府
省
の
主
任
大
臣
が

｢

主
体
的
か
つ
責
任
あ
る
人
事
・
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト｣

を
お
こ
な
う
た
め
の
体
制
づ
く
り
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

・
各
府
省
主
任
大
臣
を
、
自
ら
の
責
任
と
判
断
に
よ
っ
て
人
事
や
組
織
を
運
用
す
る

｢

人
事
管
理
権
者｣

と
し
て
法
律
上
明
確
に
位

置
づ
け
る
。

・
人
事
院
は
、
人
事
行
政
の
中
立
性
や
公
平
さ
の
観
点
か
ら
、
人
事
管
理
権
者
に
対
す
る

｢

人
事
行
政
の
改
善
に
関
す
る
勧
告
な
ど

の
事
後
チ
ェ
ッ
ク｣

を
担
う
機
関
と
す
る
。

・
試
験
採
用
区
分
や
採
用
年
次
に
過
度
に
こ
だ
わ
っ
た
人
事
、
給
与
待
遇
に
よ
っ
て
、
職
員
個
々
人
の
能
力
発
揮
や
専
門
性
の
向
上

に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
改
め
、
能
力
や
業
績
を
適
切
に
反
映
し
た
人
事
、
給
与
処
遇
を
実
現
す
る
た
め

に

｢

能
力
等
級
制
度｣

を
導
入
す
る
。
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基
礎
と
な
る
官
民
間
の
給
与
比
較
の
あ
り
方
を
見
直
す
、
④
二
〇
一
〇
年
度
末
の
地
方
公
務
員
総
数
が
二
〇
〇
五
年
度
末
の
地
方
公
務

員
総
数
の
四
・
六
％
以
上
の
純
減
と
な
る
よ
う
、
地
方
自
治
体
に
要
請
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

行
革
推
進
法
の
手
法
は
、
ま
ず
全
体
に
枠
を
は
め
、
全
省
庁
一
律
に
段
階
的
削
減
を
は
か
る
と
い
う
従
来
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ

(

�)

に
近
い
。

こ
の
や
り
方
だ
と
、
小
泉
政
権
や
政
権
を
支
え
る
連
立
与
党
は
公
務
員
の
人
件
費
を
減
ら
し
た
と
い
う
行
革
実
績
を
有
権
者
に
ア
ピ
ー

ル
で
き
、
官
僚
の
側
と
し
て
も
国
民
的
人
気
の
高
い
小
泉
政
権
を
前
に
し
て
痛
み
を
平
等
に
分
か
ち
合
う
よ
う
求
め
ら
れ
れ
ば
、
不
満

は
あ
っ
て
も
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
〇
〇
五
年
九
月
の
総
選
挙
で
大
勝
し
、
残
り
少
な
い
総
裁
任
期
を
全

う
す
る
だ
け
と
な
っ
て
い
た
小
泉
首
相
に
と
っ
て
、
従
来
型
の
手
法
を
と
る
行
革
推
進
法
は
、
改
革
政
権
の
面
目
を
保
ち
な
が
ら
政
治

的
リ
ス
ク
を
最
小
化
で
き
る
合
理
的
な
選
択
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
公
務
員
制
度
改
革
と
い
う
困
難
な
課
題
は
、
小
泉
政
権
退
陣
後

に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

戦
後
生
ま
れ
の
政
治
家
と
し
て
初
め
て
安
倍
晋
三
が
政
権
の
座
に
つ
く
と
、
公
務
員
制
度
改
革
が
重
要
な
政
策
課
題
と
し
て
再
び
登

場
し
た
。
二
〇
〇
七
年
四
月
あ
た
り
か
ら
マ
ス
コ
ミ
で
も
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
激
し
い
論
議
を
経
て
同
年
六
月
三

〇
日
、
公
務
員
制
度
改
革
関
連
法

(

�)

が
成
立
し
た
。
安
倍
内
閣
に
お
け
る
公
務
員
制
度
改
革
の
理
念
は
、｢『

美
し
い
国』

を
創
る
担
い
手

と
し
て
国
民
に
信
頼
さ
れ
、
か
つ

『

世
界
に
誇
れ
る
公
務
員』

を
創
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指
す

(

�)｣

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
改
革
案
の

内
容
以
下
の
よ
う
な
諸
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

・
能
力
本
位
の
任
用
制
度

(

能
力
等
級
制
度)

を
導
入
す
る
。
職
階
制
に
関
す
る
規
定
は
廃
止
す
る
。

・
国
家
公
務
員
の
再
就
職
斡
旋
業
務
を
内
閣
が
設
置
す
る

｢

官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー｣

に
一
元
化
す
る
。
セ
ン
タ
ー
の
ユ
ー
ザ
ー

は
基
本
的
に
個
々
の
公
務
員
で
あ
る
が
、
退
職
勧
奨
を
お
こ
な
う
人
事
当
局
か
ら
の
依
頼
で
あ
っ
て
も
拒
否
は
し
な
い
。
た
だ
し
、

各
府
省
の
人
事
当
局
と
相
手
方
の
企
業
と
の
直
接
交
渉
は
禁
止
す
る
。
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・
天
下
り
に
つ
い
て
は
人
事
院
に
よ
る
営
利
企
業
へ
の
再
就
職
承
認
制
度
を
廃
止
し
、
代
わ
っ
て
、
内
閣
が
政
令
で
定
め
る

｢

厳
格

か
つ
明
確
な
基
準｣

に
基
づ
き
、
人
事
管
理
権
者
が
再
就
職
承
認
を
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る
。

・
特
殊
法
人
、
独
立
行
政
法
人
等
へ
の
再
就
職
に
つ
い
て
も
、
法
人
役
員
の
給
与
や
退
職
金
に
つ
い
て

｢

大
幅
減
額｣

を
決
定
し
た

上
で
、
そ
の
支
給
基
準
を
公
表
す
る
。

・
特
殊
法
人
、
独
立
行
政
法
人
等
へ
の
再
就
職
状
況
を
、
一
定
規
模
の
法
人
に
つ
い
て
内
閣
が
把
握
し
公
表
に
努
め
る
。

・
内
閣
の
重
要
な
企
画
立
案
や
総
合
調
整
に
従
事
す
る
ス
タ
ッ
フ
を
、
首
相
自
身
の
判
断
に
基
づ
い
て

｢

国
家
戦
略
ス
タ
ッ
フ｣

と

し
て
任
用
で
き
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
。

・
休
日
、
深
夜
に
及
ぶ
超
過
勤
務
の
最
大
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
国
会
関
係
業
務
、
と
り
わ
け
国
会
答
弁
作
成
業
務
つ
い
て
は
、
政

府
部
内
で
合
理
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
業
務
縮
減
の
た
め
に
国
会
に
協
力
を
要
請
す
る
。

・
二
〇
〇
三
年
度
中
に
国
家
公
務
員
法
の
改
正
案
を
提
出
し
、
二
〇
〇
六
年
度
を
目
途
に
新
制
度
に
移
行
す
る
。

結
果
か
ら
す
れ
ば
、
大
綱
が
予
定
通
り
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
法
案
化
さ
れ
、
実
施
に
移
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
大
綱
が
挫
折
し

た
要
因
と
し
て
は
、｢

労
使
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
与
党
内
部
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
さ
え
築
け
な
か
っ
た

(

�)｣

こ
と
が
大
き
い
。

立
案
過
程
を
密
室
の
う
ち
に
進
め
た
挙
句
、
労
働
基
本
権
の
制
約
は
維
持
し
な
が
ら
、
人
事
院
を
縮
小
し
よ
う
、
人
事
管
理
権
者
と
し

て
の
大
臣
の
権
限
や
能
力
だ
け
は
一
方
的
に
強
化
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
、
あ
ま
り
に
も
虫
が
よ
す
ぎ
る
、
欠
陥
案
だ
と
い
う
反
発
や

不
信
を
買
う
だ
け
に
終
わ
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

代
わ
り
に
、
小
泉
政
権
末
期
の
二
〇
〇
六
年
五
月
二
六
日
、
行
政
改
革
推
進
法

(

�)

が
成
立
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
国
家
公
務
員
の
総

人
件
費
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
を
十
年
後
に
は
半
分
以
下
に
ま
で
抑
制
す
る
こ
と
を
長
期
的
な
目
標
と
す
る
、
②
二
〇
一
〇
年
度
末
の
国
家
公

務
員
総
数
を
二
〇
〇
五
年
度
末
の
国
家
公
務
員
総
数
の
五
％
以
上
の
純
減
と
す
る
、
③
国
家
公
務
員
の
給
与
体
系
、
給
与
水
準
決
定
の
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家
と
い
っ
た
関
係
者
た
ち
の
間
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
欠
如
し
て
い
た
と
い
う
中
野
の
説
明
を
紹
介
し
た
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
改
革
案

は
関
係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
総
務
庁
出
身
の
東
田
親
司
は
、｢

公
務
部
門
内
部
で
は
人
事
管
理
の
し
く
み

に
抜
本
的
な
改
革
を
必
要
と
す
る
声
は
少
な
く
、
部
分
的
改
善
を
要
す
る
箇
所
は
あ
っ
て
も
現
状
の
し
く
み
に
そ
れ
な
り
の
合
理
性
が

あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る

(

�)｣

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
行
政
内
部
だ
け
で
な
く
、
広
く
関
係
者
の
間
で
共
有
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う

(

�)

。
九
〇
年
代
に
入
り
、
環
境
の
激
変
に
伴
う
漠
然
と
し
た
改
革
の
必
要
性
は
盛
ん
に
説
か
れ
る
が
、
現
行
制
度
の
変

更
を
必
要
と
す
る
切
迫
し
た
事
情
に
駆
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
制
度
改
革
か
ら
多
大
な
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
と
見
込
め
る
ア
ク
タ
ー

が

政
治
家
と
官
僚
の
一
部
を
除
け
ば

ご
く
少
数
に
と
ど
ま
り
、
改
革
へ
の
支
持
が
広
が
ら
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
だ
け
に
、
改
革
案
に
対
し
て
は
厳
し
い
批
判
や
論
難
が
浴
び
せ
ら
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
改
革
の
理
念
や
必
要
性
そ
の
も
の

を
正
面
か
ら
否
定
し
て
い
る
よ
う
な
批
判
は
な
い
。
大
半
の
も
の
は
、
制
度
改
革
の
具
体
的
な
中
身
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
形
の
批
判

で
あ
る
。
で
は
、
改
革
案
の
中
身
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
か
。
本
章
で
は
ま
ず
、
大
綱
と
改
革
関
連
法
に
対
す
る
様
々
な
方
面
か
ら

の
批
判
を
取
り
上
げ
、
改
革
案
の
問
題
点
を
探
っ
て
い
く
。

四
―
一

公
務
員
制
度
改
革
大
綱
お
よ
び
公
務
員
制
度
改
革
関
連
法
に
対
す
る
批
判

大
綱
に
対
し
て
、
最
も
辛
辣
な
批
判
を
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
公
務
員
労
組
を
抱
え
る
連
合
で
あ
っ
た
。
労
働
組
合
の
最
大

の
関
心
は
労
働
基
本
権
と
勤
務
条
件
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
大
綱
に
対
す
る
批
判

(

�)

に
つ
い
て
も
こ
の
点
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

労
働
基
本
権
の
制
約
を
維
持
し
た
ま
ま
、
人
事
院
を
大
幅
に
縮
小
し
、
使
用
者
と
し
て
の
大
臣
の
権
限
の
み
を
一
方
的
に
強
化
す
る
の

は
お
か
し
い
、
昇
任
や
降
格
の
基
準
と
な
る
能
力
等
級
制
度
が
公
務
員
の
勤
務
条
件
に
相
当
す
る
の
は
明
白
な
の
に
、
労
使
の
交
渉
事

項
と
せ
ず
、
政
府
が
一
方
的
に
決
め
よ
う
と
す
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
主
張
は
、
労
組
と
し
て
は
当
然
で
あ
る
。
能
力
等
級
制
度
に

つ
い
て
は
、
職
員
の
昇
格
・
降
格
を
決
め
る
た
め
の
評
価
基
準
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
、
昇
格
・
降
格
の
決
定
権
だ
け
を
大
臣
に
預
け
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・
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
は
、
ユ
ー
ザ
ー
が

｢

多
様
な
求
人
情
報
が
得
ら
れ
る
能
動
的
な
求
職
活
動｣

を
支
援
で
き
る
だ
け
の
充

実
し
た
機
能
を
備
え
る
。
セ
ン
タ
ー
の
職
員
は
自
己
の
出
身
官
庁
職
員
の
再
就
職
斡
旋
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

・
再
就
職
し
た
職
員
が
現
役
時
代
に
関
係
し
た
職
務
に
つ
い
て
官
庁
に
働
き
か
け
を
お
こ
な
う
こ
と
を
規
制
す
る
。

・
再
就
職
等
監
視
委
員
会
を
設
置
し
、
再
就
職
や
そ
の
後
の
働
き
か
け
に
関
す
る
規
制
違
反
の
調
査
な
ど
を
担
当
さ
せ
る
。

な
お
、
四
月
の
閣
議
決
定
に
は
、
従
来
の
早
期
退
職
勧
奨
に
よ
っ
て
退
職
を
迫
ら
れ
る
職
員
の
受
け
皿
と
し
て
、｢

長
期
間
在
職
可

能
な
専
門
ス
タ
ッ
フ
職｣
を
新
設
す
る
と
い
う
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
が
、
法
案
化
の
段
階
で
は
削
除
さ
れ
た
。
法
案
は
成
立
し

た
が
、
制
度
設
計
の
細
部
に
つ
い
て
は
詰
め
ら
れ
な
い
ま
ま
安
倍
政
権
は
七
月
二
九
日
の
参
院
選
挙
を
迎
え
た
。
参
院
選
は
連
立
与
党

の
大
敗
に
終
わ
り
、
参
議
院
の
連
立
与
党
の
議
席
は
過
半
数
を
大
き
く
割
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
安
倍
首
相
は
、
自
身
が
就
任
し
て

か
ら
初
め
て
戦
っ
た
大
き
な
国
政
選
挙
で
大
敗
を
喫
し
た
こ
と
に
よ
り
、
有
権
者
の
不
信
任
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
格
好
と
な
り
、
公
務

員
制
度
改
革
を
前
進
さ
せ
る
ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
く
な
っ
た
。
九
月
下
旬
、
安
倍
首
相
は
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
福
田
内
閣
が
発
足

し
た
。
衆
院
と
参
院
の
多
数
派
が
異
な
る
�
ね
じ
れ
国
会
�
に
お
い
て
、
福
田
内
閣
は
公
務
員
制
度
改
革
に
ど
う
取
り
組
ん
で
い
く
の

か
、
そ
の
対
応
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四

.

沸
き
起
こ
る
批
判

前
章
で
は
公
務
員
制
度
に
つ
い
て
の
様
々
な
改
革
案
を
概
観
し
て
き
た
。
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
改
革
案
の
ほ
と
ん
ど
は
、

そ
れ
ら
が
当
初
意
図
し
て
い
た
よ
う
な
制
度
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

少
な
く
と
も
部
分
的
に
し
か
実
現
で
き

な
か
っ
た

(

�)

と
い
う
意
味
で
は
、
失
敗
と
判
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
で
は
な
ぜ
失
敗
し
た
の
か
。
前
章
で
は
、
労
働
組
合
や
政
治
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る

(

�)

。最
後
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
立
場
か
ら
す
る
批
判
を
み
て
お
こ
う
。
行
方
久
生
は
、
大
綱
の
基
本
的
性
格
を

｢

多
国
籍
資
本
の
要

望
を
踏
ま
え
た
新
自
由
主
義
的
な
公
務
員
制
度
再
編
を
め
ざ
し
た
も
の｣

と
把
握
し

(

�)

、
大
綱
が
提
唱
す
る
国
家
戦
略
ス
タ
ッ
フ
の
創
設

に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
独
特
の
解
釈
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

資
本
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
行
政
の
市
場
化
に
対
応
し
、
こ
れ
を
リ
ー
ド
す
る
国
家
と
独
占
と
の
新
た
な

｢

融
合｣

を
組
織
的
に

保
障
す
る
存
在
…
…(

中
略)

…
…
時
の
政
権
党
に
奉
仕
す
る
官
僚
群
と
い
う
性
格
を
持
ち
つ
つ
も
、
複
雑
な
矛
盾
を
飛
び
越
え
、

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
・
独
占
に
直
接
奉
仕
す
る
す
る
官
僚
群
と
い
う
性
格
が
強
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(

�)

。

行
方
の
説
明
で
は
、
独
立
変
数
は
資
本
の
利
益
で
あ
り
、
公
務
員
制
度
の
改
革
提
案
な
り
実
際
の
制
度
改
正
は
そ
れ
に
従
属
す
る
変

数
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
多
国
籍
化
し
た
有
力
企
業
群
に
と
っ
て
、
市
場
の
自
由
を
歪
め
る
諸
々
の
規
制
、
重
い
財
政
負
担
を
伴
う
公

共
事
業
や
社
会
保
障
施
策
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
お
け
る
競
争
を
勝
ち
抜
く
上
で
の
足
枷
で
し
か
な
い
。
行
方
の
よ
う
な
立
場
か
ら

す
る
大
綱
批
判
の
趣
旨
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
政
府
を
担
い
手
と
す
る
様
々
な
規
制
や
行
政
サ
ー
ビ
ス

は
、
政
権
党
を
支
え
て
き
た
鉄
の
三
角
形
、
流
行
の
言
葉
で
言
え
ば
�
抵
抗
勢
力
�
の
既
得
権
益
を
守
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、

国
民
の
日
常
生
活
を
支
え
る
基
盤
的
な
イ
ン
フ
ラ
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ビ
ッ
ク
ビ
ジ
ネ
ス
が
主
張
す
る
財
政
上
の
理
由
、
経
済

合
理
主
義
の
尺
度
の
み
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
全
体
の
奉
仕
者
と
い
う
公
務
員
の
特
性
に
由
来
す
る
安
定
し
た
人
事
や
給
与
制
度
を

破
壊
す
れ
ば
、
�
抵
抗
勢
力
�
の
既
得
権
益
だ
け
で
な
く
、
国
民
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
基
本
的
な
イ
ン
フ
ラ
ま
で
も
が
損
な
わ

れ
て
し
ま
う
、
と

(

�)

。

続
い
て
、
公
務
員
制
度
改
革
関
連
法
に
つ
い
て
の
論
評
を
紹
介
す
る
。
関
連
分
野
の
研
究
者
に
よ
る
ま
と
ま
っ
た
見
解
は
出
さ
れ
て
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て
い
い
は
ず
が
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
国
家
公
務
員
Ⅰ
種
試
験
の
合
格
者
を
採
用
予
定
者
の
四
倍
に
ま
で
増
や
す
と
す
る
と
、
成
績
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
者
が
コ

ネ
で
採
用
さ
れ
る
よ
う
な
不
正
が
横
行
す
る
の
で
は
な
い
か
、
能
力
主
義
や
業
績
主
義
を
謳
い
な
が
ら
、
国
家
公
務
員
Ⅰ
種
試
験
に
合

格
し
て
採
用
さ
れ
た
者
を
無
条
件
に
集
中
育
成
の
対
象
に
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
と
い
っ
た
、
も
っ
と
も
な
指
摘
も
あ
る
。
人
事
院
に

よ
る
天
下
り
の
事
前
承
認
制
の
廃
止
と
大
臣
承
認
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
大
臣
の
名
を
借
り
て
天
下
り
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
キ
ャ

リ
ア
官
僚
の
魂
胆
は
見
え
透
い
て
い
る
と
切
り
捨
て
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
は
そ
れ
な
り
に
説
得
的
で
は
あ
る
が
、
他
方
で
、
三
階

建
て
給
与
に
つ
い
て
は
、
年
功
的
要
素
が
大
幅
に
抑
制
さ
れ
る
こ
と
で

｢

家
計
の
も
っ
と
も
苦
し
い
中
高
年
組
合
員
層
の
支
給
額｣

が

大
き
く
減
り
、
生
計
費
が
ま
か
な
え
な
く
な
る
と
い
う
懸
念
も
表
明
さ
れ
て
お
り
、
組
合
員
の
既
得
権
を
守
り
た
い
と
い
う
連
合
の
思

惑
も
見
え
隠
れ
す
る
。

学
者
か
ら
も
、
押
し
付
け
型
の
天
下
り
と
人
材
活
用
型
の
天
下
り
を
区
別
し
、
後
者
の
み
を
支
援
す
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
な
の
か

(

�)

、

指
定
職
ク
ラ
ス
の
政
府
高
官
は
大
臣
の
政
策
形
成
を
補
佐
す
る
政
治
的
役
割
を
担
う
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
政
治
的
責
任
を
負
わ
な
く

て
よ
い
一
般
職
公
務
員
に
と
ど
ま
る
と
い
う
の
は
虫
が
よ
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か

(

�)

、
と
い
っ
た
批
判
的
な
指
摘
が
相
次
い
で
い
る
。
そ

の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
て
い
る
の
が
新
藤
宗
幸
で
あ
る
。
新
藤
は
、
大
綱
が
策
定
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
の
閉
鎖

性
、
密
室
性
と
、｢

国
家
戦
略
ス
タ
ッ
フ｣

の
創
設
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
大
綱
の
中
身
か
ら
読
み
取
れ
る
官
僚
の
野
心
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
公
務
員
バ
ッ
シ
ン
グ
を
跳
ね
返
し
、
政
治
主
導
体
制
を
覆
し
て
�
官
の
復
権
�
を
図
ろ
う
と
す
る
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
反
撃

に
他
な
ら
な
い
と
断
じ
て
お
り
、
分
担
管
理
原
則
に
守
ら
れ
た
省
庁
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
横
行
に
メ
ス
を
入
れ
な
い
ま
ま
、
大
綱
に

あ
る
よ
う
な
改
革
を
強
行
す
れ
ば
、
省
庁
官
僚
制
に
対
す
る
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
ま
す
ま
す
効
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
か
、
官

僚
Ｏ
Ｂ
を
雇
う
企
業
が
期
待
し
て
い
る
の
は
派
手
な
口
利
き
で
は
な
く
、
目
立
た
な
い
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形
で
の
人
脈
を
活
か
し
た

情
報
収
集
で
あ
り
、
官
僚
Ｏ
Ｂ
の
表
立
っ
た
口
利
き
行
為
を
禁
止
し
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
い
っ
た
問
題
点
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
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き
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る

(

�)

。
同
紙
は
ま
た
、
社
保
庁
問
題
だ
け
で
な
く
耐
震
偽
装
や
コ
ム
ス
ン
の
不
正
な
ど
、
官

民
を
問
わ
ず
、
公
共
の
仕
事
に
携
わ
る
者
の

｢

公
共
心｣

の
低
下
に
対
処
す
る
こ
と
こ
そ
重
要
だ
と
し
て
、
官
を
叩
い
て
小
さ
く
し
民

間
の
仕
事
を
増
や
せ
ば
よ
い
と
い
う
単
純
な
発
想
で
は
限
界
が
あ
る
と
、
冷
静
な
論
議
を
よ
び
か
け
て
い
る

(

�)

。

四
―
二

天
下
り
擁
護
論
の
検
討

前
節
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
改
革
関
連
法
の
議
論
に
お
い
て
最
も
世
論
の
関
心
を
喚
起
し
た
の
は
官
僚
の
天
下
り
問
題
で
あ
っ
た
。

天
下
り
問
題
は
、
読
売
新
聞
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
時
の
内
閣
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
掻
き
た
て
、
政
権
浮
揚
を
図
る
の
に
便
利
な
争
点

で
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
朝
日
新
聞
の
批
判
に
あ
る
よ
う
に
、
官
僚
の
不
合
理
な
特
権
を
支
え
る
た
め
に
多
額
の
公

金
が
際
限
な
く
つ
ぎ
込
ま
れ
る
構
造
的
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
真
渕
勝
は
、
官
僚
の
天
下
り
に
つ
い
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
説
く
論

拠
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
取
り
上
げ
、
擁
護
に
値
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い
る

(

�)

。
真
渕
に
よ
れ
ば
、
天
下
り
の
意
義
を
説
く
議
論
に
は

二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
、
片
方
は

｢

天
下
り
は
官
僚
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る｣

と
主
張
す
る
も
の
、
他
方
は

｢

天
下
り
は
社
会

全
体
に
効
用
を
も
た
ら
す｣

と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
①
官
庁
活
性
化
説
、
②
賃
金
保
障

説
が
あ
り
、
後
者
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
③
能
力
活
用
説
、
④
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
説
、
⑤
影
響
力
均
等
化
説
が
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
で
は
順
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

第
一
に
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
士
気
を
常
に
高
く
保
つ
た
め
に
は
ス
ム
ー
ズ
な
昇
進
が
必
要
で
あ
り
、
中
年
以
上
の
管
理
職
に
は
速
や

か
に
や
め
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
仕
組
み
と
し
て
天
下
り
は
不
可
欠
だ
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
こ
の
主
張
は
端
的
に
い
っ

て
、
非
常
に
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
官
僚
Ｏ
Ｂ
に
い
い
ポ
ス
ト
を
取
ら
れ
て
し
ま
う
天
下

り
先
の
団
体
の
プ
ロ
パ
ー
職
員
の
モ
ラ
ー
ル
を
低
下
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
側
面
を
軽
視
な
い
し
無
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、

民
間
に
就
職
す
る
優
秀
な
人
材
と
比
較
す
る
と
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
在
職
中
の
経
済
的
報
酬
は
明
ら
か
に
低
く
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
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い
な
い
の
で
、
新
聞
各
紙
の
社
説
か
ら
主
だ
っ
た
論
評
を
挙
げ
て
い
こ
う
。
読
売
新
聞
は
、
改
革
関
連
法
を
、
官
僚
バ
ッ
シ
ン
グ
に
便

乗
し
て
参
院
選
を
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
安
倍
内
閣
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
み
な
し

(

�)

、
天
下
り
批
判
へ
の
対
応
ば
か
り
が
突

出
し
て
い
て
、
あ
る
べ
き
公
務
員
像
に
向
け
て
公
務
員
制
度
の
全
体
像
を
描
く
と
い
う
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
と
批
判
す
る

(

�)

。
ま
た
、

公
務
員
の
再
就
職
を
扱
う
新
組
織
の
詳
細
な
制
度
設
計
を
後
回
し
に
し
て
、
公
務
員
の
再
就
職
を
内
閣
で
一
括
し
て
管
理
す
る
と
い
う

議
論
が
先
走
る
と
、
現
職
官
僚
に
将
来
的
な
不
安
を
抱
か
せ
、
優
秀
な
若
者
の
公
務
員
離
れ
を
促
進
し
、
結
果
と
し
て
優
秀
な
人
材
が

官
庁
に
集
ま
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
示
し
て
い
る

(

�)

。

朝
日
新
聞
は
、
改
革
を
進
め
よ
う
と
す
る
安
倍
内
閣
に
と
っ
て
、
省
庁
の
既
得
権
を
後
押
し
す
る
与
党
内
の
抵
抗
、
早
期
退
職
勧
奨

の
廃
止
に
伴
う
人
件
費
増
と
総
人
件
費
削
減
改
革
と
の
矛
盾
、
人
事
院
に
よ
る
給
与
統
制
、
と
い
う

｢

三
つ
の
壁｣

を
ど
う
乗
り
切
る

の
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
指
摘
す
る

(

�)

。
朝
日
新
聞
は
、
安
倍
内
閣
は
結
局
の
と
こ
ろ
壁
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
改
革
は

有
名
無
実
の
も
の
に
終
わ
っ
た
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
見
解
は
、
公
務
員
の
再
就
職
を
内
閣
で
一
括
管
理
す
る
と
い
っ

て
も
�
官
の
威
光
	
を
か
さ
に
き
て
天
下
り
の
慣
行
を
続
け
る
こ
と
に
は
全
く
変
わ
り
は
な
く
、
天
下
り
先
の
諸
団
体
に
公
金
が
垂
れ

流
さ
れ
る
不
正
も
温
存
さ
れ
て
し
ま
う

(


)

と
か
、
独
立
法
人
に
一
度
天
下
っ
た
官
僚
Ｏ
Ｂ
が
さ
ら
に
ま
た
別
の
関
連
法
人
に
天
下
る
、
い

わ
ゆ
る
�
渡
り
	
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
改
革
案
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
抜
け
道
を
用
意
し
た
ザ
ル
法
案
に
す
ぎ
な
い

(

�)

、
と

い
っ
た
厳
し
い
評
価
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

毎
日
新
聞
は
、
憲
法
改
正
手
続
き
を
規
定
し
た
国
民
投
票
法
案
や
教
育
基
本
法
改
正
な
ど
と
比
べ
、
官
僚
の
天
下
り
規
制
に
対
し
て

は
首
相
の
熱
意
が
あ
ま
り
伝
わ
っ
て
こ
な
い
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
と
や
や
皮
肉
ま
じ
り
に
論
評
し
て
い
る

(

�)

が
、
歴
代
の
ど
の
政
権
も

手
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
官
僚
の
天
下
り
問
題
に
対
し
て
、
果
敢
に
メ
ス
を
入
れ
よ
う
と
す
る
安
倍
政
権
の
姿
勢
そ
の
も
の

は
評
価
に
値
す
る
と
も
述
べ
て
い
る

(

)

。
し
か
し
な
が
ら
、
天
下
り
問
題
は
政
官
財
に
よ
る
癒
着
構
造
の
根
源
に
位
置
し
て
お
り
、
既
得

権
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
政
官
財
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
の
激
し
い
抵
抗
は
必
至
で
あ
る
た
め
、
改
革
の
見
通
し
は
暗
く
結
局
は
骨
抜
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機
を
む
し
ろ
深
め
る
方
向
に
作
用
し
た
。
九
〇
年
代
後
半
の
金
融
危
機
と
そ
れ
に
対
す
る
旧
大
蔵
省
の
対
応
を
み
れ
ば
、
一
目
瞭
然
で

あ
る

(

�)

。
仮
に
官
民
の
協
調
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
一
定
の
効
用
を
認
め
る
と
し
て
も
、
一
歩
間
違
え
ば
官
民
の
不
透
明
な
癒
着
に
転
落
し
か

ね
ず
、
公
正
さ
を
欠
く
行
政
指
導
の
原
因
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
最
後
に
、
大
手
で
は
な
い
企
業
で
あ
っ
て
も
、
官
僚
Ｏ
Ｂ
を
受
け
入

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
手
企
業
に
対
抗
す
る
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
企
業
間
格
差
の
縮
小
と
雇
用
創
出
に
つ
な
が
り
、
社
会

的
な
安
定
に
寄
与
し
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
高
度
成
長
期
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
格
差
是
正
や
社
会
的
安
定
に
意
味
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
非
効
率
な
企
業
が
官
僚
Ｏ
Ｂ
の
持
つ
力
に
依
存
し
て
生
き
残
っ
て
い

く
こ
と
が
は
た
し
て
必
要
な
の
か
。

真
渕
は
、
こ
の
よ
う
な
検
討
を
通
じ
て
、
天
下
り
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
と
結
論
づ
け
な
が
ら
も
、
単
に
天
下
り
を

撲
滅
す
れ
ば
事
が
済
む
わ
け
で
は
な
い
、
天
下
り
に
代
わ
っ
て
官
僚
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
仕
組
み
を
構
想
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
、
と
警
告
し
て
い
る

(

�)

。
真
渕
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
天
下
り
に
対
す
る
批
判
や
擁
護
の
議
論
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
ど

の
よ
う
な
資
質
を
持
っ
た
人
間
を
公
務
の
世
界
に
リ
ク
ル
ー
ト
す
べ
き
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
経
歴
で
い
か
な
る
仕
事
を
し
て
も
ら
う

の
が
望
ま
し
い
の
か
、
ど
れ
く
ら
い
の
待
遇
を
用
意
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
根
本
問
題
に
行
き
着
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本

で
最
も
優
秀
な
若
者
層
を
採
用
し
て
、
か
つ
て
の
よ
う
な
経
済
成
長
を
牽
引
し
得
る
高
度
な
政
策
立
案
能
力
を
備
え
た
幹
部
公
務
員
集

団
を
つ
く
り
、
特
権
的
待
遇
を
与
え
続
け
る
の
が
よ
い
の
か
。
あ
る
い
は
、
若
者
の
最
優
秀
層
は
、
時
代
の
先
端
を
走
る
諸
種
の
民
間

成
長
産
業
に
就
職
し
て
金
儲
け
に
励
ん
で
も
ら
い
、
公
務
部
門
は
相
対
的
に
低
い
賃
金
で
も
集
ま
る
よ
う
な
二
流
の
人
材
で
固
め
、
せ

い
ぜ
い
社
会
が
破
壊
さ
れ
な
い
程
度
の
統
治
機
能
を
担
わ
せ
れ
ば
よ
い
の
か
。
現
実
に
は
、
こ
の
二
極
の
間
の
ど
こ
か
に
均
衡
点
が
発

見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
天
下
り
を
縮
小
な
い
し
廃
止
す
る
方
向
で
の
改
革
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
後
者
の
極
に
大
き
く
触
れ
る
こ
と

が
当
然
見
込
ま
れ
る

(

�)

。
そ
れ
で
は
、
天
下
り
の
な
い
政
界
、
あ
る
い
は
天
下
り
が
極
め
て
少
な
い
世
界
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
。
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退
任
後
の
処
遇
を
手
厚
く
し
な
い
と
優
秀
な
若
者
に
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
前
節
で
取
り
上
げ
た
読
売
新
聞
の
社

説
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
主
張
に
与
す
る
見
解
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
は
、
国
民
一
般
の
生
活
感
覚
と
あ
ま
り

に
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
。
特
殊
法
人
そ
の
他
の
関
連
団
体
に
天
下
っ
た
官
僚
Ｏ
Ｂ
が
、

た
か
だ
か
三
年
、
四
年
勤
め
た
だ
け
で
退
職
金
二
〇
〇
〇
万
、
三
〇
〇
〇
万
円
を
手
に
し
て
、
し
か
も
同
一
人
物
が
何
度
も
天
下
り
を

繰
り
返
し
て
巨
額
の
報
酬
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
苦
し
い
経
済
状
況
が
続
く
な
か
で
、
多
く
の
国
民
の
納

得
を
得
ら
れ
る
も
の
と
は
到
底
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
天
下
国
家
の
視
点
で
仕
事
を
し
て
き
た
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
優
れ
た
見
識
や
貴
重
な
経
験
が
、
行
政
官
庁
以
外
の
世
界
で
活

か
さ
れ
る
の
は
社
会
全
体
に
よ
っ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
、
国
家
公
務
員
Ⅰ
種
試
験
を
合
格
し
中

央
官
庁
に
採
用
さ
れ
た
官
僚
は
優
秀
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
基
本
的
に
は
学
生
時
代
の
学
業
と
い
う
意
味
に
お
い
て
優
秀
で
あ
っ

た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
学
生
時
代
の
学
業
に
秀
で
た
者
が
、
社
会
的
に
有
用
な
見
識
や
能
力
の
持
ち
主
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
キ
ャ

リ
ア
官
僚
が
尽
く
、
天
下
国
家
の
視
点
か
ら
培
っ
た
優
れ
た
見
識
と
能
力
の
持
ち
主
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
行
政
改
革
が
話
題
に
な
る
た

び
に
何
ゆ
え
�
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
克
服
�
が
課
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
の
所
在
が
以
前
か
ら
判
明
し
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
優
秀
な
人
間
の
集
ま
り
が
ど
う
し
て
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
下
り
官
僚
の
大
半
は
、

出
身
省
庁
の
関
連
団
体
、
関
連
業
界
に
再
就
職
し
て
お
り
、
広
く
社
会
的
に
貢
献
し
て
い
る
人
物
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
が
現
実
で
あ

る
。
官
庁
以
外
の
世
界
で
活
用
さ
れ
る
べ
き
見
識
や
能
力
が
な
い
と
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
も
仕
方
な

い
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
天
下
り
は
官
庁
と
民
間
の
関
連
業
界
を
結
び
つ
け
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
種
の
官

民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
は
、
七
〇
年
代
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
不
況
を
官
民
協
調
に
よ
っ
て
乗
り
切
っ
た
と
い
う
点
を
論
拠
と
し
て

挙
げ
る
。
官
民
の
協
調
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
七
〇
年
代
に
は
一
定
の
機
能
を
果
た
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
九
〇
年
代
以
降
は
経
済
危

論 説
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・
公
務
員
が
民
間
と
比
べ
て
給
与
面
で
か
な
り
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
は
根
強
い
が
、
連
合
の
調
査
で
は
官
民
の
給
与
水
準

は
お
お
む
ね
均
衡
し
て
お
り
、
む
し
ろ
賃
金
の
社
会
的
な
底
上
げ
と
格
差
是
正
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
公
務
員
の
身
分
保
障
が
あ

た
か
も
特
権
的
な
雇
用
保
障
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
き
た
の
は
、
政
府
が
適
切
に
分
限
処
分
を
お
こ
な
っ
て
こ
な
か
っ

た

(

�)

か
ら
で
あ
り
、
労
組
の
責
任
で
は
な
い
。

連
合
案
の
基
調
は
、
政
府
が
掲
げ
る
能
力
主
義
、
業
績
主
義
的
な
人
事
管
理
の
必
要
性
そ
の
も
の
は
承
認
し
な
が
ら
も
、
公
務
員
に

対
す
る
労
働
基
本
権
の
付
与
、
身
分
保
障
の
強
化
を
強
く
求
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
キ
ャ
リ
ア
制
度
を
廃
止
し
た
後
は
、

課
長
ま
で
は
試
験
採
用
の
終
身
職
公
務
員
、
そ
れ
以
上
の
幹
部
公
務
員
は
内
閣
一
括
管
理
と
な
っ
て
お
り
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
政

権
が
変
わ
る
た
び
に
数
千
も
の
高
官
ポ
ス
ト
が
入
れ
替
わ
る
ア
メ
リ
カ
に
近
い
形
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
天
下
り
に
つ
い
て
は
、

大
綱
直
後
の
時
点

(

二
〇
〇
二
年)

で
は
全
面
禁
止
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
こ
の
と
き

(

二
〇
〇
六
年)

は
、
内
閣
の
統
制
を
強
め
、

透
明
性
を
高
め
る
と
い
う
方
向
に
�
後
退
�
し
て
い
る
。

連
合
案
の
内
容
を
一
瞥
す
る
と
、
そ
の
一
貫
性
の
な
さ
が
目
に
つ
く
。
例
え
ば
、
現
行
の
試
験
採
用
区
分
を
廃
止
し
た
後
、
幹
部
公

務
員
人
事
を
内
閣
で
一
括
管
理
す
る
と
し
て
い
る
が
、
幹
部
公
務
員
と
な
り
得
る
人
材
は
ど
こ
か
ら
連
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
時

の
政
権
が
幹
部
公
務
員
を
自
由
に
選
べ
る
と
し
な
が
ら
、
幹
部
公
務
員
は
時
の
政
権
と
運
命
を
と
も
に
し
な
い
一
般
職
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
存
在
を
暗
に
認
め
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
能
力
主
義
、
業
績
主
義
的
な
人
事
管
理
そ
の
も
の
は
認
め

る
が
、
人
事
や
給
与
査
定
の
基
準
は
労
組
の
同
意
が
な
け
れ
ば
設
定
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
基
準
で
あ
れ

ば
受
け
入
れ
る
と
い
う
の
か
。
給
与
の
官
民
格
差
は
根
拠
が
な
い
か
ら
公
務
員
給
与
の
削
減
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
主
張
に
至
っ
て

は
、
公
務
員
以
外
の
多
く
の
国
民
の
目
に
は
単
な
る
エ
ゴ
と
し
か
映
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
、
民
主
党
の
案
を
検
討
す
る
。
民
主
党
も
連
合
の
上
記
の
文
書
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、｢

国
の
事
業
の
見
直
し
と
公
務
員
制
度
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四
―
三

天
下
り
の
な
い
世
界
へ
？

大
綱
に
対
す
る
最
も
手
厳
し
い
批
判
勢
力
で
あ
る
連
合
は
、
大
綱
の
決
定
後
ま
も
な
く
し
て
反
対
運
動
を
開
始
し
た
。
そ
の
と
き
に

使
わ
れ
た
文
書

(

�)

を
み
る
と
、
連
合
の
主
張
が
、
①
公
務
員
制
度
の
改
革
案
は
国
民
と
労
働
組
合
の
参
加
を
保
障
し
た
上
で
つ
く
れ
、
②

キ
ャ
リ
ア
官
僚
制
度
と
天
下
り
を
廃
止
せ
よ
、
③
公
務
員
に
労
働
基
本
権
を
与
え
よ
、
と
い
う
三
つ
の
要
求
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
と
天
下
り
が
な
い
公
務
部
門
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
連
合
の

案
は
、｢

公
共
サ
ー
ビ
ス
・
公
務
員
制
度
に
関
す
る
連
合
の
考
え
方｣

と
題
す
る
文
書

(

�)

に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
主
に
以
下
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

・
能
力
主
義
、
業
績
主
義
的
な
人
事
の
必
要
性
は
認
め
る
が
、
評
価
基
準
の
設
定
に
つ
い
て
は
労
働
組
合
の
関
与
を
保
障
す
る
。
給

与
に
つ
い
て
は
、
職
務
の
内
容
や
種
類
、
責
任
範
囲
を
明
確
に
定
義
し
た
上
で
の
職
能
給
と
す
る
。

・
現
行
の
採
用
試
験
区
分
は
廃
止
す
る
。
新
卒
採
用
者
を
長
期
活
用
す
る
人
事
運
用
の
基
本
は
今
後
と
も
変
わ
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

課
長
職
ま
で
の
人
事
は
各
府
省
の
主
任
大
臣
が
担
当
す
る
が
、
審
議
官
級
以
上
の
幹
部
公
務
員
の
人
事
に
つ
い
て
は
内
閣
一
括
管

理
と
し
、
外
部
か
ら
の
登
用
も
含
む
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
身
分
は
一
般
職
と
し
、
政
権
が
交
代
し
て
も
定
年
ま
で
の
在

職
は
保
障
さ
れ
る
。

・
早
期
退
職
勧
奨
を
や
め
、
定
年
ま
で
勤
務
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
六
〇
歳
定
年
制
の
延
長
も
検
討
す
る
。
再
就
職
管
理
に

つ
い
て
は
、
本
府
省
課
長
ク
ラ
ス
ま
で
は
各
府
省
別
に
、
審
議
官
級
以
上
は
内
閣
官
房
が
お
こ
な
う
。

・
公
務
員
に
労
働
基
本
権
を
付
与
し
、
給
与
、
勤
務
時
間
、
人
事
そ
の
他
の
勤
務
条
件
関
連
事
項
を
団
体
交
渉
の
対
象
と
す
る
。
人

事
院
勧
告
は
廃
止
す
る
。
団
体
交
渉
を
担
当
す
る
政
府
側
の
組
織
と
し
て
、
新
た
に
人
事
管
理
庁
を
内
閣
府
に
設
置
す
る
。
一
般

職
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
内
部
告
発
権
を
創
設
す
る
と
と
も
に
政
治
活
動
の
全
面
的
な
自
由
を
保
障
す
る
。
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サ
ー
ビ
ス
を
受
け
取
る
層

向
け
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
競
っ
て
切
り
下
げ
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
福
祉
磁
石
の
ロ
ジ
ッ

ク

(

�)

が
、
自
治
体
の

｢

経
営
感
覚｣

を
研
ぎ
澄
ま
し
、
公
共
部
門
全
体
と
し
て
の
人
員
や
予
算
は
結
果
的
に
効
率
化
さ
れ
る
で
あ
ろ

う

こ
の
よ
う
な
見
込
み
が
正
し
け
れ
ば
、
労
組
の
利
益
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
。
労
組
の
利
害
は
、
大
綱
が
予
定
す
る
よ
う

な
人
事
管
理
権
者

(

主
任
大
臣)

の
強
権
と
い
う
�
見
え
る
手
�
だ
け
で
は
な
く
、
分
権
に
伴
う
競
争
圧
力
の
増
大
と
い
う
�
見
え
ざ

る
手
�
に
よ
っ
て
も
大
き
く
影
響
を
受
け
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
民
主
党
案
が
労
組
の
既
得
権
益
を
擁
護
す
る
も
の
だ
と
単
純
に
決
め

つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

天
下
り
の
縮
小
や
廃
止
を
求
め
る
声
は
、
最
大
野
党
や
そ
れ
を
支
え
る
労
組
ば
か
り
で
は
な
く
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
若
手
官
僚
の
一

部
か
ら
も
挙
が
っ
て
い
る
。｢

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｋ｣

と
題
す
る
改
革
案

(

�)

を
実
名
入
り
で
出
版
し
た
若
手
キ
ャ
リ
ア
官
僚
た
ち
は
、
天
下

り
に
伴
う

｢

数
千
万
も
の
年
収
や
退
職
金
を
も
ら
う
必
要
と
い
う
も
の
は
理
解
で
き
な
い

(

�)｣

と
喝
破
し
て
い
る
。｢

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｋ｣

に
よ
れ
ば
、
中
央
省
庁
が

｢

国
民
全
体
の
た
め｣

に
提
供
す
べ
き

｢

商
品｣

の
品
質
、
す
な
わ
ち
政
策
の
質
が
甚
だ
低
い
と
い
う
現
状

を
改
め
る
た
め
に
抜
本
的
な
公
務
員
制
度
改
革
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
基
本
的
に
、
省
庁
ご
と
の
縦
割
り
体
制
を

内
閣
主
導
型
に
変
え
、
政
策
立
案
能
力
の
高
い
職
員
と
各
専
門
分
野
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
を
適
切
な
部
署
に
配
置
し
て
、
国
家
レ
ベ
ル
の

行
政
を
総
合
化
、
合
理
化
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
改
革
案
は
、
①
内
閣
官
房
や
内
閣
府
を
廃
止
し
て
、
戦
略
策
定
部

門
、
戦
略
実
施
強
制
部
門
、
行
政
内
対
立
裁
定
部
門
か
ら
な
る
百
人
程
度
の
総
合
戦
略
本
部
を
創
設
し
、
政
府
内
外
か
ら
広
く
人
材
を

集
め
る

(

�)

、
②
人
事
評
価
の
基
本
的
な
指
針

(

�)

を
示
し
、
業
績
や
能
力
に
つ
い
て
の
評
価
項
目

(

�)

を
具
体
化
す
る
、
③
国
家
公
務
員
全
体
を
機

能
別
に
、
上
級
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

(

次
官
、
局
長
、
官
房
長
ク
ラ
ス)

、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

(

部
課
長
ク
ラ
ス)

、
上
級
ス
タ
ッ
フ

(

補
佐
官

ク
ラ
ス)

、
ス
タ
ッ
フ

(

係
長
、
係
員
ク
ラ
ス)

の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
任
用
の
ル
ー

ル
を
明
確
化
す
る

(

	)

、
④
各
府
省
単
位
で
の
再
就
職
斡
旋
を
や
め
、
定
年
退
職
年
齢
ま
で
国
家
公
務
員
と
し
て
政
策
立
案
の
仕
事
に
た
ず

さ
わ
っ
て
も
ら
う
が
、
人
事
院
が
政
府
全
体
を
代
表
し
て
民
間
企
業
か
ら
の
求
人
を
公
募
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い

(


)

、
な
ど
の
内
容
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改
革
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方｣

と
題
す
る
文
書

(

�)

を
ま
と
め
、
公
務
員
制
度
改
革
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提
示
し
て
い
る
。
民
主
党
案
は

ま
ず
、
政
権
獲
得
後
、
首
相
を
議
長
と
す
る

｢

行
政
刷
新
会
議｣

を
設
置
し
、
政
府
組
織
と
公
務
員
制
度
の
調
査
と
改
革
に
必
要
な
全

権
を
与
え
て
、
一
八
ヶ
月
以
内
に
成
案
を
得
る
と
し
て
い
る
。
民
主
党
も
連
合
と
同
様
に
、
内
閣
が
主
体
と
な
っ
て
幹
部
公
務
員
人
事

を
お
こ
な
う
体
制
づ
く
り
や
公
務
員
の
労
働
基
本
権
回
復
を
唱
え
て
い
る
が
、
連
合
と
の
大
き
な
違
い
は
地
方
分
権
を
前
面
に
押
し
出

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
地
方
分
権
の
推
進
に
よ
っ
て
国
家
公
務
員
の
総
人
件
費
は
三
年
間
で
二
割
以
上
削
減
し
、
行
政
の
仕
事
を
基
本

的
に
地
方
自
治
体
が
担
う
体
制
を
つ
く
る
と
い
う
。

他
方
、
公
務
員
の
特
権
的
待
遇
に
注
が
れ
る
視
線
も
厳
し
い
。
民
主
党
は
、
平
成
一
七
年
四
月
時
点
で
四
〇
〇
〇
近
い
団
体
に
二
万

人
以
上
の
天
下
り
官
僚
が
お
り
、
こ
れ
ら
の
団
体
に
五
兆
五
千
億
を
超
え
る
補
助
金
が
国
か
ら
つ
ぎ
込
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
こ
れ

を
根
本
的
に
改
め
る
と
し
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
官
僚
以
外
の
公
務
員
に
対
し
て
も
、
財
政
の
逼
迫
や
公
務
員
の
相
次
ぐ
不
祥
事
に
伴
う

行
政
不
信
に
鑑
み
、
国
民
の
納
得
の
得
ら
れ
な
い
手
厚
い
給
与
や
諸
手
当
は
是
正
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
三
万
人
を
超
え
る
と
い
わ

れ
る
非
常
勤
の
一
般
職
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
実
態
解
明
と
情
報
公
開
を
進
め
る
と
し
て
い
る
。

民
主
党
案
の
特
徴
は
、
連
合
案
と
同
じ
く
行
政
の
民
主
的
統
制

(

�)

を
強
調
し
、
公
務
員
の
身
分
保
障
の
た
め
の
施
策
を
盛
り
込
ん
で
い

る
こ
と
も
連
合
案
と
共
通
し
て
い
る
が
、
他
方
で
人
件
費
や
諸
手
当
の
見
直
し
に
も
踏
み
込
ん
で
お
り
、
全
般
的
に
労
組
に
対
し
て
厳

し
い
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
民
主
党
案
が
、
地
方
自
治
体
に
属
し
て
仕
事
を
し
、
地
方
自
治
体
か
ら
給
与
を
も

ら
う
公
務
労
働
者
と
し
て
の
公
務
員
と
い
う
側
面
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
民
主
党
案
に
お
い
て
は
、
ヒ
ト
・
モ
ノ
・

カ
ネ
を
大
幅
に
地
方
に
移
し
て
あ
と
は
地
方
自
治
体
間
の
競
争
に
任
せ
る
と
い
う
こ
と
に
す
れ
ば
、
多
数
の
自
治
体
が

｢

経
営
感
覚｣

を
発
揮
し
て
リ
ス
ト
ラ
に
踏
み
切
る
こ
と
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
分
権
が
進
ん
で
、
地
方
政
府
が
中
央
に
財
源
を
依
存
し
な
い
形
で

の
財
政
運
営
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
各
地
方
自
治
体
は
、
自
己
の
領
域
に
住
ま
う
所
得
の
高
い
層
、
儲
け
の
多
い
民
間
企
業

の
利
害
を
重
視
せ
ざ
る
を
得
ず
、
し
た
が
っ
て
、
低
所
得
者
層

自
治
体
に
納
め
る
税
金
の
価
値
よ
り
も
相
対
的
に
多
く
の
行
政
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や
民
主
党
は
、
一
般
職
公
務
員

幹
部
級
も
含
め

に
は
そ
れ
ほ
ど
有
能
な
人
材
を
要
し
な
い
と
割
り
切
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
与
党
の
リ
ー
ダ
ー
を
頂
点
と
す
る
政
権
チ
ー
ム
が
政
府
運
営
の
基
本
方
針
を
決
め
、

一
般
職
公
務
員
は
そ
れ
に
従
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
職
務
を
粛
々
と
こ
な
せ
ば
よ
い
と
い
う

｢

吏
員
型
官
僚

(

�)｣

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

他
方
で
、
若
手
キ
ャ
リ
ア
官
僚
有
志
た
ち
の
案
は
、
�
ベ
ス
ト
・
ア
ン
ド
・
ブ
ラ
イ
テ
ス
ト
�
路
線
を
あ
く
ま
で
守
り
抜
こ
う
と
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
制
度
の
形
は
変
わ
っ
て
も
、
日
本
国
の
中
央
省
庁
は
、
一
流
の
人
材
を
引
き
つ
け
る
だ
け
の
魅
力
的
な

職
場
と
待
遇
を
保
障
す
る
存
在
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
首
相
の
周
り
を
固
め
る
総
合
戦
略
参
謀
た
ち
に
は
、
省
庁
の
壁
を
越
え
て
国

政
を
指
導
す
る
強
大
な
権
限
を
付
与
し
、
給
与
面
で
も
各
界
か
ら
選
び
抜
か
れ
た
人
材
に
ふ
さ
わ
し
い
待
遇
を
保
障
す
る
。
高
度
の
専

門
能
力
を
要
す
る
ポ
ス
ト
に
は
、
幹
部
級
の
高
給
を
与
え
ら
れ
た
一
流
の
専
門
家
を
充
て
る
。
こ
こ
で
は
、
か
つ
て
日
本
の
近
代
化
を

主
導
し
た

｢

国
士
型
官
僚

(

�)｣

の
現
代
版
と
も
い
う
べ
き
、
高
度
な
専
門
知
識
と
国
益
実
現
の
使
命
感
に
あ
ふ
れ
た
エ
リ
ー
ト
官
僚
の
イ

メ
ー
ジ
が
導
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
�
ネ
オ
国
士
型
�
官
僚
は
、
①
そ
の
忠
誠
が
各
省
庁
で
は
な
く
首
相
に
向
け
ら
れ
る
、
②
そ
の
威

信
の
拠
り
ど
こ
ろ
が
国
家
で
は
な
く
選
挙
で
示
さ
れ
た
有
権
者
の
意
思

選
挙
で
勝
ち
を
得
た
多
数
党
の
リ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
組

織
さ
れ
る
内
閣
の
権
威

で
あ
る
、
と
い
う
二
つ
の
点
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
国
士
型
官
僚
と
は
大
き
く
異
な
る

(

�)

。

い
ず
れ
の
案
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
特
権
的
待
遇
を
貪
り
な
が
ら
政
策
の
失
敗
を
繰
り
返
す
無
能
な
役
人
集
団
と
い
う
ス
テ
ィ

グ
マ
を
払
拭
し
、
公
益
に
奉
仕
す
る
専
門
家
集
団
と
し
て
国
民
に
信
頼
さ
れ
る
存
在
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
い
う
理
念
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
実
際
の
行
動
に
よ
っ
て
理
念
を
実
現
す
べ
き
立
場
に
あ
る
人
々
は
、
自
ら
の
置
か
れ
た
環
境
が
非
常
に
厳
し
い
も
の
で
あ

り
、
あ
る
面
で
は
悪
化
し
つ
つ
あ
る
と
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
公
務
員
制
度
の
今
後
を
展
望
す
る
に
あ
た
っ
て
、
官

僚
制
が
置
か
れ
て
い
る
危
機
的
状
況
と
、
制
度
改
革
の
方
向
性
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
フ
ァ
ク
タ
ー

政
権
交

代
の
可
能
性

を
論
ず
る
。
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に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
案
の
最
大
の
目
玉
は
総
合
戦
略
本
部
の
設
置
に
あ
る
。
総
合
戦
略
本
部
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
大
綱
に
あ
る
国
家
戦
略
ス
タ
ッ
フ
と

類
似
し
て
い
る
が
、
前
者
が
政
権
と
運
命
を
と
も
に
す
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
一
般
職
公
務
員
と
し
て
身
分
保
障

が
あ
る
と
い
う
点
が
決
定
的
に
異
な
る
。
総
合
戦
略
本
部
案
の
ほ
う
が
政
治
的
に
は
筋
が
通
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
国
家
戦
略

ス
タ
ッ
フ
案
よ
り
も
説
得
的
で
あ
る
。
総
合
戦
略
ス
タ
ッ
フ
は
政
権
終
了
と
と
も
に
職
を
失
う
の
で
、
そ
う
し
た
リ
ス
ク
に
見
合
う
高

額
の
報
酬
を
用
意
さ
れ
る
と
し
て
い
る

(

�)

。
総
合
戦
略
ス
タ
ッ
フ
職
の
年
報
を
仮
に
数
千
万
か
ら
一
億
円
程
度
と
想
定
す
る
と
、
そ
の
よ

う
な
職
を
百
な
い
し
そ
れ
以
上
つ
く
る
案
が
政
治
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
人
事
院
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及

が
な
い
と
い
う
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
内
閣
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
人
事
権
を
掌
握
し
て
公
務
員
の
忠
誠
心
を
内
閣
に
向
け
さ
せ
る
こ
と
が

こ
の
案
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
現
在
の
よ
う
に
試
験
や
給
与
勧
告
の
よ
う
な
重
要
な
任
務
を
担
う
中
央
人
事
行
政
機
関
と
し
て

の
人
事
院
は
解
体
さ
れ
る
か
、
公
平
審
査
委
員
会
の
よ
う
な
機
関
に
縮
小
再
編
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

連
合
や
民
主
党
の
案
で
は
、
天
下
り
を
厳
し
く
規
制
し
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
制
度
を
廃
止
す
る
と
謳
っ
て
い
る
が
、
幹
部
公
務
員
の

ポ
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
し
て
埋
め
て
い
く
の
か
が
明
確
で
な
い
。
連
合
案
で
は
、
採
用
試
験
区
分
を
廃
止
し
た
後
も
、
か
な
り
上
級
の

職
位
ま
で
一
般
職
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
幹
部
職
へ
の
登
用
は
客
観
性
を
持
た
せ
た
何
ら
か
の
形
で
の
昇
進
試

験
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
昇
進
試
験
を
受
け
ら
れ
る
有
資
格
者
の
規
模
が
膨
れ
上
が
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
膨

大
な
受
験
者
の
な
か
か
ら
数
え
る
ほ
ど
の
人
数
を
選
抜
し
て
昇
進
さ
せ
る
と
な
る
と
、
昇
進
試
験
は
勢
い

｢

現
代
版
の
科
挙

(

�)｣

の
よ
う

な
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
中
央
省
庁
の
管
理
職
ポ
ス
ト
が
い
か
に
魅
力
的
で
あ
っ
て
も
、
か
つ
て
の
科
挙
並
み
に
し
か

合
格
者
が
出
な
い
と
わ
か
っ
て
し
ま
え
ば
、
稲
継
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
職
員
全
体
の
士
気
を
大
き
く
殺
い
で
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い

(

�)

。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
昇
進
で
き
な
か
っ
た
者
も
希
望
す
れ
ば
定
年
ま
で
の
勤
務
を
続
け
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
士
気
も
能
力
も
低
く
、
関
心
は
自
己
の
保
身
だ
け
と
い
う
よ
う
な
役
人
を
大
量
に
生
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
深
読
み
す
れ
ば
、
連
合
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に
公
表
し
、
そ
の
是
非
を
国
民
に
問
う
べ
き
で
あ
る
。

・
近
年
、
官
庁
訪
問
に
訪
れ
る
学
生
の
質
が
確
実
に
落
ち
て
い
る
の
に
加
え
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
が
ス
タ
ー
ト
す
る
の
で
、
何
ら
か
の

手
を
打
た
な
い
と
公
務
員
の
質
低
下
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

・
法
律
関
係
科
目
を
過
度
に
重
視
す
る
従
来
の
採
用
試
験
の
や
り
方
を
改
め
、
教
養
中
心
の
問
題
構
成
と
し
、
専
門
家
が
欲
し
い
と

こ
ろ
は
各
省
庁
で
独
自
に
専
門
試
験
し
て
、
も
っ
と
多
様
な
人
材
を
集
め
る
べ
き
で
あ
る
。

・
国
家
公
務
員
倫
理
法
の
せ
い
で
、
公
務
員
は
法
律
が
な
け
れ
ば
常
識
的
な
倫
理
す
ら
守
れ
な
い
悪
人
た
ち
だ
と
決
め
つ
け
ら
れ
、

誇
り
を
持
っ
て
仕
事
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

・
国
家
公
務
員
倫
理
法
の
せ
い
で
割
り
勘
で
も
関
係
者
と
の
飲
食
が
で
き
ず
、
情
報
収
集
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
。

・
公
務
員
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
回
復
す
る
た
め
、
天
下
り
は
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。

・
情
報
公
開
法
が
実
施
さ
れ
る
な
か
で
、
官
庁
内
部
の
行
政
情
報
を
外
に
出
す
だ
け
で
な
く
、
政
治
家
が
役
所
に
何
を
要
求
し
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
も
公
表
し
て
、
政
官
関
係
の
あ
り
方
を
広
く
国
民
に
問
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

・
海
外
で
留
学
生
活
を
送
る
と
日
本
で
役
人
の
仕
事
を
す
る
の
が
馬
鹿
々
々
し
く
な
り
、
公
務
員
の
何
倍
も
の
給
料
を
提
示
し
て
く

る
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
や
外
資
系
企
業
に
転
職
し
た
。

こ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
か
ら
は
、
多
く
の
国
民
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
�
政
の
横
暴
�
の
数
々
、
若
手
キ
ャ
リ
ア
官
僚
が
想
像

以
上
に
過
酷
な
労
働
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
現
状
な
ど
が
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
に
は
、｢

国
民
の
信
頼
を
失
い
、
誇
り
を
持
っ
て
仕
事

が
で
き
な
い｣

｢

役
所
よ
り
も
待
遇
が
よ
く
、
や
り
が
い
の
あ
る
職
場
か
ら
誘
わ
れ
た
ら
、
さ
っ
さ
と
役
所
を
辞
め
て
し
ま
い
た
い｣

｢

政
治
家
の
わ
が
ま
ま
に
振
り
回
さ
れ
る
の
は
も
う
御
免
だ｣

｢

専
門
知
識
に
裏
づ
け
ら
れ
た
質
の
高
い
政
策
を
つ
く
れ
る
人
を
採
用
し
、

政
策
立
案
に
没
頭
で
き
る
職
場
環
境
を
つ
く
れ｣

と
声
を
挙
げ
、
苦
悩
す
る
若
手
キ
ャ
リ
ア
の
姿
が
う
か
が
え
る
。
繰
り
返
す
が
、
若
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五

.

政
権
交
代
を
見
据
え
て

五
―
一

苦
悩
す
る
官
僚
制

前
章
で
は
、
改
革
を
求
め
る
若
手
キ
ャ
リ
ア
の
主
張
の
一
端
を
検
討
し
た
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
国
家
革
新
を
叫
ぶ
異
端
者
の
過

激
な
叫
び
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
改
革
を
求
め
る
声
に
は
い
か
な
る
背
景
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
退
職
者
を
含
む
若
手
キ
ャ
リ

ア
官
僚
を
対
象
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
お
こ
な
っ
た
調
査
報
告

(

�)

か
ら
、
若
手
官
僚
た
ち
の
生
の
声
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

・
人
員
は
減
ら
さ
れ
る
の
に
仕
事
は
増
え
る
の
で
、
雑
務
に
追
わ
れ
て
政
策
を
考
え
る
余
裕
が
な
い
。

・
与
党
内
の
意
見
調
整
に
ど
う
し
て
官
僚
が
奔
走
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
政
治
家
同
士
で
や
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

・
国
会
議
員
が
議
会
で
質
問
す
る
の
に
、
答
弁
資
料
を
徹
夜
で
、
あ
る
い
は
休
日
を
潰
し
て
ま
で
官
僚
が
準
備
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の

は
お
か
し
い
。

・
理
論
的
、
実
証
的
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
欠
き
、
現
場
の
情
報
を
把
握
し
な
い
ま
ま
思
い
つ
き
で
受
け
の
い
い
政
策
が
往
々
に
し
て

ま
か
り
通
っ
て
し
ま
う
。

・
国
会
対
応
、
予
算
や
人
員
要
求
、
法
制
局
審
査
の
た
め
の
膨
大
な
業
務
は
、
政
策
の
質
と
は
関
係
の
な
い
無
駄
な
作
業
と
し
か
思

え
な
い
。

・
年
次
一
律
主
義
は
も
は
や
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
仕
事
の
で
き
る
者
と
で
き
な
い
者
に
分
け
て
処
遇
に
明
確
な
差
を
つ
け
る
べ
き
で

あ
る
。

・
官
僚
が
連
日
超
過
勤
務
を
強
い
ら
れ
る
た
め
、
タ
ク
シ
ー
券
、
夜
食
そ
の
他
膨
大
な
費
用
と
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
現
状
を
世
間
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の
質
が
顕
著
に
低
下
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
官
僚
制
が
担
っ
て
き
た
政
策
立
案
機
能
を
見
直
し
、
昇
進
・
昇
給
範
囲
を
限
定
し
て
、
平
凡

な
吏
員
型
官
僚
で
も
担
え
る
程
度
の
職
務
体
系
に
組
み
替
え
る
こ
と
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
今
後
は
、

人
事
評
価
や
給
与
査
定
の
制
度
を
構
想
す
る
際
、
二
流
の
人
材
が
国
家
公
務
員
に
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
か
か
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

五
―
二

政
官
関
係
の
視
点
か
ら

前
節
で
紹
介
し
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
官
僚
が
頭
を
最
も
悩
ま
せ
神
経
を
す
り
減
ら
す
の
が
、
政
治
家

と
の
関
係
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
官
僚
が
自
己
の
職
務
を
お
こ
な
う
上
で
、
政
治
家
と
の
関
係
が
最
も
基
底
的
な
環
境
要
因
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
元
大
蔵
官
僚
の
発
言
に
あ
る
よ
う
に
、
官
僚
は
政
治
家
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
は
何
も
で

き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
の
関
係
は
対
等
で
は
な
い
。｢

大
筋｣

や

｢

大
枠｣

は
与
党
政
治
家
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
官
僚
の
側
は

基
本
的
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
か
。
答
え
は
明
瞭
で
、
官
僚
と
は
本
来
そ
う
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
正
確
に
述

べ
る
と
、
官
僚
と
は
政
治
家

(

国
民
の
代
表
＝
本
人)

に
雇
わ
れ
、
政
治
家
の
た
め
に
仕
事
を
し
て
給
料
を
も
ら
う
雇
わ
れ
人

(

＝
代

理
人)

に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る

(

�)

。

本
人
代
理
人
関
係
と
い
う
視
角
か
ら
政
官
関
係
を
分
析
す
る
と
き
、
政
官
関
係
を
根
本
的
に
規
定
し
て
い
る
の
は
、
与
党
政
治
家
が

官
僚
に
対
し
て
政
策
立
案
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
い
っ
た
仕
事
を
委
ね
て
い
る
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
仕
事
を
委
任
さ
れ
た
官

僚
の
ほ
う
は
、
そ
の
道
の
専
門
家
で
あ
り
、
時
間
や
専
門
知
識
、
実
務
経
験
な
ど
諸
種
の
リ
ソ
ー
ス
面
で
政
治
家
よ
り
優
位
な
立
場
を

占
め
る
。
こ
こ
に
、
情
報
の
非
対
称
性
が
発
生
す
る
根
拠
が
あ
る
。
官
僚
に
は
、
情
報
の
非
対
称
性
を
利
用
し
て
政
治
家
を
騙
し
、
本

人
の
目
標
と
は
異
な
る
自
分
自
身
の
目
標
を
追
求
し
よ
う
、
自
己
だ
け
の
利
益
を
増
進
し
よ
う
と
す
る
誘
因
が
常
に
働
く
。
そ
う
し
た

事
情
は
、
本
人
た
る
政
治
家
の
側
で
も
知
悉
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
政
治
家
は
官
僚
の
持
つ
リ
ソ
ー
ス
を
な
る
だ
け
利
用
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
国
民
の
利
益
に
沿
っ
て
政
府
を
運
営
す
る
と
い
う
有
権
者
の
負
託
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
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者
の
最
も
優
秀
な
層
を
公
務
部
門
に
引
き
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
の
正
し
さ
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る

原
則
な
ど
で
は
な
い
。
優
秀
な
若
者
は
、
日
本
経
済
を
リ
ー
ド
す
る
大
企
業
か
給
料
の
い
い
外
資
に
就
職
し
、
あ
る
い
は
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
で
も
興
し
て
、
思
う
存
分
金
儲
け
に
没
頭
し
て
も
ら
え
ば
い
い
。
中
央
省
庁
の
役
人
は
、
政
治
家
に
酷
使
さ
れ
て
も
、
頭
を
使
う

仕
事
な
ど
与
え
ら
れ
な
く
て
も
、
安
い
給
料
で
身
分
さ
え
安
定
し
て
い
れ
ば
構
わ
な
い
と
い
う
安
定
志
向
の
二
流
、
三
流
の
人
間
が
な

れ
ば
い
い

こ
の
よ
う
な
考
え
方
も
十
分
成
り
立
ち
得
る
し
、
そ
う
し
た
方
向
に
現
実
が
動
き
つ
つ
あ
る
兆
し
も
み
え
る
。

人
事
院
が
編
集
し
て
い
る
平
成
一
九
年
度
の
公
務
員
白
書
に
は
、
優
秀
な
学
生
の
就
職
先
を
調
査
し
た
デ
ー
タ
が
記
載
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

国
家
公
務
員
Ⅰ
種
試
験
に
合
格
者
を
多
く
出
し
て
い
る
大
学
の
法
学
部
、
経
済
学
部
に
在
籍
す
る
三
年
生
、
第
一
希
望
の
就
職
先
を
尋

ね
た
と
こ
ろ

(

�)

、
法
学
部
三
年
生
第
一
位
は
法
科
大
学
院

(

三
五
・
二
％)

、
二
位
は
民
間
企
業

(

三
四
・
六
％)

、
三
位
は
国
家
公
務
員

(

一
三
・
六
％)

と
な
っ
た
。
経
済
学
部
三
年
生
第
一
位
は
民
間
企
業

(

六
五
・
九
％)

、
二
位
は
国
家
公
務
員

(

一
一
・
一
％)

、
三

位
は
大
学
院
進
学

(

六
・
三
％)

と
政
府
系
機
関

(

六
・
三
％)

と
な
っ
た
。
自
分
の
周
囲
の
優
秀
な
学
生
が
ど
の
よ
う
な
進
路
を
選

ん
で
い
る
か
に
つ
い
て
の
調
査

(

�)

で
は
、
法
学
部
三
年
生
第
一
位
は
法
科
大
学
院

(

五
三
・
二
％)

、
二
位
は
国
家
公
務
員

(

一
四
・
二

％)

、
三
位
は
金
融
・
保
険
・
証
券

(

九
％)

、
経
済
学
部
三
年
生
第
一
位
は
金
融
・
保
険
・
証
券

(

二
六
・
五
％)

、
二
位
は
コ
ン
サ

ル
・
シ
ン
ク
タ
ン
ク

(

二
五
・
一
％)

、
三
位
は
国
家
公
務
員

(

一
四
・
三
％)

と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
法
学
部
四
年
生
第
一
位
は

法
科
大
学
院

(

三
四
％)

、
二
位
は
旧
司
法
試
験

(

一
九
・
六
％)

、
三
位
は
国
家
公
務
員

(

九
・
九
％)

、
経
済
学
部
四
年
生
第
一
位

は
金
融
・
保
険
・
証
券

(

二
二
・
三
％)

、
二
位
は
コ
ン
サ
ル
・
シ
ン
ク
タ
ン
ク

(

二
一
・
五
％)

、
三
位
は
国
家
公
務
員

(

二
〇
・
七

％)

と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

上
記
の
調
査
結
果
か
ら
、
従
来
、
幹
部
公
務
員
層
に
優
秀
な
人
材
を
送
り
込
ん
で
い
た
有
力
大
学
の
多
く
の
学
生
が
、
ロ
ー
ス
ク
ー

ル
や
金
融
・
保
険
・
証
券
関
係
、
コ
ン
サ
ル
・
シ
ン
ク
タ
ン
ク
関
係
を
志
望
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
中
央
省

庁
は
現
実
と
し
て
、
最
優
秀
層
の
若
者
よ
り
レ
ベ
ル
の
落
ち
る
学
生
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
人
材
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な
行
動
を
と
る
こ
と
で
与
党
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
危
険
を

｢

代
理
人
費
用

(agency
cost)｣

と
よ
ん
で
い
る
。
代
理
人
費
用
を
下

げ
る
た
め
に
は
、
行
政
に
対
す
る
政
治
的
統
制
を
強
化
し
て
、
与
党
の
意
に
な
る
だ
け
沿
う
よ
う
に
行
動
す
る
誘
因
を
与
え
る
方
向
で

の
改
革
が
合
理
的
と
な
る
が
、
こ
の
方
向
で
の
改
革
が
行
き
す
ぎ
る
と

｢

傾
倒
費
用

(com
m
itm
ent
cost)｣

が
高
く
な
る
。
ホ
ー

ン
の
い
う
傾
倒
費
用
と
は
、
政
権
交
代
が
起
こ
っ
た
場
合
、
か
つ
て
の
野
党
か
ら
報
復
さ
れ
る
危
険
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
与
党

が
官
僚
制
を
意
の
ま
ま
に
動
か
そ
う
と
し
て
統
制
を
強
め
れ
ば
強
め
る
ほ
ど
、
政
権
交
代
が
起
こ
っ
た
と
き
に
新
た
な
与
党
か
ら
報
復

を
受
け
る
危
険
が
高
ま
る
。
こ
れ
ら
の
費
用
は
、
一
般
に

｢

取
引
費
用

(transaction
cost)｣

と
よ
ば
れ
る
。
立
法
権
を
握
る
議

会
の
多
数
派
連
合
は
、
取
引
費
用
を
計
算
に
入
れ
て
、
行
政
制
度
の
設
計
な
い
し
選
択
を
お
こ
な
う

(

�)

。

ホ
ー
ン
の
議
論
を
援
用
す
れ
ば
、
官
僚
の
逸
脱
行
動
の
数
々
は
、
本
人
に
対
し
て
代
理
人
費
用
の
高
ま
り
を
認
識
さ
せ
、
代
理
人
費

用
を
低
め
る
た
め
の
制
度
改
革

多
数
の
高
官
ポ
ス
ト
を
取
り
上
げ
、
公
務
員
の
身
分
保
障
を
は
ず
し
、
さ
ら
に
降
格
、
降
給
、

免
職
な
ど
の
罰
を
適
宜
に
加
え
ら
れ
る
よ
う
な
公
務
員
制
度
へ
の
改
変

に
本
人
を
駆
り
立
て
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

職
業
公
務
員
に
対
す
る
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
し
す
ぎ
る
と
、
仮
に
将
来
、
政
権
交
代
が
起
こ
っ
て
与
野
党
の
地
位
が
逆
転
し

た
場
合
、
か
つ
て
の
野
党
が
そ
れ
を
利
用
し
、
報
復
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
の
数
の
高
官
ポ
ス
ト
が
政
治
的
任
命
職
に
な
る
の

か
、
天
下
り
規
制
が
ど
れ
ほ
ど
強
化
さ
れ
る
の
か
、
公
務
員
に
対
す
る
信
賞
必
罰
人
事
が
ど
れ
ほ
ど
徹
底
さ
れ
る
の
か
、
個
々
の
公
務

員
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
に
差
を
つ
け
る
の
か
、
公
務
員
の
身
分
保
障
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
制
度
設
計
上
の

多
く
の
争
点
は
、
政
権
交
代
の
可
能
性
と
官
僚
制
の
公
務
遂
行
上
の
業
績
を
与
党
が
ど
う
評
価
す
る
か
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
い
え

よ
う

(

�)

。
日
本
の
公
務
員
制
度
の
今
後
を
展
望
す
る
上
で
、
行
政
官
僚
制
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
低
下
と
い
う
共
通
認
識
は
無
視
で
き
な
い
要
因

で
あ
り
続
け
る
に
違
い
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
将
来
的
に
自
民
党
中
心
の
政
権
が
存
続
す
る
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
民
主
党
中
心
の

政
権
に
交
代
す
る
と
し
て
も
、
政
権
与
党
に
と
っ
て
の
代
理
人
費
用
は
か
な
り
高
い
と
い
う
認
識
が
両
党
に
共
有
さ
れ
て
い
れ
ば
、
何
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か
ら
で
あ
る
。
有
権
者
の
負
託
に
応
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
政
治
家
は
選
挙
で
有
権
者
の
支
持
を
失
い
落
選
の
憂
き
目
を
み
る
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
家
は
官
僚
の
よ
い
行
動
に
は
褒
賞
を
与
え
、
悪
い
行
動
に
は
罰
を
与
え
て
、
そ
の
行
動
を
許
容
範
囲
内
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)

。

本
人
で
あ
る
政
治
家
に
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
か
ね
な
い
官
僚
の
逸
脱
行
動
と
し
て
、
建
林
正
彦
は
、
怠
業
、
汚
職
、
セ
ク
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
、
裁
量
の
濫
用
や
過
剰
行
使
、
組
織
外
へ
の
退
出
の
五
つ
を
挙
げ
て
い
る

(

�)

。
こ
う
し
た
逸
脱
行
動
に
相
当
す
る
事
例
は
最
近

の
も
の
だ
け
で
も
、
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
問
題
を
始
め
と
す
る
年
金
保
険
料
の
官
僚
に
よ
る
私
的
流
用
の
数
々
、
�
消
え
た
年
金
�
問
題
に

よ
る
膨
大
な
給
付
漏
れ
、
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
感
染
の
問
題
、
防
衛
施
設
庁
の
入
札
談
合
事
件
、
緑
資

源
機
構
の
官
製
談
合
事
件
等
々
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
逸
脱
行
動
は
い
わ
ゆ
る
官
僚
制
の
失
敗
に
よ
っ
て
国
民
が
多
大
な
損
害

を
被
っ
た
事
例
に
相
当
し
、
そ
う
し
た
事
態
が
発
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
僚
制
を
監
督
す
べ
き
内
閣
や
与
党
政
治
家
の
責
任
が
直

裁
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
比
較
的
理
解
し
や
す
い
。

注
目
す
べ
き
は
、
建
林
が
最
後
に
挙
げ
て
い
る

｢

退
出

(exit)｣

で
あ
る
。
退
出
は
、
具
体
的
に
は
、
若
手
キ
ャ
リ
ア
官
僚
が
野

党
政
治
家
に
転
出
し
た
り
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
た
り
、
外
資
に
引
き
抜
か
れ
る
と
い
っ
た
事
態
を
指
す
。｢

辞
め
た
い
人

間
は
勝
手
に
辞
め
て
ゆ
け｣

こ
の
よ
う
に
啖
呵
を
切
る
与
党
政
治
家
も
な
か
に
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
与
党
政

治
家
に
と
っ
て
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。
若
手
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
有
望
株
が
次
々
と
役
所
を
辞
め
て
い
く
と
い
う
事
態
は
、

代
理
人
と
し
て
の
官
僚
が
本
人
と
し
て
の
与
党
政
治
家
を
見
限
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に

｢

本
人
は
そ
れ
ま
で
官

僚
の
教
育
に
投
資
し
た
コ
ス
ト
、
新
た
な
メ
ン
バ
ー
を
探
す
コ
ス
ト
を
一
方
的
に
負
担
さ
せ
ら
れ
る

(

�)｣

羽
目
に
陥
る
。
前
節
で
取
り
上

げ
た
若
手
官
僚
の
苦
悩
は
、
本
人
た
る
与
党
政
治
家
に
向
け
ら
れ
た
退
出
の
脅
威
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

官
僚
の
逸
脱
行
動
が
頻
発
し
て
、
政
治
家
の
責
任
を
問
う
世
論
が
盛
り
上
が
れ
ば
、
政
権
与
党
は
と
り
あ
え
ず
そ
れ
に
対
し
て
制
裁

を
加
え
、
あ
る
い
は
今
後
の
逸
脱
行
動
を
抑
制
す
る
手
立
て
を
講
じ
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
Ｍ
・
ホ
ー
ン
は
、
行
政
官
僚
制
が
勝
手
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註

(

１)

横
田
由
美
子

(

二
〇
〇
七)

、
一
九
四
頁
。

(

２)

木
原

(

二
〇
〇
二)

、
一
八
八
、
一
九
〇
頁
。

(

３)
G
ebregziabher

(2000),
p.
5.

(

４)

小
泉
政
権
を
論
じ
た
文
献
は
数
多
く
あ
る
が
、
歴
代
政
権
と
比
較
し
た
と
き
の
小
泉
政
権
の
政
治
的
特
徴
を
知
る
た
め
に
は
、
差
し
当
た
っ

て
、
高
瀬

(

二
〇
〇
五)

、
高
瀬

(

二
〇
〇
六)

を
参
照
さ
れ
た
い
。
高
瀬
は
、
世
論
の
大
き
な
支
持
を
バ
ッ
ク
に
既
得
権
に
切
り
込
む
小
泉

の
独
特
の
政
治
手
法
を
〈
小
泉
型
政
治
手
法
〉
と
よ
び
、
①
首
相
は
、
議
員
へ
の
根
回
し
な
ど
透
明
性
の
低
い
調
整
手
法
を
用
い
ず
、
メ
デ
ィ

ア
を
通
じ
て
国
民
に
直
接
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
支
持
を
喚
起
し
、
高
い
支
持
率
を
得
る
、
②
政
策
は
、
経
済
財
政
諮
問

会
議
を
始
め
と
す
る
首
相
直
属
の
ス
タ
ッ
フ
組
織
で
立
案
さ
れ
る
、
③
首
相
が
�
抵
抗
勢
力
�
と
の
妥
協
を
排
し
て
自
己
の
政
策
を
推
進
す
る

強
い
姿
勢
を
と
る
の
で
、
議
員
は
政
策
を
追
認
す
る
受
動
的
な
立
場
に
追
い
込
ま
れ
る
、
な
ど
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る(

高
瀬
、
二
〇
〇
五)

。

高
瀬
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
政
治
手
法
は
、
小
泉
純
一
郎
と
い
う
一
政
治
家
の
卓
越
し
た
政
治
手
腕
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
時
代
が
必
要
と

す
る
政
治
路
線
で
も
あ
る
。
か
つ
て
の
よ
う
な
高
い
経
済
成
長
が
見
込
め
ず
、
少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
行
す
る
今
日
の
状
況
に
お
い
て
は
、

国
民
に
痛
み
を
強
い
て
で
も
財
政
再
建
を
進
め
る
小
泉
流
の

｢

不
利
益
分
配
政
治｣

が
不
可
避
で
あ
る

(

高
瀬
、
二
〇
〇
六)

。

(

５)

政
治
家
が
官
僚
制
に
変
化
を
強
い
る
と
い
う
側
面
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
か
つ
て
�
官
庁
の
な
か
の
官
庁
�
と
い
わ
れ
高
い
威
信
を

誇
り
な
が
ら
、
金
融
行
政
の
失
敗
か
ら
組
織
分
割
に
追
い
込
ま
れ
た
旧
大
蔵
省
の
事
例
で
あ
る
。
旧
大
蔵
省
か
ら
金
融
行
政
が
分
離
さ
れ
る
過

程
に
つ
い
て
は
、
真
渕

(

一
九
九
七)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

６)

ウ
ェ
ー
バ
ー

(

一
九
八
七)

、
五
四
頁
。

(

７)

人
事
院
編

(

二
〇
〇
七)

。

(

８)

日
本
郵
政
公
社
は
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
か
ら
民
営
会
社
と
な
っ
た
の
で
、
現
在
は
一
般
職
公
務
員
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
除
か
れ
て
い
る
。

(

９)

三
〇
万
人
と
い
う
数
字
は
、
あ
く
ま
で

｢

典
型
的
な
事
務
職
の
国
家
公
務
員｣

と
い
う
限
定
つ
き
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
実
体
と

し
て
の
公
務
員
集
団
は
、
山
中
俊
之
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
家
で
あ
れ
地
方
で
あ
れ
公
務
員
と
名
の
つ
く
四
〇
〇
万
人
に
加
え
、｢

公
社
、

公
団
、
事
業
団
、
政
府
系
銀
行
な
ど
公
的
な
資
金
が
入
っ
て
い
る
団
体
に
勤
務
す
る
職
員｣

も
計
算
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
数
は
お
よ
そ
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か
の
き
っ
か
け
で
公
務
員
制
度
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
る
可
能
性
は
あ
る
。
大
綱
の
挫
折
は
、
公
務
員
制
度
改
革
そ
の
も
の
の
挫
折

を
意
味
し
な
い
。
予
想
さ
れ
る
変
化
し
て
は
、
政
治
的
任
命
職
の
拡
大
、
能
力
主
義
、
業
績
主
義
的
な
人
事
評
価
・
給
与
査
定
の
導
入

(

�)

、

身
分
保
障
の
縮
小

(

�)

な
ど
、
公
務
員
に
対
す
る
賞
罰
を
柔
軟
か
つ
明
確
な
形
で
与
え
や
す
く
す
る
方
向
で
の
制
度
改
革
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
変
化
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
る
だ
ろ
う
。
年
金
や
医
療
な
ど
厄
介
な
政
策
課
題
が
目
白
押
し
の
状
況
で
、
公
務
員

制
度
改
革
に
与
党
政
治
家
が
投
入
で
き
る
時
間
や
労
力
は
限
ら
れ
て
い
る
。
与
党
政
治
家
に
と
っ
て
、
代
理
人
費
用
が
高
す
ぎ
る
の
は

困
る
が
、
有
能
な
官
僚
に
次
々
と
役
所
を
辞
め
る
こ
と
に
な
っ
て
も
同
様
に
困
る
で
あ
ろ
う
。
政
権
交
代
後
に
し
っ
ぺ
返
し
を
受
け
る

リ
ス
ク
、
す
な
わ
ち
傾
倒
費
用
の
上
昇
に
つ
い
て
の
考
慮
も
改
革
に
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
る
要
因
と
な
る
だ
ろ
う
。

六

.

お
わ
り
に

福
田
政
権
が
発
足
し
て
ま
も
な
い
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一
九
日
、
行
政
改
革
推
進
本
部
専
門
調
査
会
が

｢

公
務
員
の
労
働
基
本
権
の

あ
り
方
に
つ
い
て

(

報
告)｣

と
題
す
る
文
書
を
公
表
し
た
。
同
文
書
で
は
、
一
定
の
非
現
業
職
員
に
つ
い
て
、
協
約
締
結
権
を
付
与

し
、
人
事
院
勧
告
を
廃
止
す
る
こ
と
が
提
言
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
れ
を
福
田
内
閣
が
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
は
現
時
点
で

は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
報
告
が
突
破
口
と
な
っ
て
、
公
務
員
制
度
改
革
が
一
気
に
進
ん
で
い
く
か
も
し
れ
な
い
し
、
田
中
秀
明
が
提
言

し
て
い
る
よ
う
な

｢

政
策
顧
問

(

�)｣

の
設
置
程
度
の
こ
と
で
お
茶
を
濁
し
て
終
わ
り
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
冒
頭
で
引
用
し
た
木
原
の

言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
政
官
分
離
、
専
門
家
と
し
て
の
業
務
遂
行
に
没
頭
で
き
る
職
場
環
境
を
待
望
す
る
声
は
、
と
り

わ
け
改
革
志
向
の
若
手
官
僚
や
学
者
た
ち
に
根
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
改
革
を
望
む
に
せ
よ
、
政
権
の
座
に
あ
る
政
治

家
た
ち
が
そ
の
利
点
を
認
識
し
な
い
こ
と
に
は
改
革
は
前
に
進
ま
な
い
だ
ろ
う
。
与
党
政
治
家
た
ち
は
、
九
〇
年
代
の
経
験
を
経
て
も

な
お
、｢

調
整
型
官
僚

(

�)｣

の
魅
力
を
捨
て
き
れ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
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｢

普
通
に
使
わ
れ
て｣

い
た
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る
、
と
い
う
。
川
手
は
さ
ら
に
時
代
を
遡
り
、
戦
前
の
一
九
三
六
年
、A

m
erican

Journal

of
International

L
aw
(

ア
メ
リ
カ
国
際
法
雑
誌)

に
掲
載
さ
れ
た
、
ケ
ネ
ス
・
コ
ー
ル
グ
ロ
ー
ヴ
のT

he
Japanese

F
oreign

O
ffice

(

日
本
の
外
交
当
局)

と
題
す
る
英
文
で
書
か
れ
た
論
文
に
行
き
着
く
。
こ
の
論
文
の
な
か
で
コ
ー
ル
グ
ロ
ー
ブ
は
、
入
口
で
選
別
さ
れ
、
人

事
上
の
処
遇
が
全
く
異
な
る
公
務
員
集
団
と
し
て
、career

とnon-career

の
区
分
に
触
れ
て
い
た
。
川
手
は
、
こ
の
論
文
を
読
ん
だ
当
の

�
キ
ャ
リ
ア
�
外
交
官
た
ち
が
仲
間
内
で
�
キ
ャ
リ
ア
�
な
る
言
葉
を
使
い
始
め
た
の
が
最
初
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

(

�)

同
上
、
二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
。

(

�)

遅
い
昇
進
と
積
み
上
げ
型
褒
賞
シ
ス
テ
ム
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
昇
進
、
昇
給
パ
タ
ー
ン
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
稲
継

(

一
九
九
六)

に
依

拠
し
て
い
る
。

(

�)

ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
場
合
は
、
キ
ャ
リ
ア
と
異
な
り
、
昇
進
競
争
に
負
け
て
も
定
年
ま
で
勤
め
る
こ
と
が
で
き
る

(

同
上
、
三
四
頁)

。

(

�)

長
期
的
な
人
事
評
価
は
、｢

大
部
屋
主
義｣

と
よ
ば
れ
る
独
特
の
執
務
形
態
と
関
係
が
あ
る
。
大
部
屋
主
義
と
は
物
理
的
に
は
、
文
字
通
り
、

管
理
職
か
ら
平
職
員
ま
で
が
ひ
と
つ
の
大
部
屋
で
仕
事
を
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
大
森

(

一
九
八
七)

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
執
務
ス
タ

イ
ル
を
と
る
の
は
、
個
々
の
職
員
の
職
務
内
容
が
明
確
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
課
や
係
レ
ベ
ル
で
所
掌
事
務
が
漠
然
と
規
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
事
情
が
大
き
い
。
つ
ま
り
、
大
部
屋
主
義
は
、
組
織
に
属
す
る
全
員
が
協
力
し
て
仕
事
を
進
め
る
の
に
有
利
な
職
場
環
境
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
職
場
で
は
、
上
司
が
客
観
的
な
指
標
に
照
ら
し
て
部
下
の
仕
事
ぶ
り
を
短
期
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
代
わ

り
に
、
上
司
や
同
僚
、
部
下
と
の
間
で
相
互
に
評
価
し
合
う
こ
と
で
、
個
々
の
職
員
に
つ
い
て
の
�
相
場
�
が
長
期
間
か
け
て
形
成
さ
れ
る

(

稲
継
、
前
掲
書
、
九
七
頁)

。

(

�)

同
上
、
五
一
頁
。

(

�)

坂
本
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
坂
本

(

一
九
九
四)

、
坂
本

(

二
〇
〇
六)

に
依
拠
し
て
い
る
。

(

	)

坂
本

(

一
九
九
四)

、
一
一
二
頁
お
よ
び
坂
本

(

二
〇
〇
六)

、
二
七
四
頁
。

(


)

坂
本
が
依
拠
す
る
代
表
性
の
理
論
は
、J.

D
.

キ
ン
グ
ス
レ
ー
の
代
表
的
官
僚
制
論

(representative
bureaucracy)

に
ま
で
遡
る
。
キ

ン
グ
ス
レ
ー
の
議
論
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
様
々
な
評
価
に
つ
い
て
は
、
坂
本

(

二
〇
〇
六)

、
序
論
、
第
一
章
、
第
二
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

政
治
的
に
中
立
で
、
専
門
的
能
力
の
高
い
公
務
員
制
度
の
形
成
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
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八
九
三
万
人
、
人
件
費
に
換
算
す
る
と
全
体
で
年
六
〇
兆
か
ら
七
〇
兆
に
も
な
る
と
い
わ
れ
る

(

山
中
、
二
〇
〇
六)

。

(
�)

村
松

(

二
〇
〇
一)

、
一
七
三
頁
。

(
)
西
尾

(

二
〇
〇
二)

、
二
〇
七
頁
。

(

�)
本
節
の
記
述
は
、
坂
本

(

一
九
九
四)

、
村
松

(

二
〇
〇
一)

、
渡
辺

(

一
九
七
六
ａ)

に
依
拠
し
て
い
る
。

(

�)

本
節
の
記
述
は
、
稲
継

(

一
九
九
六)

、
坂
本

(

一
九
九
四)

、
坂
本

(

二
〇
〇
六)

、
西
尾

(

二
〇
〇
一)

、
西
尾

(

二
〇
〇
二)

、
村
松

(

二
〇
〇
一)
、
渡
辺

(

一
九
七
六
ａ)

、
渡
辺

(

一
九
七
六
ｂ)

に
依
拠
し
て
い
る
。

(

�)

国
家
公
務
員
法
第
七
五
条
第
一
項
は
、｢

法
律
又
は
人
事
院
規
則
に
定
め
る
事
由
に
よ
る
場
合｣

で
な
け
れ
ば
、
公
務
員
は
自
己
の
意
思
に

反
し
て
降
格
さ
れ
た
り
解
雇
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
公
務
員
は
嫌
な
ら
仕
事
を
辞
め
な
く
て
も
い
い
と

い
う
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
い
か
な
る
場
合
で
も
こ
の
よ
う
な
特
権
が
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
律
の
文
言
を
注
意
深

く
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、｢
法
律
又
は
人
事
院
規
則
に
定
め
る
事
由
に
よ
る
場
合｣

で
あ
れ
ば
、
公
務
員
は
合
法
的
に
ク
ビ
に
な
る
。
国
家

公
務
員
法
第
七
八
条
に
は
、
嫌
が
る
公
務
員
を
降
任
な
い
し
免
職
さ
せ
る
た
め
の
条
件
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

中
野
雅
至
は
、
民
間
並
み
の
大
規
模
な
人
員
整
理
を
実
施
す
る
根
拠
と
し
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定

(｢

官
制
若
し
く
は
定
員
の
改
廃
又
は

過
員
を
生
じ
た
場
合｣)

が
使
わ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
、
中
野
も
付
け
加
え
て
い
る
よ
う
に
、
戦
後
の
歴
史
に
お
い
て
、
こ

の
規
定
を
根
拠
と
し
て
大
量
に
公
務
員
が
リ
ス
ト
ラ
さ
れ
る
事
態
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
昭
和
二
八
年
、
二
九
年
に
大
量
の
人
員
整
理
が
な
さ

れ
た
と
き
は
、
人
事
院
規
則
に
あ
る
待
命
制
度
が
使
わ
れ
た
。
待
命
制
度
と
は
、
仕
事
は
し
な
い
が
一
定
期
間
給
与
を
受
け
、
そ
の
期
間
が
終

わ
れ
ば
公
務
員
の
身
分
を
失
う
と
い
う
も
の
で
、
リ
ス
ト
ラ
の
対
象
と
な
る
職
員
に
一
定
の
配
慮
を
し
て
い
る
と
い
え
る(

中
野
、
二
〇
〇
六)

。

(

�)

人
事
院
編

(

二
〇
〇
七)

。

(

�)

西
尾
隆
は
、
各
省
庁
が
少
し
で
も
ポ
ス
ト
を
動
か
そ
う
と
す
る
と

｢

窮
屈
で
非
常
に
細
か
い
審
査
が
あ
り
、
膨
大
な
資
料
が
要
求
さ
れ
る｣

の
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
流
の
柔
軟
な
人
事
管
理
を
阻
害
す
る
と
し
て
、
級
別
定
数
管
理
に
対
す
る

｢

悪
い
評
判｣

は
か
な
り
根
強
い
も
の
で
あ
っ
た
、

と
指
摘
し
て
い
る

(

稲
葉
・
高
橋
・
西
尾
、
二
〇
〇
二)

。

(

�)

ち
な
み
に
、
川
手

(

二
〇
〇
五)

の
調
べ
に
よ
れ
ば
、
�
キ
ャ
リ
ア
組
�
と
い
う
言
葉
が
特
権
的
な
幹
部
公
務
員
集
団
を
指
す
言
葉
と
し
て

広
く
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
当
の
霞
ヶ
関
の
住
人
た
ち
の
間
で
は
、
六
〇
年
代
前
半
に
す
で
に

論 説
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徳
的
優
位
を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
代
表
性
の
欠
如
が
戦
後
日
本
の
行
政
、
ひ
い
て
は
社
会
に
も

た
ら
し
た
体
系
的
な
影
響
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
実
証
上
の
問
題
、
代
表
性
を
高
め
る
施
策
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
見
込
ま
れ
る

の
か
と
い
う
予
測
の
問
題
に
対
す
る
説
得
的
な
答
え
が
直
ち
に
引
き
出
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
現
実
を
理
念
に
引
き
上
げ
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場

ど
の
よ
う
な
結
果
に
な
ろ
う
と
も
、
代
表
性
の
理
念
自
体
の
正
し
さ

は
疑
い
よ
う
が
な
い
の
で
、
正
し
い
理
念
に
沿
っ
た
施
策
が
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場

も
あ
り
得
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ

う
な
立
場
を
採
用
す
る
場
合
で
も
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
割
当
制
の
導
入
が
、
①
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
出
身
者
と
い
う
理
由
だ
け
で
優
遇
す
る
の
は

不
当
だ
と
す
る
逆
差
別
批
判
を
招
く
、
②
白
人
公
務
員
の
モ
ラ
ー
ル
を
さ
せ
る
、
③
黒
人
以
外
の
様
々
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
割
当
制
を
要
求
し

た
場
合
、
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
逆
に
社
会
統
合
を
阻
害
す
る
な
ど
の
深
刻
な
諸
問
題
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
か
か
る
べ
き

で
あ
る(

坂
本
、
二
〇
〇
六：

八
三
〜
八
五
頁)

。

(

�)

稲
継
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
稲
継

(

一
九
九
六)

に
依
拠
し
て
い
る
。

(

�)

稲
継
、
同
上
、
四
八
〜
五
〇
頁
。

(

�)

こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
稲
継
だ
け
で
な
い
。
例
え
ば
、
新
藤
宗
幸
も
、｢

公
共
事
業
に
関
連
す
る
官
庁
の
地
方
局
に
勤
務
す
る
ノ
ン

キ
ャ
リ
ア
組
職
員
の
多
く
は
、
土
建
業
界
に
就
職｣

し
、
そ
れ
以
外
の
官
庁
で
も
同
様
の
事
態
が
み
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る

(

新
藤
、
二
〇

〇
三：

一
九
頁)

。

(

�)

長
期
的
な
人
事
評
価
は
、｢

大
部
屋
主
義｣

と
よ
ば
れ
る
独
特
の
執
務
形
態
と
関
係
が
あ
る
。
大
部
屋
主
義
と
は
物
理
的
に
は
、
文
字
通
り
、

管
理
職
か
ら
平
職
員
ま
で
が
ひ
と
つ
の
大
部
屋
で
仕
事
を
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
大
森
彌
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
執
務
ス
タ
イ
ル
を
と
る

の
は
、
個
々
の
職
員
の
職
務
内
容
が
明
確
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
課
や
係
レ
ベ
ル
で
所
掌
事
務
が
漠
然
と
規
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

事
情
が
大
き
い
。
つ
ま
り
、
大
部
屋
主
義
は
、
組
織
に
属
す
る
全
員
が
協
力
し
て
仕
事
を
進
め
る
の
に
有
利
な
職
場
環
境
に
な
っ
て
い
る

(

大

森
、
一
九
八
七：

三
二
〜
三
七
頁)

。
こ
の
よ
う
な
職
場
で
は
、
上
司
が
客
観
的
な
指
標
に
照
ら
し
て
部
下
の
仕
事
ぶ
り
を
短
期
的
に
評
価
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
代
わ
り
に
、
上
司
や
同
僚
、
部
下
と
の
間
で
相
互
に
評
価
し
合
う
こ
と
で
、
個
々
の
職
員
に
つ
い
て
の
�
相
場
�
が
長

期
間
か
け
て
形
成
さ
れ
る

(

稲
継
、
前
掲
書：

九
五
〜
九
七
頁)

。

(

�)

�
少
な
い
リ
ソ
ー
ス
の
最
大
動
員
�
と
い
う
点
に
着
目
し
て
、
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
を
論
じ
た
の
は
村
松
岐
夫
の
著
作

(

一
九
九
四)

で

日本の公務員制度
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公
務
員
制
度
改
革
運
動(civil

service
reform

m
ovem

ent)

を
推
進
す
る
革
新
派
指
導
者
た
ち(P

rogressives)

の
主
要
な
目
標
で
あ
っ

た
。
猟
官
制
に
よ
る
行
政
の
腐
敗
と
非
能
率
が
甚
だ
し
か
っ
た
こ
の
当
時
、
革
新
派
の
運
動
家
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
遠
大
な
目
標
を
達
成
す
る

た
め
に
、
①
当
時
、
マ
シ
ー
ン
政
治
の
権
力
基
盤
と
な
っ
て
い
た
情
実
任
用

(patronage)

を
や
め
さ
せ
る
、
②
党
派
的
、
政
治
的
考
慮
に

よ
る
任
用
を
行
政
機
構
の
ト
ッ
プ
を
構
成
す
る
ご
く
一
部
の
ポ
ス
ト
に
限
定
す
る
、
③
メ
リ
ッ
ト
原
則

(m
erit
principle)

の
保
護
と
貫
徹

を
任
務
と
す
る
人
事
委
員
会

(civil
service

com
m
issions)

を
設
立
す
る
、
と
い
う
三
つ
の
下
位
目
標
を
追
求
し
た
。

こ
こ
に
い
う
と
こ
ろ
の
メ
リ
ッ
ト
原
則
と
は
、｢

任
命
、
昇
進
、
そ
の
他
の
人
事
上
の
処
分
は
、
も
っ
ぱ
ら
関
連
の
あ
る
能
力
と
職
務
実
績

(relative
ability

and
job
perform

ance)

に
基
づ
い
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
要
請
は
競
争
試
験
そ
の
他
の
職
務
に
関
連
す
る
試

験

(com
petitive

exam
inations

and
other

job-relative
tests)

に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る｣

と
い
う
も
の
で
あ
る

(N
igro,

2006:
p.

4)

。

(

�)

坂
本

(

一
九
九
四)

、
一
一
三
頁
。

(

	)
A
berbach,

J.
D
.
et
al.,
(1981).

(


)

リ
プ
ス
キ
ー

(

一
九
八
六)

。

(

�)

テ
リ
ー
伊
藤

(

一
九
九
六)

。

(

�)

誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
け
加
え
れ
ば
、
筆
者
は
、
東
大
法
学
部
卒
の
キ
ャ
リ
ア
官
僚
が
尽
く
歪
ん
だ
思
想
と
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
て
、
代

表
性
に
乏
し
い
官
僚
制
が
無
責
任
行
政
を
お
こ
な
っ
て
国
民
を
苦
し
め
て
い
る
端
的
な
例
だ
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
は
こ
こ

で
は
あ
く
ま
で
、
代
表
的
官
僚
制
論
に
引
き
つ
け
て
評
価
し
た
場
合
、
坂
本
の
指
摘
す
る
バ
イ
ア
ス
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
得
る
か
を
示
そ

う
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

(

)

筆
者
は
、
代
表
性
の
理
論
に
基
づ
く
公
務
員
制
批
判
は
経
験
的
裏
づ
け
の
な
い
感
傷
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
と
も
省
庁
の
幹
部
職
を

東
大
法
学
部
出
身
の
事
務
官
僚
で
固
め
て
し
ま
っ
て
一
向
に
差
し
支
え
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
代
表
性
の
理
論
は
、
行
政
エ

リ
ー
ト
の
階
級
的
、
文
化
的
、
あ
る
い
は
人
種
的
偏
向
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
行
政
の
横
暴
や
無
責
任
の
危
険
を
告
発
す
る
上
で
、
有
力
な
武
器

と
な
り
得
る
。
ま
た
、
立
場
を
異
に
す
る
様
々
な
人
々
の
考
え
方
や
心
情
が
行
政
に
よ
り
直
裁
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
公
務
員
の
人
的
構
成
に
配

慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
代
表
性
理
論
の
主
張
は
、
現
憲
法
が
掲
げ
る
基
本
的
人
権
や
民
主
的
統
治
の
理
念
か
ら
み
て
、
大
き
な
道

論 説
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(

�)

同
上
、
九
一
頁
。

(

�)

同
上
、
第
三
章
第
二
節
。

(

�)

報
告
の
詳
し
い
中
身
に
つ
い
て
は
、
最
終
報
告
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

以
下
の
諸
項
目
は
、
最
終
報
告

｢

Ⅴ
公
務
員
制
度
の
改
革｣

に
依
拠
し
て
い
る
。

(

�)

人
的
資
源
管
理
と
は
、H

um
an
R
esource

M
anagem

ent

の
翻
訳
語
で
あ
る
。L

.
G
.

ニ
グ
ロ
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
人
事
行
政
は
、

ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
成
立
当
時
の
メ
リ
ッ
ト
保
護
を
重
視
す
る
規
制
的

(regulatory)

ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
最
近
で
は
、
ラ
イ
ン
の
長
に
よ
る

柔
軟
な
人
事
管
理
を
支
援
す
る
経
営
合
理
的

(m
anagem

ent-oriented)

ア
プ
ロ
ー
チ
に
シ
フ
ト
し
て
き
た
と
い
う
。

ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
成
立
当
時
は
、
註

(

�)

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
公
務
員
人
事
を
政
党
政
治

(partisan
politics)

の
影
響
か
ら
遮
断

す
る
こ
と
を
最
優
先
し
た
た
め
、
競
争
的
な
採
用
試
験
に
基
づ
く
任
命
と
、
同
一
労
働
同
一
賃
金

(equal-pay-for-equal-w
ork)

原
則
に

基
づ
く
給
与
決
定
に
あ
く
ま
で
固
執
す
る
規
制
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
措
置
は
確
か
に
、
ス
ポ
イ
ル
ズ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
行
政
の

腐
敗
や
混
乱
を
収
拾
す
る
こ
と
に
与
っ
て
効
果
が
あ
っ
た
。
他
方
で
、
こ
う
し
た
硬
直
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
三
〇
年
代
の
大
恐
慌
と
そ
れ
に

続
く
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
お
い
て
連
邦
行
政
が
質
・
量
と
も
に
飛
躍
的
に
成
長
し
始
め
る
と
、
早
く
も
深
刻
な
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
行
政
主

導
の
合
理
的
な
政
策
形
成
、
行
政
組
織
の
運
営
効
率
向
上
と
い
っ
た
観
点
と
無
関
係
に
な
さ
れ
る
人
事
行
政
に
対
し
て
、
政
治
的
に
任
命
さ
れ

る
ラ
イ
ン
の
長
や
行
政
学
者
た
ち
か
ら
厳
し
い
批
判
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ー
タ
ー
大
統
領
は
、
経
営
合
理
性
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
大
き
く
舵
を
切
っ
た
。
一
九
七
八
年
公
務
員
制
度
改
革
法

(C
ivil

Service
R
eform

A
ct
of
1978)

が
成
立
し
、
連
邦
人
事
委
員
会
は
廃
止
さ
れ
、
人
事
管
理
庁

(O
ffice

of
P
ersonnel

M
anagem

ent)

と
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
保
護
委
員
会(M

erit
System

P
rotection

B
oard)

が
設
置
さ
れ
た
。
人
事
管
理
庁
長
官
は
�
大
統
領
の
人
事
官
�

と
な
り
、
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
保
護
委
員
会
の
役
割
は
、
勧
告
、
監
察
、
事
後
救
済
な
ど
周
縁
的
な
機
能
に
限
定
さ
れ
た
。
ラ
イ
ン
官
庁
の
人

事
担
当
官
は
、
不
必
要
な
規
則
や
手
続
き
を
廃
止
し
て
、
官
庁
組
織
の
効
率
的
な
運
営
に
資
す
る
柔
軟
な
人
事
運
用
に
努
め
る
よ
う
期
待
さ
れ

た
。
人
的
資
源
管
理
は
、
人
事
機
能
の
う
ち
、
人
的
資
源
を
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
合
理
的
に
管
理
す
る
側
面
を
強
調
し
た
言
い
方

で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
経
営
合
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
シ
フ
ト
を
反
映
し
た
用
語
と
い
え
る

(N
igro,

2006:
pp.
6-13)

。

(

	)

以
下
、
答
申
と
略
す
。
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あ
る
。
こ
の
な
か
で
、
公
務
員
制
度
だ
け
で
な
く
、
予
算
編
成
や
中
央
地
方
関
係
な
ど
も
含
め
、
日
本
の
行
政
が
全
体
と
し
て
追
い
つ
き
型
近

代
化
を
志
向
す
る

｢

最
大
動
員
シ
ス
テ
ム｣

と
し
て
理
解
で
き
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(

)
稲
継
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
勤
続
二
二
年
、
本
省
課
長
で
退
職
す
る
キ
ャ
リ
ア
は
、
俸
給
月
額
四
一
万
、
退
職
金
一
五
七
〇
万
程
度
に
す
ぎ
な

い

(
稲
継
、
前
掲
書：

四
三
頁)

。

(

�)

同
上
、
七
六
頁
。

(

�)

村
松

(
一
九
九
四)

、

頁
。

(

�)

稲
継
、
前
掲
書
、
六
〇
頁
。

(

�)

同
上
、
六
一
頁
、
表
３
―
１
。

(

�)

エ
ス
ピ
ン-

ア
ン
デ
ル
セ
ン

(

二
〇
〇
一)

。

(

�)

同
上
、
六
四
頁
。

(

�)

西
村

(

一
九
九
八)

、
二
〇
五
頁
。

(

�)

行
政
改
革
会
議
最
終
報
告

｢

Ⅰ
改
革
の
理
念
と
目
標｣

。
以
下
、
最
終
報
告
と
略
す
。

(

�)

同
上
。

(

�)

同
上
。

(

�)

同
上
。

(

�)

飯
田(

二
〇
〇
六)

、
一
四
九
〜
一
五
六
頁
。
飯
田
は
、｢
財
政
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン｣

論
の
で
た
ら
め
さ
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
が
、
他
方
で
、

本
来
な
ら
民
間
企
業
に
対
し
て
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
投
資
活
動
を
阻
害
し
た
と
い
う
意
味
で
は
日
本
経
済
に
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る

と
指
摘
し
て
お
り
、
財
政
の
悪
化
に
は
何
の
問
題
も
な
い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

(

�)

新
藤

(

二
〇
〇
一)

、
三
頁
。

(

�)

同
上
、
二
〜
四
頁
。

(

�)

新
自
由
主
義
改
革
の
�
日
本
版
�
が
具
体
的
に
何
を
目
指
し
、
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
は
、
後
藤

(

二
〇

〇
二)

、
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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と
す
る
官
僚
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
タ
イ
プ
の
官
僚
の
行
動
様
式
を
、｢

組
織
形
整

(bureau-shaping)｣

と
よ
び
、
ひ
た
す
ら

予
算
の
拡
大
に
血
道
を
挙
げ
る

｢

予
算
極
大
化

(budget-m
axim

izing)｣

行
動
と
対
比
し
て
、
近
年
の
新
自
由
主
義
的
な
行
政
改
革
が
成

功
を
収
め
た
一
因
に
な
っ
た
、
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
伊
藤
・
田
中
・
真
渕

(

二
〇
〇
〇)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

新
藤

(

二
〇
〇
三)

、
三
―
四
頁
。

(

�)

以
下
の
諸
項
目
は
、
大
綱
の
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
。

(

�)

能
力
評
価
と
は
、
職
務
遂
行
能
力
の
発
揮
度
を
評
価
す
る
こ
と
で
あ
り
、
業
績
評
価
と
は
、
目
標
管
理
の
手
法
を
用
い
て
業
績
を
評
価
す
る

こ
と
で
あ
る
。

(

�)

中
野

(

二
〇
〇
六)

、
六
四
頁
。

(

�)

正
式
名
称
は
、｢

簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律｣

で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
政
策
金
融
改

革
、
独
立
行
政
法
人
制
度
の
見
直
し
、
特
別
会
計
改
革
、
国
の
資
産
の
圧
縮
な
ど
を
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
公
務
員
制

度
に
直
接
関
わ
る

｢

総
人
件
費
改
革｣

の
部
分
の
み
で
あ
る
。

(

�)

従
来
型
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
シ
ー
リ
ン
グ
方
式
や
定
員
削
減
計
画
で
あ
る
。

(

�)

正
式
名
称
は
、｢

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律｣

で
あ
る
。
以
下
、
改
革
関
連
法
と
略
す
。

(

�)
｢

公
務
員
制
度
改
革
に
つ
い
て｣

(

一
九
九
七
年
四
月
二
四
日
、
閣
議
決
定)

。

(

	)

以
下
の
諸
項
目
は
、
四
月
の
閣
議
決
定
と
六
月
に
成
立
し
た
法
律
の
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
。

(


)

任
期
付
公
務
員
の
よ
う
に
、
現
実
に
制
度
化
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。

(

�)

東
田

(

二
〇
〇
六)

、
七
四
頁
。

(

�)

中
野

(

二
〇
〇
六)

、
四
頁
。
中
野
は
、
政
府
で
さ
え
も

｢

現
在
の
公
務
員
制
度
が
様
々
な
側
面
か
ら
考
え
て
、
相
応
に
優
れ
た
制
度｣

で

あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
抜
本
的
な
改
革
案
を
示
せ
な
い
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

(

)

以
下
、
連
合
に
よ
る
大
綱
批
判
の
内
容
は
、
二
〇
〇
二
年
三
月
に
出
さ
れ
た

｢『

公
務
員
制
度
改
革
大
綱』

の
問
題
点
と
私
た
ち
の
基
本
的

考
え
方

(

職
場
討
議
用
資
料)｣

に
依
拠
し
て
い
る
。

(

�)

稲
葉
・
高
橋
・
西
尾

(

二
〇
〇
二)

、
二
五
頁
。
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(

�)

答
申

｢

二

公
務
員
制
度
改
革
の
必
要
性｣

。

(
�)

以
下
の
諸
項
目
は
、
答
申
の
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
。

(
�)
具
体
的
に
は
、
政
策
の
企
画
立
案
、
調
整
作
業
に
従
事
す
る

｢

政
策
ス
タ
ッ
フ
職｣

と
高
度
な
専
門
的
能
力
が
要
求
さ
れ
る
実
施
業
務
に
従

事
す
る

｢

専
門
職｣

の
創
設
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
案
に
対
し
て
は
、
政
策
ス
タ
ッ
フ
職
は
従
来
の
事
務
系
キ
ャ
リ
ア
官
僚
と
、
専

門
職
は
従
来
の
技
官
と
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
疑
問
が
即
座
に
出
て
き
そ
う
だ
が
、
こ
こ
で
の
趣
旨
は
、
こ
れ
ら
の
範
疇
を
ラ
イ
ン
職
中
心
の

単
線
型
人
事
管
理
か
ら
外
し
て
、
ス
タ
ッ
フ
は
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
の
人
事
・
給
与
体
系
を
独
自
に
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ち
な
み
に
、

特
に
能
力
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
専
門
職
の
職
員
に
対
し
て
は
、｢

ラ
イ
ン
組
織
の
上
級
幹
部
並
み
の
高
い｣

給
与
を
与
え
る
べ
き
だ
と
し
て

い
る

(

答
申

｢

五

行
政
の
専
門
性
の
向
上
と
個
人
の
適
性
・
志
向
に
配
慮
し
た
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
・
パ
ス｣)

。

(

�)

白
藤

(

二
〇
〇
二)

、
一
三
六
頁
。
ま
た
行
方

(

二
〇
〇
二)

、
一
一
頁
に
も
同
様
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
。

(

�)

新
藤

(

二
〇
〇
三)

、
三
〇
頁
お
よ
び
新
藤

(

二
〇
〇
四)

、
四
五
頁
。

(

�)

執
行
部
に
対
す
る
応
答
性
の
強
化
と
人
的
資
源
管
理
へ
の
傾
斜
は
、L

.
G
.

ニ
グ
ロ
が
指
摘
し
た
ア
メ
リ
カ
の
公
務
員
制
度
改
革
の
方
向
性

と
共
通
し
て
い
る

(N
igro,

op.
cit.)

。
こ
う
し
た
方
向
性
は
、
答
申
後
の
公
務
員
制
度
改
革
の
提
案
に
も
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
一
連
の
公
務
員
制
度
改
革
の
提
案
が
、
日
本
固
有
の
政
治
的
文
脈
を
超
え
て
世
界
的
な
改
革
潮
流
に
棹
差
し
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ

る
。

(

�)

以
下
、
行
革
大
綱
と
略
す
。

(

�)

新
藤

(

二
〇
〇
三)

、
三
〇
頁
お
よ
び
新
藤

(

二
〇
〇
四)
、
四
五
頁
。

(

�)

以
下
の
諸
項
目
は
、
行
革
大
綱
の
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
。
行
革
大
綱
そ
の
も
の
は
、
特
殊
法
人
・
公
益
法
人
改
革
、
財
政
投
融
資
、
行
政

評
価
、
市
町
村
合
併
、
地
方
財
政
改
革
、
規
制
改
革
、
電
子
政
府
な
ど
広
範
囲
に
及
ぶ
改
革
を
扱
っ
て
い
る
。
本
文
で
は

｢

二

公
務
員
、
地

方
公
務
員
制
度
の
抜
本
的
改
革｣

の
内
容
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

(

�)

以
下
、
大
綱
と
略
す
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
、
キ
ャ
リ
ア
の
な
か
に
も
、
政
治
家
が
推
し
進
め
る
行
政
改
革
に
積
極
的
に
協
力
し
て
、
国
家
戦
略
ス
タ
ッ
フ
案
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
な
、
直
接
的
な
予
算
規
模
を
小
さ
く
と
も
政
権
中
枢
に
近
く
、
他
の
諸
官
庁
に
対
し
て
大
き
な
影
響
力
を
行
使
で
き
る
地
位
を
得
よ
う
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非
常
に
コ
ス
ト
高
と
な
っ
て
お
り
、
近
年
で
は
給
食
調
理
の
民
間
委
託
が
推
進
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
城
塚
は
、
学
校
給
食
は

｢
公
務
員
が
自

ら
調
理
す
べ
き
積
極
的
な
理
由｣

が
あ
り
、
民
間
委
託
の
推
進
は
間
違
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
で
は
、｢

公
務
員
が
自
ら
調
理
す
べ
き
積
極

的
な
理
由｣

と
は
何
か
。

思
う
に
、
給
食
調
理
が
公
務
労
働
者
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
最
大
の
理
由
は
、
今
日
に
お
い
て
は

｢

食
の
安
全｣

の
確
保
に
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。(

中
略)

成
長
過
程
に
あ
る
こ
ど
も
た
ち
は
、
食
品
中
に
含
ま
れ
て
い
る
有
害
物
質
の
影
響
を
大
き
く
受
け
や

す
い
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
食
に
つ
い
て
は
大
人
以
上
に
細
心
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
配
慮
は
給
食
労
働
者
が
専

門
性
を
発
揮
し
て
初
め
て
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
専
門
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、
ゆ
と
り
あ
る
労
働
条
件
と
研
修
の
保
障
が
不

可
欠
で
あ
る
。

(

同
上
、
一
七
〇
〜
一
七
一
頁)

行
方
は
、
日
本
の
公
務
員
給
与
は
、
労
働
者
階
級
全
体
の
上
位
三
割
程
度
の
範
囲
に
収
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が

(

行
方
、
前
掲
論

文
、
二
二
頁)

、
そ
れ
ほ
ど
高
い
給
与
を
受
け
る
根
拠
と
し
て
、
給
食
調
理
員
が
職
務
上
発
揮
し
て
い
る

｢

専
門
性｣

に
そ
れ
ほ
ど
説
得
力
が

あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
生
き
馬
の
目
を
抜
く
よ
う
な
激
し
い
競
争
に
さ
ら
さ
れ
た
多
国
籍
企
業
の
経
営
者
で
な
く
と
も
、
学
校
給
食
の
調
理

員
に
は
高
い
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、｢

ゆ
と
り
あ
る
労
働
条
件
と
研
修
の
保
障
が
不
可
欠｣

だ
と
さ
れ
た
ら
、
首
を
か
し
げ
た
く
な
る

の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

東
京
都
杉
並
区
の
区
議
会
議
員
、
堀
部
や
す
し
に
よ
れ
ば

(

堀
部
、
二
〇
〇
一)

、
地
方
公
務
員
で
あ
る
区
の
給
食
調
理
員
の
平
均
年
収
は

八
〇
〇
万
円
で
あ
り
、
給
食
調
理
を
お
こ
な
う
民
間
の
嘱
託
員
の
年
収
は
二
三
〇
〜
二
四
〇
万
程
度
と
著
し
く
低
い
。
し
か
も
、
区
の
給
食
調

理
員
の
勤
務
実
態
た
る
や
、
食
の
安
全
を
守
る
た
め
の
高
度
の
専
門
性
を
発
揮
す
る
ど
こ
ろ
か
、｢

強
化
磁
器
食
器
は
重
い
の
で
洗
う
の
が
た

い
へ
ん
な
の
で
、
給
食
の
メ
ニ
ュ
ー
を
工
夫
し
て
皿
の
枚
数
を
減
ら
せ｣

な
ど
と
い
う
、
堀
部
の
表
現
を
借
り
れ
ば

｢

言
語
道
断｣

な
要
求
を

繰
り
返
し
て
い
た
と
い
う
。
堀
部
は
、｢

民
間
の
一
般
通
念
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
低
成
長
下
に
、
こ
ん
な
こ
と
が
罷
り
通
っ
て
い
る
公
務
員
の

世
界
は
、
許
し
難
い
こ
と
で
し
ょ
う｣

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
見
解
の
ほ
う
が
一
般
有
権
者
の
感
覚
に
余
程
近
い
で
あ
ろ
う
。
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(

�)

神
代
・
森
田
・
山
口

(

二
〇
〇
二)

、
四
六
頁
。

(
�)

新
藤

(

二
〇
〇
三)

、
新
藤

(

二
〇
〇
四)

。

(
�)
行
方

(

二
〇
〇
二)

、
四
頁
。

(

�)
同
上
、
一
四
頁
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
労
働
組
合
に
組
織
さ
れ
た
公
務
労
働
者
も
ま
た
既
得
権
益
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
た
�
抵
抗
勢
力
�
の
一
部
で
は
な
い
か

と
い
う
反
批
判
に
非
常
に
脆
弱
と
な
る
。
行
方
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
ビ
ッ
ク
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
っ
て

｢

旧
来
の
利
益
誘
導
型
・
開
発
主
義
的

な
自
民
党
政
治｣

(
同
上
、
三
頁)

の
解
体
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
大
綱
を
含
む
様
々
な
改
革
の
動
き
を
そ
う
し
た
目
標
に
奉
仕
す

る
新
自
由
主
義
改
革
と
規
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
行
方
は
、
新
自
由
主
義
改
革
の
解
体
目
標
と
な
っ
て
い
る

｢

旧
来
の
利
益
誘
導
型
・
開

発
主
義
的
な
自
民
党
政
治｣
に
つ
い
て
、
明
確
な
評
価
を
下
し
て
い
な
い
。｢

旧
来
の
利
益
誘
導
型
・
開
発
主
義
的
な
自
民
党
政
治｣

は
解
体

さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
解
体
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
解
体
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
理
由
は
何
な
の
か
。
行
方
の

論
考
か
ら
は
こ
う
し
た
点
に
関
す
る
見
解
が
は
っ
き
り
と
は
読
み
取
れ
な
い
。

他
方
で
、
一
般
の
公
務
労
働
者
が
�
抵
抗
勢
力
�
と
同
一
視
さ
れ
る
危
険
に
つ
い
て
、
行
方
は
次
の
よ
う
に
率
直
に
述
べ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
、｢

お
役
所
仕
事｣

へ
の
国
民
・
住
民
の
批
判
も
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
様
々
な

｢

言
い

訳｣

や
説
明
が
で
き
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
官
僚
ば
か
り
で
な
く
、
公
務
員
労
働
者
や
労
働
組
合
が
行
政
の
職
場
か
ら
の
民
主
的
な

点
検
を
通
じ
て
、
国
民
・
住
民
本
位
の
民
主
的
か
つ
効
率
的
な
行
政
を
追
求
し
、
そ
れ
を
国
民
と
と
も
に
共
通
の
認
識
と
し
て
い
く
、

｢

官
僚
制
打
破
・
克
服｣

の
取
組
み
が
極
め
て
弱
体
で
あ
っ
た
こ
と
も
残
念
な
が
ら
事
実
で
あ
ろ
う
。

(

同
上
、
一
八
頁)

一
般
の
公
務
労
働
者
が

｢

国
民
・
住
民
の
民
主
的
か
つ
効
率
的
な
行
政｣
の
追
求
を
怠
っ
た
結
果
、
様
々
な
弁
明
に
追
わ
れ
て
い
る
と
は
、

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
城
塚
健
之
の
論
考

(
城
塚
、
二
〇
〇
二)

に
よ
れ
ば
、
学
校
給
食
の
調
理
に
従
事
す

る
公
務
員
は
、
三
季
休
業

(

夏
休
み
、
冬
休
み
、
春
休
み)

が
あ
り
、
か
つ
公
務
員
と
し
て
の
給
与
が
支
給
さ
れ
る
た
め
、
民
間
と
比
較
し
て

論 説
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び
き
り
優
秀
な
人
材
は
必
要
な
い
と
い
う
連
邦
人
事
管
理
庁
元
幹
部
の
発
言
な
ど
が
あ
る

(H
ood
and
Jackson,

1991:
pp.
39-40.)

。

フ
ッ
ド
と
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
議
論
に
即
し
て
述
べ
れ
ば
、
日
本
の
キ
ャ
リ
ア
官
僚
を
制
度
的
に
維
持
す
べ
し
と
い
う
立
場
は
前
者
の
教
義
に
相

当
す
る
が
、
こ
れ
の
み
が
唯
一
正
当
化
で
き
る
立
場
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
状
況
次
第
で
、
後
者
の
教
義
が
指
し
示
す
方
向
に
支
持
が
集
ま

る
可
能
性
も
あ
る
。

(

�)

連
合

｢

透
明
で
民
主
的
な
公
務
員
制
度
改
革
を
求
め
る
請
願｣
(

二
〇
〇
二
年
四
月)

。

(

�)

連
合

(

二
〇
〇
六)

。
以
下
の
諸
項
目
は
、
こ
の
文
書
に
依
拠
し
て
い
る
。

(

�)

こ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
国
家
公
務
員
法
七
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
分
限
免
職
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
仕
事
の

業
績
が
よ
く
な
い
、
健
康
を
害
し
て
職
務
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
予
算
や
定
員
の
削
減
で
リ
ス
ト
ラ
が
必
要
に
な
っ
た
等
々
の
事
情
が
あ

れ
ば
、
本
人
の
意
思
に
反
し
て
降
任
ま
た
は
免
職
で
き
る
と
な
っ
て
い
る
。
註

(

�)

も
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

民
主
党

(

二
〇
〇
六)

。
民
主
党
の
公
務
員
制
度
改
革
案
は
、
こ
の
文
書
に
依
拠
し
て
い
る
。

(

�)

行
政
の
民
主
的
統
制
は
、｢

権
力
の
分
散
を
通
じ
て
、
中
央
政
府
は
そ
の
外
部
よ
り
統
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る｣

と
い
う
主
張
と
、｢

行
政
府

の
内
部
に
お
い
て
、
官
僚
制
が
民
主
的
代
表

(

つ
ま
り
は
大
臣)

或
い
は
そ
の
政
治
的
補
佐
た
ち
の
統
制
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る｣

と
い
う
主

張
か
ら
構
成
さ
れ
、
民
主
党
に
よ
っ
て
強
く
支
持
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
政
権
与
党
の
幹
部
は
、
行
政
の
ス
リ
ム
化
、
効
率
化
を
追
求

し
、
政
官
財
の
癒
着
と
腐
敗
が
も
た
ら
す
行
政
の
非
効
率
と
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
空
洞
化
を
抑
制
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
。
詳
し
く
は
、

中
野

(

二
〇
〇
二)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

Ｐ
・
Ｅ
・
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
と
Ｍ
・
Ｃ
・
ロ
ム
に
よ
れ
ば
、
福
祉
磁
石

(w
elfare

m
agnet)

の
ロ
ジ
ッ
ク
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

給
付
水
準
の
高
い
州
の
職
員
た
ち
は
、
そ
の
州
の
相
対
的
に
高
い
福
祉
給
付
に
反
応
し
て
貧
し
い
人
々
が
自
州
に
移
住
し
て
く
る
と
考

え
る
だ
ろ
う
。
貧
困
層
に
対
す
る
施
し
が
多
い
州
に
は
全
国
か
ら
ま
す
ま
す
貧
困
層
が
寄
っ
て
く
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
州
は
高
い
貧
困

率
に
悩
む
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
貧
困
者
の
増
加
は
、
そ
の
州
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
需
要
を
押
し
上
げ
る
。
そ
の
と
き
に
州
は
、
サ
ー
ビ

ス
を
切
り
下
げ
る
か
、
あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す
る
た
め
に
増
税
す
る
か
と
い
う
、
あ
ま
り
う
れ
し
く
な
い
選
択
に
直
面
す
る
だ
ろ

う
。
増
税
と
い
う
選
択
は
政
治
的
反
対
を
醸
成
す
る
だ
け
で
な
く
、
経
済
的
に
も
望
ま
し
く
な
い
結
果
を
招
く
怖
れ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
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(

�)

読
売
新
聞
、
二
〇
〇
七
年
六
月
一
三
日
朝
刊
社
説
。

(
	)

同
上
、
二
〇
〇
七
年
七
月
二
五
日
朝
刊
社
説
。

(

)
同
上
、
二
〇
〇
七
年
三
月
二
八
日
朝
刊
社
説
。

(

�)
朝
日
新
聞
、
二
〇
〇
七
年
三
月
二
八
日
朝
刊
。
人
事
院
に
よ
る
給
与
統
制
が
改
革
の
壁
と
な
る
と
は
、
こ
こ
で
は
、
公
務
員
に
は
ス
ト
権
が

な
い
代
わ
り
に
人
事
院
に
よ
っ
て
給
与
水
準
を
保
障
す
る
仕
組
み
を
と
っ
て
い
る
以
上
、
天
下
り
禁
止
に
よ
る
人
件
費
増
を
抑
え
こ
む
た
め
に

政
府
が
公
務
員
給
与
を
大
幅
に
削
減
す
る
の
は
違
法
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

(

�)

同
上
、
二
〇
〇
七
年
四
月
二
日
朝
刊
社
説
。

(

)

同
上
、
二
〇
〇
七
年
六
月
二
七
日
朝
刊
。

(

�)

毎
日
新
聞
、
二
〇
〇
七
年
三
月
一
三
日
朝
刊
社
説
。

(

�)

同
上
、
二
〇
〇
七
年
三
月
二
八
日
朝
刊
社
説
。

(

�)

同
上
。

(

�)

同
上
、
七
月
二
六
日
朝
刊
社
説
。

(

�)

以
下
、
真
渕

(

二
〇
〇
四)

、
第
三
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

金
融
危
機
と
そ
れ
に
対
す
る
旧
大
蔵
省
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
上
川

(

二
〇
〇
四)

、
第
四
章
お
よ
び
第
五
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

真
渕
、
前
掲
書
、
三
七
〜
三
八
頁
。

(

�)

Ｃ
・
フ
ッ
ド
と
Ｍ
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
公
務
部
門
に
社
会
の
最
優
秀
層

(the
best
and
brightest)

を
リ
ク
ル
ー
ト
す
べ
き
だ

と
い
う
考
え
方
と
、
公
務
部
門
に
は
平
均
的
な
い
し
二
流
の
人
材
が
い
れ
ば
い
い
の
だ
と
い
う
考
え
方

(m
ediocrity

doctrine)

は
、
公
務

員
の
質
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
二
つ
の
�
教
義

(doctrine)

�
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
教
義
と
も
に
、
ど
ち
ら
が
完
全
に
正
し
い
と
証
明
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
間
で
古
く
か
ら
果
て
の
な
い
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
前
者
の
教
義
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
以
来
の
古
い
伝
統
を
持
ち
、
ド
イ
ツ
官
房
学
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
な
ど
に
支
持
さ
れ
て
き
た
。
後
者
の
教
義
は
、
ス
ポ
イ
ル
ズ
シ
ス
テ
ム
の
母

国
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
熱
心
な
支
持
者
を
獲
得
し
て
い
る
。
フ
ッ
ド
が
挙
げ
て
い
る
例
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
事
は
一
般
市
民
と
同
等
の
資

質
の
持
ち
主
で
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
選
出
の
上
院
議
員
と
か
、
政
府
は
そ
れ
な
り
に
有
能
な
人
材
を
求
め
て
い
る
が
、
と

論 説
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継
、
一
九
九
六：

一
九
一
頁)

。

(

�)

同
上
、
一
九
五
〜
一
九
六
頁
。

(

�)

真
渕

(

二
〇
〇
四)

。

(

�)

同
上
。

(

�)

幹
部
公
務
員
の
頂
点
に
立
つ
総
合
戦
略
本
部
の
参
謀
た
ち
は
、
村
松
岐
夫
の
い
う

｢

テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
を
目
指
さ
な
い
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト｣

の
枠
を
踏
み
越
え
た
存
在
で
あ
る
。｢

テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
を
目
指
さ
な
い
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト｣

は
、
政
治
と
の
関
係
に
お
い
て
は
基
本
的
に
自

己
の
領
分
を
わ
き
ま
え
て
お
り
、
国
家
の
総
合
戦
略
を
主
導
す
る
役
割
を
持
た
な
い

(

村
松
、
一
九
九
四：

Ⅴ
頁)

。

(

�)

内
閣
官
房
行
政
改
革
推
進
事
務
局

公
務
員
制
度
改
革
推
進
室

(

二
〇
〇
一)

。
以
下
の
諸
項
目
は
、
こ
の
文
書
に
依
拠
し
て
い
る
。

(

�)

調
査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
編

(

二
〇
〇
七)

、
第
一
部
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

以
下
の
デ
ー
タ
は
、
同
上
、
九
頁
、
表
１
に
依
拠
し
て
い
る
。

(

�)

以
下
の
デ
ー
タ
は
、
同
上
、
一
〇
頁
、
表
４
に
依
拠
し
て
い
る
。

(

	)

本
人
代
理
人
関
係
論
と
し
て
政
官
関
係
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
建
林

(

二
〇
〇
三)

を
参
照
さ
れ
た
い
。
以
下
の
議
論
も
建
林
の
業
績
を

大
い
に
参
考
と
し
て
い
る
。

(


)

同
上
、
七
四
〜
七
六
頁
。

(

�)

同
上
、
七
七
〜
七
九
頁
。

(

�)

同
上
、
七
九
頁
。

(

)
H
orn

(1995).

(

�)

ち
な
み
に
ホ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
三
年
に
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
以
降
の
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
の
適
用
範
囲
が
徐
々
に

拡
大
し
て
い
っ
た
の
は
、
単
に
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
が
公
務
員
の
能
力
向
上
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
①
情
実
任
用
が
代
理
人

費
用
を
下
げ
る
の
に
大
し
て
役
に
立
た
な
か
っ
た
、
②
情
実
任
用
に
つ
き
も
の
の
甚
だ
し
い
汚
職
問
題
に
対
し
て
継
続
的
な
解
決
を
与
え
る
こ

と
が
大
衆
的
支
持
の
獲
得
に
つ
な
が
っ
た
、
③
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
特
定
の
政
権
が
推
し
進
め
る
政
策
路
線
が
政
権
交
代

後
に
な
っ
て
も
覆
さ
れ
に
く
く
な
っ
た
、
と
い
う
諸
事
由
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
ホ
ー
ン
が
指
摘
し
て
い
る
三
つ
の
事
情
は
、
代
理
人
費
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企
業
や
富
裕
な
住
民
が
、
税
負
担
を
軽
い
他
州
に
移
住
し
て
し
ま
う
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。(P

eterson
and
R
om
,
1990:

pp.
15-16)

サ
ー
ビ
ス
切
り
下
げ
か
増
税
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
州
が
果
た
し
て
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
。
サ
ー
ビ
ス
切
り
下
げ
を
選
ぶ
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
し
っ
か
り
機
能
す
れ
ば
、
自
治
体
が
現
実
に
こ
う
し
た
二
者
択
一
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
事
態
に
陥
る
よ
り
は
む
し

ろ
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
未
然
に
手
を
打
つ

低
所
得
者
向
け
の
福
祉
施
策
を
他
の
自
治
体
の
そ
れ
よ
り
充
実
さ
せ
な
い
よ
う
に
す

る

と
い
う
傾
向
が
強
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
分
権
の
推
進
は
、
自
治
体
を
し
て
事
業
、
人
員
、
予
算
の
見
直
し
に
駆
り
立
て
る
側

面
を
持
っ
て
い
る
。
民
主
党
は
こ
の
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
を
よ
く
承
知
し
た
上
で
、
自
治
体
の

｢

経
営
感
覚｣

に
期
待
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

(

�)
｢

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｋ｣

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
霞
ヶ
関
を
創
る
若
手
の
会

(

二
〇
〇
五)

に
依
拠
し
て
い
る
。

(

�)

新
し
い
霞
ヶ
関
を
創
る
若
手
の
会

(
二
〇
〇
五)

、
一
二
三
頁
。

(

�)

同
上
、
七
五
頁
。

(

�)

同
上
、
九
九
頁
。

(

�)

同
上
、
一
〇
三
頁
。

(

�)

同
上
、
一
一
八
頁
。

(

�)

そ
の
理
由
と
し
て
、
行
政
は
経
験
が
モ
ノ
を
い
う
世
界
だ
か
ら
、
放
置
す
れ
ば
管
理
職
が
中
高
年
層
に
独
占
さ
れ
か
ね
ず
、
逆
に
三
〇
歳
の

課
長
補
佐
が
六
〇
歳
の
係
長
を
部
下
と
し
て
使
い
こ
な
す
の
は
実
際
問
題
と
し
て
難
し
い
な
ど
の
事
情
に
よ
り
、
ど
う
し
て
も
定
年
退
職
年
齢

ま
で
勤
務
で
き
な
い
職
員
が
出
て
く
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(
同
上
、
一
二
二
〜
一
二
三
頁)

。

(

�)

同
上
、
六
七
頁
。

(

�)

稲
継
は
、
東
京
都
に
お
い
て
係
長
に
昇
進
す
る
た
め
の

｢

管
理
職
選
考
Ａ
区
分｣

な
る
試
験
が

｢

現
代
版
の
科
挙｣

と
さ
さ
や
か
れ
る
ほ
ど

の
超
難
関
試
験
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ど
れ
ほ
ど
の
難
関
か
と
い
う
と
、
昭
和
五
八
年
度
実
施
分
で
、｢

有
資
格
者
六
四
九
三
人
、
受
験

者
一
〇
四
三
人
、
合
格
者
三
〇
人
、
合
格
率
は
二
・
九
％

(

有
資
格
者
合
格
率
で
み
る
と
〇
・
四
六
％)｣

と
い
う
数
字
を
挙
げ
て
い
る

(

稲

論 説

(名城 '08) 57－3－188



バ
ッ
ク
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
評
価
者
と
被
評
価
者
と
の
濃
密
な
意
思
疎
通
が
必
要
と
な
り
、
膨
大
な
手
間
暇
が
か
か
る
。

そ
れ
を
覚
悟
し
て
、
組
織
全
体
で
本
格
的
に
取
り
組
む
気
が
あ
る
の
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

評
価
者
が
十
分
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積
ん
で
い
る
か
ど
う
か
も
重
要
で
あ
る
。
十
分
な
訓
練
な
し
に
評
価
を
お
こ
な
お
う
と
す
れ
ば
、
た
ち

ま
ち
有
害
な
間
違
い
や
偏
向
を
引
き
起
こ
す
。
評
価
者
が
陥
り
や
す
い
主
な
バ
イ
ア
ス
と
し
て
、
①
ハ
ロ
ー
効
果

(the
halo

effect：

職
務

の
一
部
分
に
対
す
る
評
価
が
別
の
部
分
の
評
価
に
ま
で
波
及
す
る)

、
②
第
一
印
象
エ
ラ
ー

(the
first-im

pression
error：

あ
る
職
員
に

対
す
る
最
初
の
印
象
が
そ
の
後
の
評
価
に
ま
で
波
及
す
る)

、
③
似
た
者
効
果

(the
sim
ilar-to-m

e
effect：

自
分
と
似
た
者
を
高
く
評
価

す
る)

、
④
対
照
効
果(com

parison
or
contrast

effects：

集
団
に
お
け
る
相
場
感
に
よ
っ
て
評
価
が
左
右
さ
れ
る)

、
⑤
中
心
傾
向
エ
ラ
ー

(the
centraltendency

error：

職
員
た
ち
の
反
発
や
怒
り
を
怖
れ
た
評
価
者
が
ほ
と
ん
ど
の
職
員
に
平
均
近
く
の
評
価
を
つ
け
る)

、
と
い
っ

た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
バ
イ
ア
ス
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
な
る
だ
け
多
く
の
情
報
源
か
ら
評
価
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
に
、
評
価
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
職
員
に
対
す
る
金
銭
的
な
報
酬
と
リ
ン
ク
さ
せ
る

(m
erit
pay)

こ
と
が
念
頭
に
あ
る
。
評
価
の

大
き
な
目
的
は
、
個
々
人
が
そ
の
仕
事
の
成
果
に
ふ
さ
わ
し
い
報
酬
を
受
け
取
る
べ
き
だ
と
い
う
衡
平
感
覚
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
個
々

人
の
衡
平
感
覚
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
職
員
の
仕
事
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高
ま
る
と
期
待
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で

は
、
こ
の
よ
う
な
そ
れ
自
体
と
し
て
は
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
こ
こ
十
数
年
に
わ
た
っ
て
、
業
績
給(pay

for
per-

form
ance)

の
仕
組
み
を
公
共
部
門
に
導
入
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
多
々
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
っ

た
と
い
う
証
拠
は
ほ
と
ん
ど
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
業
績
給
が
期
待
通
り
の
成
果
を
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
①
職
員
の
仕
事
は

組
織
活
動
の
一
環
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
果
は
組
織
の
他
の
メ
ン
バ
ー
の
働
き
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
職
員
た

ち
に
と
っ
て
成
果
に
応
じ
た
給
与
が
本
当
に
与
え
ら
れ
る
と
は
に
わ
か
に
信
じ
が
た
い
、
②
仕
事
の
成
果
を
正
確
に
反
映
さ
せ
る
組
織
的
努
力

が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
給
与
査
定
に
不
満
を
持
つ
職
員
た
ち
が
評
価
の
正
確
さ
を
疑
い
始
め
る
、
③
評
価
が
給
与
に
連
動
す
る
と
い
う
前
提

で
あ
れ
ば
、
評
価
者
は
評
価
に
個
人
差
を
つ
け
る
の
を
た
め
ら
う
、
④
予
算
当
局
が
人
件
費
の
削
減
策
と
し
て
業
績
給
を
用
い
る
た
め
、
職
員

の
モ
ラ
ー
ル
を
高
め
る
の
に
十
分
な
財
源
が
確
保
さ
れ
な
い
、
な
ど
の
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。

ケ
ロ
ー
フ
に
よ
る
以
上
の
議
論
は
、
業
績
主
義
、
能
力
主
義
的
な
人
事
評
価
を
お
こ
な
う
上
で
、
入
念
な
準
備
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

地
味
で
は
あ
る
が

重
大
な
問
題
を
ど
う
ク
リ
ア
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
触
れ
た
改
革
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用
と
傾
倒
費
用
の
比
較
考
量
が
立
法
連
合
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

(H
orn,

op.
cit.:

ch.
5)

。

(
�)

業
績
主
義
・
能
力
主
義
的
な
人
事
評
価
の
実
践
は
、
言
葉
の
上
で
述
べ
ら
れ
る
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
Ｊ
・
Ｅ
・
ケ
ロ
ー
フ
は
、
業

績
主
義
的
な
人
事
評
価
の
導
入
に
伴
う
様
々
な
難
点
を
剔
抉
し
て
い
る
。
ケ
ロ
ー
フ
は
、
①
個
別
業
績
の
評
価
を
め
ぐ
る
問
題
、
②
評
価
の
方

法
論
を
め
ぐ
る
問
題
、
③
評
価
結
果
の
利
用
を
め
ぐ
る
問
題
、
と
い
う
三
つ
の
次
元
に
分
け
て
議
論
し
て
い
る

(K
ellough,

2006)

。

ま
ず
、
業
績
評
価
を
お
こ
な
う
場
合
、
一
般
的
な
評
価
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
と
い
う
の
は
、
業
績
の
評
価
は
、

個
々
具
体
的
な
職
務
の
遂
行
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
具
体
的
な
職
務
の

性
質
が
、
そ
の
職
務
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
望
ま
し
い
価
値
を
規
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
個
々
の
職
員
に
と
っ
て
、
職
務
の
遂
行
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
有
意
義
な
結
果

(m
eaningful

w
ork
outcom

es)

が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
場
合

も
多
々
あ
る
。
例
え
ば
、
道
路
保
守
の
仕
事
は
天
候
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
予
算
査
定
の
仕
事
は
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
個
々
人
の
貢
献

を
特
定
す
る
の
は
容
易
で
な
い
。
個
々
の
仕
事
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
望
ま
し
い
結
果
が
よ
く
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
見
え
や
す
い
表
層
的
な

指
標
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。

仕
事
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
望
ま
し
い
結
果
を
特
定
で
き
な
い
場
合
、
職
務
行
為
の
特
定
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
る
や
り
方

(behavior-

based
perform

ance
assessm

ent)

も
あ
る
。
例
え
ば
、
分
析
の
鋭
さ
や
正
確
さ
よ
り
も
、
締
め
切
り
に
間
に
合
う
よ
う
に
分
析
レ
ポ
ー
ト

を
仕
上
げ
た
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
で
評
価
す
る
。
こ
の
種
の
基
準
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
何
の
た
め
の
評
価
か
わ
か
ら
な
く
な
り
、
評
価
の
た

め
の
評
価
に
堕
す
る
怖
れ
が
あ
る
。
職
務
上
の
行
為
で
は
な
く
て
、
職
員
の
人
格
的
な
特
徴
に
着
目
す
る
評
価

(trait-based
approaches)

も
あ
り
得
る
。
頼
り
が
い
が
あ
る
と
か
、
協
調
性
に
富
む
、
誠
実
で
あ
る
と
い
っ
た
類
の
基
準
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
人
格
的

要
素
と
職
務
上
の
成
果
と
の
つ
な
が
り
が
薄
い
、
人
格
的
要
素
の
評
価
は
恣
意
的
で
あ
る
と
い
っ
た
難
点
が
あ
り
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ

れ
て
い
な
い
。

第
二
に
、
評
価
の
実
践
方
法
に
も
難
し
い
問
題
が
つ
き
ま
と
う
。
評
価
を
お
こ
な
う
に
は
、
評
価
の
度
合
い
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｢

不
満｣

｢

不
満
に
近
い｣

｢

満
足｣

｢

か
な
り
満
足｣

｢

最
高｣

と
五
段
階
評
価
を
評
価
欄
に
書
き
込
む
よ
う
に
し
て
も
た
い
し
た
意
味
は
な
い
。

仕
事
の
成
果
に
不
満
か
満
足
を
感
じ
る
基
準
は
、
評
価
者
に
よ
っ
て
違
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
判
定
が
書
き
込
ま
れ
た
評
価
シ
ー
ト
を
被
評

価
者
が
受
け
取
っ
て
終
わ
り
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
ま
り
に
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
被
評
価
者
の
仕
事
の
改
善
に
つ
な
が
る
よ
う
な
フ
ィ
ー
ド

論 説
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稲
葉
馨
・
高
橋
滋
・
西
尾
隆

｢

鼎
談

公
務
員
制
度
改
革
を
め
ぐ
る
論
点｣

(『

ジ
ュ
リ
ス
ト』
N
o.1226

、
二
〇
〇
二
年
、
所
収)

イ
エ
ス
タ
・
エ
ス
ピ
ン
―
ア
ン
デ
ル
セ
ン

『

福
祉
資
本
主
義
の
三
つ
の
世
界』

(

岡
沢
憲
芙
・
宮
本
太
郎
監
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年)

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

『

官
僚
制』

(

阿
閉
吉
男
・
脇
圭
平
訳
、
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
八
七
年)

大
森
彌

『

自
治
体
行
政
学
入
門』

(

良
書
普
及
会
、
一
九
八
七
年)

上
川
龍
之
進

『

経
済
政
策
の
政
治
学』

(

東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
五
年)

神
代
和
欣
・
森
田
朗
・
山
口
浩
一
郎

｢

鼎
談

公
務
員
制
度
改
革
の
今
後
の
課
題｣

(『

ジ
ュ
リ
ス
ト』

N
o.1226

、
二
〇
〇
二
年
、
所
収)

川
手
摂

『

戦
後
日
本
の
公
務
員
制
度
改
革
史』

(

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年)

木
原
誠
二

『

英
国
大
蔵
省
か
ら
見
た
日
本』

(

文
春
新
書
、
二
〇
〇
二
年)

後
藤
道
夫

『

反

｢

構
造
改
革｣』

(

青
木
書
店
、
二
〇
〇
二
年)

坂
本
勝

｢

国
家
公
務
員
制
度｣

(

西
尾
勝
・
村
松
岐
夫
編

『

講
座
行
政
学

第
二
巻』

有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
、
所
収)

『

公
務
員
制
度
の
研
究』

(

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年)

白
藤
博
行

｢

地
方
公
務
員
制
度
改
革
論｣
(

西
谷
敏
・
晴
山
一
穂
編

『

公
務
員
制
度
改
革』

大
月
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収)

城
塚
健
之

｢

自
治
体
業
務
の
市
場
化
の
現
状
と
問
題
点｣

(

西
谷
敏
・
晴
山
一
穂
編

『

公
務
員
制
度
改
革』

大
月
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収)

新
藤
宗
幸

『

講
義

現
代
日
本
の
行
政』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年)

『

異
議
あ
り
！
公
務
員
制
度
改
革』

(

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年)

｢

日
本
官
僚
制
の
改
革
と
政
治
的
任
命
職｣

(『

レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン』

三
四
号
、
二
〇
〇
四
年)

人
事
院
編

『

公
務
員
白
書

平
成
一
九
年
度
版』

高
瀬
淳
一

『

武
器
と
し
て
の
〈
言
葉
政
治
〉』

(

講
談
社
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
五
年)

『｢

不
利
益
分
配｣

社
会』

(

ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
六
年)

建
林
正
彦

｢

官
僚｣

(

平
野
浩
・
河
野
勝
編

『

ア
ク
セ
ス

日
本
政
治
論』

日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
、
所
収)

田
中
秀
明

｢

霞
ヶ
関
の
本
丸

公
務
員
制
度｣

(『

論
座』

二
〇
〇
六
年
、
六
月
号)

テ
リ
ー
伊
藤

『

お
笑
い
大
蔵
省
極
秘
情
報』

(

飛
鳥
新
社
、
一
九
九
六
年)
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提
案
は
、
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

(
�)

公
務
員
の
身
分
保
障
の
見
直
し
を
正
面
か
ら
掲
げ
た
改
革
提
案
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
政
府
与
党
か
ら
も
民
主
党
か
ら
も
な
い
が
、
財
界

を
代
表
す
る
諸
団
体
は
、
そ
う
し
た
主
張
を
既
に
堂
々
と
公
表
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
経
団
連

(

日
本
経
済
団
体
連
合
会)

は
、
二
〇
〇

五
年
四
月
に
出
し
た

｢

さ
ら
な
る
行
政
改
革
の
推
進
に
向
け
て｣

と
題
す
る
文
書

(

日
本
経
団
連
、
二
〇
〇
五)

の
な
か
で
、
公
務
員
の
政
治

的
中
立
性
を
守
る
た
め
の
身
分
保
障
の
必
要
性
そ
の
も
の
は
認
め
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
適
用
範
囲
は
見
直
す
と
し
た
上
で
、｢

民
間
雇
用
者

と
の
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
図
る
観
点
か
ら
、
実
質
的
雇
用
を
保
証
し
て
い
る
現
行
の
運
用
を
見
直
す
必
要｣

が
あ
り
、
加
え
て
、
公
務

員
も
雇
用
保
険
に
加
入
し
て
失
業
者
の
生
活
を
支
え
る
仕
組
み
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
経
済
同
友
会
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
公
務

員
の
労
働
基
本
権
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
身
分
保
障
を
撤
廃
し
雇
用
保
険
へ
の
加
入
を
義
務
づ
け
る
べ
き
だ
と
ま
で
提
言
し
て
い
る

(

経
済
同

友
会
、
二
〇
〇
五)

。

(

�)

行
政
改
革
推
進
本
部
専
門
調
査
会

(

二
〇
〇
七)

。

(

�)

田
中
の
提
言
の
柱
は
、
上
級
公
務
員
制
度
の
創
設
と
大
臣
政
策
顧
問
の
設
置
で
あ
る
。
田
中
は
、
公
務
員
の
中
立
性

(

お
よ
び
中
立
性
の
担

保
に
よ
っ
て
涵
養
さ
れ
る
専
門
性)
と
政
治
的
応
答
性
が
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
る
と
指
摘
し
な
が
ら
も
、
上
級
公
務
員
制
度
の
創
設
と

大
臣
政
策
顧
問
の
設
置
に
よ
っ
て
、
中
立
性
を
維
持
し
つ
つ
応
答
性
も
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
田
中

(

二
〇
〇

六)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

真
渕

(

二
〇
〇
四)

。

参
考
・
引
用
文
献

[

邦
語
文
献]

新
し
い
霞
ヶ
関
を
創
る
若
手
の
会

『

霞
ヶ
関
構
造
改
革
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｋ』

(
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
五
年)

飯
田
泰
之

『

ダ
メ
な
議
論』

(

ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
六
年)

伊
藤
光
利
・
田
中
愛
治
・
真
渕
勝

『

政
治
過
程
論』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年)

稲
継
裕
昭

『

日
本
の
官
僚
人
事
シ
ス
テ
ム』

(

東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
六
年)
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[

外
国
語
文
献]

A
berbach,

Joel
D
.,
P
utnam

,
R
obert

D
.
and
R
ockm

an
B
ert
A
.,
B
ureaucrats

and
P
oliticians

in
W
estern

D
em
ocracies,

H
arvard

U
niversity

P
ress,

1981.

G
ebregziabher,

Syoum
,
A
P
rim
er
of
P
ublic

P
ersonnel

A
dm
inistration,

A
frica

W
orld
P
ress,

2000.

H
ood,

C
hristopher,

and
Jackson,

M
ichael,

A
dm
inistrative

A
rgum

ent,
D
artm

outh,
1991.

H
orn,

M
urry
J.,
P
olitical

E
conom

y
of
P
ublic

A
dm
inistration,

C
am
bridge

U
niversity

P
ress,

1995.

K
ellough,J.E

dw
ard,E

m
ployee

P
erform

ance
A
ppraisal

in
the
P
ublic

Sector,in
R
iccucci,N

orm
a
M
.ed.,P

ublic
P
ersonnel

M
anagem

ent
4th
ed.,
L
ongm

an,
2006.

N
igro,

L
loyd

G
.,
P
ublic

M
anagem

ent
and
the
C
hallenges

of
D
em
ocratic

G
overnance,

in
R
iccucci,

N
orm
a
M
.
ed.,
P
ublic

P
ersonnel

M
anagem

ent
4th
ed.,
L
ongm

an,
2006.

O
E
C
D
,
O
E
C
D
F
actbook

2005,
O
E
C
D
,
2005.

P
eterson,

P
aul
E
.,
and
R
om
,
M
ark
C
.,
W
elfare

M
agnets,

B
rookings

Institution,
1990.

参
考
資
料

｢

行
政
改
革
会
議

最
終
報
告｣

(

一
九
九
七
年
一
二
月
三
日
、
行
政
改
革
会
議)

｢

公
務
員
制
度
改
革
の
基
本
方
向
に
関
す
る
答
申｣

(

一
九
九
九
年
三
月
一
六
日)

｢

行
政
改
革
大
綱｣
(

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
日
、
閣
議
決
定)

｢

各
府
省
若
手
職
員
等
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
結
果

(

概
要)

に
つ
い
て｣

(

二
〇
〇
一
年
二
月
二
三
日
、
内
閣
官
房
行
政
改
革
推
進
事
務
局

公

務
員
制
度
改
革
推
進
室)

｢

公
務
員
制
度
改
革
大
綱｣

(

二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
五
日
、
閣
議
決
定)

｢『

公
務
員
制
度
改
革
大
綱』

の
問
題
点
と
私
た
ち
の
基
本
的
考
え
方

(

職
場
討
議
用
資
料)｣

(

二
〇
〇
二
年
三
月
、
連
合
官
公
部
門
連
絡
会

労
働

基
本
権
確
立
・
公
務
員
制
度
改
革
対
策
本
部)
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中
野
晃
一

｢

行
政
改
革｣

(

樋
渡
展
洋
・
三
浦
ま
り
編

『

流
動
期
の
日
本
政
治』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収)

中
野
雅
至

『

間
違
い
だ
ら
け
の
公
務
員
制
度
改
革』

(

日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
六
年)

行
方
久
夫

｢

小
泉
構
造
改
革
路
線
と
公
務
員
制
度
改
革｣

(

西
谷
敏
・
晴
山
一
穂
編

『

公
務
員
制
度
改
革』

大
月
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収)

西
尾
隆

｢
公
務
員
制
度
と
人
事｣

(

福
田
耕
治
・
真
渕
勝
・
縣
公
一
郎
編

『

行
政
の
新
展
開』

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収)

西
尾
勝

『
行
政
学

[

新
版]』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年)

西
村
美
香｢

〈
書
評
〉
稲
継
裕
昭
著『

日
本
の
官
僚
人
事
シ
ス
テ
ム』｣

(

日
本
行
政
学
会
編『

行
政
と
責
任[

年
報
行
政
研
究
三
三]』

ぎ
ょ
う
せ
い
、

一
九
九
八
年
、
所
収)

東
田
親
司

『

改
革
の
論
点』

(
芦
書
房
、
二
〇
〇
六
年)

堀
部
や
す
し｢

学
校
給
食
調
理
を
考
え
る(

そ
の
一)

学
校
給
食
の
実
態
を
検
証
す
る｣

(http://w
w
w
.horibe-yasushi.com

/A
aa/20010601.htm

、

二
〇
〇
一
年)

真
渕
勝

『

大
蔵
省
は
な
ぜ
追
い
つ
め
ら
れ
た
の
か』

(

中
公
新
書
、
一
九
九
七
年)

『

現
代
行
政
分
析』

(

放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
四
年)

｢

官
僚
制
の
変
容｣

(『

レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン』
三
四
号
、
二
〇
〇
四
年)

村
松
岐
夫

『

日
本
の
行
政』

(

中
公
新
書
、
一
九
九
四
年)

『

行
政
学
教
科
書

[

第
二
版]』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年)

｢

政
官
関
係
は
ど
う
変
わ
っ
た
の
か｣

(『

論
座』
二
〇
〇
五
年
七
月
〜
九
月
号)

マ
イ
ケ
ル
・
リ
プ
ス
キ
ー

『

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
デ
ィ
レ
ン
マ』

(
田
尾
雅
夫
訳
、
木
鐸
社
、
一
九
八
六
年)

山
中
俊
之

『

公
務
員
人
事
の
研
究』

(

東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
六
年)

横
田
由
美
子

『

私
が
愛
し
た
官
僚
た
ち』

(

講
談
社
、
二
〇
〇
七
年)

渡
辺
保
男
ａ

｢

日
本
の
公
務
員
制｣

(

辻
清
明
編
集
代
表

『

行
政
学
講
座

第
二
巻』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
、
所
収)

ｂ

｢

公
務
員
の
キ
ャ
リ
ア｣

(

辻
清
明
編
集
代
表

『

行
政
学
講
座

第
二
巻』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
、
所
収)
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｢

民
主
的
な
公
務
員
制
度
改
革
の
実
現
に
向
け
て：

み
ん
な
の
力
で
署
名
運
動
を
成
功
さ
せ
よ
う｣

(

二
〇
〇
二
年
四
月
、
連
合
官
公
部
門
連
絡
会

労
働
基
本
権
確
立
・
公
務
員
制
度
改
革
対
策
本
部)

｢
公
共
サ
ー
ビ
ス
・
公
務
員
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
連
合
の
考
え
方｣

(

二
〇
〇
六
年
一
月
一
六
日
、
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会)

｢

国
の
事
業
の
見
直
し
と
公
務
員
制
度
改
革
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方｣

(

二
〇
〇
六
年
三
月
二
九
日
、
民
主
党

公
務
員
制
度
改
革
等
調
査
会)

｢

さ
ら
な
る
行
政
改
革
の
推
進
に
向
け
て｣

(

二
〇
〇
五
年
四
月
一
九
日
、
日
本
経
済
団
体
連
合
会)

｢

開
か
れ
た
公
務
員
制
度
の
構
築
を｣

(

二
〇
〇
五
年
五
月
一
三
日)

｢

簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

行
政
改
革
推
進
法)｣

(

二
〇
〇
六
年
五
月
二
六
日
成
立)

｢

公
務
員
制
度
改
革
に
つ
い
て｣

(

二
〇
〇
七
年
四
月
二
四
日
、
閣
議
決
定)

｢

国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
の
概
要｣

(

二
〇
〇
七
年
七
月
、
内
閣
官
房)

｢

公
務
員
の
労
働
基
本
権
の
あ
り
方
に
つ
い
て

(

報
告)｣

(

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一
九
日
、
行
政
改
革
推
進
本
部
専
門
調
査
会)
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