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三

行
政
主
導
と
私
的
主
体
主
導

�

は

じ

め

に

本
章
で
は
︑
日
本
の
経
済
社
会
の
秩
序
に
お
け
る
行
政
と
私
的
主
体
の
関
係
と
い
う
論
点
︵
第
二
軸
︶
に
つ
い
て
︑
理
論
的
な
手
が

か
り
を
得
る
作
業
を
行
う
︒

こ
の
第
二
軸
は
︑
か
つ
て
別
稿
で
検
討
し
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
秩
序
の
合
理
化
過
程
に
関
す
る
分
析
に
基
づ
い
て
︑
抽
出
し
た
も

の
で
あ
る
︒
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
洞
察
は
︑
国
家
官
僚
制
と
自
由
な
市
場
取
引
が
秩
序
の
合
理
化
を
推
進
す
る
主
要
な
二
大
動
因
で
あ
る
と

い
う
も
の
だ
っ
た
︒
筆
者
は
後
者
に
即
し
て
︑
私
的
主
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
秩
序
形
成
と
い
う
類
型
を
抽
出
し
︑
そ
こ
に
お

け
る
弁
護
士
の
重
要
性
を
官
僚
と
対
比
さ
せ
て
整
理

(
)

し
た
︒

79

加
え
て
︑
こ
の
第
二
軸
は
︑
司
法
制
度
改
革
以
降
の
我
が
国
の
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
を
研
究
す
る
上
で
直
接
的
な
関
連
性
を
持
っ

て
い
る
︒
本
章
全
体
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
︑
司
法
制
度
改
革
に
お
け
る
中
心
的
な
政
策
目
標
は
︑
行
政
主
導
か
ら
私
的
主
体
主
導

へ
の
秩
序
形
態
の
転
換
で
あ
っ
た
︒

司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
は
︑
政
策
目
標
の
一
つ
と
し
て
﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会

へ
の
転
換
﹂
を

(
)

掲
げ
︑
何
ら
か
の
意
味
で
︑
企
業
や
他
の
私
的
主
体
の
実
定
法
使
用
︑
司
法
利
用
の
活
性
化
を
目
指
し
て
い
た
︒
司
法

80

試
験
制
度
改
革
︑
法
科
大
学
院
制
度
の
導
入
に
よ
る
法
曹
の
質
的
・
量
的
拡
充
の
目
的
の
一
つ
︵
他
の
諸
目
的
と
比
較
し
た
相
対
的
重
要

性
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
︶
は
︑
こ
の
﹁
転
換
﹂
の
実
現
だ
っ
た
︒

こ
の
政
策
目
標
は
︑
そ
れ
ま
で
の
経
済
社
会
で
は
行
政
に
よ
る
﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
﹂
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
認
識
を
前

提
に
︑
司
法
制
度
改
革
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
る
経
済
社
会
で
は
︑
そ
れ
に
代
わ
っ
て
︑
行
政
︑
検
察
に
よ
る
﹁
事
後
監
視
﹂
と
処
分
︑
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お
よ
び
︑
そ
れ
ら
と
密
接
に
関
係
す
る
裁
判
所
に
よ
る
﹁
事
後
監
視
﹂
と
﹁
救
済
﹂︵
消
費
者
や
企
業
等
私
人
に
よ
る
民
事
訴
訟
や
Ａ
Ｄ
Ｒ

を
含
む
︶
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
︑
あ
る
い
は
︑
中
心
的
な
秩
序
形
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
な
る
︑
と
い
っ
た
趣
旨
に
理
解
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
︒
簡
潔
に
表
現
す
れ
ば
︑
行
政
主
導
か
ら
私
的
主
体
主
導
へ
の
秩
序
形
態
の
転
換
と
言
っ
て
良
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
司

法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
上
で
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
内
容
は
今
日
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
曖
昧
で
あ

る
︒﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
秩
序
形
態
の
転
換
﹂
と
い
う
定
式
を
︑
単
な
る
規
制
緩

和
を
意
味
す
る
枕
詞
と
理
解
す
る
立
場
も
あ
り
う
る
が
︑
筆
者
は
︑
以
下
の
分
析
が
示
す
よ
う
に
︑
そ
の
よ
う
な
立
場
は
取
ら
な
い
︒

一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
︑
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
が
公
表
さ
れ
る
ま
で
の
間
︑
ま
た
︑
そ
の
後
に
お
い
て
も
︑
様
々
な
公

的
文
書
︵
代
表
的
な
も
の
は
行
政
改
革
会
議
の
最
終
報
告
︶
に
お
い
て
︑
表
現
に
微
妙
な
差
異
は
あ
れ
︑
こ
の
定
式
が
頻
繁
に
援
用
さ
れ

て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
全
く
空
疎
な
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
よ
り
は
︑
政
治
の
中
枢
に
い
た
一
定
の
関
係
者
に
共
有
さ
れ
︑
実
際
に
当

時
の
制
度
改
革
や
そ
の
後
の
実
務
の
変
更
に
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
た
︵
少
な
く
と
も
あ
る
時
期
ま
で
︶
と
言
う
べ
き
で
あ
る
︒

こ
の
政
策
目
標
の
内
容
を
検
討
し
評
価
す
る
に
は
︑
司
法
制
度
改
革
以
前
の
経
済
社
会
に
お
け
る
﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社

会
﹂
の
内
実
お
よ
び
改
革
論
者
が
共
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
認
識
を
明
確
に
し
︑
そ
の
う
え
で
︑﹁
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
﹂
と

し
て
想
定
さ
れ
た
も
の
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
を
分
析
し
︑﹁
転
換
﹂
の
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ま
た
︑

前
者
か
ら
後
者
へ
の
﹁
転
換
﹂
が
司
法
制
度
改
革
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
︑
あ
る
べ
き
﹁
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
﹂
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
﹂
を
め
ざ
す
べ
き
な
の
か
︑
と
い
っ
た
論
点
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
︒

舟
田
正
之
は
最
近
の
論
文
で
︑
こ
の
﹁
事
前
規
制
か
ら
事
後
規
制
﹂︵
事
後
監
視
・
救
済
で
は
な
く
︑
事
後
規
制
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
︑

文
脈
か
ら
同
一
内
容
と
考
え
て
良
い
︶
と
い
う
定
式
に
つ
い
て
︑
規
範
論
の
立
場
か
ら
︑
こ
の
主
張
に
一
定
の
正
当
性
を
認
め
つ
つ
も
︑

め
ざ
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
﹁
事
後
規
制
﹂
に
つ
い
て
は
︑
必
要
な
検
討
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
点
に
注
意
を
喚
起
し
て
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(
)

い
る
︒
あ
る
規
制
目
的
に
と
っ
て
︑
事
前
規
制
に
ど
の
よ
う
な
弊
害
が
あ
り
そ
れ
を
最
小
限
に
抑
え
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
︑
ま
た
︑

81
事
後
規
制
に
よ
る
場
合
︑
規
制
目
的
確
保
の
実
効
性
と
コ
ス
ト
は
ど
の
程
度
の
も
の
に
な
る
の
か
︑
と
い
っ
た
検
討
を
踏
ま
え
︑﹁
合

理
的
な
︑
か
つ
明
確
な
ル
ー
ル
に
則
っ
た
規
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
﹂
と
す
る
︒
特
に
︑
事
後
規
制
に
︑
通

常
の
議
論
で
は
︑
国
家
法
機
構
の
公
式
的
使
用
︑
す
な
わ
ち
行
政
庁
に
よ
る
処
分
︑
刑
事
制
裁
︑
民
事
訴
訟
に
よ
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を

含
め
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
は
関
係
者
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
︑
様
々
な
点
で
コ
ス
ト
︑
デ
メ
リ

(
)

ッ
ト
が
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
に
つ
い
て

82

の
﹁
立
ち
入
っ
た
検
討
﹂
が
見
ら
れ
な
い
点
を
舟
田
は
危
惧
し
て
い
る
︒

本
稿
は
こ
の
問
題
意
識
を
共
有
す
る
と
と
も
に
︑
日
本
の
経
済
社
会
に
お
け
る
規
制
と
秩
序
の
あ
り
方
・
あ
る
べ
き
姿
︑
よ
り
根
本

的
に
は
国
家
と
経
済
・
社
会
と
の
関
係
を
考
え
る
基
礎
的
作
業
と
し
て
︑
当
時
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
﹂
と
把
握
さ
れ

た
従
来
の
日
本
の
経
済
社
会
の
特
質
を
理
論
的
に
整
理
し
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
司
法
制
度
改
革
が
︑
他
の
諸
改
革
と
あ
わ
せ
て
︑
そ

の
変
容
過
程
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
︑
主
と
し
て
︑
規
範
論
の
次
元
で
は
な
く
事
実
論
の
次
元
で
分
析
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
経
済
社
会
の
秩
序
の
各
領
域
は
相
互
に
補
完
し
あ
い
な
が
ら
歴
史
的
に
展
開
し
て
い
る
の
で
︑
一
つ
の
制
度
改

革
が
も
た
ら
す
帰
結
は
︑
各
領
域
間
の
相
互
補
完
性
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
に
左
右
さ

(
)

れ
る
︒
事
実
論
が
重
要
な
所
以
で
あ

83

る
︒﹁

過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
は
︑
そ
の
表
現
が
﹁
社
会
﹂
の

転
換
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
単
な
る
公
式
制
度
上
の
改
革
を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
公
式
制
度
の
改
革
を
通
じ

て
︑﹁
社
会
﹂
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
変
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
本
稿
の
表
現
を
用
い
れ
ば
秩
序
形
態
の
転
換
を
意

味
し
て
い
た
︒
明
治
時
代
以
来
の
﹁
こ
の
国
の
か
た
ち
﹂
を
変
え
る
百
年
に
一
度
の
改
革
と
い
う
行
政
改
革
会
議
最
終
報
告
や
司
法
制

度
改
革
審
議
会
意
見
書
の

(
)

表
現
は
︑
そ
う
解
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒

84

し
か
し
な
が
ら
︑
公
式
制
度
の
改
革
は
︑
根
本
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
︑
現
実
の
秩
序
と
の
葛
藤
を
招
き
︑
慣
性
に
よ
っ
て
改
革
が
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妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
重
要
な
こ
と
は
︑
公
式
制
度
上
の
改
革
が
現
実
に
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
を
︑
理
論
と

実
証
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
作
業
で
あ
る
︒
理
論
的
な
見
取
り
図
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
現
実
の
変
化
を
確
定
す
る
経
験
的
研
究

を
的
確
に
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
︒

�

司
法
制
度
改
革
に
至
る
状
況

⑴

行
政
改
革
委
員
会
と
行
政
改
革
会
議

司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
の
﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
命

題
の
系
譜
を
た
ど
る
と
︑
少
な
く
と
も
一
九
九
六
年
一
二
月
一
六
日
に
公
表
さ
れ
た
行
政
改
革
委
員
会
の
﹁
行
政
関
与
の
在
り
方
に
関

す
る
基
準
﹂
と
︑
一
九
九
七
年
一
二
月
に
発
表
さ
れ
た
行
政
改
革
会
議
の
最
終
報
告
に
︑
こ
の
政
策
命
題
と
ほ
ぼ
同
じ
主
張
を
明
白
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

行
政
改
革
員
会
は
一
九
九
四
年
一
二
月
一
九
日
に
総
理
府
に
設
置
さ
れ
︑
一
九
九
七
年
一
二
月
一
八
日
に
解
散
し
た
が
︑
一
九
九
五

年
四
月
に
規
制
緩
和
小
委
員
会
を
設
置
し
︑
そ
の
報
告
を
検
討
し
て
﹁
規
制
緩
和
の
推
進
に
関
す
る
意
見
﹂
を
総
理
大
臣
に
提
出
す
る

な
ど
︑
政
府
の
規
制
緩
和

(
)

政
策
と
行
政
改
革
の
推
進
に
あ
た
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た

(
)

し
た
︒
一
九
九
六
年
一
二
月
一
六
日
に
発
表
し

85

86

た
﹁
行
政
関
与
の
在
り
方
に
関
す
る
基
準
﹂
は
︑
同
年
三
月
に
設
置
し
た
官
民
活
動
分
担
小
委
員
会
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
︑
次
の
よ

う
に
行
政
の
あ
り
方
の
転
換
を
求
め
て

(
)

い
る
︒
ち
な
み
に
︑
こ
の
時
期
は
︑
一
九
九
六
年
一
〇
月
の
総
選
挙
を
経
て
第
二
次
橋
本
内
閣

87

が
発
足
し
た
直
後
に
あ
た
り
︑
一
一
月
一
一
日
に
︑
後
に
触
れ
る
橋
本
首
相
の
い
わ
ゆ
る
﹁
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
総
理
指
示
﹂
が
発
出
さ

れ
︑
一
一
月
二
八
日
に
は
行
政
改
革
会
議
の
第
一
回
会
合
が
開
催
さ
れ
て

(
)

い
る
︒

88

行
政
改
革
委
員
会
の
﹁
行
政
関
与
の
在
り
方
に
関
す
る

(
)

基
準
﹂
は
︑
ま
ず
︑
行
政
関
与
の
あ
り
方
を
判
断
す
る
た
め
の
全
般
的
基
準

89

と
し
て
︑
可
能
な
限
り
市
場
原
理
に
任
せ
る
︵
民
間
活
動
の
優
先
︶
と
し
︵﹁﹃
民
間
で
で
き
る
も
の
は
民
間
に
委
ね
る
﹄
と
い
う
考
え
方
に
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基
づ
き
︑
行
政
の
活
動
を
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
る
﹂︶
︑
続
い
て
︑
行
政
が
関
与
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
︑

﹁
行
政
の
関
与
は
︑
市
場
原
理
が
有
効
に
機
能
し
な
い
﹃
市
場
の
失
敗
﹄
が
あ
る
場
合
に
限
り
︑
関
与
も
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
る
﹂

と
宣
言
す
る
︒

そ
の
上
で
︑
行
政
関
与
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
︑
関
与
の
手
段
・
形
態
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基

準
︑
す
な
わ
ち
﹁
行
政
の
関
与
の
仕
方
に
関
す
る
基
準
﹂
を
示
し
て
い
る
︒

こ
の
基
準
は
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
成
る
が
︑
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
﹁
行
政
に
よ
る
利
害
調
整
の
活
動
﹂
に
関
す
る
基
準
で
あ
り
︑
こ

こ
で
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
定
式
と
ほ
ぼ
同
じ
方
針
が
提
示
さ
れ

る
︒第

一
に
︑﹁
行
政
に
よ
る
事
前
的
な
調
整
政
策
に
つ
い
て
は
︑
事
後
の
紛
争
解
決
や
事
後
的
な
チ
ェ
ッ
ク
に
転
換
す
る
︒
特
に
︑
行

政
に
よ
る
利
害
調
整
に
つ
い
て
は
︑
不
確
実
性
の
高
ま
り
な
ど
を
背
景
に
行
政
の
情
報
優
位
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
て
︑
原

則
と
し
て
撤
退
す
る
﹂
と
さ
れ
る
︒

行
政
の
情
報
優
位
が
低
下
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
一
層
︑
対
象
業
界
や
企
業
と
の
間
で
の
情
報
共
有
が
必
要
に
な
る
は
ず
で
あ
る

が
︑
こ
こ
で
は
︑
高
度
成
長
期
に
監
督
官
庁
が
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
対
象
の
欧
米
の
産
業
情
報
な
ど
を
も
と
に
行
政
指
導
に
よ
り
調
整
し

た
場
面
等
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
︒
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
業
界
の
仕
切
り
を
監
督
官
庁
が
管
理
し
︑
参
入
規
制

の
も
と
で
固
定
的
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
維
持
さ
れ
︑
し
ば
し
ば
業
界
団
体
を
媒
介
に
︑
あ
る
い
は
︑
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
の

担
当
者
と
の
間
で
情
報
交
換
を
し
つ
つ
︑
事
前
に
業
界
内
の
利
害
調
整
を
行
い
︵
し
ば
し
ば
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
シ
ェ
ア
等
に
基
づ
く
既
存
の

秩
序
を
維
持
し
て
︶
︑
業
界
の
成
長
︵
保
護
育
成
︶
と
秩
序
維
持
︵
限
界
企
業
の
生
き
残
り
を
含
む
︶
が
め
ざ
さ

(
)

れ
た
︒
典
型
は
金
融
界
の

90

護
送
船
団

(
)

行
政
で
あ
る
が
︑
こ
れ
が
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

91

こ
の
こ
と
は
次
の
第
二
︑
第
三
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
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﹁
�
．
行
政
が
利
害
調
整
等
を
目
的
に
関
与
す
る
場
合
︑
裁
量
の
余
地
を
最
小
化
し
つ
つ
︑
機
会
均
等
の
原
則
の
も
と
︑
市
場
原
理

に
基
づ
く
手
段
を
活
用
す
る
︒
�
．
行
政
に
よ
る
利
害
調
整
等
の
た
め
の
関
与
の
う
ち
︑
産
業
調
整
︑
あ
る
い
は
公
益
法
人
・
業
界
団

体
等
に
任
せ
て
い
る
行
政
代
行
に
つ
い
て
は
︑
次
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
﹂︒

産
業
調
整
に
つ
い
て
は
︑﹁
産
業
保
護
的
な
施
策
か
ら
は
原
則
と
し
て
撤
退
す
る
﹂
と
さ
れ
︑
一
定
の
限
定
さ
れ
た
場
合
を
除
き
︑

衰
退
産
業
の
保
護
・
延
命
効
果
の
あ
る
施
策
と
特
定
産
業
の
保
護
育
成
政
策
か
ら
撤
退
す
る
と
さ
れ
た
︒

従
来
の
産
業

(
)

政
策
か
ら
の
一
八
〇
度
の
転
換
で
あ
り
︑
二
十
年
後
の
今
日
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
政
策
転
換
が
そ
の
後

92

の
長
期
に
及
ぶ
経
済
停
滞
の
一
因
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ

(
)

る
が
︑
当
時
の
政
治
状
況
に
お
け
る
規
制
緩
和
の
大
合
唱
は
我
が
国
の

93

﹁
世
論
﹂
特
有
の
﹁
空
気
の

(
)

支
配
﹂
あ
る
い
は
﹁
時
の
勢
い
﹂
と
表
現
す
る
べ
き
雪
崩
現
象
を
も
た
ら
し
た
︒

94

こ
の
う
ち
︑
第
二
の
﹁
行
政
裁
量
の
最
小
化
﹂
は
︑
後
に
触
れ
る
経
済
学
的
モ
デ
ル
で
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
主
流
派
経
済
学

の
市
場
像
を
前
提
に
︑
客
観
的
ル
ー
ル
の
も
と
で
機
会
均
等
と
公
正
な
市
場
競
争
を
実
現
・
維
持
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
た
と
解
さ
れ
る
︒

第
三
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
﹁
公
益
法
人
・
業
界
団
体
等
に
任
せ
て
い
る
行
政
代
行
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
公
益
法
人
・
業
界
団
体
等
を

通
じ
て
行
っ
て
い
る
行
政
の
関
与
に
つ
い
て
は
︑
事
後
の
紛
争
解
決
や
事
後
的
な
チ
ェ
ッ
ク
に
転
換
す
る
﹂
と
さ
れ
︑
業
界
団
体
を
通

じ
た
事
前
規
制
・
調
整
に
つ
い
て
も
撤
廃
し
︑
市
場
参
加
者
の
自
由
な
競
争
︵
経
済
活
動
︶
に
委
ね
︑
紛
争
や
問
題
が
発
生
し
た
場
合

に
は
︑
事
後
の
解
決
や
チ
ェ
ッ
ク
で
対
応
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
一
九
九
六
年
末
に
行
政
改
革
委
員
会
が
公
表
し
た
﹁
行
政
関
与
の
在
り
方
に
関
す
る
基
準
﹂
に
お
い
て
︑﹁
過
度
の

事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
命
題
が
具
体
的
に
提
示
さ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に

は
︑
市
場
原
理
の
貫
徹
︑
市
場
に
お
け
る
事
前
の
客
観
的
ル
ー
ル
に
基
づ
く
自
由
で
公
正
な
競
争
を
最
大
限
活
用
す
る
と
い
う
政
策
原

理
が
示
さ
れ
︑
政
府
︵
国
家
︶
は
原
則
と
し
て
市
場
維
持
機
能
︵
市
場
の
自
動
調
整
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
機
能
と
市
場
の
失
敗
へ
の
対
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処
機
能
︶
に
役
割
を
限
定
す
る
こ
と
︑
市
場
育
成
機
能
や
市
場
指
導

(
)

機
能
は
原
則
と
し
て
禁
止
す
る
方
針
が
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

95

翌
一
九
九
七
年
一
二
月
に
公
表
さ
れ
た
行
政
改
革
会
議
の
最
終

(
)

報
告
の
﹁
官
民
の
役
割
分
担
﹂
の
箇
所
で
は
︑
こ
の
行
政
改
革
委
員

96

会
の
﹁
行
政
関
与
の
在
り
方
に
関
す
る
基
準
﹂
を
﹁
基
本
と
し
︑
民
間
に
で
き
る
も
の
は
民
間
に
ゆ
だ
ね
る
︑
市
場
原
理
と
自
己
責
任

原
則
に
の
っ
と
り
︑
民
間
活
動
の
補
完
に
徹
す
る
こ
と
を
基
本
的
な
考
え
方
に
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
︑
具
体
的
に
は
︑﹁
自
立
的

精
神
と
自
己
責
任
の
原
則
の
下
で
の
過
度
な
行
政
の
関
与
の
廃
止
︑
特
定
産
業
の
保
護
・
育
成
行
政
か
ら
の
撤
退
︑
所
得
再
配
分
事
業

の
限
定
な
ど
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
さ

(
)

れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
行
政
改
革
会
議
に
お
け
る
官
民
の
役
割
分
担
︵
藤
田
宙
靖
の

97

言
う
官
の
﹁
水
平
的
(
)

減
量
﹂︶
の
基
準
は
︑
行
政
改
革
委
員
会
の
基
本
方
針
を
前
提
と
し
て
い
る
︒
後
に
確
認
す
る
よ
う
に
司
法
制
度
改

98

革
審
議
会
も
行
政
改
革
会
議
と
連
動
し
て
お
り
︑
司
法
制
度
改
革
に
お
け
る
官
民
の
役
割
分
担
の
基
本
原
則
も
こ
の
行
政
改
革
委
員
会

の
基
本
方
針
を
所
与
の
前
提
と
し
て
踏
襲
し
て
い
る
︒

﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
命
題
に
直
接
的
に
関
わ
る
箇
所
は
︑

﹁
Ⅳ

行
政
機
能
の
減
量
︵
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
︶
︑
効
率
化
等
﹂
の
﹁
�

規
制
行
政
︑
補
助
行
政
等
の
見
直
し
﹂
に
あ
り
︑﹁︵
�
︶

規
制
行
政
︑
補
助
行
政
の
見
直
し
﹂
に
お
い
て
︑﹁
①

規
制
行
政
の
見
直
し
の
方
向
﹂
の
小
見
出
し
の
も
と
︑﹁
ア

規
制
緩
和
・
撤

廃
の
推
進
﹂
と
し
て
経
済
的
規
制
に
つ
き
原
則
自
由
︑
社
会
的
規
制
に
つ
き
必
要
最
小
限
と
し
た
う
え
で
︑﹁
イ

事
後
チ
ェ
ッ
ク
型

行
政
へ
の
転
換
﹂
と
し
て
︑﹁
い
わ
ゆ
る
事
前
規
制
型
の
行
政
か
ら
事
後
チ
ェ
ッ
ク
型
の
行
政
に
転
換
す
る
﹂
と
う
た
わ
れ
た
︒

ま
た
︑
行
政
指
導
・
行
政
裁
量
の
縮
減
な
ら
び
に
事
前
ル
ー
ル
の
明
確
化
に
つ
い
て
︑﹁
オ

規
制
行
政
の
透
明
化
︑
説
明
責
任
﹂

と
し
て
︑﹁
規
制
の
ル
ー
ル
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
︑
ル
ー
ル
の
公
表
は
も
と
よ
り
︑
そ
の
適
用
結
果
に
つ
い
て
も
原
則
と
し
て
公

表
し
︑
説
明
責
任
を
明
確
に
す
る
︒
な
お
︑
設
置
法
の
み
を
根
拠
と
す
る
行
政
指
導
な
ど
の
民
間
へ
の
関
与
は
︑
で
き
る
限
り
廃
止
す

る
﹂
と
明
記
さ
れ
た
︒

そ
し
て
︑﹁
司
法
と
の
関
係
で
は
︑﹃
法
の
支
配
﹄
の
拡
充
発
展
を
図
る
た
め
の
積
極
的
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
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﹃
法
の
支
配
﹄
こ
そ
︑
わ
が
国
が
︑
規
制
緩
和
を
推
進
し
︑
行
政
の
不
透
明
な
事
前
規
制
を
廃
し
て
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転

換
を
図
り
︑
国
際
社
会
の
信
頼
を
得
て
繁
栄
を
追
求
し
て
い
く
上
で
も
︑
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
る
︒
政
府

に
お
い
て
も
︑
司
法
の
人
的
及
び
制
度
的
基
盤
の
整
備
に
向
け
て
の
本
格
的
検
討
を
早
急
に
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
︑

司
法
制
度
改
革
に
つ
な
が
っ
て
い
く
︒

以
上
の
行
政
改
革
委
員
会
と
行
政
改
革
会
議
の
文
書
に
示
さ
れ
て
い
る
﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済

型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
命
題
は
︑
単
な
る
規
制
緩
和
政
策
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑
二
つ
の
会
議
に
関
わ

っ
た
法
学
者
が
当
時
公
表
し
た
論
稿
や
講
演
を
検
討
す
れ
ば
︑
経
済
的
視
点
と
は
別
に
︵
あ
る
い
は
経
済
的
視
点
に
付
加
し
て
︶
︑
一
定

の
法
理
論
に
基
づ
く
国
家
と
社
会
秩
序
の
転
換
が
志
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
こ
で
は
︑
規
制
緩
和
に
基
づ
く
市
場
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
活
性
化
な
い
し
貫
徹
論
が
︑
私
的
な
主
体
の
自
由
な
創
意
と
自
律
性
︵
自
己
責
任
︶
に
高
い
価
値
を
置
く
こ
と
に
通
じ
て
お

り
︑
か
つ
︑
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
よ
り
普
遍
的
な
法
的
価
値
の
実
現
と
日
本
の
国
家
と
社
会
全
体
の
あ
り
方
の
転
換
が
め
ざ
さ
れ
て

い
た
︒

そ
こ
で
︑
以
下
で
は
︑
ま
ず
︑
二
つ
の
文
書
の
文
脈
と
し
て
︑
そ
れ
ら
が
公
表
さ
れ
た
当
時
の
政
治
情
勢
と
言
説
状
況
を
概
観
し
︑

次
に
︑
こ
の
二
つ
の
文
書
の
根
底
に
あ
る
モ
デ
ル
︵
社
会
︑
経
済
︑
国
家
︑
人
間
に
関
す
る
モ
デ
ル
︶
を
︑
こ
の
委
員
会
や
会
議
に
関
わ

っ
た
三
名
の
学
者
︵
奥
野
﹇
藤
原
﹈
正
寛
︑
佐
藤
幸
治
︑
藤
田
宙
靖
︶
の
所
説
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
に
し
た
い
︒

⑵

司
法
制
度
改
革
に
至
る
言
説
状
況
と
政
治
情
勢

行
政
改
革
委
員
会
の
﹁
行
政
関
与
の
在
り
方
に
関
す
る
基
準
﹂
と
行
政
改
革
会
議
の
最
終
報
告
は
︑
と
も
に
一
九
九
〇
年
代
半
ば
の

政
治
情
勢
と
言
説
状
況
と
い
う
文
脈
に
置
い
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
こ
で
は
多
様
な
要
素
が
複
雑
に
絡
み
あ
っ
て
行
政
改
革
と

司
法
制
度
改
革
に
至
る
潮
流
を
形
成
し
て
い
た
︒
そ
の
中
核
に
は
︑
後
に
見
る
よ
う
に
︑
①
規
制
緩
和
︵
後
に
規
制
改
革
と
い
う
表
現
が
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多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
(
)

な
る
︶
を
推
進
す
る
政
治
的
意
志
︑
②
国
家
官
僚
機
構
を
中
枢
的
構
成
要
素
と
す
る
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ

99

ム
︵
大
蔵
省
と
そ
の
護
送
船
団
行
政
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
金
融
業
界
を
中
枢
と
す
る
︶
が
機
能
不
全
に
あ
る
と
い
う
認
識
の
広
が
り
と
︑

戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
自
体
の
改
革
を
追
求
す
る
政
治
的
意
志
︑
③
中
央
官
庁
と
高
級
官
僚
︑
特
に
大
蔵
省
と
大
蔵
官
僚
に
対
す

る
批
判
・
反
発
︑
な
ら
び
に
大
蔵
省
を
解
体
せ
ん
と
す
る
政
治
的
意
志
が
存
在
し
た
︒

こ
の
潮
流
に
乗
っ
て
︑
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
設
置
に
至
る
政
治
路
線
が
︑
一
九
九
〇
年
代
半
ば
当
時
の
政
府
・
与
党
と
り
わ
け

自
民
党
・
法
務
省
の
各
中
枢
の
連
携
を
通
じ
て
進
め
ら

(
)

れ
た
︒
日
弁
連
執
行
部
も
︑
こ
の
政
府
・
与
党
・
法
務
省
の
司
法
改
革
推
進
路

100

線
に
合
流
し
た
が
︑
官
僚
司
法
批
判
と
い
う
点
で
︑
③
の
中
央
官
庁
・
高
級
官
僚
批
判
と
共
鳴
し
︑﹁
小
さ
な
司
法
﹂
批
判
と
い
う
点

で
︑
①
と
②
が
目
指
す
司
法
拡
充
と
い
う
目
標
を
共
有
し
て

(
)

い
た
︒

101

以
下
で
は
︑
当
時
の
代
表
的
な
論
者
と
ア
ク
タ
ー
を
取
り
上
げ
て
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型

社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
命
題
の
前
提
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
社
会
︵
と
り
わ
け
経
済
社
会
︶
モ
デ
ル
と
司
法
な
ら
び
に
秩
序

形
態
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
︒

な
お
︑
混
沌
と
し
た
政
治
情
勢
の
中
で
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う

政
策
命
題
を
主
導
ス
ロ
ー
ガ
ン
と

(
)

し
て
制
度
改
革
を
実
現
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
︑
上
記
言
説
状
況
を
背
景
に
し
た
政
権
党
の
政
治

102

的
意
志
に
加
え
て
︑
現
場
の
中
枢
的
官
僚
群
の
政
治
的
意
志
と
戦
略
的
・
戦
術
的
行
動
が
あ
っ
た
︒
そ
の
点
に
つ
い
て
は
本
章
第
四
節

で
検
討
す
る
︒

⑶

経
済
学
的
モ
デ
ル

上
記
の
①
規
制
緩
和
の
推
進
政
策
と
︑
②
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
改
革
に
つ
い
て
は
︑
当
時
︑
経
済
学
者
に
よ
っ
て
活
発
な

議
論
が
展
開
し
て
い
た
︒
そ
の
中
で
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
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命
題
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
︑
単
純
で
あ
る
が
ゆ
え
に
強
力
な
理
論
的
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
た
奥
野
︵
藤
原
︶
正
寛
の
所
説
を
取

り
上
げ
よ
う
︒

奥
野
︵
藤
原
︶
は
︑
一
九
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
書
物
に
収
め
ら
れ
た
邦
語
論
稿
﹁
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
﹂
と
一
九
九
六
年
に
刊

行
さ
れ
た
書
物
︵
英
語
︶
に
収
め
ら
れ
た
論
稿
﹁
政
府
・
企
業
関
係
の
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹂︵
翻
訳
は
一
九
九
七
年
に
公
表
︶
に

お
い
て
︑
政
府
・
企
業
関
係
な
い
し
行
政
ス
タ
イ
ル
の
二
項
対
立
的
モ
デ
ル
を
提
示
し
︑
戦
後
日
本
の
経
済
社
会
の
法
制
度
と
秩
序
の

あ
り
方
に
つ
い
て
批
判
的
検
討
を
加

(
)

え
た
︒

103

奥
野
︵
藤
原
︶
は
︑
裁
量
︵
関
係
依
存
︶
型
行
政
ス
タ
イ
ル
と
非
裁
量
︵
司
法
依
存
︶
型
行
政
ス
タ
イ
ル
を
対
置
さ
せ
︑
両
者
を
経
済

学
の
視
点
か
ら
比
較

(
)

す
る
︒
そ
し
て
︑
戦
後
日
本
の
行
政
ス
タ
イ
ル
を
前
者
と
し
︑
戦
後
初
期
に
は
有
効
で
あ
っ
た
が
︑
有
効
性
を
も

104

た
ら
し
た
要
因
が
変
質
し
た
と
し
︑
後
者
へ
の
転
換
が
望
ま
し
い
と

(
)

す
る
︒
後
者
は
ア
メ
リ
カ
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
抽
出
し
た
モ
デ
ル
で

105

あ
る
が
︑
そ
こ
で
は
︑
ル
ー
ル
へ
の
拘
束
性
の
高
い
行
政
が
︑
私
人
︑
行
政
と
も
に
司
法
を
活
発
に
利
用
す
る
ス
タ
イ
ル
と
ワ
ン
セ
ッ

ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
裁
量
︵
関
係
依
存
︶
型
行
政
は
競
争
を
管
理
す
る
上
で
力
を
発
揮
し
た
が
︑
そ
れ
が
過
当
競
争

を
招
き
︑
適
切
な
資
源
配
分
を
乱
し
て
い
る
こ
と
︑
多
様
な
価
値
観
を
活
か
し
︑
自
由
な
競
争
を
活
発
化
さ
せ
る
に
は
︑
非
裁
量
型
行

政
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
晰
に
論
じ
て
い
る
︒
民
間
の
事
前
の
経
済
活
動
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
に
は
﹁
官
僚
が

事
後
的
な
調
整
︑
介
入
を
簡
単
に
は
で
き
な
い
仕
組
み
﹂
に
す
る
必
要
が
あ
る
と

(
)

す
る
︒﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事

106

後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
定
式
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
論
稿
全
体
の
論
旨
は
︑
こ
の
定

式
を
政
策
と
し
て
推
進
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

奥
野
︵
藤
原
︶
は
︑
行
政
改
革
委
員
会
に
よ
る
前
記
の
﹁
行
政
関
与
の
在
り
方
に
関
す
る
基
準
﹂
の
基
礎
と
な
る
報
告
書
を
ま
と
め

た
官
民
活
動
分
担
小
委
員
会
の
構
成
員
︵
参
与
︶
で
あ

(
)

っ
た
︒
宗
野
隆
俊
は
︑
二
〇
〇
二
年
の
論
文
に
お
い
て
︑
奥
野
︵
藤
原
︶
の
論

107

稿
﹁
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
﹂
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
︑
こ
の
理
論
的
視
角
が
一
九
九
〇
年
代
の
行
政
改
革
の
﹁
政
治
動
向
﹂
に
﹁
大
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き
な
影
響
﹂
を
与
え
た
と
評
し
︑
奥
野
︵
藤
原
︶
の
分
析
モ
デ
ル
は
﹁
現
今
の
行
政
官
僚
制
批
判
の
底
流
を
成
す
政
府
観
を
よ
く
反
映

し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
し
て

(
)

い
る
︒

108

奥
野
︵
藤
原
︶
の
モ
デ
ル
は
︑
単
純
化
さ
れ
た
二
項
対
立
図
式
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
日
本
型
の
否
定
と
ア
メ
リ
カ
型
へ
の
転
換
と
い

う
発
想
に
直
結
し
や
す
く
︑
改
革
を
導
く
強
力
な
表
象
と
し
て
威
力
を
発
揮
し
た
と
言
え
よ
う
︒﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会

か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
定
式
の
正
確
な
起
源
は
不
明
で
あ
る
が
︑
奥
野
︵
藤
原
︶
が
示
し
た
モ
デ
ル
が
︑

関
係
者
に
と
っ
て
有
力
な
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
可
能
性
が

(
)

あ
る
︒
奥
野
︵
藤
原
︶
自
身
は
比
較
制
度

(
)

分
析
の
立
場
に
た
ち
︑
歴
史
的

109

110

経
路
依

(
)

存
性
と
制
度
的
補
完
性
を
前
提
と
し
て
お
り
︑
改
革
に
よ
り
︑
経
済
社
会
全
体
が
日
本
型
か
ら
ア
メ
リ
カ
型
に
転
換
し
う
る
と

111

す
る
立
場
で
は
な
か

(
)

っ
た
︒
事
実
︑
英
文
論
稿
﹁
政
府
・
企
業
関
係
の
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹂
で
は
︑
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
を
含
め

112

た
議
論
で
あ
る
た
め
も
あ
っ
て
︑
慎
重
に
﹁
ル
ー
ル
依
存
型
政
府
は
ひ
と
つ
の
候
補
で
は
あ
る
が
︑
も
ち
ろ
ん
唯
一
の
候
補
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
﹂
と
し
て

(
)

い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
邦
語
論
稿
﹁
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
﹂
に
お
い
て
は
︑﹁
行
政
シ
ス
テ
ム
も
非
裁
量

113

型
行
政
に
転
換
し
て
行
く
こ
と
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
﹂
と
し
て

(
)

お
り
︑
少
な
く
と
も
行
政
ス
タ
イ
ル
は
ア
メ
リ
カ
型
に
﹁
転
換
﹂

114

す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
︒

行
政
ス
タ
イ
ル
の
転
換
は
司
法
の
拡
充
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
理
論
モ
デ
ル
は
︑
行
政
改
革
に
続
く
司
法
制

度
改
革
を
理
論
的
に
補
強
し
た
と
言
え
よ
う
︒

⑷

法
学
的
モ
デ
ル

法
学
者
と
し
て
︑
行
政
改
革
と
司
法
制
度
改
革
を
通
じ
て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
の
が
佐
藤
幸
治
で
あ
る
︒
行
政
改
革
会
議
の
最

終
報
告
の
冒
頭
は
︑
メ
ン
バ
ー
︵
企
画
・
制
度
問
題
小
委
員
会
の
主
査
︶
の
佐
藤
幸
治
が
執
筆
し
た
も
の
を
基
礎
と
し
て
お
り
︑
そ
の
思

想
を
色
濃
く
反
映
し
て
い

(
)

る
点
で
︑
彼
が
会
長
と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
意
見
書
と
の
連
関
性
を

115
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見
て
取
る
べ
き
文
書
で
あ
る
︒

司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
の
冒
頭
で
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
司
法
制
度
改
革
は
︑
政
治
改
革
︑
行
政
改
革
︑
地
方
分
権
推

進
︑
規
制
緩
和
等
の
経
済
構
造
改
革
等
︑
主
に
橋
本
内
閣
で
進
め
ら
れ
小
渕
内
閣
︵
さ
ら
に
小
泉
内
閣
︶
に
引
き
継
が
れ
た
一
連
の
諸

改
革
の
﹁
最
後
の
か
な
め
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
ら

(
)

れ
た
︒
こ
れ
ら
の
改
革
は
﹁
こ
の
国
の
か
た
ち
﹂
の
再
構
築
に
関
わ
る
と
さ
れ
た
︒

116

そ
れ
は
︑
審
議
会
意
見
書
の
表
現
に
よ
れ
ば
︑
第
一
に
︑
法
の
精
神
︑
法
の
支
配
を
﹁
こ
の
国
の
血
肉
と
化
し
﹂︑﹁
こ
の
国
の
か
た

ち
﹂
と
す
る
こ
と
︑
第
二
に
︑
国
民
が
統
治
客
体
意
識
か
ら
脱
却
し
︑﹁
自
律
的
で
か
つ
社
会
的
責
任
を
負
っ
た
統
治
主
体
と
し
て
︑

互
い
に
協
力
し
な
が
ら
自
由
で
公
正
な
社
会
の
構
築
に
参
画
し
︑
こ
の
国
に
豊
か
な
創
造
性
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
戻
﹂
す
こ
と
を
意

味
す
る
と
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
行
政
改
革
会
議
最
終
報
告
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
行
政
改
革
の
理
念
の
要
点
の
繰
り
返
し
で
あ

る
︒﹁

過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
定
式
は
︑
直
接
的
に
は
行
政
改
革
と
規
制

緩
和
︵
規
制
改
革
︶
に
関
わ
る
政
策
目
標
で
あ
る
が
︑﹁
こ
の
国
の
か
た
ち
の
再
構
築
﹂︑
法
の
支
配
を
﹁
こ
の
国
の
血
肉
と
化
す
﹂︑

﹁
国
民
の
統
治
客
体
意
識
か
ら
統
治
主
体
意
識
﹂
へ
の
転
換
と
い
う
︑
よ
り
一
般
的
で
憲
法
的
な
価
値
の
言
説
の
中
に
定
位
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑
大
日
本
帝
国
か
ら
引
き
続
く
国
家
体
制
︵
行
政
官
僚
主
導
シ
ス
テ
ム
︶
か
ら
の
脱
却
と
日
本
国
憲
法
理
念
の
定
着
と
い

う
壮
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
の
こ
と
を
︑
行
政
改
革
会
議
最
終
報
告
の
公
表
直
後
に
行
っ
た
講
演
を
も
と
に
執
筆
し
た
佐
藤
の
論
稿
﹁
行
政
改
革
と
﹃
こ
の
国

の
か

(
)

た
ち
﹄﹂
に
即
し
て
見
て
み
よ
う
︒

117

佐
藤
の
問
題
意
識
は
︑
日
本
国
憲
法
が
立
脚
す
る
国
家
像
と
国
家
の
現
状
と
の
間
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
︑
そ
れ
を
埋
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で

(
)

あ
る
︒
ギ
ャ
ッ
プ
の
存
在
は
︑
敗
戦
後
の
﹁﹃
こ
の
国
の
か
た
ち
の
再
構
築
﹄
が
相
当
程
度
に
表
層
的
な
も

118

の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
﹂
た
め
で
あ
る
と
さ

(
)

れ
る
︒
日
本
国
憲
法
が
め
ざ
し
た
も
の
は
︑
天
皇
主
権
か
ら
国
民
主
権
へ
の
転
換
︑
臣
民

119
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の
権
利
か
ら
個
人
の
基
本
的
人
権
へ
の
転
換
︑
形
式
的
法
治
国
家
か
ら
法
の
支
配
へ
の
転
換
と
要
約
さ
れ
︑﹁
敗
戦
に
よ
っ
て
取
り
組

ん
だ
は
ず
の
﹃
国
の
か
た
ち
﹄
の
再
構
築
の
仕
事
を
︑
出
発
点
に
立
ち
返
っ
て
再
点
検
し
︑
今
度
こ
そ
本
格
的
に
取
り
組
む
べ
き
時
機

に
直
面
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂
と

(
)

す
る
︒
こ
こ
に
は
︑
一
九
九
〇
年
代
半
ば
を
﹁
第
二
の
敗
戦
﹂
と
位
置
づ
け
る
感
覚
︵
当

120

時
︑
日
本
社
会
に
広
が
っ
て
(
)

い
た
︶
が
横
溢
し
て
い
る
︒

121

以
上
を
前
提
に
︑
佐
藤
は
﹁
徹
底
的
な
規
制
の
撤
廃
と
緩
和
の
断
行
﹂
が
必
要
で
あ
る
と
し
︑
そ
れ
は
国
民
が
﹁
統
治
客
体
意
識
﹂

か
ら
脱
却
し
︑﹁
行
政
へ
の
依
存
体
質
﹂
を
克
服
し
︑
主
権
者
と
し
て
自
律
的
な
個
人
が
自
由
か
つ
公
正
な
社
会
を
形
成
す
る
た
め
に

必
要
な
こ
と
と
位
置
づ

(
)

け
た
︒﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
﹂
は
︑
戦
前
的
体
質
を
引
き
ず
っ
た
行
政
︵
お
上
︶
依
存
体
質
と

122

し
て
捉
え
ら
れ
︑
そ
こ
か
ら
脱
却
し
て
︑
自
律
的
な
個
人
と
し
て
自
由
で
公
正
な
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
主
権
者
︵
統
治
主
体
︶
と

し
て
の
国
民
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
り
︑
憲
法
が
予
定
し
て
い
る
人
間
像
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

日
本
国
憲
法
は
ア
メ
リ
カ
型
の
﹁
法
の
支
配
﹂
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
立
場
か
ら
︑
戦
後
も
持
続
し
て
い
る
﹁
先
験
的
な
実
体
的

行
政
観
念
﹂
と
﹁
行
政
各
部
中
心
の
行
政
シ
ス
テ
ム
・
官
僚
シ
ス

(
)

テ
ム
﹂
か
ら
訣
別
し
︑
憲
法
が
予
定
し
て
い
る
国
民
主
権
︑
国
会
の

123

最
高
機
関
性
︑
裁
判
所
を
主
要
な
担
い
手
と
す
る
﹁
法
の
支
配
﹂
を
︑
現
実
レ
ベ
ル
で
実
現
す
る
︵﹁
国
の
血
肉
と
化
す
﹂︶
と
い
う
主

張
で
あ
る
︒﹁
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
は
︑
佐
藤
に
よ
っ
て
憲
法
的
な
価
値
を
付
与
さ
れ
た
と
言
え
る
︒

こ
の
点
に
つ
い
て
︑
佐
藤
は
︑
日
本
の
公
法
学
と
法
実
務
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ド
イ
ツ
的
﹁
法
治
国
家
﹂
観
念
と
︑
日
本
国
憲

法
が
立
脚
し
て
い
る
と
彼
が
主
張
す
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
的
な
﹁
法
の
支
配
﹂
観
念
と
は
︑﹁
法
秩
序
形
成
観
﹂
に
差
異
が
あ
る

と
す
る
理
論
に
依
拠
し
て
い
る
︒
彼
は
︑
前
者
で
は
事
前
規
制
・
調
整
が
重
視
さ
れ
︑
後
者
で
は
︑
裁
判
所
に
お
け
る
具
体
的
争
訟
の

解
決
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
法
が
重
視
さ
れ
︑
そ
こ
に
は
国
民
の
主
体
的
な
法
形
成
へ
の
参
加
が
あ
り
︑﹁
具
体
的
事
実
に
即
し
た
対

話
的
討
論
を
通
じ
て
の
法
形
成
﹂
を
法
秩
序
の
重
要
な
要
素
と
し
て
い
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
﹁
事
後
規
制
中
心
の
法

秩
序
﹂
が
帰
結
す
る
と

(
)

す
る
︒

124
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こ
の
よ
う
に
︑
佐
藤
に
お
い
て
は
︑
日
本
国
憲
法
が
ア
メ
リ
カ
型
の
法
シ
ス
テ
ム
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
論
的
立
場
を
前
提

に
︑
戦
前
日
本
の
大
陸
法
的
秩
序
観
の
残
存
が
一
九
九
〇
年
代
に
発
生
し
た
諸
問
題
の
背
景
に
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
脱
却
し
て
︑
日
本
国

憲
法
の
予
定
し
て
い
る
秩
序
を
現
実
に
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
︑
そ
の
た
め
に
必
要
な
改
革
が
行
政
改
革
︑
規
制
緩
和
︑
司
法
制
度
改

革
で
あ
る
と
い
う
論
理
が
展
開
さ
れ
る
︒﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
は
︑
以

上
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
法
秩
序
類
型
の
転
換
︵
ア
メ
リ
カ
型
へ
の
転
換
︶
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒

こ
の
点
で
︑
同
じ
く
行
政
改
革
会
議
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
機
構
問
題
小
委
員
会
の
主
査
を
務
め
た
藤
田
宙
靖
も
︑
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違

い
は
あ
る
が
︑
同
様
の
思
想
と
論
理
を
展
開
し
て
い
る
︒

藤
田
も
行
政
改
革
会
議
に
関
連
し
て
︑
会
議
に
並
行
し
て
あ
る
い
は
直
後
に
論
稿
や
講
演
記
録
を
公
表
し
て

(
)

い
る
︒
藤
田
は
︑
行
政

125

改
革
は
︑﹁
我
が
国
の
国
家
と
社
会
の
全
般
に
わ
た
る
﹃
体
質
﹄
の
改
善
と
い
う
︑
大
き
な
動
き
の
中
の
一
環
と
し
て
︑
位
置
づ
け
ら

れ
る
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
﹂
と
い
う
認
識
を

(
)

示
し
︑
そ
の
体
質
の
改
善
と
は
︑﹁
伝
統
的
な
﹃
集
団
主
義
・
団
体
主
義
﹄
的
国

126

家
・
社
会
か
ら
︑
西
欧
流
の
﹃
自
由
主
義
・
個
人
主
義
﹄
的
な
国
家
・
社
会
へ
﹂
の
改
善
と
説
明

(
)

す
る
︒
前
者
は
近
代
ド
イ
ツ
の
国
家

127

学
上
の
﹁
国
家
と
社
会
の
分
離
﹂
と
い
う
観
念
に
由
来
す
る
国
家
観
と
結
び
つ
い
て
お
り
︑
目
指
さ
れ
る
べ
き
国
家
・
社
会
は
︑
ア
メ

リ
カ
の
﹁
自
由
な
社
会
の
﹃
governm
ent﹄﹂
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
で
は
国
家
は
﹁
社
会
が
必
要
と
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
存
在
意
義

が
認
め
ら
れ
る
﹂
と
さ

(
)

れ
る
︒

128

ア
メ
リ
カ
主
導
で
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
︑
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
社
会
の
進
展
が
進
ん
で
い
る
中
で
︑﹁﹃
世
界
ク
ラ
ブ
﹄
参
加
の
た
め

の
資
格
要
件
﹂
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
に
は
︑
国
家
観
の
﹁
転
換
﹂
が
要
請
さ
れ
る
と
言
う
︒
す
な
わ
ち
︑﹁﹃
社
会
に
超
越
し
︑
そ
の
存

在
自
体
を
自
己
目
的
と
す
る
国
家
﹇
Staat﹈
の
抽
象
的
な
観
念
﹄
か
ら
﹃
自
由
か
つ
自
立
的
な
社
会
の
た
め
︑
そ
の
必
要
に
応
じ
て

形
成
さ
れ
る
政
府
機
構
﹇
governm
ent﹈
の
具
体
像
﹄︵
H
orst
E
hm
ke︶
へ
の
転
換
の
要
請
で
あ
る
﹂
と

(
)

す
る
︒
後
者
の
国
家
・
社

129
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会
観
︵
ア
メ
リ
カ
が
そ
れ
に
近
い
と
(
)

す
る
︶
の
も
と
で
は
︑
国
家
の
機
能
は
﹁
原
理
的
に
︑
社
会
の
補
完
機
能
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
こ
と

130

に
な
る
︒
そ
の
出
発
点
は
社
会
へ
の
信
頼
で
あ
り
︑
そ
の
創
造
性
・
活
力
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と

(
)

い
う
︒
藤
田
に
お

131

い
て
は
︑
こ
の
意
味
で
の
国
家
観
の
転
換
の
定
式
化
と
し
て
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ

の
転
換
﹂
が
位
置
づ
け
ら
れ
︑
日
本
社
会
は
︑
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
﹁
自
己
責
任
社
会
﹂
に
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
認
識
を
前
提
に
し
て

(
)

い
る
︒

132

藤
田
は
こ
の
国
家
観
転
換
図
式
の
提
唱
に
つ
い
て
︑
あ
る
研
究
会
︵
北
大
立
法
過
程
研
究
会
︶
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
背
景
説
明
を

し
て

(
)

い
る
︒
ド
イ
ツ
流
の
国
家
・
社
会
二
分
論
に
基
づ
く
集
団
主
義
・
団
体
主
義
的
国
家
・
社
会
観
は
︑
わ
が
国
の
法
学
教
育
︑
と
り

133

わ
け
公
法
系
教
育
で
長
年
前
提
と
し
て
教
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
︑
わ
が
国
の
行
政
・
司
法
の
官
僚
の
間
で
﹁
隠
然
と
し
て
存
在

(
)

す
る
﹂︒
従
来
の
藤
田
の
立
場
は
︑
こ
の
よ
う
な
国
家
像
は
︑
日
本
社
会
の
﹁
ム
ラ
的
構
造
﹂
が
持
っ
て
い
る
問
題
点
︵
個
人
の
自
由
の

134
抑
圧
な
ど
︶
に
対
処
す
る
上
で
一
定
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
も
の
だ

(
)

っ
た
︒
そ
の
点
で
︑
官
僚
と
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
た
と
す

135

る
︒
し
た
が
っ
て
︑
社
会
一
元
論
に
基
づ
く
governm
ent︵
政
府
︶
へ
の
国
家
像
の
転
換
に
は
彼
は
学
説
上
︑
慎
重
で
あ
っ
た
と
言

う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
前
者
の
国
家
観
は
︑
過
剰
な
国
家
介
入
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
︑
か
え
っ
て
︑﹁
個
人
の
自
由
と
発
展
性
の
抑

圧
﹂
を
も
た
ら
す
可
能
性
が

(
)

あ
る
︒
こ
の
両
面
を
指
摘
し
た
上
で
︑
藤
田
は
︑
行
政
改
革
会
議
に
お
い
て
は
︑
行
政
改
革
委
員
会
の
基

136

本
方
針
す
な
わ
ち
﹁
民
で
で
き
る
も
の
は
民
へ
﹂
と
い
う
規
制
緩
和
の
基
本
的
方
針
を
踏
襲
す
る
こ
と
が
所
与
の
前
提
な
の
で
︑
行
政

改
革
の
た
め
に
は
︑
官
界
や
司
法
界
に
存
在
す
る
前
者
の
国
家
・
社
会
観
﹁
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
根
本
的
に
改
変
す
る
必
要
が
あ
る
﹂
と
す

る
︒
藤
田
に
お
い
て
は
︑
こ
の
よ
う
な
国
家
像
転
換
の
持
つ
マ
イ
ナ
ス
面
も
認
識
し
つ
つ
︑
自
覚
的
・
意
図
的
に
︑
改
革
の
た
め
の

﹁
ポ
レ
ミ
ー
ク
﹂
と
し
て
︑
こ
の
転
換
図
式
が
提
示
さ
れ
て

(
)

い
る
︒

137

佐
藤
︑
藤
田
の
論
稿
・
講
演
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転

換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
は
︑
行
政
改
革
会
議
と
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
中
核
に
い
た
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
︑
戦
後
日
本
の
行
政
シ
ス
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テ
ム
と
法
シ
ス
テ
ム
の
ア
メ
リ
カ
型
法
シ
ス
テ
ム
を
モ
デ
ル
に
し
た
転
換
で
あ
り
︑
一
般
人
を
含
む
人
々
の
法
秩
序
形
成
観
︵
佐
藤
︶

お
よ
び
国
家
・
社
会
観
︵
藤
田
︶
レ
ベ
ル
の
変
革
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
安
定
し
た
戦
後
日
本
の
経
済

シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
感
覚
を
背
景
に
︑
規
制
緩
和
︑
行
政
改
革
等
が
不
可
避
と
い
う
政
治
情
勢
の
渦
中
で
︑
日
本
国
憲
法
の
理
念
が
実
現

し
て
い
な
い
と
い
う
認
識
を
踏
ま
え
︑
そ
の
理
念
を
実
現
す
る
根
源
的
な
改
革
︵
敗
戦
時
に
匹
敵
す
る
︶
の
好
機
と
と
ら
え
て
政
治
に

コ
ミ
ッ
ト
し
た
学
者
の
政
治
的
判
断
と
実
践
で
あ
る
︒

﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
は
︑
改
革
の
政
治
過
程
の
中
枢
に
い

た
佐
藤
と
藤
田
に
と
っ
て
は
︑
単
な
る
規
制
緩
和
の
定
式
化
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
国
家
構
造
と
秩
序
形
態
レ
ベ
ル
の
全
般
的
改
革
︑
そ
の

意
味
で
憲
法
︵
国
制
︶
レ
ベ
ル
の
変
革
を
意
図
し
て
い
た
︒

﹁
こ
の
国
の
か
た
ち
﹂
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
司
馬
遼
太
郎
の
晩
年
の
エ
ッ
セ
イ
集
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
︑
一
九
八
六
年
か
ら
急
逝

す
る
九
六
年
ま
で
︑
バ
ブ
ル
経
済
形
成
期
か
ら
崩
壊
後
に
至
る
混
迷
状
況
下
で
書
き
継
が
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
佐
藤
は
こ
の
語
を

コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
で
用
い
て

(
)

い
る
︒
現
時
点
で
振
り
返
れ
ば
︑
戦
後
日
本
の
政
治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
の
終
焉
が
意
識

138

さ
れ
︑﹁
第
二
の
敗
戦
﹂
論
も
あ
り
︑
終
末
感
が
た
だ
よ
う
中
で
︑
規
制
緩
和
を
所
与
の
前
提
と

(
)

し
て
︑
日
本
国
憲
法
の
理
念
を
実
現

139

す
る
最
後
の
機
会
と
の
認
識
の
も
と
で
政
治
過
程
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒

彼
ら
の
理
論
的
主
張
は
︑
そ
の
公
法
学
的
妥
当
性
は
別
と
し
て
︑
法
社
会
学
的
に
見
れ
ば
︑
ア
メ
リ
カ
型
法
シ
ス
テ
ム
へ
の
﹁
転

換
﹂
を
憲
法
・
公
法
学
的
言
説
に
よ
り
正
当
化
し
︑
国
家
・
社
会
観
の
転
換
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
点
で
︑
奥

野
︵
藤
原
︶
に
よ
る
経
済
学
的
モ
デ
ル
を
補
完
し
︑
規
制
緩
和
論
を
越
え
た
社
会
的
広
が
り
と
憲
法
的
価
値
を
行
政
改
革
と
司
法
制
度

改
革
に
付
与
し
た
︒
国
民
主
権
を
現
実
レ
ベ
ル
で
実
現
す
る
明
治
憲
法
改
正
の
完
成
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
︑
行
政
主
導

で
は
な
く
私
的
主
体
主
導
の
社
会
秩
序
形
成
が
︑
憲
法
に
内
在
す
る
理
念
た
る
﹁
法
の
支
配
﹂
が
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
で

は
︑
裁
判
所
が
法
形
成
の
中
心
に
位
置
し
︑
弁
護
士
が
社
会
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
︒
そ
の
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意
味
で
佐
藤
と
藤
田
は
行
政
改
革
︑
司
法
制
度
改
革
の
強
力
な
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

田
中
成
明
が
当
時
示
唆
し
た
よ
う
に
︑
政
府
と
経
済
界
か
ら
の
規
制
緩
和
の
視
点
に
よ
る
司
法
制
度
改
革
論
が
展
開
す
る
中
で
︑

﹁
司
法
制
度
の
強
化
充
実
と
い
う
観
点
か
ら
よ
り
高
次
の
次
元
で
評
価
し
取
捨
選
択
す
る
た
め
の
統
合
的
理
念
﹂
で
あ
る
﹁
法
の
支
配
﹂

と
い
う
観
念
を
援
用
し
て
︑
規
制
緩
和
批
判
論
を
は
じ
め
司
法
制
度
改
革
を
め
ぐ
っ
て
基
本
的
に
対
立
す
る
様
々
な
﹁
利
害
要
求
を

(
)

糾
合
﹂
す
る
役
割
︵﹁
歴
史
の
転
(
)

轍
役
﹂︶
を
彼
等
が
担
っ
た
と
言
え
る
︒

140

141

⑸

共
有
表
象
と
し
て
の
﹁
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂

﹁
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
は
︑
少
数
の
理
論
家
に
よ
っ
て
の
み
主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
︑

少
な
く
と
も
︑
あ
る
時
期
ま
で
︑
政
治
の
中
枢
に
い
た
行
政
官
僚
や
法
律
家
︑
経
済
人
に
よ
っ
て
︑
理
解
の
程
度
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

の
程
度
に
は
差
異
は
あ
れ
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
の
意
味
で
共
有
表
象
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

も
ち
ろ
ん
表
象
が
共
有
さ
れ
る
だ
け
で
は
全
般
的
な
制
度
改
革
が
現
実
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
推
進
主
体
が
官
僚
機
構
の
中

枢
と
そ
の
周
辺
に
存
在
し
︑
実
際
に
制
度
改
革
を
担
う
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
際
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監

視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
が
前
提
と
し
て
い
る
秩
序
像
︵
国
家
・
市
場
・
経
済
の
観
念
︶
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現

が
め
ざ
さ
れ
る
価
値
︑
お
よ
び
価
値
の
実
現
に
必
要
な
仕
組
み
が
︑
程
度
の
差
は
あ
れ
共
有
さ
れ
て
い
た
︒
具
体
的
な
場
面
で
は
見
解

と
主
張
の
相
違
が
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
制
度
改
革
と
制
度
運
用
の
た
め
の
標
準
的
な
道
具
と
概
念
が
援
用
さ
れ
た
︒
そ
れ
を
提
供
し
た
の

が
主
流
派
経
済
学
理
論
と
英
米
法
理
論
・
実
務
で
あ
っ
た
︒

ア
メ
リ
カ
留
学
者
を
筆
頭
に
︑
こ
れ
ら
英
米
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
の
経
済
と
法
の
研
究
者
や
実
務
経
験
者
の
存
在
は
︑
司
法
制
度
改

革
を
含
め
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
経
済
社
会
に
関
わ
る
一
連
の
制
度
改
革
を
促
進
し
た
重
要
な
要
因
で
あ
る
︒
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�

措
定
さ
れ
た
秩
序
モ
デ
ル

以
上
の
よ
う
な
流
れ
を
背
景
に
共
有
表
象
化
さ
れ
た
﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転

換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
が
前
提
と
し
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
︑
経
済
社
会
に
関
わ
る
諸
制
度
の
改
革
に
お
い
て
め
ざ
さ
れ
た
秩
序
観

念
は
︑
自
由
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
と
ア
メ
リ
カ
法
シ
ス
テ
ム
の
諸
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
︒

し
か
も
︑
両
者
は
と
も
に
非
常
に
単
純
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
た
︒
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
改
革
さ
れ
る
べ
き
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
は
図
式
的
に
次
の
よ
う
に
措
定
さ

(
)

れ
た
︒
参
入
障
壁
が
業
界
ご
と
に
仕
切
ら

142

れ
︑
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
固
定
さ
れ
た
業
界
を
監
督
す
る
官
庁
の
原
局
は
︑
業
界
団
体
を
も
媒
介
さ
せ
な
が
ら
︑
業
界
全
体
の
成
長
・

拡
大
を
促
進
す
る
役
割
と
業
界
内
の
秩
序
維
持
・
利
益
調
整
と
い
う
役
割
︵
産
業
政
策
︶
を
担
っ
た
︒
そ
の
行
政
手
法
は
︑
事
実
上
法

案
作
成
を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
を
基
礎
に
︑
裁
量
の
余
地
の
大
き
い
規
定
か
ら
な
る
法
令
を
根
拠
に
︵
場
合
に
よ
っ
て
は
官
庁
設
置
法
な

ど
の
包
括
的
な
権
限
規
定
を
根
拠
に
︶
︑
業
界
︵
特
に
そ
の
主
導
的
企
業
︑
お
よ
び
︑
そ
の
幹
部
社
員
な
ら
び
に
業
界
団
体
︶
と
の
継
続
的
関

係
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
る
日
常
的
な
情
報
交
換
︑
情
報
共
有
を
基
礎
に
し
て
い
る
︒
そ
の
チ
ャ
ネ
ル
は
公
式
的
な
も
の
と
非
公
式
の

も
の
が
あ
り
︑
前
者
は
審
議
会
な
ど
で
あ
り
︑
後
者
は
い
わ
ゆ
る
Ｍ
Ｏ
Ｆ
担
︵
大
蔵
省
担
当
社
員
︶
な
ど
有
力
社
員
と
の
非
公
式
会

合
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
︒

あ
る
政
策
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
原
局
と
業
界
︵
業
界
団
体
や
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
︶
の
間
の
事
前
の
公
式
・
非
公
式

の
協
議
・
情
報
交
換
が
最
も
重
要
で
あ
り
︑
そ
こ
で
の
利
害
調
整
を
経
て
実
現
し
た
政
策
は
︑
事
前
調
整
を
経
た
結
果
︵﹁
コ
ン
セ
ン
サ

ス
﹂︶
で
あ
る
と
い
う
要
因
も
働
い
て
︑
事
後
的
に
紛
争
が
発
生
す
る
こ
と
は
比
較
的
少
な
い
︒
ま
た
︑
事
後
的
に
行
政
訴
訟
な
ど
法

的
に
争
う
手
が
か
り
に
な
る
よ
う
な
明
確
な
ル
ー
ル
の
形
式
を
与
え
る
こ
と
を
行
政
官
僚
は
巧
妙
に
回
避
し
︑
官
僚
の
広
範
な
裁
量
に

よ
る
調
整
が
可
能
な
形
に
な
っ
て
い
る
︒
行
政
に
よ
る
強
制
的
な
法
執
行
︵
業
務
改
善
命
令
な
ど
︶
は
少
な
い
︵
執
行
の
た
め
の
法
規
定

が
存
在
し
な
い
ケ
ー
ス
も
多
か
(
)

っ
た
︶
︒
業
界
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
固
定
性
と
関
係
の
継
続
性
の
た
め
︑
行
政
処
分
や
行
政
指
導
を
企

143
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業
が
訴
訟
で
争
う
こ
と
は
不
利
益
を
招
く
と
通
常
は
予
期
さ
れ
る
︒﹁
再
会
の

(
)

法
則
﹂
が
働
い
て
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ

144

れ
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
︑
行
政
訴
訟
件
数
は
少
な
く
︑
提
起
さ
れ
た
行
政
訴
訟
に
お
い
て
原
告
が
勝
訴
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
︒
行

政
訴
訟
の
専
門
弁
護
士
も
少
な
い
︒

こ
の
結
果
︑
行
政
が
法
的
ル
ー
ル
に
拘
束
さ
れ
る
程
度
は
低
く
︑
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
︵
あ
る
い
は
法
治
主
義
︶
の
名
の
も
と

で
︑
裁
量
の
余
地
の
非
常
に
大
き
な
行
政
が
維
持
さ
れ
︑
経
済
社
会
に
お
け
る
司
法
の
役
割
は
︑
解
雇

(
)

規
制
な
ど
一
部
の
問
題
を
除
き

145

小
さ
か
っ
た
︒

こ
れ
が
﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
﹂
と
し
て
措
定
さ
れ
た
モ
デ
ル
で
あ
る
︒

こ
れ
と
訣
別
し
︑
め
ざ
す
と
さ
れ
た
﹁
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
﹂
と
は
次
の
よ
う
な
モ
デ
ル
で
あ

(
)

っ
た
︒

146

基
本
的
に
参
入
・
退
出
の
自
由
は
最
大
限
保
障
さ
れ
る
︒
業
界
の
仕
切
り
を
越
え
た
自
由
な
競
争
が
促
進
さ
れ
る
︒
メ
ン
バ
ー
シ
ッ

プ
の
流
動
性
が
高
ま
る
結
果
︑
業
界
と
監
督
官
庁
︵
原
局
︶
の
継
続
的
関
係
は
従
来
よ
り
弱
ま
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
継
続
し
て

存
在
す
る
企
業
が
あ
る
と
︑
監
督
官
庁
と
の
関
係
は
継
続
的
に
な
る
が
︑
そ
の
場
合
も
最
大
限
公
式
化
︑
透
明
化
さ
せ
る
︒
非
公
式
的

な
会
合
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
極
力
排
除
す
る
︒

事
前
の
公
式
・
非
公
式
調
整
へ
の
依
存
を
止
め
︑
透
明
性
を
確
保
し
た
協
議
を
経
て
︑
事
前
に
明
示
的
な
ル
ー
ル
の
整
備
を
行
う
︒

行
政
に
よ
る
裁
量
行
使
の
幅
を
最
小
に
す
る
よ
う
規
定
ぶ
り
を
工
夫
す
る
︒

行
政
の
役
割
は
︑
そ
の
よ
う
な
明
確
で
詳
細
な
ル
ー
ル
の
も
と
で
の
﹁
自
由
で
公
正
な
市
場
競
争
﹂
が
展
開
す
る
条
件
を
整
備
す
る

に
と
ど
め
る
︒
行
政
自
身
も
事
前
に
明
確
に
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
に
厳
格
に
拘
束
さ
れ
︑
裁
量
を
最
小
化
し
た
行
政
に
よ
る
執
行
活
動

に
限
定
さ
れ
る
︒
行
政
と
企
業
の
関
係
は

arm
s̓
length
で
あ
る
︒

事
前
調
整
が
な
さ
れ
ず
︑
自
由
な
参
入
・
退
出
の
も
と
で
市
場
競
争
が
活
性
化
す
る
と
︑
紛
争
が
増
加
す
る
︒
発
生
し
た
紛
争
や
法

令
違
反
に
対
す
る
行
政
に
よ
る
法
執
行
︵
行
政
に
よ
る
事
後
監
視
・
事
後
(
)

救
済
︶
も
︑
原
理
的
に
対
等
な
当
事
者
間
の
関
係
に
お
い
て
生

147
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じ
て
い
る
と
観
念
さ
れ
る
︒
市
場
の
私
的
な
主
体
と
行
政
と
は
原
理
的
な
対
等
の
関
係
に
お
い
て
共
通
の
法
的
ル
ー
ル
に
支
配
さ
れ

る
︒市

場
に
お
け
る
私
的
な
主
体
間
の
紛
争
︑
私
的
な
主
体
と
行
政
機
関
間
の
事
後
的
な
紛
争
の
解
決
は
︑
予
め
明
確
に
規
定
さ
れ
た
ル

ー
ル
の
司
法
︵
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
含
む
︶
に
よ
る
適
用
に
委
ね
る
︵
検
察
︑
裁
判
所
︑
弁
護
士
の
役
割
が
中
心
︶
︒
サ
ク
シ
ョ
ン
︵
民
事
・
刑
事
・
行

政
︶
は
ル
ー
ル
に
形
式
的
に
則
り
厳
格
に
行
使
す
る
︒
事
前
︑
事
後
と
も
に
行
政
の
裁
量
は
極
小
化
さ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
市
場
・
政
府
・
法
シ
ス
テ
ム
の
観
念
は
︑
教
科
書
的
な
主
流
派
経
済
学
の
市
場
競
争
モ
デ
ル
と
ア
メ
リ
カ
法
モ
デ
ル
そ

の
も
の
と
言
え

(
)

よ
う
︒

148

こ
の
モ
デ
ル
に
お
け
る
市
場
の
観
念
に
お
い
て
は
︑
現
実
に
存
在
す
る
様
々
な
中
間

(
)

組
織
や
調
整
︵
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
︶
の
メ

149

カ
ニ

(
)

ズ
ム
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
︒
市
場
の
私
的
主
体
間
の
取
引
関
係
も
︑
市
場
の
私
的
主
体
と
行
政
機
関
と
の
関
係
も
︑
と
も
に
︑

150

arm
s̓
length
の
交
換
関
係
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
︒
例
え
ば
グ
ラ
ノ
ヴ
ェ
ッ
タ
の
﹁
社
会
的
埋
め
込
み
socialem
beddedness﹂

(
)

概
念
や
︑
村
上
と
ロ
ー
レ
ン
の
社
会
的
交

(
)

換
論
が
主
流
派
経
済
学
の
市
場
取
引
モ
デ
ル
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

151

152

そ
の
よ
う
な
現
実
の
市
場
取
引
の
特
性
は
捨
象
さ
れ
た
︒

法
と
官
僚
制
の
イ
メ
ー
ジ
も
︑
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
形
式
的
合
理
性
モ
デ
ル
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
︑
法
・
行
政
・
裁
判
の
機
能
の
計
算
可

能
性
︵
形
式
的
合
理
性
︶
と
︑
自
由
な
市
場
取
引
に
志
向
す
る
資
本
主
義
的
経
営
の
資
本
計
算
の
計
算
可
能
性
︵
形
式
的
合
理
性
︶
を
照

応
さ
せ
る
モ
デ
ル
で

(
)

あ
る
︒

153

し
か
し
な
が
ら
︑
現
実
の
官
僚
制
が
有
効
に
機
能
す
る
に
は
︑
官
僚
制
の
自
律
性
だ
け
で
な
く
︑﹁
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た
自
律
性

em
bedded
autonom
y
﹂︑
な
い
し
︑﹁
国
家
と
社
会
の
シ
ナ
ジ
ー

state
society
synergy
﹂
が
不
可
欠
で

(
)

あ
る
︒
ヴ
ェ
ー
バ
ー
で

154

す
ら
形
式
的
合
理
的
法
の
も
と
で
も
行
政
裁
量
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
︑
二
〇
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
既
に
益
々
不
確
定
概
念

が
多
用
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
︵
反
形
式
的
諸
傾
向
︶
を
指
摘
し
て
い

(
)

た
が
︑
こ
の
モ
デ
ル
で
は
︑
行
政
裁
量
の
重
要

155
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性
は
軽
視
な
い
し
無
視
さ
れ
︑
最
小
限
の
行
政
裁
量
が
許
容
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
︒
今
日
︑
英
米
で
す
ら
︑
規
制
主
体
と
規
制
対
象

︵
被
規
制
者
︶
と
の
情
報
共
有
や
継
続
的
関
係
の
重
要
性
と
価
値
が
理
論
的
に
指
摘
さ
れ
︑
実
務
上
も
追
求
さ
れ
て
い

(
)

る
が
︑
そ
れ
も
︑

156

少
な
く
と
も
本
稿
で
扱
っ
た
大
綱
的
文
書
に
お
い
て
は
軽
視
な
い
し
無
視
さ
れ
た
︒

こ
れ
ら
の
過
度
に
単
純
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
に
は
︑
抜
本
的
な
改
革
期
に
お
け
る
抽
象
的
な
図
式
の
援
用
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
作
用

が
見
て
と
れ
る
︒
当
時
の
体
制
的
危
機
感
︵﹁
第
二
の
敗
戦
﹂︶
の
も
と
で
︑
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
力
を
発
揮
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

以
上
の
﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と

主
張
さ
れ
た
も
の
は
要
約
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
︒

第
一
に
︑
自
律
的
な
主
体
が
自
ら
の
責
任
の
も
と
で
︑
自
由
に
創
造
性
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る
︒
国
民
は
統
治
客
体
意
識
か
ら
脱

却
し
︑
主
権
者
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
を
持
ち
︑
行
政
へ
の
過
度
の
依
存
体
質
と
訣
別
す
る
︒
社
会
秩
序
観
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
的

な
行
政
に
よ
る
管
理
か
ら
︑
ア
メ
リ
カ
的
な
私
人
と
司
法
中
心
の
社
会
・
政
府
観
へ
転
換
す
る
︒

第
二
に
︑
特
に
経
済
活
動
面
で
は
︑
規
制
が
撤
廃
さ
れ
て
も
た
ら
さ
れ
る
自
由
な
市
場
競
争
が
経
済
学
的
に
望
ま
し
い
と
い
う
基
本

的
立
場
に
立
っ
て
い
る
︒
経
済
的
規
制
の
原
則
的
廃
止
と
最
小
限
度
の
社
会
的
規
制
の
も
と
で
︑
事
前
に
明
確
に
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル

の
も
と
で
︑
参
入
・
退
出
の
自
由
が
保
障
さ
れ
︑
公
正
な
競
争
が
拡
大
し
︑
自
己
責
任
の
原
則
の
も
と
で
︑
自
ら
リ
ス
ク
を
取
り
つ
つ

経
済
活
動
を
よ
り
自
律
的
に
展
開
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
た
︒

第
三
に
︑
英
米
流
﹁
法
の
支
配
﹂
が
確
立
す
る
︒
行
政
も
私
人
も
等
し
く
対
等
な
立
場
で
法
的
ル
ー
ル
の
も
と
に
活
動
す
る
︒
行
政

は
裁
量
に
よ
る
管
理
で
は
な
く
︑
法
的
ル
ー
ル
の
厳
格
な
執
行
を
基
本
的
な
任
務
と
す
る
︒
紛
争
は
基
本
的
に
訴
訟
に
よ
っ
て
︑
あ
る

い
は
訴
訟
を
念
頭
に
お
い
た
﹁
法
の
影
で
の

(
)

取
引
﹂
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
︒
コ
モ
ン
ロ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
︑
法
の
重
要
な
部

157

分
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
︒

こ
れ
を
本
稿
の
二
軸
に
即
し
て
言
え
ば
︑
関
係
志
向
か
ら
ル
ー
ル
志
向
へ
︑
行
政
主
導
か
ら
私
的
主
体
主
導
へ
と
い
う
秩
序
形
態
の
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転
換
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒

日
本
国
憲
法
が
英
米
流
の
﹁
法
の
支
配
﹂
に
立
脚
し
て
い
る
と
の
解
釈
は
妥
当
か
︑
規
制
緩
和
・
撤
廃
を
経
た
事
後
監
視
・
救
済
型

社
会
へ
の
転
換
が
︑
本
当
に
経
済
を
成
長
さ
せ
る
の
か
︑
自
由
競
争
が
当
然
も
た
ら
す
格
差
の
深
刻
化
と
リ
ス
ク
の
個

(
)

人
化
に
政
策
的

158

に
ど
う
対
処
す
る
の
か
︑
国
民
主
権
と
︑
市
場
に
お
け
る
自
由
な
競
争
に
お
け
る
自
律
性
と
創
意
工
夫
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
︑
と
い
っ
た
論
点
は
概
ね
軽
視
さ
れ
た
︒

行
政
主
導
は
規
制
産
業
に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
以
外
の
産
業
に
つ
い
て
は
︑
戦
間
期
と
敗
戦
直
後
の
一
時
期
を

別
に
す
れ
ば
︑
む
し
ろ
﹁
官
民
協
調
﹂
と
い
う
べ
き
体
制
で

(
)

あ
り
︑
民
間
は
業
界
単
位
で
自
主
的
な
調
整
と
秩
序
形
成
を
行
い
︑
政
治

159

と
行
政
は
︑
そ
う
し
た
民
間
の
支
持
を
調
達
し
な
い
限
り
政
策
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
と
す
る
研
究
が

(
)

あ
る
︒
英
米
に
お
い

160

て
も
︑
ア
メ
リ
カ
的
な
行
政
規
制
の
あ
り
方
は
過
度
の
争
訟
性
の
弊
害
が
目
立
つ
特
殊
例
で
あ
り
︑
問
題
が
大
き
い
と
い
う
批
判
︵
ケ

ー
(
)

ガ
ン
︶
や
︑
応
答
的
行
政
の
必
要
性
の
主
張
︵
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
(
)

ほ
か
︶
が
あ
っ
た
が
︑
当
時
の
我
が
国
で
は
ご
く
少
数
の
論
者
が

161

162

注
意
喚
起
し
た
に
す
ぎ

(
)

な
い
︒

163

一
九
九
〇
年
代
の
構
造
改
革
を
求
め
る
言
説
空
間
に
お
い
て
は
︑
規
制
産
業
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
︑
一
律
に
行
政
主
導
か
ら
の

離
脱
と
し
て
︑
市
場
原
理
の
最
大
限
の
尊
重
︑
自
己
責
任
の
強
調
︑
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
が
唱
道
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

本
章
で
は
行
政
・
企
業
関
係
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
た
が
︑
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
を
唱
道
す
る
主
流
派
経
済
学
の
市

場
観
に
立
つ
論
者
は
︑
企
業
間
取
引
に
お
い
て
も
︑
メ
イ
ン
バ
ン
ク
制
度
や
系
列
の
よ
う
な
継
続
的
・
固
定
的
な
取
引
関
係
の
合
理
性

に
つ
い
て
懐
疑
的
な
者
が
多
か

(
)

っ
た
︒
た
と
え
合
理
的
で
あ
っ
て
も
︑
少
な
く
と
も
︑
ア
メ
リ
カ
の
継
続
的
取
引
関
係
と
は
ル
ー
ル
化

164

さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
異
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
た
︒
例
え
ば
︑
奥
野
︵
藤
原
︶
は
︑
わ
が
国
の
場
合
は
︑
明
文
の
契
約
で
定
め
ら
れ
て

お
ら
ず
︑
慣
習
な
い
し
協
議
︵
誠
意
協
議
条
項
︶
に
基
づ
く
継
続
的
な
取
引
関
係
上
の
権
利
・
義
務
が
通
例
だ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
ア

メ
リ
カ
の
場
合
は
関
係
契
約
の
締
結
と
そ
れ
に
基
づ
く
権
利
・
義
務
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
と
対
比

(
)

し
た
︒

165
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以
上
の
よ
う
に
措
定
さ
れ
た
二
つ
の
モ
デ
ル
に
導
か
れ
た
経
済
社
会
の
秩
序
の
あ
り
方
の
︵
さ
ら
に
は
日
本
国
と
日
本
人
の
︶
根
本
的

な
﹁
転
換
﹂
が
︑
ど
の
程
度
︑
現
実
レ
ベ
ル
で
実
現
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
本
格
的
な
研
究
を
必
要
と
す
る
︒
し
か
し
な

が
ら
︑
第
四
章
で
示
唆
的
に
触
れ
る
よ
う
に
︑﹁
転
換
﹂
は
︑
一
定
の
領
域
で
は
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
り
︑
実
現
し
て
い
な
い
領
域
も
あ

る
︒
他
方
で
従
来
の
延
長
線
上
で
進
化
を
遂
げ
て
い
る
領
域
も
あ
る
︒
理
論
的
に
見
て
実
現
す
る
の
が
難
し
い
領
域
も
あ
る
︒
ま
た
︑

こ
の
間
の
展
開
を
踏
ま
え
て
︑
一
九
九
〇
年
代
の
混
乱
期
を
距
離
を
置
い
て
眺
め
る
な
ら
︑
改
革
が
め
ざ
し
た
政
策
目
標
そ
の
も
の
に

つ
い
て
も
冷
静
に
評
価
で
き
る
時
期
に
来
て
い
る
︒
目
標
と
さ
れ
た
改
革
そ
れ
自
体
の
修
正
の
可
能
性
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
︒

そ
こ
で
次
に
︑
ま
ず
一
九
九
〇
年
代
の
一
連
の
制
度
改
革
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
実
施
過
程
を
た
ど
っ
た
か
を
主
要
ア
ク
タ
ー
の
動

き
に
焦
点
を
あ
て
て
概
観
す
る
︒﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標

の
影
響
は
︑
そ
の
遂
行
過
程
を
担
っ
た
ア
ク
タ
ー
の
利
害
関
心
と
政
治
的
意
志
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

で
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑
デ
ー
タ
と
情
報
が
比
較
的
揃
っ
て
い
る
三
つ
の
個
別
分
野
を
取
り
上
げ
て
制
度
改
革
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
探
る
︒

最
後
に
︑
制
度
改
革
と
現
実
の
秩
序
形
態
の
関
係
を
把
握
す
る
た
め
の
理
論
を
参
照
し
︑
制
度
改
革
が
秩
序
形
態
全
般
︵
マ
ク
ロ
レ
ベ

ル
︶
の
変
容
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
︒

�

戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
終
焉
に
向
か
っ
て

﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
は
︑
一
九
九
〇
年
代
半
ば
前
後

以
来
今
日
ま
で
︑
行
政
改
革
と
司
法
制
度
改
革
の
み
な
ら
ず
︑
関
連
し
た
法
制
度
改
革
を
も
含
む
広
い
範
囲
の
制
度
改
革
を
も
た
ら
し

た
︒
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
強
化
︵
課
徴
金
制
度
の
導
入
と
制
度
拡
(
)

大
等
と
︑
そ
れ
に
伴
う
企
業
と
自
主
規
制
団
体
に
お
け
る
取
引
管
理

166

態
勢
の
(
)

強
化
︶
︑
会

(
)

社
法
と
金
融
商
品
取
引
法
の
制
定
︑
独
占
禁
止
法
の
改
正
︵
課
徴
金
の
引
き
上
げ
︑
減
免
制
度
﹇
リ
ー
ニ
エ
ン
シ
ー
制

167

168

度
﹈
の
導
入
︶
︑
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
の

(
)

導
入
︑
消
費
者
庁
の

(
)

設
置
な
ど
は
そ
の
例
で

(
)

あ
る
︒

169

170

171
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二
〇
〇
〇
年
を
挟
む
約
一
〇
年
間
の
経
済
社
会
を
め
ぐ
る
法
制
度
改
革
の
特
徴
は
次
の
二
点
に
要
約
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一

に
︑
改
革
の
全
般
性
で
あ
る
︒
金
融
シ
ス
テ
ム
の
ビ
ッ
グ
バ
ン
と
法
シ
ス
テ
ム
の
ビ
ッ
グ
バ
ン
と
い
う
べ
き
﹁
司
法
制
度
改
革
﹂
は
経

済
社
会
の
全
域
に
及
ぶ
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
︒
第
二
に
︑
め
ざ
さ
れ
た
改
革
の
抜
本
性
で
あ
る
︒
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
と
訣

別
し
︑
そ
れ
と
対
置
さ
れ
た
経
済
シ
ス
テ
ム
へ
の
根
本
的
転
換
が
目
標
と
さ
れ
た
︒

司
法
制
度
改
革
は
︑
経
済
と
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
な
い
日
本
社
会
全
般
に
関
す
る
改
革
で
あ
る
が
︑
経
済
社
会
と
の
関
係
で
は
︑
戦

後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
代
わ
る
新
し
い
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
不
可
欠
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を
整
備
す
る
と
い
う
位
置
づ

け
が
与
え
ら
れ
て
い
た
︒

問
題
は
︑
こ
の
よ
う
な
全
般
的
か
つ
抜
本
的
な
改
革
の
効
果
と
現
実
の
変
容
度
で
あ
る
︒
長
年
機
能
し
て
き
た
戦
後
日
本
の
経
済
シ

ス
テ
ム
の
抜
本
的
改
革
は
︑
当
然
︑
移
行
期
を
経
る
必
要
が
あ
り
︑
か
つ
︑
後
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
公
式
制
度
レ
ベ
ル
で
は
な
く
︑
現

実
の
経
済
秩
序
レ
ベ
ル
で
は
︑
い
わ
ゆ
る
制
度
的
補
完
性
に
制
約
さ
れ
て
︑
予
期
せ
ざ
る
帰
結
︵
副
作
用
︶
と
反
作
用
を
伴
い
な
が
ら

新
し
い
均
衡
点
に
向
け
て
緩
や
か
に
変
化
し
て
い
く
と
考
え
る
の
が
正
し
い
︒

こ
の
論
点
を
次
に
扱
う
前
に
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
全
般
的
か

つ
抜
本
的
な
改
革
を
現
実
の
政
治
過
程
で
担
っ
た
中
枢
的
ア
ク
タ
ー
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
︒
委
員
会
・
会
議
・
審
議
会
の
最
終

答
申
を
現
実
に
制﹅

度﹅

レ
ベ
ル
の
改
革
と
し
て
実
現
す
る
に
は
官
僚
機
構
の
中
枢
に
い
た
ア
ク
タ
ー
の
利
害
と
政
治
的
意
志
が
必
要
に
な

る
︒
ま
た
︑
こ
の
全
般
的
・
抜
本
的
制
度
改
革
の
継
続
性
と
現﹅

実﹅

レ
ベ
ル
で
の
徹
底
を
左
右
す
る
重
要
な
要
素
は
︑
経
済
界
の
中
枢
の

利
害
お
よ
び
政
権
与
党
の
動
向
︑
そ
れ
ら
と
即
応
し
た
主
要
メ
デ
ィ
ア
の
反
応
と
並
ん
で
︑
官
僚
機
構
に
お
け
る
中
枢
的
ア
ク
タ
ー
の

利
害
と
政
治
的
意
志
だ
か
ら
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
制
度
的
改
革
が
維
持
さ
れ
︑
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
が
実
現
す
る
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
ど
の
程
度
実
現
す
る

の
か
︑
そ
し
て
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
が
終
焉
す
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
基
本
的
な
特
性
は
維
持
さ
れ
る
の
か
を
規
定
す
る
要
因

経済社会の秩序形態（二・完）（濱野 亮）
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の
一
つ
も
︑
中
枢
的
ア
ク
タ
ー
の
行
動
で
あ
る
︒

政
府
・
与
党
の
政
治
家
と
と
も
に
︑
官
僚
機
構
の
中
枢
的
ア
ク
タ
ー
と
し
て
今
般
の
一
連
の
改
革
を
担
っ
た
の
は
︑
法
務
省
と
大
蔵

省
︵
財
務
省
︑
と
り
わ
け
金
融
庁
︶
で

(
)

あ
る
︒
彼
ら
が
政
府
・
与
党
の
中
枢
的
ア
ク
タ
ー
と
連
携
︵
あ
る
場
合
は
対
立
を
伴
い
つ
つ
︶
し

172

て
︑
ま
た
︑
官
僚
機
構
内
部
で
相
互
に
連
携
・
協
働
し
て
︑
制
度
改
革
の
公
式
手
続
き
上
の
審
議
と
制
度
改
革
に
向
け
て
の
立
法
作
業

を
政
治
過
程
に
お
い
て
担
い
︑
そ
の
後
の
制
度
運
用
に
お
い
て
も
︑
環
境
変
化
に
対
応
し
つ
つ
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会

か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
あ
る
意
味
で
自
己
否
定
的
な
改
革
の
一
定
の
定
着
と
一
定
の
潜
脱
な
い
し
修
正
を

進
め
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

第
一
の
ア
ク
タ
ー
は
法
務
省
幹
部
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
︑
但
木
敬
一
が
キ
ー
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
一
人
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
︒
詳
細
は

第
四
章
第
一
節
で
検
討
す
る
が
︑
司
法
制
度
改
革
を
政
治
日
程
に
上
げ
る
過
程
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
法
務
省
幹
部
の
思
考
に
お

い
て
も
︑
こ
の
﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
観
念
が
鍵
に
な
っ

て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
︒
彼
ら
は
︑
ま
た
︑
少
な
く
と
も
二
〇
〇
〇
年
代
の
最
初
の
約
十
年
に
お
い
て
︑
こ
の
転
換
路
線
を
法
務

省
︑
検
察
庁
の
幹
部
と
し
て
推
進
し
た
︒

第
二
の
ア
ク
タ
ー
は
︑
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
︵
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
︶
構
想
を
打
ち
出
し
た
旧
大
蔵
省
︵
非
主
(
)

流
派
︶
と
︑
制
度
改
革
を

173

推
進
し
︑
改
革
後
の
実
務
を
担
っ
た
金
融
庁
で
あ
る
︒
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
は
︑
司
法
制
度
改
革
と
の
関
連
性
が
重
要
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
︑
経
済
シ
ス
テ
ム
の
根
幹
を
な
す
金
融
の
あ
り
方
を
規
定
し
︑
経
済
社
会
全
般
に
影
響
を
与
え
た
点
で
︑
行
政
改
革
と
並
び
︑
戦
後

日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
終
焉
と
新
し
い
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
に
と
っ
て
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
︒
金
融
規
制
の
改
革
に
つ
い
て
は
第

四
章
第
一
節
で
検
討
す
る
︒

今
日
︑
一
九
九
〇
年
代
の
諸
改
革
か
ら
二
〇
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
に
基
づ
い
た
制
度
改

革
が
出
揃
っ
て
か
ら
約
一
〇
年
が
経
過
し
た
︒
制
度
改
革
が
現
実
に
何
を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
の
か
が
︑
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
情
報
の
み
な
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ら
ず
︑
学
術
的
研
究
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
始
め
て
い
る
︒
司
法
試
験
制
度
と
法
曹
養
成
制
度
改
革
︵
法
科
大
学
院
制
度
ほ
か
︶

の
よ
う
に
改
革
の
揺
り
戻
し
が
始
ま
っ
た
分
野
も
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
ま
ず
個
別
分
野
を
取
り
あ
げ
て
︑
秩
序
形
態
レ
ベ
ル
で
の
変
化
に
関
し
て
手
が
か
り
を
得
る
︒
次
に
︑
制
度
改
革
と
現
実

の
秩
序
形
態
の
関
係
に
関
し
て
理
論
的
な
整
理
を
行
い
︑
最
後
に
研
究
課
題
と
す
べ
き
論
点
を
提
示
す
る
︒

(
︶
濱
野
亮
﹁
経
済
社
会
に
お
け
る
弁
護
士
の
基
本
的
機
能

序
論
的
考
察
﹂﹃
立
教
法
学
﹄
四
四
号
︵
一
九
九
六
年
︶
一
〇
九
〜
一
五
五
頁
︒

79
︵

︶﹃
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
﹄︵
Ⅰ

今
般
の
司
法
制
度
改
革
の
基
本
理
念
と
方
向
︑
第
一

二
一
世
紀
の
我
が
国
社
会
の
姿
︶

80

h
ttp
://w

w
w
.k
an
tei.g
o.jp
/jp
/

ア
ク
セ
ス
︒

sih
ou
seid
o/rep

ort/ik
en
sy
o/,2016/07/17

︵

︶
舟
田
正
之
﹁
経
済
法
序
説
︵
一
︶﹂﹃
立
教
法
学
﹄
九
〇
号
︵
二
〇
一
四
年
︶
一
〜
一
四
三
頁
︑
七
頁
は
︑
こ
れ
ま
で
立
ち
入
っ
た
検
討
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な

81い
と
し
︑
具
体
的
な
検
討
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
︒

︵

︶
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九
六
年
ま
で
銀
行
行
政
に
携
わ
っ
た
西
村
吉
正
﹃
日
本
の
金
融
制
度
改
革
﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
︑
二
〇
〇
三
年
︶
は
︑
戦
後
日
本
の
金
融
行

82政
を
分
析
し
︑
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
行
わ
れ
た
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
︵
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
︶
は
従
来
の
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
で
は
あ
っ
て
も
︑
確
固
た
る
安
定
し
た
シ
ス

テ
ム
へ
の
移
行
で
は
な
い
可
能
性
を
示
唆
し
︑
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
事
後
処
理
型
金
融
シ
ス
テ
ム
の
社
会
的
コ
ス
ト
と
不
安
定
性
を
指
摘
し
て
擱
筆
し
た
︒
同

書
四
二
八
〜
四
二
九
頁
︒

︵

︶
制
度
的
補
完
性
に
つ
い
て
︑
青
木
昌
彦
・
奥
野
︵
藤
原
︶
正
寛
編
著
﹃
経
済
シ
ス
テ
ム
の
比
較
制
度
分
析
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
六
年
︶
三
五
〜
三
六
頁
︑

83青
木
昌
彦
︵
瀧
澤
弘
和
・
谷
口
和
弘
訳
︶﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄︵
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
︑
二
〇
〇
一
年
︶﹇
原
著
：
二
〇
〇
一
年
﹈
二
九
一
〜
二
九
九
頁
ほ
か
︑
同
︵
谷

口
和
弘
訳
︶﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性

集
合
認
知
・
ガ
ン
バ
ナ
ン
ス
・
制
度
﹄︵
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︶﹇
原
著
：
二
〇
一
〇
年
﹈
一
〇
五
〜
一
一

四
頁
︑
ピ
ー
タ
ー
・
Ａ
・
ホ
ー
ル
／
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ソ
ス
キ
ス
﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
論
・
序
説
﹂
ピ
ー
タ
ー
・
Ａ
・
ホ
ー
ル
／
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ソ
ス
キ
ス
﹁
資
本
主
義

の
多
様
性
論
・
序
説
﹂
同
︵
遠
山
弘
徳
・
安
孫
子
誠
男
・
山
田
鋭
夫
・
宇
仁
宏
幸
・
藤
田
菜
々
子
訳
︶﹃
資
本
主
義
の
多
様
性

比
較
優
位
の
制
度
的
基
礎
﹄︵
ナ
カ
ニ
シ

ヤ
出
版
︑
二
〇
〇
七
年
︶﹇
原
著
：P

eter
A
.H
all
&
D
av
id
S
osk
ice,V

arieties
of
C
apitalism

:
T
he
Institutional

F
oundations

of
C
om
parative

A
dvantage

﹈
一
〜
七
八
頁
︑
二
〇
〜
二
二
頁
参
照
︒

(O
x
ford

U
n
iv
ersity

P
ress,2001)

︵

︶﹃
行
政
改
革
会
議
最
終
報
告
﹄

ア
ク
セ
ス
︒﹃
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
﹄

84

h
ttp
://w

w
w
.k
an
tei.g
o.jp
/jp
/g
y
ok
ak
u
/rep

ort-fin
al/,
2016/07/17

h
ttp
://

ア
ク
セ
ス
︒

w
w
w
.k
an
tei.g
o.jp
/jp
/sih
ou
seid
o/rep

ort/ik
en
sy
o/,2016/07/17

︵

︶
規
制
緩
和
に
関
す
る
文
献
は
多
数
あ
る
が
︑
川
本
明
﹃
規
制
改
革

競
争
と
協
調
﹄︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
八
年
︶︑
橋
本
寿
朗
・
中
川
淳
司
編
﹃
規
制
緩
和
の
政

85治
経
済
学
﹄︵
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︑
川
本
明
﹃
な
ぜ
日
本
は
改
革
を
実
行
で
き
な
い
の
か

政
官
の
経
営
力
を
問
う
﹄︵
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
︶
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を
挙
げ
て
お
く
︒
規
制
緩
和
︑
規
制
改
革
の
成
果
に
つ
い
て
の
分
析
と
し
て
︑
寺
西
重
郎
編
﹃
構
造
問
題
と
規
制
緩
和
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
〇
年
︶︑
セ

バ
ス
チ
ャ
ン
・
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
︵
新
川
敏
光
監
訳
︶﹃
日
本
資
本
主
義
の
大
転
換
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︶﹇
原
著
二
〇
一
一
年
﹈
参
照
︒

︵

︶
今
村
都
南
雄
﹁
行
政
改
革
委
員
会
﹂
阿
部
斉
・
今
村
都
南
雄
・
岩
崎
恭
典
・
大
久
保
皓
生
・
澤
井
勝
・
辻
山
幸
宣
・
山
本
英
治
・
寄
本
勝
美
編
﹃
地
方
自
治
の
現
代

86用
語
︵
第
二
次
改
訂
版
︶﹄︵
学
陽
書
房
︑
二
〇
〇
五
年
︶
一
四
六
頁
︒

︵

︶

ア
ク
セ
ス
︒

87

h
ttp
://w

w
w
3.g
rip
s.ac.jp

/~
k
an
em
oto/g

y
ok
ak
u
/k
iju
n
.h
tm
l,2016/7/7

︵

︶

ア
ク
セ
ス
︒

88

h
ttp
://w

w
w
.k
an
tei.g
o.jp
/jp
/g
y
ok
ak
u
/1203d

ai1.h
tm
l,2016/07/17

︵

︶

ア
ク
セ
ス
︒

89

h
ttp
://w

w
w
3.g
rip
s.ac.jp

/~
k
an
em
oto/g

y
ok
ak
u
/k
iju
n
.h
tm
l,2016/07/17

︵

︶
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
文
献
は
多
数
あ
る
が
︑
代
表
的
な
も
の
と
し
て
︑
村
上
泰
亮
﹃
新
中
間
大
衆
の
時
代
﹄︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
四
年
︶︑

90

﹇
以
下
で
は
︑

M
asah

ik
o
A
ok
i,
Inform

ation,
Incentives,

and
B
argaining

in
the
Japanese

E
conom

y
(C
am
b
rid
g
e
U
n
iv
ersity

P
ress,

1988)
A
ok
i,

と
し
て
引
用
﹈︑
樋
渡
展
洋
﹃
戦
後
日
本
の
市
場
と
政
治
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
一

Inform
ation,Incentives,and

B
argaining

in
the
Japanese

E
conom

y

年
︶︑
岡
崎
哲
二
・
奥
野
︵
藤
原
︶
正
寛
編
﹃
現
代
日
本
経
済
シ
ス
テ
ム
の
源
流
﹄︵
日
本
経
済
新
聞
社
︑
一
九
九
三
年
︶︑
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
前
掲
︑

寺
西
重
郎
﹃
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
︶︑
同
﹁
戦
後
金
融
シ
ス
テ
ム
の
成
立
﹂
同
﹃
戦
前
期
日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇

一
一
年
︶
八
六
五
〜
九
〇
七
頁
参
照
︒

︵

︶
西
村
﹃
日
本
の
金
融
制
度
改
革
﹄
前
掲
三
八
七
〜
三
九
〇
頁
︒

91
︵

︶
高
度
成
長
期
の
産
業
政
策
に
つ
い
て
は
︑
村
上
﹃
新
中
間
大
衆
の
時
代
﹄
前
掲
八
六
〜
一
二
五
頁
︑
小
宮
隆
太
郎
・
奥
野
︵
藤
原
︶
正
寛
・
鈴
村
興
太
郎
﹃
日
本
の

92産
業
政
策
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
四
年
︶︑
伊
藤
元
重
・
清
野
一
治
︑
奥
野
︵
藤
原
︶
正
寛
︑
鈴
村
興
太
郎
﹃
産
業
政
策
の
経
済
分
析
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑

一
九
八
八
年
︶︑
岡
崎
哲
二
﹁
戦
後
日
本
の
産
業
政
策
と
政
府
組
織
﹂
青
木
昌
彦
・
奥
野
︵
藤
原
︶
正
寛
・
岡
崎
哲
二
編
著
﹃
市
場
の
役
割

国
家
の
役
割
﹄︵
東
洋
経
済

新
報
社
︑
一
九
九
九
年
︶
二
二
九
〜
二
六
一
頁
︑F

ran
k
K
.
U
p
h
am
,L
aw
and

Social
C
hange

in
P
ostw
ar
Japan

(H
arv
ard
U
n
iv
ersity

P
ress,

1987),
p
p
.

な
ど

166-204,D
an
ielI.O

k
im
oto,B

etw
een
M
IT
I
and
the
M
arket:Japanese

IndustrialP
olicy

for
H
igh
T
echnology

(S
tan
ford

U
n
iv
ersity

P
ress,1989)

を
参
照
︒

︵

︶
寺
西
重
郎
は
︑﹁
政
府
介
入
を
前
提
と
し
た
経
済
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
脱
却
を
図
る
た
め
の
構
造
改
革
政
策
﹂
は
競
争
制
限
的
規
制
の
撤
廃
な
い
し
軽
減
を
進
め
た
が
︑

93競
争
制
限
措
置
は
本
来
は
﹁
所
得
再
配
分
機
構
と
し
て
導
入
さ
れ
た
と
考
え
る
﹂
と
し
︑﹁
そ
の
撤
廃
が
格
差
を
拡
大
さ
せ
た
の
は
当
然
で
あ
る
︒
し
か
も
日
本
経
済
の

強
さ
の
基
本
で
あ
る
︑
適
応
効
率
と
組
織
効
率
を
破
壊
の
危
機
に
陥
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
﹂
と
す
る
︒
寺
西
重
郎
﹁
序

構
造
問
題
と
規
制
緩
和
﹂
寺
西
編
﹃
構
造
問
題

と
規
制
緩
和
﹄
前
掲
ⅹ
ⅲ
〜
ⅹ
ⅹ
ⅴ
頁
︒
寺
西
は
︑
処
方
箋
と
し
て
︑
政
府
・
市
場
の
役
割
分
担
に
お
い
て
は
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
重
視
す
る
改
革
を
追
求
し
︑
政
府
・

民
間
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
面
で
は
︑
地
域
経
済
圏
の
中
間
組
織
と
し
て
の
利
用
を
提
唱
す
る
︒
寺
西
﹃
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
﹄
前
掲
三
五
六
〜
九
二
頁
︒
理
論
的

に
異
な
る
枠
組
み
︵
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
学
派
︶
に
立
脚
す
る
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
は
︑
日
本
の
経
済
的
停
滞
は
新
自
由
主
義
的
規
制
緩
和
の
不
徹
底
が
原
因
で
は
な
く
︑
新

自
由
主
義
政
策
そ
の
も
の
が
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
内
在
す
る
調
整
機
能
を
破
壊
す
る
一
方
で
︑
新
し
い
調
整
様
式
を
十
分
に
生
み
出
せ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
主

張
す
る
︒
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
﹃
日
本
資
本
主
義
の
大
転
換
﹄
前
掲
︒
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︵

︶
山
本
七
平
﹃﹁
空
気
﹂
の
研
究
﹄︵
文
藝
春
秋
社
︑
一
九
八
三
年
︶︒

94
︵

︶
青
木
昌
彦
・

・
奥
野
︵
藤
原
︶
正
寛
﹁﹃
東
ア
ジ
ア
の
奇
跡
﹄
を
超
え
て

市
場
拡
張
的
見
解
序
説
﹂
青
木
昌
彦
・

﹇
金
﹈・
奥

95

K
ev
in
M
u
rd
och

H
y
u
n
g
-K
i
K
im

野
︵
藤
原
︶
正
寛
編
︵
白
鳥
正
喜
監
訳
︶﹃
東
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
と
政
府
の
役
割

比
較
制
度
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
﹄︵
日
本
経
済
新
聞
社
︑
一
九
九
七
年
︶﹇
原
著
：
一

九
九
六
年
﹈
一
一
〜
五
五
頁
︑
一
柳
良
雄
・
細
谷
祐
二
﹁
市
場
と
政
府
の
補
完
性

市
場
機
能
拡
張
的
政
策
の
必
要
性
﹂
青
木
・
奥
野
︵
藤
原
︶・
岡
崎
編
著
﹃
市
場
の

役
割

国
家
の
役
割
﹄
前
掲
一
〇
五
〜
一
四
五
頁
は
︑
国
家
の
経
済
活
動
を
市
場
機
能
の
維
持
・
強
化
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
流
派
経
済
学
の
考
え
方
を
批
判

し
︑
国
家
は
市
場
に
お
け
る
民
間
の
様
々
な
調
整
活
動
︵
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
︶
能
力
を
高
め
る
よ
う
な
市
場
拡
張
的
役
割
︵

︶
を
も
果

m
ark
et
en
h
an
cin
g
role

た
す
こ
と
が
で
き
る
し
︑
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
︒
国
家
は
こ
の
意
味
で
市
場
を
補
完
す
る
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
う
る
点
で
︑
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
規

制
緩
和
論
が
前
提
と
す
る
主
流
派
経
済
学
が
視
野
に
入
れ
な
い
国
家
の
役
割
も
重
要
な
の
で
あ
る
︒

︵

︶

ア
ク
セ
ス
︒

96

h
ttp
://w

w
w
.k
an
tei.g
o.jp
/jp
/g
y
ok
ak
u
/rep

ort-fin
al/,2016/7/7

︵

︶﹃
行
政
改
革
会
議
最
終
報
告
﹄
の
﹁
Ⅲ
新
た
な
中
央
省
庁
の
在
り
方

�
基
本
的
な
考
え
方
︵
�
︶
国
の
果
た
す
べ
き
役
割
の
見
直
し

②
ア
官
民
の
役
割
分
担
﹂
の

97項
︒

︵

︶
藤
田
宙
靖
﹁
省
庁
再
編
と
国
家
機
能
論

行
政
改
革
会
議
の
立
場
﹂﹃
北
大
法
学
論
集
﹄
五
〇
巻
四
号
︵
一
九
九
九
年
︶
二
二
五
〜
二
九
三
頁
︑
二
三
六
頁
︒

98
︵

︶
川
本
﹃
規
制
改
革
﹄
前
掲
︒

99
︵

︶
保
岡
興
治
﹃
政
治
主
導
の
時
代

統
治
構
造
改
革
に
取
り
組
ん
だ
三
〇
年
﹄︵
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶
八
〇
〜
一
三
四
頁
︑
但
木
敬
一
﹃
司
法
改
革
の
時
代

100

検
事
総
長
が
語
る
検
察
四
〇
年
﹄︵
中
央
公
論
社
︑
二
〇
〇
九
年
︶
一
五
三
〜
一
六
七
頁
︒
政
府
・
与
党
・
法
務
省
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
︑
経
済
界
が
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
た
の
か
も
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
︒

︵

︶
但
し
︑
規
制
緩
和
政
策
に
反
対
す
る
有
力
な
勢
力
が
弁
護
士
界
に
は
存
在
し
た
し
︑
弁
護
士
増
を
も
た
ら
す
司
法
試
験
制
度
改
革
に
依
然
と
し
て
強
く
反
対
す
る
勢

101力
は
相
当
な
数
と
力
を
伴
っ
て
存
在
し
て
い
た
︒

︵

︶
金
融
行
政
の
中
枢
を
歩
い
た
官
僚
で
あ
る
大
森
義
人
は
︑
こ
の
政
策
命
題
を
︑
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
な
い
し
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
性
に
つ
い
て
の
皮
肉
を
こ
め
て
﹁
ス

102ロ
ー
ガ
ン
﹂
と
称
し
て
い
る
︒
大
森
は
﹁
こ
こ
で
私
が
揶
揄
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
て
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
︑
全
体
と
し
て
の
金
融
行
政
の
実
情
や

行
政
上
の
必
要
性
を
的
確
に
反
映
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
﹂
と
す
る
︒
大
森
義
人
﹃
霞
が
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景

再
び
︑
金
融
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る

﹄

︵
金
融
財
政
事
情
研
究
会
︑
二
〇
一
五
年
︶
一
一
〇
頁
︒

︵

︶
奥
野
︵
藤
原
︶
正
寛
﹁
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
﹂
貝
塚
啓
明
・
金
本
良
嗣
編
﹃
日
本
の
財
政
シ
ス
テ
ム

制
度
設
計
の
構
想
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
四
年
︶

103一
五
九
〜
一
九
〇
頁
︑
同
﹁
政
府
・
企
業
関
係
の
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹂
青
木
・

﹇
金
﹈・
奥
野
︵
藤
原
︶
編
﹃
東
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
と
政
府
の
役
割
﹄
前

K
im

掲
四
〇
九
〜
四
四
五
頁
︒
ほ
か
に
︑
奥
野
︵
藤
原
︶
正
寛
・
関
口
格
﹁
政
府
と
企
業
﹂
青
木
・
奥
野
︵
藤
原
︶
編
著
﹃
経
済
シ
ス
テ
ム
の
比
較
制
度
分
析
﹄
前
掲
二
四
七

〜
二
六
七
頁
も
参
照
︒

︵

︶
奥
野
︵
藤
原
︶﹁
政
府
・
企
業
関
係
の
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹂
前
掲
で
は
︑
権
威
主
義
的
政
府
︑
関
係
依
存
型
政
府
︑
ル
ー
ル
依
存
型
政
府
が
対
比
さ
れ
て
い
る

104が
︑
戦
後
日
本
の
政
府
は
関
係
依
存
型
と
さ
れ
る
︒
同
四
三
八
〜
四
三
二
頁
︒

経済社会の秩序形態（二・完）（濱野 亮）
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︵

︶
奥
野
︵
藤
原
︶﹁
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
﹂
前
掲
一
八
四
〜
一
八
九
頁
︒

105
︵

︶
奥
野
︵
藤
原
︶・
関
口
﹁
政
府
と
企
業
﹂
前
掲
二
六
六
頁
︒
官
僚
が
事
後
的
に
介
入
・
調
整
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
方
策
の
例
と
し
て
次
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ

106て
い
る
︒
第
一
に
︑
事
後
調
整
に
お
け
る
行
政
の
交
渉
力
を
削
減
す
る
た
め
に
︑
規
制
緩
和
に
よ
り
官
僚
の
権
限
を
小
さ
く
し
︑
大
蔵
省
等
強
大
な
権
限
を
持
つ
官
庁
は

分
割
し
て
権
限
を
弱
め
る
︒
第
二
に
︑
裁
判
の
コ
ス
ト
を
低
下
さ
せ
︑
司
法
の
有
効
性
を
高
め
る
︒
第
三
に
︑
無
用
な
事
後
的
ル
ー
ル
変
更
を
抑
制
す
る
た
め
に
︑
監
督

官
庁
の
介
入
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
︒
同
二
六
七
頁
︒

︵

︶

ア
ク
セ
ス
︒

107

h
ttp
://w

w
w
3.g
rip
s.ac.jp

/~
k
an
em
oto/g

y
ok
ak
u
/9.h
tm
l#
2,2016/07/16

︵

︶
宗
野
隆
俊
﹁
一
九
九
〇
年
代
の
行
政
改
革
と
政
治
主
導

反
利
益
集
団
的
要
素
と
自
律
的
個
人
像
︵
一
︶﹂﹃
彦
根
論
叢
﹄
三
三
八
号
︵
二
〇
〇
二
年
︶
五
七
〜
七
八

108頁
︒

︵

︶
奥
野
︵
藤
原
︶
に
よ
る
新
聞
紙
上
で
の
モ
デ
ル
提
示
の
例
と
し
て
︑
濱
野
亮
﹁
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
︵
一
︶

二
軸
に
よ
る
マ
ッ
ピ
ン
グ
と
現
状
診
断
﹂﹃
立
教
法

109学
﹄
八
三
号
︵
二
〇
一
一
年
︶
一
一
五
〜
一
四
八
頁
︑
第
二
章
註
︵

︶
参
照
︒
奥
野
︵
藤
原
︶
に
よ
る
行
政
改
革
︑
司
法
制
度
改
革
へ
の
も
う
一
つ
の
理
論
的
援
護

27

は
︑
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
﹁
源
流
﹂
が
戦
間
期
と
戦
後
改
革
期
に
あ
っ
た
と
い
う
研
究
で
あ
る
︒
参
照
︑
岡
崎
哲
二
・
奥
野
︵
藤
原
︶
正
寛
編
﹃
現
代
日
本
経

済
シ
ス
テ
ム
の
源
流
﹄︵
日
本
経
済
新
聞
社
︑
一
九
九
三
年
︶︒
よ
り
単
純
な
議
論
を
展
開
し
た
文
献
と
し
て
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
の
が
︑
野
口
悠
紀
雄
﹃
一
九
四
〇
年

体
制

さ
ら
ば
﹁
戦
時
経
済
﹂﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
︑
一
九
九
五
年
︶
で
あ
る
︒

︵

︶
比
較
制
度
分
析
に
つ
い
て
は
︑
青
木
・
奥
野
︵
藤
原
︶
編
著
﹃
経
済
シ
ス
テ
ム
の
比
較
制
度
分
析
﹄
前
掲
︑
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
前
掲
︑
同
﹃
コ
ー

110ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
を
参
照
︒

︵

︶
歴
史
的
経
路
依
存
性
に
つ
い
て
は
︑
例
え
ば
︑
青
木
・
奥
野
︵
藤
原
︶
編
著
﹃
経
済
シ
ス
テ
ム
の
比
較
制
度
分
析
﹄
前
掲
二
頁
︑
八
〜
九
頁
︑
三
四
〜
三
五
頁
参
照
︒

111
︵

︶
奥
野
︵
藤
原
︶
正
寛
﹁
現
代
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム

そ
の
構
造
と
変
革
の
可
能
性
﹂
岡
崎
・
奥
野
︵
藤
原
︶
編
﹃
現
代
日
本
経
済
シ
ス
テ
ム
の
源
流
﹄
前
掲
二
七

112三
〜
二
九
一
頁
︑
特
に
二
九
〇
頁
参
照
︒

︵

︶
奥
野
︵
藤
原
︶﹁
政
府
・
企
業
関
係
の
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹂
前
掲
四
四
四
頁
︒

113
︵

︶
奥
野
︵
藤
原
︶﹁
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
﹂
前
掲
一
八
八
頁
︒

114
︵

︶
佐
藤
が
主
査
を
務
め
た
企
画
・
制
度
問
題
小
委
員
会
は
︑
行
政
改
革
の
理
念
と
目
標
︑
内
閣
機
能
の
強
化
︑
公
務
員
制
度
等
を
扱
い
︑
最
終
報
告
の
冒
頭
﹁
行
政
改

115革
の
理
念
と
目
標
﹂
は
佐
藤
が
執
筆
し
た
も
の
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
︒
佐
藤
幸
治
﹁
行
政
改
革
と
﹃
こ
の
国
の
か
た
ち
﹄﹂
同
﹃
日
本
国
憲
法
と
﹁
法
の
支
配
﹂﹄

︵
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
二
年
︶
一
九
一
〜
二
〇
八
頁
︵
初
出
は
﹃
有
信
会
誌
﹄
四
〇
号
﹇
一
九
九
八
年
﹈︶︑
一
九
五
〜
一
九
六
頁
参
照
︒
こ
の
論
稿
は
︑
行
政
改
革
会
議
の

﹃
最
終
報
告
﹄﹇
一
九
九
七
年
一
二
月
三
日
﹈
直
後
の
一
九
九
八
年
二
月
二
日
に
お
け
る
東
京
有
信
会
＝
京
都
大
学
法
学
部
の
同
窓
会
組
織
第
五
回
大
会
に
お
け
る
講
演
を

元
に
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
︒
同
二
〇
八
頁
﹇
付
記
﹈
参
照
︒

︵

︶
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
の
﹁
�
今
般
の
司
法
制
度
改
革
の
基
本
理
念
と
方
向
﹂︵

116

h
ttp
://w

w
w
.k
an
tei.g
o.jp
/jp
/sih
ou
seid
o/rep

ort/ik
en
sy
o/ik
en
-1.

ア
ク
セ
ス
︶︒

h
tm
l,2016/7/17

︵

︶
佐
藤
﹁
行
政
改
革
と
﹃
こ
の
国
の
か
た
ち
﹄﹂
前
掲
︒

117
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︵

︶
同
一
九
二
頁
︒
こ
の
佐
藤
の
発
想
は
藤
田
と
と
も
に
︑
い
わ
ゆ
る
近
代
化
論
で
あ
っ
て
︑
当
時
︑
法
社
会
学
に
お
い
て
は
︑
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
が
台
頭
し
て
い
た
だ

118け
に
︑
そ
の
議
論
の
単
純
さ
が
目
立
っ
た
︒
当
時
の
政
治
状
況
は
︑
近
代
化
論
者
に
と
っ
て
日
本
を
近
代
化
す
る
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
見

え
た
︒

︵

︶
同
一
九
四
頁
︒

119
︵

︶
同
一
九
四
頁
︑
一
九
五
頁
︒

120
︵

︶
例
え
ば
︑
西
村
吉
正
﹃
金
融
行
政
の
敗
因
﹄︵
文
藝
春
秋
︑
一
九
九
九
年
︶
五
頁
︑
吉
川
元
忠
﹃
マ
ネ
ー
敗
戦
﹄︵
文
藝
春
秋
︑
一
九
九
八
年
︶︑
飯
田
経
夫
・
水
野
隆

121徳
﹃
金
融
敗
戦
を
超
え
て
﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
︑
一
九
九
八
年
︶︑
竹
内
宏
﹃
金
融
敗
戦
﹄︵
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
︑
一
九
九
九
年
︶
参
照
︒
こ
の
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら

後
半
に
か
け
て
日
本
が
直
面
し
て
い
た
事
態
を
﹁
日
本
型
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
﹂
と
と
ら
え
﹁
体
制
改
革
と
し
て
の
司
法
改
革
﹂
を
提
唱
し
た
井
上
達
夫
・
河
合
幹
雄
編

﹃
体
制
改
革
と
し
て
の
司
法
改
革
﹄︵
信
山
社
︑
二
〇
〇
一
年
︶
は
︑
一
九
九
八
年
に
発
足
し
た
研
究
会
の
成
果
で
あ
る
が
︑
奥
野
︵
藤
原
︶︑
佐
藤
︑
藤
田
と
共
通
の
問

題
意
識
が
う
か
が
え
る
︒
竹
内
靖
雄
﹃﹁
日
本
﹂
の
終
わ
り

日
本
型
社
会
主
義
と
の
訣
別
﹄︵
日
本
経
済
新
聞
社
︑
一
九
九
八
年
︶
も
参
照
︒
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
か
ら
︑

一
九
九
七
年
の
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
︑
一
九
九
八
年
の
大
蔵
省
接
待
汚
職
事
件
︑
大
蔵
省
か
ら
の
金
融
監
督
庁
の
分
離
に
至
る
一
連
の
過
程
で
金
融
行
政
の
中
核
に
い
た

大
森
泰
人
は
︑
一
九
九
七
年
の
山
一
證
券
の
破
綻
は
︑﹁
多
く
の
人
に
と
っ
て
は
︑
世
の
中
の
あ
る
種
の
秩
序
感
の
崩
壊
で
あ
っ
た
﹂
と
振
り
返
っ
て
い
る
︒
大
森
泰
人

﹃
金
融
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る

一
つ
の
行
政
現
場
か
ら
﹄︵
金
融
財
政
事
情
研
究
会
︑
二
〇
〇
七
年
︶
三
四
六
頁
︒
一
九
九
七
年
は
自
殺
者
数
が
急
増
し
︑
以
後
︑
そ
の
高

い
水
準
が
維
持
さ
れ
た
︒

︵

︶
佐
藤
﹁
行
政
改
革
と
﹃
こ
の
国
の
か
た
ち
﹄﹂
前
掲
一
九
七
頁
︒

122
︵

︶
同
一
九
四
頁
︒

123
︵

︶
同
二
〇
五
頁
︒
関
連
し
て
︑
佐
藤
が
行
政
改
革
会
議
に
お
い
て
﹁
行
政
改
革
の
理
念
と
目
標
﹂
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
﹁
意
見
・
感
想
を
求
め
た
﹂︵
同
一
九
六

124頁
︶
と
さ
れ
る
土
井
真
一
の
﹁
法
の
支
配
と
司
法
権

自
由
と
自
律
的
秩
序
形
成
の
ト
ポ
ス
﹂
佐
藤
幸
治
・
初
宿
正
典
・
大
石
眞
編
﹃
憲
法
五
十
年
の
展
望

Ⅱ

自
由

と
秩
序
﹄︵
有
斐
閣
︑
一
九
九
八
年
︶
七
九
〜
一
四
一
頁
参
照
︒

︵

︶
藤
田
宙
靖
﹁
行
政
改
革
に
向
け
て
の
基
本
的
視
角
﹂﹃
自
治
研
究
﹄
七
三
巻
六
号
︵
一
九
九
七
年
︶
三
〜
三
六
頁
︑
同
﹁﹃
自
己
責
任
﹄
の
社
会
と
行
政
法
﹂︵
一
九
九

125八
年
五
月
二
八
日
東
北
学
院
大
学
法
学
政
治
学
研
究
所

第
六
回
学
術
講
演
会
に
お
け
る
講
演
︶h

ttp
://w

w
w
.law
.toh
ok
u
.ac.jp

/~
fu
jita/g

ak
u
in
k
oen
.h
tm
,2016/

ア
ク
セ
ス
︑
同
﹁
省
庁
再
編
と
国
家
機
能
論

行
政
改
革
会
議
の
立
場
﹂
前
掲
︒

2/18

︵

︶
藤
田
﹁
行
政
改
革
に
向
け
て
の
基
本
的
視
角
﹂
前
掲
四
頁
︒

126
︵

︶
同
所
︒

127
︵

︶
同
八
〜
一
〇
頁
︒

128
︵

︶
同
一
〇
頁
︒
藤
田
﹁
省
庁
再
編
と
国
家
機
能
論
﹂
前
掲
二
三
五
〜
二
三
九
頁
が
﹁
転
換
﹂
説
の
意
図
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
︒
座
談
会
︵
野
中
俊
彦
・
藤

129田
宙
靖
・
小
島
武
司
︶﹁﹃
こ
の
国
の
か
た
ち
﹄
が
変
わ
る

統
治
機
構
の
改
革
に
学
ぶ
﹂﹃
法
学
教
室
﹄
二
四
一
号
︵
二
〇
〇
〇
年
︶
一
一
〜
三
六
頁
も
参
照
︒

︵

︶
藤
田
﹁﹃
自
己
責
任
﹄
の
社
会
と
行
政
法
﹂
前
掲
﹁
�
．
現
下
の
行
政
改
革
の
背
景
﹂︒

130

経済社会の秩序形態（二・完）（濱野 亮）

31



︵

︶
同
所
︒

131
︵

︶
同
所
︒

132
︵

︶
藤
田
﹁
省
庁
再
編
と
国
家
機
能
論
﹂
前
掲
二
三
五
～
二
三
九
頁
参
照
︒

133
︵

︶
同
二
三
七
頁
︒

134
︵

︶
藤
田
﹁﹃
自
己
責
任
﹄
の
社
会
と
行
政
法
﹂
前
掲
︵﹁
�
．
現
下
の
行
政
改
革
の
背
景
﹂︶
も
参
照
︒

135
︵

︶
藤
田
は
︑﹁
今
我
が
国
社
会
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
こ
う
い
っ
た
意
味
で
の
集
団
主
義
的
・
団
体
主
義
的
色
彩
に
染
ま
っ
た
︑
あ
ら
ゆ
る
制
度
及
び
人
の
改
革
な

136の
で
あ
っ
て
︑
行
政
改
革
と
い
う
の
も
︑
こ
う
い
っ
た
背
景
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
︑
特
に
留
意
を
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
﹂
と
す
る
︒
藤
田
は
集
団
主

義
的
要
素
の
具
体
例
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒﹁
日
常
生
活
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
﹃
出
る
杭
は
打
た
れ
る
﹄﹃
長
い
も
の
に
は
巻
か
れ
ろ
﹄
式
の
生
活
様
式
か
ら

始
ま
り
︑﹃
談
合
体
質
﹄﹃
行
政
指
導
﹄﹃
根
回
し
﹄︑﹃
和
﹄
の
文
化
︑
更
に
︑﹃
制
服
・
校
則
﹄﹃
お
受
験
﹄︑﹃
み
ん
な
で
渡
れ
ば
怖
く
な
い
﹄
か
ら
︑
果
て
は
︑﹃
護
送
船

団
方
式
﹄︑﹃
世
間
を
お
騒
が
せ
し
た
﹄
こ
と
へ
の
責
任
︑﹃
顔
を
潰
さ
れ
た
﹄
こ
と
へ
の
憤
り
︑
に
至
る
ま
で
︑
様
々
な
形
で
表
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
要
す
る

に
︑﹃
個
﹄
な
い
し
﹃
私
﹄
を
殺
し
︵
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
抑
え
︶︑
自
ら
の
運
命
を
︑
い
わ
ば
無
条
件
に
集
団
︵
そ
し
て
そ
れ
を
代
表
す
る
オ
ヤ
ブ
ン
︶
に
委
ね
︵
預

け
︶︑
そ
し
て
他
面
︑
こ
の
集
団
な
い
し
オ
ヤ
ブ
ン
は
︑︵
こ
れ
ら
の
者
が
︑
こ
の
集
団
の
掟
な
い
し
生
活
様
式
に
忠
実
で
あ
る
限
り
︶
理
屈
抜
き
に
ど
こ
ま
で
も
面
倒
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
社
会
の
あ
り
方
で
あ
る
﹂
と
す
る
︒
同
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
銀
行
局
長
と
し
て
住
専
問
題
の
処
理
に
あ
た
っ
た

西
村
吉
正
は
︑
護
送
船
団
方
式
は
長
年
︑
政
治
と
行
政
で
尊
ん
で
き
た
伝
統
的
な
﹁
共
生
﹂
の
仕
組
み
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
西
村
﹃
日
本
の
金
融
制
度
改
革
﹄
前
掲
四
二

六
頁
︒
一
九
九
〇
年
代
の
改
革
に
つ
い
て
︑
西
村
は
︑
伝
統
的
な
金
融
行
政
の
手
法
は
﹁
暴
力
な
き
改
革
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
一
九
九
〇
年
代
の
環
境
状
況
で
﹁
全

員
が
生
き
残
る
こ
と
が
不
可
能
﹂
に
な
っ
た
時
維
持
で
き
な
く
な
り
︑
市
場
に
よ
る
淘
汰
と
い
う
﹁
暴
力
と
流
血
﹂
に
委
ね
ら
れ
た
と
的
確
に
描
写
し
て
い
る
︒

︵

︶
藤
田
﹁
省
庁
再
編
と
国
家
機
能
論
﹂
二
三
八
～
二
三
九
頁
︒
こ
の
点
で
︑
佐
藤
と
藤
田
は
立
場
を
異
に
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

137
︵

︶
佐
藤
﹃
日
本
国
憲
法
と
﹁
法
の
支
配
﹂﹄
前
掲
ⅱ
頁
︒
行
政
改
革
会
議
︑
第
一
回
企
画
・
制
度
問
題
小
委
員
会
議
事
概
要
︵

138

h
ttp
://w

w
w
.k
an
tei.g
o.jp
/jp
/g
y
ok
a-

ア
ク
セ
ス
︶
に
は
︑﹁﹃
こ
の
国
の
か
た
ち
﹄
と
は
﹃
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
︵

︶﹄
の
意
で
あ
り
︑
通
常
は

k
u
,
0716k

ik
ak
u
1.h
tm
l,
2017/07/16

C
on
stitu

tion

﹁
憲
法
﹂
と
訳
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
で
は
意
味
が
伝
わ
り
に
く
い
の
で
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
の
発
言
が
あ
っ
た
﹂
と
あ
る
︒
発
言
者
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
佐

藤
で
あ
ろ
う
︒

︵

︶
藤
田
の
発
想
に
は
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
的
戦
略
性
が
う
か
が
え
る
︒

139
︵

︶
田
中
成
明
﹁
司
法
制
度
改
革
の
背
景
と
課
題
に
つ
い
て
﹂﹃
法
学
論
叢
﹄
一
四
八
巻
三
・
四
号
︵
二
〇
〇
一
年
︶
二
三
～
五
七
頁
︑
三
五
～
三
六
頁
︒
田
中
は
佐
藤
の

140役
割
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒

︵

︶
田
中
自
身
は
︑﹁
歴
史
の
転
轍
役
﹂
と
言
う
表
現
を
﹁
法
の
支
配
﹂
と
い
う
統
合
的
シ
ン
ボ
ル
に
つ
い
て
用
い
て
︑
こ
の
シ
ン
ボ
ル
を
駆
使
す
る
佐
藤
の
重
要
な
役
割

141を
強
調
し
て
い
る
が
︑
佐
藤
︑
藤
田
自
身
も
︑
思
想
を
異
に
す
る
他
の
ア
ク
タ
ー
と
と
も
に
︑﹁
歴
史
の
転
轍
役
﹂
を
担
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
私
見
に
よ
れ
ば
︑
こ
の

﹁
歴
史
の
転
轍
﹂
は
︑
水
林
彪
﹃
天
皇
制
史
論
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
︶
が
描
き
出
し
た
︑
律
令
天
皇
制
の
成
立
以
来
連
綿
と
し
て
続
く
我
が
国
に
お
け
る
権
力
秩

序
の
﹁
正
当
化
﹂
す
な
わ
ち
﹁
広
義
の
合
法
化
﹂
様
式
の
基
本
構
造
︵﹁
日
本
社
会
の
歴
史
的
風
土
﹂﹇
樋
口
陽
一
の
表
現
﹈
の
も
と
で
の
天
皇
制
︑
同
書
三
一
五
頁
︑
三
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四
三
頁
註
︵

︶
参
照
︶
を
変
容
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
日
本
国
憲
法
に
よ
る
国
制
改
革
の
徹
底
︵
正
確
に
は
︑
政
治
的
妥
協
の
産
物
と
し
て
の
日
本
国
憲
法
に
組
み

49

込
ま
れ
た
国
民
主
権
・
法
の
支
配
と
い
う
﹁
人
類
普
遍
の
原
理
﹂
の
定
着
︶
と
い
う
意
味
も
持
ち
え
る
も
の
で
あ
る
︒
同
様
の
視
点
に
立
つ
井
上
・
河
合
編
﹃
体
制
改
革

と
し
て
の
司
法
改
革
﹄
前
掲
も
参
照
︒

︵

︶
行
政
改
革
委
員
会
﹃
最
終
意
見
﹄︵
一
九
九
七
年
一
二
月
一
二
日
︶﹇

ア
ク

142
h
ttp
://w

w
w
3.g
rip
s.ac.jp

/~
k
an
em
oto/g

y
ok
ak
u
/ik
en
/in
d
ex
.h
tm
l,
2016/07/18

セ
ス
﹈︑
行
政
改
革
会
議
﹃
最
終
報
告
﹄
前
掲
な
ど
︑
ま
た
︑
前
出
註
︵

︶
に
掲
げ
た
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
文
献
参
照
︒

90

︵

︶
143

Joh
n
O
.H
aley
,A
uthority

w
ithout

P
ow
er
(O
x
ford

U
n
iv
ersity

P
ress,1991),p

p
.139-168.

︵

︶
濱
野
﹁
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
︵
一
︶﹂
前
掲
一
三
一
頁
参
照
︒

144
︵

︶
解
雇
規
制
な
ど
個
別
的
労
使
紛
争
に
お
け
る
日
本
の
裁
判
所
の
積
極
的
な
役
割
を
指
摘
す
る
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｈ
・
フ
ッ
ト
︵
溜
箭
将
之
訳
︶﹃
裁
判
と
社
会

日
本
の

145﹁
常
識
﹂
再
考
﹄︵
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
︑
二
〇
〇
六
年
︶
参
照
︒

︵

︶
前
出
註
︵

︶
に
掲
げ
た
文
献
を
参
照
︒

146

142

︵

︶
司
法
に
よ
る
事
後
監
視
・
救
済
の
み
で
は
な
く
︑
行
政
に
よ
る
事
後
監
視
・
救
済
も
前
提
と
さ
れ
て
い
る
点
を
藤
田
は
強
調
し
て
い
る
︒
藤
田
﹁﹃
自
己
責
任
﹄
の
社

147会
と
行
政
法
﹂
前
掲
﹁
�
．﹃
自
己
責
任
﹄
の
社
会
に
お
け
る
行
政
法
﹂
参
照
︒

︵

︶
奥
野
︵
藤
原
︶﹁
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
﹂
前
掲
︑
同
﹁
政
府
・
企
業
関
係
の
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹂
前
掲
︑
青
木
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前

148掲
一
〇
九
〜
一
一
四
頁
な
ど
参
照
︒

︵

︶
今
井
賢
一
・
伊
丹
敬
之
・
小
池
和
男
﹃
内
部
組
織
の
経
済
学
﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
︑
一
九
八
二
年
︶︑
今
井
賢
一
﹃
日
本
の
産
業
社
会

進
化
と
変
革
の
過
程
﹄︵
筑

149摩
書
房
︑
一
九
八
三
年
︶︒

︵

︶
ホ
ー
ル
／
ソ
ス
キ
ス
﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
論
・
序
説
﹂
前
掲
一
〜
七
八
頁
︑
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
前
掲
八
八
〜
九
九
頁
︑
三
六
九
〜
三
七
六
頁
︑

150ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
﹃
日
本
資
本
主
義
の
大
転
換
﹄
前
掲
九
五
〜
一
一
四
頁
︒

︵

︶
151

M
.G
ran
ov
etter,�

E
con
om
ic
A
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S
ocial

S
tru
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︶
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Y
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D
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tan
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U
n
iv
ersity

P
ress,1992),p

p
.63-105.

︵

︶
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
近
代
法
の
形
式
的
合
理
性
︵
計
算
可
能
性
︶
テ
ー
ゼ
は
︑
古
典
派
経
済
学
と
︑
そ
の
法
学
に
お
け
る
反
映
で
あ
る
概
念
法
学
に
依
拠
し
た
︑
二
〇
世

153紀
初
頭
の
学
問
状
況
に
制
約
さ
れ
た
モ
デ
ル
で
あ
る
︒

︵

︶
154

P
eter

E
v
an
s,E
m
bedded

A
utonom
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States
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T
ransform
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(P
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U
n
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ress,
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C
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P
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(ed
s.),T

he
C
hanging

R
ole
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L
aw
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Japan:

E
m
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Studies
in
C
ulture,

Society
and
P
olicy

M
aking

(E
d
w
ard
E
lg
ar,2014),p

p
.34-49.

︵

︶
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
︵
世
良
晃
志
郎
訳
︶﹃
法
社
会
学
﹄︵
創
文
社
︑
一
九
七
九
年
︶
五
一
二
〜
五
二
五
頁
︒

155
︵

︶
Ian
A
yres
&
John
B
raithw
aite,R
esponsive
R
egulation:
T
ranscending
the
D
eregulation
D
ebate
(O
xford
U
niversity
P
ress,1992),Julia
B
lack,

156R
ules
and
R
egulators︵
C
larendon
P
ress,1997︶﹇
以
下
︑
R
ules
and
R
egulators
と
し
て
引
用
﹈,R
obert
B
aldw
in,M
artin
C
ave
&
M
arin
L
odge
(eds.),

T
he
O
xford
H
andbook
ofR
egulation
(O
xford
U
niversity
P
ress,2010)[以
下
︑
B
aldw
in,C
ave
&
L
odge
(eds.),O
xford
H
andbook
ofR
egulation
と
し

て
引
用
].

︵

︶
157

R
ob
ert
H
.
M
n
ook
in
&
L
ew
is
K
orn
h
au
ser,�

B
arg
ain
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g
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th
e
S
h
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e
L
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T
h
e
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D
iv
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Y
ale
L
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Journal,

V
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88,
N
o.
5,

(1979),p
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.950-997.

︵

︶
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
／
鈴
木
宗
徳
／
伊
藤
美
登
里
編
﹃
リ
ス
ク
化
す
る
日
本
社
会

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
と
の
対
話
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
年
︶︒

158
︵

︶
南
部
鶴
彦
﹁
日
米
産
業
組
織
の
動
態
比
較
﹂
宇
沢
弘
文
編
﹃
日
本
企
業
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
一
年
︶
一
五
〜
四
五
頁
︑
三
八
〜
四
一

159頁
︒
戦
前
の
官
民
協
調
の
姿
に
つ
い
て
は
︑
兪
珍
式
﹁
官
民
協
調
体
制
﹃
法
﹄
の
歴
史
的
展
開
︵
一
八
六
六
〜
一
九
四
五
︶﹂︵
一
︶
〜
︵
六
・
完
︶﹃
国
家
学
会
雑
誌
﹄

一
一
二
巻
一
一
・
一
二
号
︵
一
九
九
九
年
︶
一
〇
七
九
〜
一
一
三
一
頁
︑
一
一
三
巻
五
・
六
号
︵
二
〇
〇
〇
年
︶
四
六
五
〜
五
二
九
頁
︑
同
九
・
一
〇
号
︵
同
年
︶
八
三

四
〜
八
八
二
頁
︑
一
一
四
号
三
・
四
号
︵
二
〇
〇
一
年
︶
三
八
〜
一
一
四
頁
︑
一
一
五
巻
三
・
四
号
︵
二
〇
〇
二
年
︶
六
七
〜
一
一
六
頁
︑
一
一
六
巻
三
・
四
号
︵
二
〇

〇
三
〜
四
年
︶
二
一
七
〜
二
四
八
頁
が
示
唆
に
富
む
︒

︵

︶
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｊ
・
サ
ミ
ュ
エ
ル
ズ
︵
廣
松
毅
監
訳
︶﹃
日
本
に
お
け
る
国
家
と
企
業

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
の
歴
史
と
国
家
比
較
﹄︵
多
賀
出
版
︑
一
九
九
九
年
︶﹇
原

160著
：
一
九
八
七
年
﹈︒
江
戸
時
代
以
来
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
の
発
達
史
を
分
析
し
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
ズ
は
︑﹁
国
家
と
企
業
の
政
治
的
な
相
互
依
存
は
︑
あ
る
種
の
永
続
的
な

交
渉
﹂
で
あ
る
と
し
︑
そ
れ
を
﹁
相
互
同
意
の
政
治
﹂
と
呼
び
︵
同
書
一
二
頁
︶︑﹁
相
互
同
意
の
政
治
は
︑
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
発
展
の
中
心
で
あ
っ
た
﹂︵
同
三

四
三
頁
︶
と
す
る
︒
ま
た
︑﹁
日
本
の
国
家
は
︑
民
間
を
主
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
︑
そ
の
権
威
を
交
渉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
略
的
役
割
を
担
っ
て
き
た

の
で
あ
る
﹂︑﹁
日
本
に
お
い
て
国
家
の
自
律
性
は
国
家
の
意
に
適
っ
た
民
間
の
利
益
団
体
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
き
た
﹂︵
同
三
七
六
頁
︶
と
の
分
析
も
参
照
︒
松
浦
正

孝
﹃
財
界
の
政
治
経
史

井
上
準
之
助
・
郷
誠
之
助
・
池
田
成
彬
の
時
代
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
二
年
︶
は
︑
戦
間
期
日
本
の
経
済
社
会
に
お
け
る
業
界
内
協

調
・
自
主
調
整
シ
ス
テ
ム
と
政
治
・
行
政
と
の
関
係
を
具
体
的
に
描
き
出
し
て
い
て
示
唆
的
で
あ
る
︒

︵

︶
ロ
ー
バ
ー
ト
・
Ａ
・
ケ
イ
ガ
ン
︵
北
村
喜
宣
・
尾
崎
一
郎
・
青
木
一
益
・
四
宮
啓
・
渡
辺
千
原
・
村
山
眞
維
訳
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ア
メ
リ
カ
社
会
の
法
動
態

多
元
社
会
ア
メ
リ
カ

161と
当
事
者
対
抗
的
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
﹄︵
慈
学
社
︑
二
〇
〇
七
年
︶﹇
原
著
二
〇
〇
一
年
﹈︒

︵

︶
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A
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B
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w
aite,op.

cit.

︵

︶
例
え
ば
︑
長
谷
部
恭
男
﹁﹃
応
答
的
規
制
﹄
と
﹃
法
の
支
配
﹄﹂﹃
法
律
時
報
﹄
七
〇
巻
一
〇
号
︵
一
九
九
八
年
︶
七
五
〜
七
七
頁
︒

163
︵

︶
中
谷
巌
﹃
転
換
す
る
日
本
企
業
﹄︵
講
談
社
︑
一
九
八
七
年
︶﹇
但
し
︑
中
谷
は
そ
の
後
︑﹃
資
本
主
義
は
な
ぜ
自
壊
し
た
の
か

﹁
日
本
﹂
再
生
へ
の
提
言
﹄︵
集
英

164社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︑
二
〇
〇
八
年
︶
で
立
場
を
変
え
て
い
る
﹈︑
鶴
光
太
郎
﹃
日
本
的
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム

強
み
と
弱
み
の
検
証
﹄︵
講
談
社
︑
一
九
九
四
年
︶︑

同
﹃
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
改
革

﹁
失
わ
れ
た
一
五
年
﹂
を
超
え
て
﹄︵
日
本
経
済
新
聞
社
︑
二
〇
〇
六
年
︶
な
ど
︒
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︵

︶
奥
野
︵
藤
原
︶
正
寛
﹁
長
期
的
取
引
関
係
と
日
本
的
経
済
シ
ス
テ
ム
﹂
宇
沢
弘
文
編
﹃
日
本
企
業
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
一
年
︶
一
七
九

165〜
一
八
五
頁
︑
一
八
一
〜
一
八
二
頁
︒
柏
木
昇
は
︑
日
本
の
企
業
間
取
引
︵
と
り
わ
け
長
期
の
取
引
関
係
︶
に
お
け
る
当
事
者
の
﹁
権
利
義
務
感
﹂
を
﹁
取
引
の
相
手
に

正
当
に
期
待
︑
要
求
あ
る
い
は
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
︑
と
感
ず
る
事
柄
と
︑
こ
の
期
待
︑
要
求
あ
る
い
は
依
頼
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
感
ず
る
事
柄
﹂
と

定
義
し
︑
こ
の
﹁
権
利
義
務
感
﹂
が
発
生
す
る
原
因
は
﹁
当
事
者
の
関
係
﹂
で
あ
る
と
し
︑
具
体
的
に
は
︑﹁
人
間
関
係
の
歴
史
︑
元
請
・
下
請
等
の
関
係
の
種
類
︑
当

事
者
の
相
対
的
立
場
︑
企
業
風
土
︑
世
間
の
評
判
に
与
え
る
影
響
等
﹂
を
挙
げ
た
︒
柏
木
昇
﹁
日
本
の
取
引
と
契
約
法
︵
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︶﹂﹃
Ｎ
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Ｌ
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〇
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︵
一
九
九
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年
︶

一
六
〜
二
五
頁
︑
一
七
頁
︒
こ
の
﹁
取
引
当
事
者
の
権
利
義
務
感
﹂
の
﹁
発
生
の
根
拠
﹂
と
し
て
︑﹁
不
文
律
・
前
提
・
慣
習
・
行
為
規
範
等
﹂
を
挙
げ
︑﹁
日
本
の
取
引

規
範
﹂
と
呼
ん
だ
︒
同
一
八
頁
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
が
今
日
も
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
の
か
︑
あ
る
い
は
変
化
し
て
い
る
の
か
︑
法
化
は
︑
ど
の
よ
う
に
︑
ど
の
程
度
進

ん
で
い
る
の
か
と
い
う
論
点
は
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
︒
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︑
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〇
九
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〜
四
二
〇
頁
︒

167
︵

︶
秋
吉
史
夫
・
柳
川
範
之
﹁
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
法
制
度
改
革
の
進
展
﹂
寺
西
編
﹃
構
造
改
革
と
規
制
緩
和
﹄
前
掲
二
二
九
〜
二
六
三
頁
参
照
︒

168
︵

︶
大
森
泰
人
・
中
沢
則
夫
・
中
島
康
夫
・
稲
吉
大
輔
・
符
川
公
平
﹃
詳
説

金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
﹄﹇
第
二
版
﹈︵
商
事
法
務
︑
二
〇
一
一
年
︶︑
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所

169編
﹃
最
新
金
融
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
﹄
前
掲
四
三
九
〜
四
六
五
頁
︒

︵

︶
金
融
庁
の
意
義
に
つ
い
て
︑
大
森
泰
人
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景

再
び
︑
金
融
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
﹄︵
金
融
財
政
事
情
研
究
会
︑
二
〇
一
五
年
︶

170四
八
八
頁
︒

︵

︶
本
文
で
示
し
た
例
以
外
の
重
要
な
法
改
正
に
つ
い
て
︑
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
編
﹃
最
新
金
融
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
﹄
前
掲
四
六
九
〜
五
二
九
頁
参
照
︒

171
︵

︶
通
商
産
業
省
︵
後
の
経
済
産
業
省
︶
も
︑
内
部
に
対
立
を
抱
え
な
が
ら
︑
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
の
制
度
改
革
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と

172推
測
さ
れ
る
が
︑
資
料
が
不
足
し
て
い
る
た
め
︑
本
文
で
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒

︵

︶
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
実
現
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
大
蔵
官
僚
と
し
て
︑
長
野
庬
士
︑
榊
原
英
資
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
戸
矢
﹃
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
政
治

173経
済
学
﹄
前
掲
二
〇
一
頁
︑
一
八
九
〜
一
九
〇
︑
二
〇
二
〜
二
〇
四
頁
︑
大
森
﹃
金
融
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
﹄
前
掲
八
頁
︒

四

秩
序
形
態
の
変
動

�

秩
序
形
態
の
現
状
を
示
唆
す
る
具
体
例

秩
序
形
態
の
変
動
に
関
す
る
実
証
的
研
究
は
少
な
い
が
︑
近
年
現
れ
始
め
て
い
る
︒
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
分
析
も
実
態
を
探
る
上
で
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有
用
で
あ
る
︒
以
下
で
は
︑
金
融
行
政
︑
い
わ
ゆ
る
市
場
検
察
︑
安
全
等
に
関
す
る
規
制
︵
技
術
基
準
の
設
定
・
実
施
︶
に
関
す
る
動

向
を
参
照
し
︑
現
状
に
関
す
る
示
唆
を
得
る
︒

⑴

金

融

行

政

戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
︑
大
蔵
省
と
︑
新
規
参
入
を
厳
格
に
管
理
さ
れ
た
金
融
業
界
︵
銀
行
︑
証
券
︑
保
険
︶
と

の
間
な
ら
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
者
間
の
継
続
的
関
係
を
基
礎
に
︑
慢
性
的
な
資
金
不
足
の
も
と
で
銀
行
貸
し
出
し
を
中
心
と
す
る
シ

ス
テ
ム
が
形
成
・
維
持
さ
れ
︑
戦
後
復
興
と
高
度
経
済
成
長
に
と
っ
て
中
枢
的
な
役
割
を
果
た

(
)

し
た
︒
大
蔵
省
銀
行
局
︑
証
券
局
︑
保

174

険
部
に
よ
る
規
制
は
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
﹂
の
典
型
︵﹁
護
送
船
団
行
政
﹂︶
と
さ

(
)

れ
た
︒

175

一
九
八
〇
年
代
の
金
融
自
由
化
の
過
程
で
も
︑
業
態
別
︵
と
り
わ
け
都
市
銀
行
︑
長
期
信
用
銀
行
︑
信
託
銀
行
等
︑
証
券
会
社
︶
の
行
政

裁
量
中
心
の
管
理
体
制
の
も
と
で
既
得
権
の
調
整
が
難
航
し
︑
容
易
に
環
境
変
化
に
適
応
で
き
な
い
状
況
が
続

(
)

い
た
︒
バ
ブ
ル
崩
壊

176

後
︑
一
九
九
〇
年
代
に
景
気
低
迷
が
続
く
中
で
銀
行
の
不
良
債
権
問
題
が
深
刻
化
し
︑
メ
デ
ィ
ア
と
政
府
・
与
党
の
大
蔵
省
批
判
が
強

ま
る
な
か
で
︑
一
九
九
六
年
一
一
月
に
橋
本
首
相
が
い
わ
ゆ
る
﹁
ビ
ッ
グ
バ
ン
総
理
指
示
﹂
を
発
表

(
)

し
た
︒
大
蔵
省
の
五
つ
の
審
議
会

177

に
お
け
る
審
議
を
経
て
︑
一
九
九
七
年
六
月
に
金
融
制
度
調
査
会
︵
銀
行
問
題
︶
︑
証
券
取
引
審
議
会
︑
保
険
審
議
会
か
ら
答
申
が
発

表
さ
れ
︑
他
の
審
議
会
か
ら
の
答
申
と
あ
わ
せ
て
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
︵
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
︶
に
関
す
る
大
蔵
省
の
公
式
声
明
と
し
て

統
合
さ
れ
た
︒
報
告
に
お
け
る
提
案
の
大
半
が
法
案
化
さ
れ
︑
一
九
九
八
年
六
月
に
国
会
を
通
過
し
法
律
と
し
て
成
立

(
)

し
た
︒

178

他
方
︑
そ
れ
と
は
別
に
︑
一
九
九
五
年
の
い
わ
ゆ
る
住
専
問
題
や
大
和
銀
行
事
件
を
契
機
に
一
九
九
六
年
初
め
以
降
大
蔵
省
解
体
論

が
勢
い
を

(
)

増
し
︑
一
九
九
六
年
一
二
月
に
第
二
次
橋
本
内
閣
の
連
立
与
党
︵
自
由
民
主
党
︑
社
会
民
主
党
︑
新
党
さ
き
が
け
︶
は
︑
金
融

179

監
督
庁
の
設
置
を
決
定
し
た
︵
財
政
と
金
融
の
分
離
︑
但
し
こ
の
時
点
で
は
金
融
に
関
す
る
企
画
・
立
案
機
能
は
大
蔵
省
に
残
る
と
さ
れ
︑
発

足
後
の
金
融
庁
に
な
っ
て
(
)

移
管
︶
︒
一
九
九
八
年
六
月
に
金
融
監
督
庁
が
発
足
し
︑
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
金
融
庁
に
改
組
さ

(
)

れ
た
︒

180

181
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金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
政
策
目
標
は
多
岐
に
渡
る
が
︑
戸
矢
哲
朗
の
整
理
に
よ
れ
ば
︑
大
き
く
︑﹁
自
由
化
と
規
制
緩
和
﹂
に
よ
る

﹁
競
争
の
拡
大
と
政
府
に
よ
る
干
渉
の
削
減
﹂
と
︑﹁
市
場
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
拡
充
﹂
に
よ
る
﹁
市
場
の
発
展
︑
公
正
性
︑

透
明
性
の
確
保
﹂
に
分
類
さ

(
)

れ
る
︒
こ
れ
は
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い

182

う
政
策
目
標
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
制
度
化
を
め
ぐ
り
︑
既
得
権
側
の
抵
抗
も
含
め
攻
防
が
見
ら
れ

(
)

た
が
︑
当
時
の
﹁
空

183

気
﹂
の
支
配
下
で
基
本
的
に
行
政
改
革
委
員
会
や
行
政
改
革
会
議
で
の
議
論
と
同
じ
く
規
制
の
あ
り
方
が
目
標
と
さ
れ
た
と
言
え
る
︒

戸
矢
は
︑
行
政
と
民
間
の
相
互
作
用
の
レ
ベ
ル
で
生
じ
た
変
化
を
︑
二
〇
〇
〇
年
の
時
点
で
次
の
よ
う
に
分
析
し
て

(
)

い
る
︒

184

ま
ず
政
策
策
定
過
程
に
関
し
て
︑
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
固
定
さ
れ
た
業
界
団
体
や
Ｍ
Ｏ
Ｆ
担
︵
大
蔵
省
担
当
社
員
︶
と
の
イ
ン
フ
ォ

ー
マ
ル
な
情
報
交
換
・
協
議
︵
し
ば
し
ば
接
待
を
伴
う
︶
か
ら
︑
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
増
加
の
も
と
で
︑
フ
ォ
ー
マ
ル
な
ヒ
ア
リ
ン
グ

や
会
議
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
業
界
の
情
報
不
足
を
補
う
た
め
に
弁
護
士
や
会
計
士
の
雇
用
︵
任
期
付
き
公
務
員
︶

が
始
ま
っ
た
︒

次
に
︑
政
策
手
段
に
関
し
て
は
︑
行
政
裁
量
に
よ
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
規
制
や
行
政
指
導
か
ら
︑
ル
ー
ル
に
基
づ
く
法
的
な
規
制
︵
行

政
処
分
な
ど
︶
に
移
行
し
た
︒
一
九
九
三
年
に
制
定
さ
れ
た
行
政
手
続
法
の
影
響
が
大
き
い
が
︑
問
題
発
生
に
対
し
て
は
︑
イ
ン
フ
ォ

ー
マ
ル
な
内
々
の
処
理
で
は
な
く
︑
法
的
ル
ー
ル
に
基
づ
く
行
政
処
分
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
段
に

よ
っ
て
事
前
に
問
題
を
回
避
す
る
予
防
的
な
行
政
か
ら
︑
事
後
の
規
制
へ
と
変
化
し
︑
問
題
発
生
後
に
事
後
的
に
行
政
処
分
な
ど
の
法

的
手
段
を
ル
ー
ル
に
基
づ
き
適
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
予
防
的
対
応
に
お
い
て
も
︑
早
期
是
正
措
置
の
よ
う
な
裁
量
の
余
地
の
小
さ

い
公
式
の
行
政
処
分
が
導
入

(
)

さ
れ
︑
実
際
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

185

そ
の
後
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
金
融
行
政
の
展
開
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
︒

二
〇
〇
〇
年
代
前
半
は
︑
裁
量
行
政
か
ら
の
訣
別
期
で
あ
り
︑
金
融
再
生
プ
ロ
グ

(
)

ラ
ム
に
よ
り
銀
行
の
不
良
債
権
処
理
を
加
速
化
さ

186

せ
る
過
程
で
︑
上
記
の
﹁
ル
ー
ル
に
基
づ
く
事
後
監
視
﹂
へ
の
転
換
を
厳
格
に
実
施
し
て
い

(
)

っ
た
︒
金
融
庁
と
業
界
・
規
制
対
象
企
業

187
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と
の
関
係
は
︑﹁
距
離
感
が
遠
い
﹂︑﹁
緊
張
関
係
が
高
ま
っ
た
﹂
な
ど
と
評
さ
れ
て

(
)

い
る
︒
竹
中
平
蔵
大
臣
は
﹁
建
設
的
な
緊
張
関
係
﹂

188

と
い
う
表
現
を
よ
く
使
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で

(
)

あ
る
︒
他
方
︑
金
融
行
政
の
中
枢
を
歩
み
二
〇
〇
七
年
に
金
融
庁
長
官
に
就
任
し
た
佐

189

藤
隆
文
は
︑
金
融
行
政
に
対
す
る
金
融
関
係
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
︑
金
融
行
政
の
本
来
の
趣
旨
か
ら
乖
離
し
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

困
難
に
し
た
と

(
)

す
る
︒
同
じ
く
金
融
行
政
の
中
枢
を
歩
い
た
大
森
泰
人
は
率
直
に
︑﹁
行
政
と
業
界
が
本
音
の
対
話
の
な
い
ま
ま
硬
直

190

し
た
一
〇
年
を
す
ご
し
た
﹂
と
表
現

(
)

す
る
︒

191

し
か
し
な
が
ら
︑
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
以
降
︑
新
た
な
局
面
に
入
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
︒

ま
ず
︑
金
融
庁
は
二
〇
〇
七
年
に
﹁
金
融
規
制
の
質
的
向
上
︵
ベ
タ
ー
・
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
︶
﹂
な
る
方
針
を
打
ち
出

(
)

し
た
︒
背
景

192

は
︑
上
記
の
よ
う
に
ル
ー
ル
の
厳
格
な
執
行
へ
の
転
換
が
銀
行
行
政
と
保
険
行
政
に
お
い
て
維
持
さ
れ
︑
銀
行
︑
保
険
会
社
双
方
の
不

祥
事
と
行
政
処
分
が
多
発
す
る
な

(
)

か
で
︑
ル
ー
ル
と
い
う
法
規
範
形
式
の
本
質
的
な

(
)

限
界
に
も
由
来
す
る
︑
被
規
制
者
側
の
硬
直
的
・

193

194

形
式
的
な
法
令
遵
守

(
)

姿
勢
と
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
本
来
の
規
制
目
的
が
必
ず
し
も
適
切
に
実
現
さ
れ
な
い
と
い
う

(
)

状
況
が
︑
よ
り
良
い

195

196

規
制
の
あ
り
方
を
求
め
る
必
要
性
の
認
識
を
少
な
く
と
も
規
制
者
側
に
醸
成
し
た
︒
個
別
企
業
に
対
す
る
重
い
処
分
へ
の
被
規
制
者
側

の
反
発
も
あ

(
)

っ
た
︒
二
〇
〇
六
年
秋
の
金
融
担
当
大
臣
の
交
代
を
契
機
に
︑
市
場
の
国
際
化
を
さ
ら
に
進
め
る
た
め
に
︑﹁
国
際
標
準
﹂

197

と
し
て
の
欧
米
の
金
融
行
政
を
参
照
す
る
と
い
う
動
き
も
行
政
内
部
に
あ

(
)

っ
た
︒

198

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
︑
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
行
政
の
状
況
︵
但
し
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
後
の
金
融
規
制
強
化
以
前
の

(
)

状
況
︶
を
参
考
に
︑﹁
ル
ー
ル
・
ベ
ー
ス
の
監
督
と
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
の
監
督
の
最
適
な
組
み

(
)

合
せ
﹂
を
探
る
と
い
う
指
針
が

199

200

示
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

金
融
庁
の
公
式
見
解
お
よ
び
佐
藤
隆
文
金
融
庁
長
官
の
講
演
︵
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に

(
)

公
表
︶
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
政
策
の
要
点
は
次
の

201

と
お
り
で
あ
る
︒

第
一
に
︑
プ
リ
ン
シ
プ
ル
の
導
入
は
︑
ル
ー
ル
に
比
べ
て
被
規
制
者
の
行
動
の
自
由
度
を
高
め
︑
そ
れ
に
よ
り
被
規
制
者
た
る
金
融
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機
関
等
の
自
主
的
取
組
み
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒
市
場
関
係
者
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
自
助
努
力
︑
自
己
規
律
を
重
視
す

る
発
想
で
あ
る
︒
自
主
的
取
組
み
の
主
体
は
︑
個
別
企
業
と
業
界
団
体
や
自
主
規
制
機
関
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
東
京
大
学
大
学
院
法
学

政
治
学
研
究
科
が
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
を
組
織
的
に
開
始
し
た
の
は
二
〇
〇
三
年
度
で
あ

(
)

る
が
︑
そ
の
成
果
が
公
表
さ
れ
始
め
た
の
は
こ

202

の
時
期
で
あ
る
︒
ル
ー
ル
と
プ
リ
ン
シ
プ
ル
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
︑
適
用
分
野
︑
制
定
主
体
︑
執
行
主
体
を
ど
の
よ
う
に
機
能

分
担
す
る
か
︑
制
定
と
執
行
の
仕
組
み
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
か
等
が
課
題
に

(
)

な
る
︒

203

第
二
に
︑
市
場
か
ら
の
情
報
の
収
集
と
市
場
へ
の
情
報
の
発
信
の
双
方
の
面
で
︑
金
融
機
関
等
の
市
場
関
係
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
強
化
を
重
視
し
︑
ル
ー
ル
・
ベ
ー
ス
の
監
督
と
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
の
監
督
の
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
︵
最
適
の
組
み
合
わ

せ
︶
自
体
の
あ
り
方
も
︑
市
場
関
係
者
と
協
議
す
る
と
し
て
い
る
︒
当
面
の
具
体
策
の
第
一
に
﹁
金
融
機
関
等
と
の
対
話
の
充
実
﹂
が

挙
げ
ら
れ
︑﹁
金
融
シ
ス
テ
ム
が
抱
え
る
問
題
に
つ
い
て
官
民
が
協
同
し
て
解
決
策
を
探
っ
て
い
く
上
で
も
対
話
は
必
要
不
可
欠
﹂
と

す
る
︒
改
め
て
﹁
率
直
な
意
見
交
換
が
で
き
る
よ
う
な
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
必
要
﹂
で
あ
り
︑﹁
官
民
が
協
同
し
て
解
決
策
を
探

っ
て
い
く
う
え
で
も
対
話
は
必
要
不
可
欠
﹂
と
さ
れ
て

(
)

い
る
︒

204

あ
わ
せ
て
︑
金
融
行
政
を
担
う
専
門
的
人
材
の
不
足
と
育
成
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
は
︑
多
く
の
関
係
者
の
懸
念

す
る
と
こ
ろ
で

(
)

あ
る
︒

205

次
に
︑
戦
前
以
来
の
保
険
行
政
の
変
遷
を
分
析
し
た
保
井
俊
之
は
︑
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
以
後
の
保
険
行
政
の
展
開
を
︑
一
九
九
七
年

か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
の
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
︵
危
機
管
理
︶
志
向
︑
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
︵
法
令
遵
守
︶
志
向
と
し
て
位
置
づ
け
︑
二
〇
〇
八
年
か
ら
は
︑
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
︵
目
標
集
束
︶
志
向
に
転
換
し
た
と

(
)

す
る
︒

206

保
井
に
よ
れ
ば
︑
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
に
社
会
問
題
と
な
っ
た
保
険
会
社
の
保
険
金
不
払
い
問
題
へ
の
対
応
過
程
で
︑
金
融
ビ
ッ
グ
バ

ン
後
の
ル
ー
ル
の
厳
格
な
執
行
と
行
政
処
分
の
発
動
態
勢
︵
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
志
向
の
保
険
規
制
監
督
行
政
︶
が
行
き
詰
ま
っ
た
︒
す

な
わ
ち
︑
膨
大
な
不
払
い
事
案
を
前
に
行
政
側
の
人
的
リ
ソ
ー
ス
の
逼
迫
が
深
刻
化
し
︑
他
方
で
︑
保
険
金
不
払
い
問
題
が
生
損
保
業
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界
の
構
造
的
問
題
で
あ
る
た
め
︑
個
別
の
行
政
処
分
の
み
で
は
対
応
が
不
可
能
で
あ
り
︑
被
規
制
企
業
が
経
営
の
質
を
自
主
的
・
自
律

的
に
高
め
て
い
く
よ
う
促
す
政
策
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
︒
行
政
処
分
に
対
す
る
関
係
者
か
ら
の
恣
意
的
な
厳
罰
と
い
う
批
判
に
応
え

る
に
は
︑
一
罰
百
戒
で
は
な
く
︑
い
わ
ば
百
罰
百
戒
路
線
を
採
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
は
リ
ソ
ー
ス
の
制
約
か
ら
不
可

能
で
あ
る
︒
保
険
金
不
払
い
問
題
の
こ
う
し
た
展
開
状
況
を
経
て
︑
市
場
関
係
者
に
事
前
に
共
有
さ
れ
た
プ
リ
ン
シ
プ
ル
に
向
け
て
︑

関
係
企
業
の
自
主
的
な
取
組
み
を
促
す
と
い
う
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
の
監
督
の
導
入
が
行
わ
れ
た
︵
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
＝
目
標
収

束
志
向
の
保
険
(
)

行
政
︶
︒

207

金
融
庁
の
公
表
資
料
や
当
時
の
佐
藤
長
官
の
講
演
か
ら
は
︑
保
険
金
不
払
い
問
題
へ
の
対
応
と
金
融
行
政
全
体
の
方
針
転
換
と
の
関

係
は
明
確
で
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
時
期
的
に
同
時
期
で
あ
り
︑
保
険
金
不
払
い
問
題
を
契
機
に
行
政
の
あ
り
方
に
つ
き
再
考
を
迫
ら

れ
た
と
い
う
点
で
︑
方
針
転
換
の
背
景
要
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

(
)

な
い
︒

208

さ
ら
に
︑
二
〇
一
〇
年
代
半
ば
に
入
り
︑
金
融
庁
の
金
融
行
政
は
さ
ら
に
新
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
る
︒
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

基
づ
き
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
に
金
融
庁
が
厳
格
に
推
進
し
て
き
た
不
良
債
権
処
理
の
た
め
の
手
法
︵
検
査
官
に
よ
る
ル
ー
ル
の
厳
格
な
執

行
︶
が
︑
不
良
債
権
問
題
が
収
束
し
た
後
も
維
持
さ
れ
た
︒
そ
れ
が
︑
特
に
地
方
銀
行
の
融
資
行
動
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
︑
地
域
経
済

の
衰
退
を
招
い
て
い
る
一
因
と
さ
れ
︑
地
域
金
融
行
政
の
方
針
転
換
が
進
め
ら
れ
て

(
)

い
る
︒
ル
ー
ル
に
基
づ
く
事
後
監
視
を
︑
検
査
官

209

も
被
規
制
金
融
機
関
も
金
科
玉
条
の
如
く
受
け
と
め
︑
本
来
あ
る
べ
き
金
融
機
能
を
見
失
っ
て
い
た
面
が

(
)

あ
り
︑
事
後
監
視
の
あ
り
方

210

が
再
検
討
さ
れ
始
め
て
い
る
︒
金
融
庁
と
地
方
銀
行
と
の
関
係
︑
金
融
庁
に
よ
る
指
導
・
監
督
・
規
制
の
ス
タ
イ
ル
に
も
変
化
の
兆
し

が
あ
る
︒

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
︑
各
国
の
金
融
規
制
は
逆
に
強
化

(
)

さ
れ
︑
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
の
規
制
に
つ
い
て
批
判
論
が
台
頭

211

(
)

し
た
︒
他
方
で
︑
ル
ー
ル
志
向
の
行
政
が
も
つ
問
題
点
と
限
界
に
つ
い
て
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
関
係
者
に
共
有
さ
れ
て

(
)

い
る
︒
そ
の

212

213

よ
う
な
外
国
の
状
況
を
睨
み
な
が
ら
︑
日
本
の
金
融
行
政
は
︑
な
お
試
行
錯
誤
中
︑
流
動
的
と
い
う
べ
き
で
あ
る
も
の
の
︑
詳
細
な
ル
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ー
ル
の
事
前
設
定
と
そ
の
厳
格
な
執
行
と
い
う
単
純
な
図
式
の
定
着
を
め
ざ
し
た
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
以
後
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
ま
で
の

金
融
行
政
と
は
異
な
っ
た
局
面
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

そ
こ
に
は
︑
⑶
で
扱
う
国
土
交
通
省
︑
経
済
産
業
省
に
お
け
る
安
全
等
に
関
す
る
規
制
の
現
状
と
も
通
じ
る
要
素
が
見
て
取
れ
る
︒

⑵

市

場

検

察

﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
を
一
九
九
〇
年
代
以
降
︑
制
度

改
革
と
制
度
運
用
に
お
い
て
積
極
的
に
追
求
し
た
ア
ク
タ
ー
の
中
に
︑
法
務
省
の
幹
部
ポ
ス
ト
を
歴
任
し
二
〇
〇
〇
年
代
に
三
代
続
け

て
検
事
総
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
る
人
々
が

(
)

い
た
︒
そ
の
一
人
が
但
木
敬
一
で
あ
る
︒

214

但
木
が
二
〇
〇
九
年
に
出
版
し
た
自
著
に
よ
れ
ば
︑
ま
ず
︑
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
外
国
弁
護
士
受
入
問
題
︵
外
国
法
事
務
弁
護

士
制
度
の
導
入
︶
が
︑
司
法
制
度
改
革
へ
の
序
曲
だ
っ
た
と
す
る
︒
そ
の
理
由
は
第
一
に
︑
市
場
開
放
要
求
に
晒
さ
れ
る
中
で
︑
法
務

省
・
裁
判
所
︑
日
弁
連
の
幹
部
は
今
後
司
法
へ
の
依
存
度
が
高
ま
る
こ
と
を
予
想
し
︑﹁
司
法
の
容
量
が
全
く
こ
れ
に
応
じ
ら
れ
る
体

制
に
な
い
こ
と
を
痛
感

(
)

し
た
﹂︒
グ
ロ
ー
バ
ル
化
︑
市
場
化
を
不
可
避
の
も
の
と
認
識
し
︑
そ
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

215

と
し
て
ア
メ
リ
カ
型
の
法
シ
ス
テ
ム
の
優
位
を
︑
欧
米
と
の
交
渉
過
程
で
感
じ
取
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
第
二
に
︑
法
曹
三
者
間
の

﹁
雪
解
け
﹂
が
始
ま
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
特
に
︑
外
国
弁
護
士
受
入
問
題
へ
の
対
応
過
程
で
︑
当
時
の
日
弁
連
幹
部
と
法
務
省
の
間
で
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
︑
そ
の
後
の
司
法
試
験
制
度
改
革
や
司
法
制
度
改
革
な
ど
の
課
題
対
応
に
お
い
て
一
定
の
協
力
を
行
う
た

め
の
素
地
と
な
っ
た
こ
と
を

(
)

指
す
︒
但
木
は
当
時
︑
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
に
所
属
し
︑
八
四
年
三
月
に
参
事
官
︑
の
ち

216

司
法
法
制
課
長
を
歴
任

(
)

し
た
︒
そ
れ
ま
で
日
弁
連
は
法
務
省
︑
最
高
裁
判
所
に
対
し
て
対
決
姿
勢
を
示
し
て
い
た
が
︑
こ
れ
を
契
機
に

217

変
わ
っ
た
と
言
え
る
︒

続
い
て
︑
日
米
構
造
問
題
協
議
︵
StructuralIm
pedim
ents
Initiative︑
一
九
八
九
〜
一
九
九
〇
年
︶
が
法
務
省
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
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ト
も
大
き
か
っ
た
︵
但
木
は
当
時
刑
事
局
刑
事
(
)

課
長
︶
︒
直
接
的
に
は
︑
排
他
的
取
引
慣
行
や
談
合
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
の
改
正
と
運

218

用
強
化
︑
な
ら
び
に
︑
そ
の
た
め
の
公
正
取
引
委
員
会
と
法
務
省
の
協
議
機
関
︵﹁
独
占
禁
止
法
に
関
わ
る
刑
事
罰
の
活
用
に
関
す
る
連
絡

協
議
会
﹂︑﹁
告
発
問
題
協
議
会
﹂︶
の
設
置
を
も
た
ら

(
)

し
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
但
木
は
︑
よ
り
一
般
的
に
︑﹁
日
米
交
渉
︑
と
く
に
構
造

219

協
議
は
︑
日
本
の
行
政
指
導
型
社
会
の
基
盤
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
﹂
と
振
り
返
っ
て

(
)

い
る
︒
そ
の
後
の
展
開
を
見
れ
ば
︑
こ
の
時

220

期
に
︑
法
務
省
・
検
察
庁
幹
部
が
国
家
官
僚
機
構
の
中
枢
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
自
負
の
も
と
で
︑
市
場
原
理
に
志
向
し
た
法
シ
ス
テ

ム
へ
の
転
換
が
国
益
に
合
致
す
る
と
の
認
識
を
共
有
し
始
め
た
と
い
う
仮
説
が
立
て
ら
れ
る
︒
そ
の
後
︑
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇

〇
年
代
ま
で
頻
発
す
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
国
策

(
)

捜
査
﹂
の
中
に
は
こ
の
文
脈
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
︒

221

最
後
に
︑
法
務
省
は
︑
一
九
九
七
年
か
ら
九
八
年
に
か
け
て
司
法
制
度
改
革
の
推
進
主
体
と
な
る
方
向
に
舵
を
切

(
)

っ
た
︒
自
民
党
が

222

司
法
制
度
改
革
に
取
り
組
む
過
程
の
画
期
は
︑
一
九
九
六
年
晩
秋
に
保
岡
興
治
が
山
崎
拓
政
調
会
長
と
戦
略
を
協
議
し
︑
九
七
年
初
頭

の
橋
本
内
閣
の
施
政
方
針
演
説
に
対
す
る
山
崎
政
調
会
長
の
司
法
制
度
改
革
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
て
橋
本
首
相
が
前
向
き
の
答
弁

を
す
る
よ
う
︑
山
崎
潮
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
長
︵
裁
判
所
か
ら
(
)

出
向
︶
に
内
閣
参
事
官
と
の
調
整
を
保
岡
が
指
示
し
て
準

223

備
し
た
時
で

(
)

あ
る
︒
一
九
九
七
年
六
月
に
自
民
党
は
司
法
制
度
特
別
調
査
会
︵
山
崎
拓
会
長
︑
保
岡
会
長
代
理
︑
九
七
年
一
一
月
か
ら
保

224

岡
会
長
︶
を
設

(
)

置
し
︑
九
七
年
一
一
月
に
報
告
書
﹁
司
法
制
度
改
革
の
基
本
的
な
方
針

透
明
な
ル
ー
ル
と
自
己
責
任
の
社
会
に
向
け

225

て
﹂
を
発
表

(
)

し
た
︒
村
山
治
に
よ
れ
ば
︑
一
九
九
七
年
暮
れ
︵
但
木
は
同
年
二
月
か
ら
法
務
省
官
房
長
︶
︑
則
定
衛
法
務
事
務
次
官
︑
原

226

田
明
夫
刑
事
局
長
ら
法
務
省
幹
部
は
﹁
司
法
制
度
改
革
を
﹃
や
り
切
る
し
か
な
い
﹄
と
腹
を
固
め
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
九
八
年

六
月
に
但
木
と
山
崎
潮
が
首
相
官
邸
に
内
閣
官
房
副
長
官
の
古
川
貞
二
郎
を
訪
ね
︑﹁﹃
内
閣
で
司
法
制
度
改
革
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い

た
い
﹄
と
お
願
い
し
た
﹂︵
但
木
の
自
著
の
(
)

表
現
︶
︒
但
木
は
︑
九
七
年
か
ら
四
年
間
官
房
長
︑
続
い
て
法
務
事
務
次
官
を
三
年
つ
と
め
︑

227

司
法
制
度
改
革
関
連
法
案
が
出
そ
ろ
う
頃
ま
で
︑
官
房
長
︑
事
務
次
官
と
い
う
法
務
省
・
検
察
と
政
治
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
取

り
仕
切
る
役
割
を
果
た

(
)

し
た
︒

228
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こ
の
一
九
九
七
年
は
︑
野
村
證
券
︑
第
一
勧
業
銀
行
ほ
か
に
関
す
る
総
会
屋
へ
の
利
益
供
与
事
件
に
関
す
る
東
京
地
検
特
捜
部
に
よ

る
捜
査
・
逮
捕
・
起
訴
が
続
き
︑
そ
れ
を
契
機
に
翌
年
に
か
け
て
大
蔵
省
接
待
汚
職
事
件
の
捜
査
・
逮
捕
・
起
訴
に
発
展
す
る
時
期
で

あ

(
)

っ
た
︒
法
務
省
・
検
察
庁
が
従
来
の
方
針
を
転
換
し
︵
法
務
省
幹
部
と
東
京
地
検
特
捜
部
の
確
執
も
同
時
に
激
化
し
た
と
さ
(
)

れ
る
︶
︑
大

229

230

蔵
省
接
待
汚
職
事
件
で
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
逮
捕
・
起
訴
に
踏
み
切
っ
た
の
で

(
)

あ
る
︒
こ
の
大
蔵
省
接
待
汚
職
事
件
は
︑
護
送
船
団
行
政

231

に
終
止
符
を
打
っ
た
決
定
的
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で

(
)

あ
り
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転

232

換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
を
多
く
の
人
に
不
可
避
の
も
の
と
認
識
さ
せ
︑
制
度
改
革
を
駆
動
し
続
け
た
象
徴
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
︒
戸
矢
は
︑﹁
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
︑
す
で
に
主
流
と
な
っ
て
い
た
次
の
見
解
︑
す
な
わ
ち
金
融
業
界
と
大
蔵
省
が
密
接

に
結
び
つ
い
た
護
送
船
団
方
式
は
︑
規
制
者
と
被
規
制
者
が
距
離
を
と
る
︵
ア
メ
リ
カ
的
な
︶
規
則
に
基
づ
い
た
行
政
に
改
革
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
に
︑
最
終
的
な
ゴ
ー
サ
イ
ン
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
た
︒
過
剰
接
待
問
題
は
金
融
行
政
の
過
去
の
病
理
を
代

表
す
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
一
方
で
︑
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
早
期
導
入
が
望
ま
し
い
改
革
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
﹂
と

(
)

す
る
︒

233二
一
世
紀
に
入
り
︑
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
原
田
明
夫
︑
松
尾
邦
弘
︑
但
木
敬
一
の
ト
リ
オ
が
続
け
て
検
事
総
長

と
し
て
司
法
制
度
改
革
の
定
着
を
進
め
て
い
く
︒
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
︑
二
〇
〇
五
年
一
月
に
松
尾
が
行
っ
た
検
事
総
長
と
し
て
の

最
初
の
年
頭
訓
示
で
あ
り
︑
独
占
禁
止
法
の
摘
発
強
化
を
検
察
運
営
の
柱
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
︑﹁
事
後
監
視
型
の
社
会
﹂
に
適

合
す
る
べ
く
﹁
経
済
ル
ー
ル
違
反
の
摘
発
﹂
に
注
力
す
る
と
し
た
︒
こ
の
時
期
は
︑
国
土
交
通
省
︑
道
路
公
団
が
関
係
す
る
公
共
事
業

の
橋
梁
談
合
事
件
に
公
正
取
引
員
会
と
東
京
地
検
特
捜
部
︵
東
京
地
検
を
指
揮
す
る
立
場
に
あ
る
東
京
高
検
の
検
事
長
は
但
木
︶
が
取
り
組

ん
で
お
り
︑
ま
た
︑
独
占
禁
止
法
の
改
正
︵
課
徴
金
の
大
幅
引
き
上
げ
と
課
徴
金
減
免
制
度
の
導
入
︶
が
予
定
さ
れ
て

(
)

い
た
︒

234

村
山
治
が
﹁
市
場
検
察
﹂
と
し
て
表
現
し
て
い
る
市
場
経
済
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
と
し
て
の
検
察
の
機
能
を
整
備
・
強
化

す
る
路
線
は
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
原
田
︑
松
尾
︑
但
木
達
が
一
九
八
〇
年
代
以
来
め
ざ
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
︑﹁
過
度
の
事
前
規
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制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
を
進
め
て
い
く
上
で
不
可
欠
の
事
後
監
視
体
制
の
整
備
・
強
化
の
重
要

な
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
︒

具
体
的
に
は
︑
公
正
取
引
委
員
会
と
の
連
携
を
強
化
し
︑
公
取
委
の
談
合
や
カ
ル
テ
ル
に
対
す
る
摘
発
強
化
︑
お
よ
び
︑
金
融
庁
・

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
事
後
監
視
・
事
後
制
裁
強
化
と
並
行
し
て
︑
刑
事
制
裁
の
厳
格
な
執
行
︵
摘
発
︑
立
件
︶
が
進
め
ら

(
)

れ
た
︒

235

こ
の
よ
う
な
︑
市
場
関
係
者
に
対
す
る
検
察
庁
に
よ
る
厳
格
な
法
執
行
は
︑
関
係
者
か
ら
の
反
発
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
市
場
関

係
者
一
般
か
ら
も
疑
問
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
︒
そ
の
要
点
は
︑
検
察
官
︑
裁
判
官
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
知
識
と
感
覚
の
欠
如
へ
の

懸
念
︑
お
よ
び
︑
現
在
の
諸
条
件
下
︵
監
督
行
政
庁
と
対
象
業
界
・
企
業
と
の
間
の
意
思
疎
通
が
不
十
分
で
︑
業
界
団
体
の
自
主
規
制
や
企
業

の
自
主
的
取
組
み
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
状
況
︶
に
お
け
る
刑
事
制
裁
の
厳
格
な
執
行
と
い
う
政
策
が
︑
市
場
経
済
の
円
滑
な
運
営

と
い
う
本
来
の
目
的
に
と
っ
て
適
合
的
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
で

(
)

あ
る
︒
後
者
に
つ
い
て
は
︑
刑
事
制
裁
の
前
提
と
し
て
︑
企
業
や

236

業
界
の
自
主
的
取
組
み
の
拡
充
︵
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
の
整
備
︑
自
主
規
制
シ
ス
テ
ム
の
強
化
な
ど
︶
︑
行
政
に
よ
る
監
督
シ
ス
テ
ム
の
整
備

︵
一
定
の
行
政
裁
量
を
前
提
に
し
た
︑
被
規
制
者
や
業
界
と
の
良
好
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
く
監
督
︶
︑
行
政
と
自
主
規
制
の
適
切
な

役
割
分
担
な
ど
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
も
た
ら
し
て

(
)

い
る
︒
こ
れ
は
︑
金
融
行
政
に
お
い
て
︑
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
に
な

237

っ
て
﹁
金
融
規
制
の
質
的
向
上
︵
ベ
タ
ー
・
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
︶
﹂
が
打
ち
出
さ
れ
た
文
脈
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
法
務
省
・
検
察
庁
の
中
枢
を
歩
い
た
但
木
ら
は
︑
一
九
八
〇
年
代
の
若
手
幹
部
の
時
代
か
ら
問
題
意
識
を
持
ち
︑

一
九
九
〇
年
代
の
混
乱
期
に
︑
大
蔵
省
と
の
良
好
な
関
係
を
リ
ス
ク
に
晒
し
な
が
ら
も
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
中
枢
の
改
造
に

東
京
地
検
特
捜
部
に
よ
る
捜
査
・
起
訴
を
通
じ
て
関
与
し
︑
並
行
し
て
司
法
制
度
改
革
を
推
進
す
る
政
治
過
程
に
深
く
関
わ
っ
た
︒
司

法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
の
実
施
過
程
で
も
事
務
局
の
中
枢
を
通
じ
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
︒
制
度
の
運
用
面
に
お
い
て
も

﹁
市
場
検
察
﹂
の
確
立
を
標
榜
し
て
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目

標
を
推
進
し
︑
金
融
庁
・
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
︑
公
正
取
引
委
員
会
な
ど
と
連
携
し
つ
つ
︑
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
︒
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し
か
し
な
が
ら
︑
二
〇
〇
〇
年
代
末
以
降
︑
特
捜
部
の
﹁
国
策
捜
査
﹂
の
手
法
を
め
ぐ
り
不
祥
事
が

(
)

続
き
︑
加
え
て
︑
経
済
環
境
の

238

変
化
や
金
融
行
政
の
路
線
修
正
と
の
微
妙
な
関
係
の
も
と
で
︑
検
察
庁
の
﹁
事
後
監
視
﹂
機
能
は
停
滞
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒

と
は
い
え
︑
企
業
関
係
者
や
行
政
官
に
と
っ
て
︑
二
〇
〇
〇
年
代
に
も
た
ら
さ
れ
た
刑
事
制
裁
リ
ス
ク
の
高
ま
り
は
依
然
と
し
て
彼

ら
の
意
識
と
行
動
の
与
件
で
あ
り
︑
捜
査
・
起
訴
・
裁
判
が
も
た
ら
す
ダ
メ
ー
ジ
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
者
が
多
い
の
は
確
か
で
あ
ろ

う
︒
法
務
省
・
検
察
庁
が
﹁
事
後
監
視
へ
の
転
換
﹂
に
代
わ
る
明
確
な
政
策
方
針
を
打
ち
出
さ
な
い
か
ぎ
り
︑
金
融
行
政
な
ど
で
軌
道

修
正
が
あ
る
と
し
て
も
︑
そ
の
修
正
効
果
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

⑶

安
全
等
に
関
す
る
規
制

村
上
裕
一
は
︑
木
材
建
築
︵
国
土
交
通
省
・
住
宅
局
︶
︑
自
動
車
︵
国
土
交
通
省
・
自
動
車
局
︑
二
〇
一
一
年
ま
で
は
自
動
車
交
通
局
︶
︑

電
気
用
品
︵
経
済
産
業
省
・
商
務
情
報
政
策
局
・
製
品
安
全
課
︶
の
三
分
野
を
取
り
あ
げ
︑
安
全
等
に
関
す
る
規
制
の
技
術
基
準
の
設
定

と
実
施
過
程
に
つ
い
て
︑
詳
細
な
事
例
研
究
を
行

(
)

っ
た
︒

239

本
稿
の
問
題
関
心
に
即
し
て
︑
村
上
の
研
究
成
果
を
参
照
す
る
と
︑
こ
れ
ら
三
分
野
に
お
け
る
規
制
当
局
と
被
規
制
企
業
・
業
界
と

の
関
係
は
︑
規
制
の
技
術
基
準
の
設
定
と
実
施
の
両
局
面
に
お
い
て
︑
行
政
と
様
々
な
民
間
関
係
主
体
と
の
間
で
︑
資
源
と
裁
量
の
共

有
と
分
担
︵
こ
れ
を
村
上
は
官
民
協
働
と
呼
ぶ
︶
が
行
わ
れ
︑
そ
の
よ
う
な
分
担
の
あ
り
方
や
そ
れ
を
協
議
す
る
仕
組
み
そ
れ
自
体
に
つ

い
て
︑
行
政
が
裁
量
を
保
持
し
て
シ
ス
テ
ム
を
管
理
・
運
用
し
て
い
る
︒
環
境
条
件
の
変
化
︵
技
術
情
報
の
高
度
化
と
分
散
︑
基
準
の
国

際
調
和
化
の
流
れ
︑
関
係
主
体
数
の
増
大
と
官
民
関
係
の
多
元
化
︑
官
か
ら
民
へ
と
い
う
政
策
︑
行
政
手
続
法
の
制
定
な
ど
透
明
性
と
説
明
責
任

を
要
求
さ
れ
る
状
況
な
ど
︶
に
よ
り
︑
従
来
の
よ
う
な
行
政
に
よ
る
直
接
的
な
裁
量
行
使
が
困
難
に
な
る
一
方
で
︑
行
政
は
︑
行
政
目

的
の
達
成
の
た
め
に
︑
様
々
な
裁
量
行
使
の
仕
組
み
を
工
夫
し
︑
民
間
主
体
と
連
携
・
協
働
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
る
︒
法
令

に
基
づ
く
処
分
等
の
直
接
的
規
制
も
一
定
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
︒
行
政
と
民
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
一
枚
岩
的
な
協
調
関
係
で
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は
な
く
︑
行
政
と
業
界
︵
あ
る
い
は
そ
の
一
部
︶
と
の
対
立
︑
業
界
内
の
様
々
な
対
立
︑
行
政
機
構
内
の
対
立
の
存
在
を
前
提
に
︑
村

上
は
︑
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
︑
被
規
制
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
よ
り
規
制
当
局
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
方
が
優
越
し
た
形
で
官
民
協
働

が
実
現
し
て
い
る
と
描
き
出
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
が
︑
か
つ
て
と
比
べ
て
変
化
し
て
い
る
の
か
︑
変
化
し
て
い
る
と
し
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て

は
︑
村
上
自
身
︑
慎
重
に
判
断
を
留
保
し
て
い
る
が
︑
上
記
の
よ
う
な
近
時
の
環
境
条
件
の
変
化
へ
の
行
政
と
民
間
︵
被
規
制
業
界
と

企
業
お
よ
び
関
係
主
体
︶
の
対
応
と
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
官
民
協
働
の
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
︑
行
政
と
民
間
双
方
の
裁
量
が
分
有
さ

れ
る
中
で
︑
行
政
側
の
主
導
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
分
析
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
欧
米
の
N
ew
P
ublic
G
overnance︵
Ｎ
Ｐ
Ｇ
︶
モ

デ
ル
を
踏
ま
え
︑
行
政
裁
量
の
維
持
な
い
し
拡
大
を
所
与
の
前
提
と
し
た
理
論
枠
組
み
で
あ
る
こ
と
に
影
響
を
受
け
た
分
析
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
︑
行
政
裁
量
に
対
す
る
批
判
的
視
点
が
弱
い
も
の
の
︑
具
体
的
な
事
実
に
基
づ
く
詳
細
な
分
析
は
十
分
説
得
的
で
あ
る
︒

安
全
等
に
関
す
る
規
制
の
技
術
基
準
の
設
定
と
実
施
以
外
の
行
政
分
野
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
村
上
の

研
究
か
ら
は
︑
金
融
行
政
以
外
の
分
野
に
お
い
て
︑
規
制
緩
和
︵
規
制
改
革
︶
︑
行
政
改
革
︑
司
法
制
度
改
革
と
い
っ
た
近
時
の
環
境

変
化
の
も
と
で
︑
行
政
が
規
制
対
象
業
界
な
ら
び
に
企
業
そ
の
他
の
関
係
主
体
と
の
間
で
︑
情
報
共
有
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
維

持
し
な
が
ら
︑
限
ら
れ
た
官
民
の
リ
ソ
ー
ス
を
分
有
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
量
と
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
分
担
さ
せ
な
が
ら
︑
社
会
管
理
の

シ
ス
テ
ム
を
試
行
錯
誤
し
て
い
る
現
状
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
こ
に
あ
る
の
は
︑
事
前
の
ル
ー
ル
に
基
づ
く
事
後
監
視
・
事
後
救
済
に
徹
し
た
行
政
で
は
な
く
︑
ル
ー
ル
を
用
い
つ
つ
︑
必
要
に

応
じ
て
直
接
的
な
処
分
を
用
い
る
が
︑
む
し
ろ
︑
民
間
の
持
つ
情
報
と
自
己
規
制
能
力
を
活
用
し
な
が
ら
︑
直
接
的
な
行
政
規
制
以
外

の
仕
組
み
を
も
駆
使
し
た
役
割
分
担
の
協
働
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
︒

﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
は
︑
こ
の
分
野
で
は
︑
行
政
手
続
法

や
行
政
改
革
の
影
響
が
認
め
ら
れ
︑
直
接
的
規
制
も
活
用
さ
れ
て
い
る
点
で
︑
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
面
は
あ
る
も
の
の
︑
金
融
行
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政
と
は
異
な
っ
て
︑
ビ
ッ
グ
バ
ン
的
な
大
転
換
を
も
た
ら
し
て
は
い
な
い
︒
む
し
ろ
︑
そ
れ
ま
で
の
調
整
型
﹁
社
会
﹂
の
延
長
線
上

で
︑
環
境
条
件
の
変
化
に
対
応
し
つ
つ
︑
民
間
の
リ
ソ
ー
ス
を
活
用
し
な
が
ら
︑
裁
量
幅
を
維
持
し
た
行
政
が
進
化
を
続
け
て
い
る
と

評
す
る
こ
と
が
で

(
)

き
る
︒

240

こ
れ
が
安
全
等
に
関
す
る
規
制
と
い
う
分
野
の
特
殊
性
に
由
来
す
る
の
か
︑
あ
る
い
は
他
の
分
野
の
行
政
的
規
制
に
も
妥
当
す
る
普

遍
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
は
︑
今
後
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
︒

⑷

ま

と

め

以
上
︑
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
の
現
状
を
示
唆
す
る
三
分
野
︑
す
な
わ
ち
︑
金
融
行
政
︑
市
場
検
察
︑
安
全
等
に
関
す
る
規
制
の
展

開
に
つ
い
て
概
観
し
た
︒
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
知
見
と
仮
説
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

第
一
に
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
命
題
は
︑
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン

︵
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
︶
に
お
い
て
︑
包
括
的
な
制
度
改
革
の
設
計
思
想
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
金
融
行
政
は
そ
の
後
二
〇
〇
〇
年
代
半

ば
頃
ま
で
︑
こ
の
政
策
目
標
を
前
提
と
し
て
展
開
し
た
︒
従
来
の
大
蔵
省
と
金
融
業
界
︵
業
界
団
体
︑
個
別
企
業
︶
と
の
親
密
で
非
公

式
的
な
関
係
︵
接
待
を
含
む
︶
が
変

(
)

容
し
︑
行
政
と
業
界
・
個
別
企
業
と
は
距
離
が
置
か
れ
︵

︶
︑
市
場
原
理
を
尊
重
す
る

241

arm
ʼs
len
g
th

と
い
う
意
味
で
私
的
な
主
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
事
前
の
ル
ー
ル
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
金
融
庁
の
金
融
検
査
へ
の
金
融
機
関
の
対
応
は
受
動
的
で
あ
り
︑
自
由
な
創
意
に
基
づ
く
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
全

般
的
に
活
発
化
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
は
言
え

(
)

な
い
︒
不
良
債
権
処
理
や
早
期
是
正
措
置
と
い
っ
た
予
防
行
政
に
お
い
て
も
行
政

242

裁
量
は
不
可
避
で
あ
る
こ
と
や
︑
破
綻
処
理
と
い
う
事
後
チ
ェ
ッ
ク
に
お
い
て
も
総
合
的
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
行
政
裁

量
は
元
来
不
可
欠
な
も
の
で
あ

(
)

っ
た
︒
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
︑
対
象
業
界
や
個
別
企
業
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
信
頼

243

関
係
を
復
活
さ
せ
て
︑
よ
り
実
効
的
な
行
政
を
め
ざ
す
修
正
路
線
の
途
上
に
あ
る
︒
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第
二
に
︑
法
務
省
・
検
察
庁
は
︑
金
融
庁
・
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
︑
公
正
取
引
委
員
会
と
連
携
を
強
化
し
つ
つ
︑
事
後
監
視
社

会
へ
の
転
換
路
線
を
進
め
︑
証
券
取
引
法
︵
金
融
商
品
取
引
法
︶
・
会
社
法
違
反
事
件
︑
カ
ル
テ
ル
・
談
合
事
件
な
ど
に
つ
き
刑
事
制
裁

の
厳
格
な
執
行
を
進
め
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
︑
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
維
持
に
と
っ
て
真
に
有
効
で
あ
る
の
か
に
つ
き
疑
問
視
す
る

意
見
も
あ
り
︑
金
融
行
政
の
路
線
修
正
と
合
わ
せ
て
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂

と
い
う
政
策
目
標
自
体
に
つ
い
て
再
考
を
促
し
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

第
三
に
︑
経
済
産
業
省
と
国
土
交
通
省
の
安
全
等
に
関
す
る
技
術
基
準
の
規
制
に
つ
い
て
は
︑
行
政
裁
量
を
官
民
協
働
シ
ス
テ
ム
自

体
の
︵
メ
タ
・
レ
ベ
ル
の
︶
形
成
・
維
持
の
局
面
に
シ
フ
ト
さ
せ
な
が
ら
維
持
し
︑
対
象
業
界
や
主
要
企
業
︑
市
場
関
係
者
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
確
保
し
つ
つ
︑
裁
量
と
資
源
の
分
有
・
分
担
を
通
じ
た
社
会
管
理
シ
ス
テ
ム
を
運
営
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
︑
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
︑
行
政
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
優
越
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

こ
の
技
術
基
準
規
制
の
分
野
で
は
︑
も
ち
ろ
ん
︑
行
政
改
革
や
規
制
緩
和
・
規
制
改
革
の
影
響
は
認
め
ら
れ
る
が
︑
そ
も
そ
も
︑
こ

の
分
野
で
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
﹁
転
換
﹂
が
め
ざ
さ
れ
た
の
か
疑
問
で
あ
る
︒
戸
矢
は
︑
金
融
行
政
分
野
で
ビ
ッ
グ
バ
ン
型

の
改
革
が
実
現
し
た
の
は
︑
大
蔵
省
が
組
織
存
続
の
危
機
に
直
面
し
︑
政
権
交
代
と
世
論
の
勢
い
を
背
景
に
︑
改
革
を
唱
え
る
非
主
流

派
が
外
部
の
政
治
権
力
と
結
ん
だ
結
果
で
あ
る
と

(
)

す
る
︒
そ
の
よ
う
な
稀
有
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
限
り
︑
ビ
ッ
グ
バ
ン
型
の
改
革

244

は
実
現
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
︑
組
織
存
続
の
脅
威
に
直
面
し
な
い
限
り
︑
そ
の
よ
う
な
改
革
を
自
ら
実
行
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
は
官
庁
に
は
な
い
と

(
)

す
る
︒
こ
の
指
摘
は
︑
二
〇
〇
〇
年
の
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
後
の
展
開
は
︑
金
融
以
外
の
行
政
分
野
に
お
け

245

る
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
は
︑
官
僚
機
構
内
部
の
積
極
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を

推
測
さ
せ
る
︒

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
行
政
手
続
法
の
施
行
︑
規
制
緩
和
・
規
制
改
革
の
進
展
︑
新
規
参
入
者
の
増
大
︑
検
察
庁
に
よ
る
厳
格
な
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刑
事
制
裁
の
執
行
は
︑
金
融
分
野
以
外
で
も
︑
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
強
化
と
あ
い
ま
っ
て
︑
秩
序
形
成
に
お
け
る
私
的
な
主
体
の
イ
ニ

シ
ア
テ
ィ
ブ
を
強
め
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒

加
え
て
︑
金
融
分
野
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
中
枢
性
に
鑑
み
れ
ば
︑
と
り
わ
け
護
送
船
団
シ
ス
テ
ム
の
解
体
と
メ
イ
ン
バ
ン

ク
・
シ
ス
テ
ム
の
動
揺
な
い
し
終
焉
︑
間
接
金
融
優
位
か
ら
直
接
金
融
優
越
へ
の
転
換
︵
特
に
大
企
業
で
︶
︑
外
国
人
株
主
の
増
大
を
通

じ
て
︑
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
は
金
融
以
外
の
局
面
へ
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー

(
)

効
果
を
少
な
く
と
も
一
定
程
度
生
ん
で
い
る
と
い
う
仮
説
を

246

立
て
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
論
点
は
︑
い
わ
ゆ
る
制
度
的
補

(
)

完
性
の
問
題
に
関
わ
り
︑
金
融
シ
ス
テ
ム
を
含
む
経
済
社
会
全
体
︵
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
︶
の
秩
序

247

が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
そ
こ
で
次
に
︑
代
表
的
な
経
済
学
的
研
究
を
参
照
し
て
︑
個
別
分
野
で
は
な

く
︑
近
年
の
日
本
の
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
全
般
が
ど
の
よ
う
な
変
容
過
程
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
示
唆
を
得
る
こ
と
に
し
た
い
︒

�

資
本
主
義
の
多
様
性
論
と
秩
序
形
態

⑴

公
式
制
度
の
改
革
と
秩
序
形
態

本
節
の
課
題
は
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
が
︑
一
連
の

制
度
改
革
の
結
果
︑
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
全
般
と
い
う
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
︑
ど
の
程
度
実
現
し
て
い
る
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
戦
後
日

本
の
経
済
ス
テ
ム
の
変
容
は
ど
の
程
度
︑
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
理
論
的
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
で

あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
公
式
制
度
レ
ベ
ル
と
現
実
の
秩
序
の
あ
り
方
の
レ
ベ
ル
を
区
別
し
︑
後
者
を
秩
序
形
態
と
呼

(
)

ん
だ
︒
本
節
の
課
題
は
︑

248

こ
の
概
念
を
用
い
れ
ば
︑
日
本
の
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
の
変
動
の
全
般
的
態
様
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
に
あ
る
︒

現
実
の
秩
序
を
︑
公
的
主
体
︑
私
的
主
体
の
相
互
行
為
の
結
果
形
成
さ
れ
る
も
の
︵
ゲ
ー
ム
論
の
立
場
に
た
て
ば
︑﹁
社
会
ゲ
ー
ム
の
均
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衡
要
約
表
象
﹂﹇
青
木

(
)

昌
彦
﹈︶
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
︑
公
式
制
度
の
あ
り
方
は
︑
こ
の
現
実
の
秩
序
に
関
わ
る
公
的
主
体
や
私
的
主
体

249

の
相
互
行
為
を
規
定
す
る
諸
条
件
の
一
つ
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
で
い
う
制
度
は
︑
公
式
制
度
︵
law
in
books

レ
ベ
ル
︶
を
指
し
︑
現
実
レ
ベ
ル
の
秩
序
と
は
次
元
を
異
に
し
て
お
り
︑
後
に
述
べ
る
青
木
昌
彦
ほ
か
の
比
較
制
度
分
析
で
用
い
ら
れ

る
制
度
概
念
と
は
異
な
る
︒
比
較
制
度
分
析
に
お
け
る
﹁
制
度
﹂
概
念
は
︑
本
稿
に
お
け
る
﹁
秩
序
﹂
に
相
当
す
る
概
念
で
あ
る
︒

こ
れ
ま
で
の
本
稿
の
分
析
か
ら
は
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策

は
︑
日
本
の
経
済
社
会
に
お
い
て
︑
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
が
関
係
志
向
と
行
政
主
導
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
認
識
の

も
と
で
︑
ア
メ
リ
カ
の
市
場
経
済
と
法
シ
ス
テ
ム
を
モ
デ
ル
と
し
て
︑
ル
ー
ル
志
向
と
私
的
主
体
主
導
へ
の
﹁
転
換
﹂
を
め
ざ
し
た
制

度
改
革
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
と
と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
し
て
︑
上
記
の
三
分
野
に
お
け
る
展
開
と
現
状
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
転
換
政
策
そ
れ
自
体
の
妥

当
性
に
つ
い
て
︑
慎
重
な
吟
味
が
必
要
で
あ
り
︑
現
場
で
も
軌
道
修
正
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
関

係
志
向
と
ル
ー
ル
志
向
の
関
係
︑
お
よ
び
︑
行
政
主
導
と
私
的
主
体
主
導
の
関
係
に
つ
い
て
理
論
的
・
実
証
的
に
更
に
吟
味
す
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
課
題
を
提
起
す
る
︒

ま
た
︑
こ
の
﹁
転
換
﹂
が
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
全
般
の
転
換
を
め
ざ
し
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
実
現
し
て
い
な
い
し
︑
全
般
的
な

実
現
を
め
ざ
す
こ
と
が
適
切
な
の
か
︑
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
可
能
な
の
か
と
い
う
と
い
う
疑
問
に
つ
な
が
っ
て
い
く
︒

そ
こ
で
次
に
︑
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
全
般
の
転
換
可
能
性
に
つ
い
て
︑
既
存
の
理
論
的
研
究
に
依
拠
し
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ

う
︒
最
後
に
︑
二
軸
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的
な
総
括
と
研
究
課
題
の
提
示
を
行
う
︒

⑵

資
本
主
義
の
多
様
性
論

資
本
主
義
経
済
の
と
ら
え
方
に
は
大
別
し
て
収
斂
論
と
多
様
性
論
が

(
)

あ
る
︒
前
者
は
︑
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
と
も
に
ア
ン
グ

250
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ロ
・
サ
ク
ソ
ン
型
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
収
斂
す
る
︵
あ
る
い
は
収
斂
す
べ
き
で
あ
る
︶
と
す
る
︒﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か

ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
は
︑
そ
れ
が
日
本
の
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
全
般
の
ア
メ
リ
カ
型
へ
の
転

換
を
め
ざ
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
収
斂
説
の
立
場
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
︑
そ
こ
ま
で
の
徹
底
性
は
前
提
と
し
て
い
な
い
と

し
て
も
︑
経
済
社
会
の
個
別
の
領
域
に
お
い
て
事
後
監
視
・
救
済
型
へ
転
換
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
多
様
性
説
を

前
提
に
︑
わ
が
国
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
固
有
の
合
理
性
と
価
値
が
あ
り
︑
そ
れ
を
吟
味
し
た
上
で
︑
合
理
的
な
も
の
は
維
持
し
続
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
比
較
優
位
を
実
現
で
き
る
と
い
う
発
想
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

本
稿
で
収
斂
論
と
多
様
性
論
の
優
劣
を
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社

会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
の
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
分
析
す
る
上
で
有
効
と
思
わ
れ
る
方
法
は
︑
私
見
で

は
︑
資
本
主
義
の
多
様
性
論
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
︑
ル
ー
ル
志
向
と
関
係
志
向
︑
行
政
主
導
と
私
的
主
体
主
導
と
い
う
二
軸
に
即
し

て
︑
現
状
と
あ
る
べ
き
姿
を
理
論
的
・
実
証
的
に
探
求
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
次
に
︑
資
本
主
義
の
多
様
性
論
の
立
場
か
ら
日
本
の
経
済
社
会
の
現
状
を
概
観
し
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会

か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
の
秩
序
形
態
全
般
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
分
析
し
︑
こ
の
政
策
目
標
の
当

否
を
検
討
す
る
た
め
の
視
点
を
得
る
こ
と
に
し
た
い
︒﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
論
﹂
と
い
う
場
合
︑
狭
義
で
は
ホ
ー
ル
と
ソ
ス
キ
ス
の

編
著
﹃
資
本
主
義
の
多

(
)

様
性
﹄
の
議
論
を
指
す
場
合
も
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
そ
の
他
の
資
本
主
義
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
・
モ
デ
ル

251

へ
の
収
斂
論
を
採
ら
な
い
立
場
を
含
め
て
︑
広
く
資
本
主
義
の
多
様
性
論
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︒
ホ
ー
ル
と
ソ
ス
キ
ス
の
編
著
の
議
論

を
指
す
場
合
は
﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
論
﹂
と
括
弧
書
き
で
表
記
す
る
︒

⒜

調

整

様

式

企
業
は
他
の
取
引
先
企
業
︑
従
業
員
︑
株
主
︑
行
政
機
関
な
ど
他
の
主
体
と
の
間
で
様
々
な
調
整
︵
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
︶
活
動

を
行
っ
て
い
る
︒﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
論
﹂
や
青
木
昌
彦
ら
の
比
較
制
度
分
析
は
︑
こ
の
調
整
様
式
の
態
様
︑
相
互
関
係
を
分
析
に

経済社会の秩序形態（二・完）（濱野 亮）

51



お
い
て
基
軸
的
な
要
因
と
し
て
重
視
し
て

(
)

い
る
︒

252

論
者
に
よ
っ
て
︑
調
整
の
理
論
的
位
置
づ
け
や
︑
内
容
︵
何
を
調
整
と
と
ら
え
る
か
︶
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑

調
整
と
は
︑﹁
企
業
が
内
部
的
︑
外
部
的
に
展
開
し
て
い
る
関
係
に
お
い
て
直
面
す
る
様
々
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
相
互
作
用
﹂

と
定
義
し
て

(
)

お
く
︒
調
整
様
式
と
は
調
整
問
題
の
解
決
の
仕
方
で
あ
る
︒

253

本
稿
の
目
的
に
即
す
と
調
整
様
式
は
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
︒

ま
ず
︑
市
場
に
よ
ら
な
い
調
整
︵
非
市
場
型
調
整
︶
と
市
場
に
よ
る
調
整
︵
市
場
型
調
整
︶
に
区
別
で

(
)

き
る
︒

254

非
市
場
型
調
整
は
︑
大
き
く
二
つ
の
類
型
に
区
別
で
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
は
︑
企
業
レ
ベ
ル
と
社
会
レ
ベ
ル
に
区
別
で

(
)

き
る
︒

255

非
市
場
型
調
整
の
第
一
の
類
型
は
︑
官
僚
制
組
織
︵
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
︶
と
行
政
規
制
で
あ
り
︑
前
者
は
企
業
レ
ベ
ル
︵
私
的
官
僚
組

織
︶
︑
後
者
は
社
会
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
︑
公
式
的
な
権
力
的
関
係
︵
命
令
・
服
従
関
係
︶
で
あ
る
︒

第
二
の
類
型
は
︑
非
公
式
の
継
続
的
相
互
作
用
で
︑
交
渉
・
協
議
・
妥
協
に
基
づ
く
関
係
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
さ
ら
に
政
府
が
関

わ
る
場
合
と
関
わ
ら
な
い
場
合
に
区
別
で
き
る
︒
前
者
の
例
は
︑
村
上
泰
亮
の
い
う
﹁
仕
切
ら
れ
た
共
生

(
)

関
係
﹂︑
青
木
昌
彦
の
﹁
官

256

僚
制
多
元
主
義
な
い
し
仕
切
ら
れ
た
多
元
主
義
︵

(
)

bureaupluralism
︶
﹂
な
い
し
寺
西
重
郎
の
い
う
﹁
原
局
・
業
界
団
体
シ
ス

(
)

テ
ム
﹂

257

258

で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
企
業
レ
ベ
ル
か
ら
社
会
レ
ベ
ル
に
及
ぶ
︒
後
者
の
例
は
︑
系
列
︵
下
請
系
列
︑
金
融
系
列
︶
︑
企
業
集
団
︑
春
闘
な

ど
で
あ
る
︒
系
列
や
企
業
集
団
は
企
業
レ
ベ
ル
で
あ
る
が
︵
た
だ
し
︑
業
界
横
断
的
で
社
会
の
相
当
広
い
範
囲
に
及
ぶ
︶
︑
春
闘
は
社
会
レ

ベ
ル
で
あ
る
︒

ヴ
ェ
ー
バ
ー
以
来
︑
官
僚
制
組
織
と
市
場
を
二
つ
の
主
要
類
型
と
し
て
対
比
さ
せ
る
発
想
が

(
)

あ
り
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
ほ
か
の
取
引

259

費
用
の
経
済
学
に
お
い
て
も
︑
限
定
合
理
性
と
取
引
費
用
節
約
と
い
う
視
点
か
ら
︑
市
場
と
官
僚
制
組
織
︵
M
arkets
and
H
ierar-

chies︶
を
主
要
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
分
析
し
て
い

(
)

る
が
︑﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
論
﹂
や
青
木
ほ
か
の
比
較
制
度
分
析
は
︑
よ
り
多

260

様
な
調
整
様
式
に
ま
で
視
野
を
拡
大
し
て
い
る
︒
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も
う
一
つ
の
調
整
様
式
が
市
場
型
調
整
で
あ
る
︒﹁
市
場
﹂
の
理
念
型
は
︑
参
入
・
退
出
の
自
由
な
主
体
に
よ
る
競
争
状
況
に
お
い

て
︑
両
当
事
者
の
自
由
な
意
思
決
定
に
よ
っ
て
成
立
す
る
取
引
の
集
合
体
で
あ
る
︒
国
家
の
実
定
法
規
範
と
裁
判
所
︑
弁
護
士
等
の
実

定
法
機
構
は
︑
市
場
が
成
立
・
維
持
・
発
展
す
る
上
で
重
要
な
役
割
︵
市
場
維
持
機
能
︶
を
果

(
)

た
す
︒
市
場
の
理
念
型
に
お
け
る
取
引

261

当
事
者
間
の
関
係
は
︑
arm
s̓
length
と
表
現
さ

(
)

れ
る
︒

262

但
し
︑
次
の
二
点
に
つ
き
注
意
を
要
す
る
︒

第
一
に
︑
こ
の
よ
う
な
市
場
の
理
念
型
に
基
づ
い
て
︑
新
古
典
派
経

(
)

済
学
の
合
理
的
経
済
人
と
完
全
競
争
の
理
論
的
枠
組
み
が
構
築

263

さ
れ
︑
そ
れ
と
の
並
行
的
関
係
に
お
い
て
︑
現
代
法
的
変
容
以
前
の
近
代
私
法
の
契
約
概
念
が
構
築
さ
れ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
グ
ラ

ノ
ヴ
ェ
ッ
タ
が
主
張
し
た
よ
う
に
︑
現
実
の
市
場
に
お
け
る
主
体
は
︑
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
諸
関
係
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
社
会
構
造
に
内
在
す
る
秩
序
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
︑
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
市
場
取
引
に
影
響
を
与
え
て

(
)

い
る
︒
市

264

場
取
引
の
主
体
は
︑
完
全
に
独
立
し
て
自
由
な
意
思
決
定
を
行
い
︑
国
家
法
の
枠
組
み
の
み
を
利
用
し
て
︵
国
家
法
の
影
の
も
と
で
︶

相
手
方
と
取
引
を
結
ぶ
の
で
は
な
く
︑
国
家
法
以
外
の
︑
当
該
市
場
に
存
在
す
る
社
会
的
秩
序
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
枠
組
み
を
も
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
し
︑
そ
の
影
の
も
と
に
あ
る
︒

第
二
に
関
連
し
て
︑
市
場
と
言
っ
て
も
︑
そ
の
組
織
化
の
程
度
と
態
様
は
様
々
で
あ
り
︑
国
家
法
秩
序
以
外
の
秩
序
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

存
在
が
希
薄
な
ケ
ー
ス
も
あ
れ
ば
︑
継
続
的
な
取
引
関
係
が
高
度
に
展
開
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
︒
後
者
は
︑
今
井
賢
一
と
伊
丹
敬

之
が
か
つ
て
提
示
し
た
市
場
と
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
︵
官
僚
制
的
組
織
︶
の
中
間
組
織
と
も
表
現
で
き

(
)

る
し
︑
非
市
場
型
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム

265

が
︑
何
ら
か
の
程
度
と
態
様
で
市
場
に
浸
透
し
て
い
る
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
非
市
場
型
調
整
に
お
い
て
は
︑
当
事
者
な
い
し
関
係
者
間
の
関
係
は
︑
何
ら
か
の
程
度
で
継
続
的
で
あ
り
︑
メ
ン

バ
ー
シ
ッ
プ
︵
参
入
・
退
出
︶
は
固
定
的
で
あ
る
︒
但
し
︑
非
市
場
型
調
整
の
う
ち
︑
行
政
規
制
に
つ
い
て
は
︑
被
規
制
者
が
固
定
的

で
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
が
︑
被
規
制
者
が
固
定
的
な
場
合
も
あ
る
︵
例
え
ば
︑
新
規
参
入
が
制
限
さ
れ
て
い
る
業
界
︶
︒
ま
た
︑
規
制
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者
と
被
規
制
者
の
関
係
は
︑
継
続
的
な
場
合
も
あ
る
し
︑
一
回
限
り
の
場
合
も
あ
る
︒

非
市
場
型
調
整
の
う
ち
︑
非
公
式
の
継
続
的
相
互
作
用
は
︑
継
続
的
な
関
係
を
基
盤
に
し
て
︑
交
渉
・
協
議
・
妥
協
に
よ
り
調
整
が

な
さ
れ
る
︒
官
僚
制
的
組
織
は
公
式
の
ル
ー
ル
と
権
限
が
明
文
で
規
定
さ
れ
︑
命
令
・
服
従
関
係
が
存
在
す
る
が
︑
多
く
の
場
合
︑
そ

の
内
部
に
お
い
て
︑
あ
る
い
は
︑
官
僚
制
的
組
織
の
境
界
を
越
え
て
外
部
の
主
体
と
の
間
で
︑
様
々
な
非
公
式
の
継
続
的
相
互
作
用
も

存
在
し
て
い
る
︒
規
制
に
お
い
て
も
︑
公
式
の
ル
ー
ル
と
権
限
が
明
文
で
規
定
さ
れ
︑
命
令
・
服
従
関
係
が
存
在
す
る
が
︑
規
制
者
と

被
規
制
者
の
間
に
非
公
式
の
継
続
的
相
互
作
用
が
展
開
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
︒
他
方
︑
そ
の
よ
う
な
非
公
式
の
相
互
作
用
を
公
式

に
禁
止
な
い
し
抑
制
す
る
よ
う
な
状
況
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
︒

⒝

自
由
主
義
型
資
本
主
義
と
調
整
型
資
本
主
義

代
表
的
な
資
本
主
義
の
多
様
性
論
者
で
あ
る
ホ
ー
ル
と
ソ
ス
キ
ス
は
︑
調
整
問
題
を
解
決
す
る
仕
方
︵
調
整
様
式
︶
を
基
準
に
︑
資

本
主
義
を
︑
自
由
主
義
型
資
本
主
義
︵
彼
ら
の
タ
ー
ム
で
は
自
由
な
市
場
経
済
liberalm
arket
econom
ies︶
と
調
整
型
資
本

(
)

主
義
︵
同
じ

266

く
調
整
﹇
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
﹈
さ
れ
た
市
場
経
済

coordinated
m
arket
econom
ies︶
の
二
類
型
に
区
別
し
分
析

(
)

し
た
︒
こ
れ
は
連
続
体

267

の
両
端
で
あ
り
︑
現
実
の
資
本
主
義
は
そ
の
中
間
の
い
ず
れ
か
の
位
置
に
定
位
さ
れ
る
︒

自
由
主
義
型
資
本
主
義
で
は
︑
企
業
は
主
に
市
場
と
官
僚
制
組
織
︵
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
︶
に
よ
っ
て
調
整
活
動
を

(
)

行
う
︒
経
済
社
会
は

268

市
場
と
官
僚
制
的
な
企
業
組
織
お
よ
び
政
府
の
官
僚
制
組
織
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
︒
中
間
組
織
な
い
し
非
公
式
の
継
続
的
相
互
作

用
に
よ
る
調
整
様
式
の
重
要
性
は
低
い
︒
規
制
は
︑
色
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
う
る
が
︑
典
型
的
に
は
︑
最
も
徹
底
し
た
場

合
︑
経
済
的
規
制
は
原
則
的
に
禁
止
︑
社
会
的
規
制
は
最
小
限
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
︑
規
制
者
と
被
規
制
者
の
間
の
非
公
式

的
相
互
作
用
に
よ
る
調
整
は
極
力
排
除
さ
れ
る
︒
ア
メ
リ
カ
の
経
済
社
会
は
︑
自
由
主
義
型
資
本
主
義
の
典
型
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
︒
新
古
典
派
経
済
学
な
ど
主
流
派
経
済
学
の
諸
概
念
と
諸
理
論
は
︑
自
由
主
義
型
資
本
主
義
の
文
脈
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
産
物

で
あ
る
︒
新
自
由
主
義
政
策
は
︑
自
由
主
義
型
資
本
主
義
を
モ
デ
ル
に
そ
れ
へ
の
収
斂
を
強
行
す
る
政
策
と
言
え
る
︒

立教法学 第 94 号（2016)

54



調
整
型
資
本
主
義
に
分
類
さ
れ
る
の
が
︑
ド
イ
ツ
や
日
本
で
あ
る
︒
様
々
な
論
者
に
よ
り
︑
更
に
細
か
い
分
類
が
提
案
さ
れ
て
い

(
)

る
が
︑
本
稿
の
目
的
に
と
っ
て
は
︑
日
本
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
足
り
る
の
で
︑
調
整
型
資
本
主
義
を
更
に
細
か
く
類
型
化
す
る

269
必
要
は
な
い
︒
調
整
型
資
本
主
義
で
は
︑
市
場
以
外
の
多
様
な
調
整
様
式
が
歴
史
的
に
展
開
・
発
達
し
︑
企
業
は
︑
そ
の
環
境
の
中
で

活
動
し
︑
そ
の
経
済
に
特
徴
的
な
非
市
場
型
調
整
様
式
を
利
用
し
て
い
る
︒
自
由
主
義
型
資
本
主
義
と
異
な
り
︑
市
場
が
企
業
の
様
々

な
調
整
活
動
に
お
い
て
一
貫
し
て
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
︒

こ
の
二
つ
の
資
本
主
義
に
お
け
る
法
機
構
の
位
置
づ
け
が
︑
本
稿
に
と
っ
て
は
重
要
な
論
点
で
あ
る
︒

自
由
主
義
型
資
本
主
義
に
お
け
る
法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
形
式
的
合
理
的
法
と
︑
市
場
に
お
け
る
自
由
な
交
換
に
志
向
し

た
近
代
資
本
主
義
と
の
関
係
論
︵
ヴ
ェ
ー
バ
ー
︶
や
︑
先
に
紹
介
し
た
奥
野
︵
藤
原
︶
の
モ
デ
ル
な
ど
︑
学
界
で
共
有
さ
れ
て
い
る
と

評
し
う
る
理
論
モ
デ
ル
が
存
在
す
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
調
整
型
資
本
主
義
に
お
け
る
法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
自
由
主
義
型
資
本
主
義
に
お
け
る
﹁
法
の
支
配
﹂

を
モ
デ
ル
に
設
定
し
︵
資
本
主
義
の
収
斂
説
と
同
様
な
い
し
同
一
の
立
場
︶
︑
そ
れ
に
照
ら
し
て
現
状
を
批
判
的
に
論
じ
る
議
論
︵
古
く
は

川
島
理
論
︶
は
多
い
も
の
の
︑
そ
れ
以
外
に
は
広
く
共
有
さ
れ
た
モ
デ
ル
は
確
立
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
︒

例
え
ば
︑
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
︑
彼
の
生
き
た
時
代
が
二
〇
世
紀
資
本
主
義
の
展
開
以
前
と
い
う
制
約
か
ら
当
然
と
は
い
え
︑

近
代
資
本
主
義
と
対
比
さ
れ
る
理
念
型
と
し
て
政
治
志
向
的
︵
政
治
寄
生
的
︶
資
本
主
義
が
措
定
さ
れ
︑
そ
こ
に
お
け
る
非
形
式
的
な

法
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
に
と
ど

(
)

ま
る
︒
日
本
の
資
本
主
義
と
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
川
島
武
宜
の

(
)

研
究
が
あ
っ
た
が
単
純

270

271

な
収
斂
説
の
視
点
に
立
っ
て
お
り
限
界
が
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
次
に
︑
最
近
の
比
較
法
社
会
学
的
研
究
と
青
木
昌
彦
の
比
較
制
度
分
析
を
参
照
し
て
︑
日
本
と
い
う
調
整
型
資
本
主
義
に

お
け
る
法
機
構
の
機
能
に
関
す
る
理
論
的
分
析
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
に
し
た
い
︒
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⒞

日
本
経
済
と
法
の
現
状
を
示
唆
す
る
諸
研
究

調
整
型
資
本
主
義
に
お
け
る
経
済
と
法
の
関
係
に
関
す
る
既
存
の
研
究
の
う
ち
︑
本
稿
で
は
ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
と
ピ
ス
ト
︑
お
よ
び
︑

青
木
昌
彦
の
研
究
を
参
照
し
て
︑
日
本
の
現
状
に
つ
い
て
の
示
唆
を
得
る
︒﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救

済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
の
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
全
般
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
分
析
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
探
る
こ

と
に
し
た
い
︒

一
時
期
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
世
界
銀
行
︵
ワ
シ
ン
ト
ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
︶
は
︑
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
な
経
済
と
法
の
と
ら
え
方
を
し
て
︑
発
展
途

上
国
や
旧
社
会
主
義
国
が
市
場
経
済
体
制
に
移
行
す
る
過
程
に
お
け
る
法
シ
ス
テ
ム
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
︑
ア
メ
リ
カ
的
な
﹁
法

の
支
配
﹂
と
そ
れ
を
反
映
し
た
法
機
構
の
導
入
を
想
定
し
て

(
)

い
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
と
ピ
ス
ト
は
︑
ア
メ
リ
カ
的
な

272

法
シ
ス
テ
ム
を
相
対
化
し
︑
他
国
と
比
較
す
る
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
調
整
型
資
本
主
義
に
お
け
る
経
済
と
法
の
関
係

を
も
包
含
す
る
理
論
モ
デ
ル
構
築
の
試
み
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒

ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
と
ピ
ス
ト
は
︑
ア
メ
リ
カ
︑
日
本
︑
ド
イ
ツ
︑
韓
国
︑
中
国
︑
ロ
シ
ア
を
取
り
あ
げ
︑
法
シ
ス
テ
ム
を
︑
中
央
集
権

的
か
分
権
的
か
を
両
極
と
す
る
縦
軸
と
︑
法
の
諸
機
能
の
う
ち
権
利
保
護
機
能
優
位
か
調
整
機
能
優
位
か
を
両
極
と
す
る
横
軸
か
ら
成

る
座
標
平
面
上
に
プ
ロ
ッ
ト

(
)

す
る
︒

273

彼
ら
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
焦
点
を
あ
て
て
分
類
し
て
い
る
が
︑
経
済
社
会
全
般
に
拡
張
で
き
る
︒
裁
判
所
に
お
け
る

民
事
訴
訟
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
は
︑
分
権
的
で
か
つ
私
的
主
体
の
権
利
保
護
が
優
位
す
る
法
シ
ス
テ
ム

で
あ
り
︑
座
標
平
面
の
右
下
の
端
に
位
置
す
る
︒
伝
統
的
に
︑
日
本
と
ド
イ
ツ
で
は
︑
訴
訟
と
並
ん
で
︑
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
︑
中

央
集
権
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
重
要
で
あ
り
︵
日
本
の
大
蔵
省
＝
メ
イ
ン
バ
ン
ク
・
シ
ス
テ
ム
︑
中
央
官
庁
の
原
局
に
よ
る
監
督
行
政
︑
審
議

会
等
︑
ド
イ
ツ
の
銀
行
シ
ス
テ
ム
と
労
使
協
議
制
度
な
ど
︶
︑
そ
こ
で
は
︑
法
は
︑
訴
訟
に
お
け
る
よ
う
な
私
的
主
体
の
権
利
保
護
機
能
よ

り
も
︑
中
央
に
結
集
し
た
利
害
関
係
主
体
に
よ
る
調
整
・
合
意
形
成
機
能
が
優
越
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
両
国
は
︑
二
軸
か
ら
な
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る
座
標
平
面
上
の
中
央
に
位
置
す
る
︒
ロ
シ
ア
と
中
国
は
︑
極
め
て
中
央
集
権
的
で
調
整
的
な
法
シ
ス
テ
ム
と
さ
れ
︑
座
標
平
面
上
の

左
上
の
端
で
︑
ア
メ
リ
カ
と
対
極
に
位
置
す
る
︒

こ
の
モ
デ
ル
は
︑
法
シ
ス
テ
ム
が
︑
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
自
由
主
義
型
資
本
主
義
に
お
い
て
は
︑
私
的
な
主
体
が
そ
の
権
利
を
実
現

す
る
た
め
に
裁
判
所
︵
司
法
︶
を
用
い
る
こ
と
に
著
し
く
傾
斜
し
て
い
る
状
況
を
表
現
す
る
と
と
も
に
︑
調
整
型
資
本
主
義
の
う
ち
︑

ド
イ
ツ
と
日
本
に
お
い
て
は
︑
そ
の
よ
う
な
私
人
が
提
起
す
る
訴
訟
に
よ
る
権
利
の
実
現
と
並
ん
で
︑
中
央
政
府
︵
行
政
︶
︑
業
界
団

体
︑
労
使
の
団
体
を
中
心
と
す
る
仕
組
み
に
よ
り
︑
法
が
私
的
な
主
体
の
権
利
・
利
益
を
調
整
す
る
た
め
の
役
割
を
︑
同
程
度
に
︑
あ

る
い
は
そ
れ
以
上
に
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
︒
訴
訟
件
数
と
訴
訟
の
重
要
度
を
日
独
間
で
比
較
す
れ
ば
︑
日
本
は
ド
イ

ツ
と
比
較
し
て
訴
訟
の
比
重
が
小
さ
い
の
で
︑
私
的
主
体
主
導
よ
り
も
行
政
主
導
に
傾
斜
し
た
法
シ
ス
テ
ム
と
言
え
よ
う
︒

ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
と
ピ
ス
ト
の
モ
デ
ル
は
︑
調
整
型
資
本
主
義
に
お
い
て
は
︑
法
が
︑
私
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
司
法
︵
裁
判

所
︶
へ
の
訴
訟
に
よ
っ
て
私
人
の
権
利
・
利
益
を
保
障
・
実
現
す
る
機
能
と
並
ん
で
︑
中
央
集
権
的
な
仕
組
み
を
通
じ
て
私
人
の
権

利
・
利
益
を
調
整
す
る
機
能
を
も
果
た
し
て
い
る
場
合
︵
例
え
ば
日
・
独
︶
が
あ
る
こ
と
を
示
し
︑
ア
メ
リ
カ
的
法
シ
ス
テ
ム
へ
の
収

斂
説
を
批
判
す
る
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
︒

ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
と
ピ
ス
ト
に
よ
れ
ば
︑
日
本
の
上
記
座
標
上
の
位
置
は
不
動
で
は
な
く
︑
近
時
の
改
革
と
経
済
社
会
の
変
化
に
よ
っ

て
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
︑
と
り
わ
け
二
〇
〇
〇
年
代
の
株
主
代
表
訴
訟
の
増
加
や
敵
対
的
企
業
買
収
の
出
現
と
増
大
に
よ
り
︑
右
下

の
ア
メ
リ
カ
の
方
向
に
向
か
っ
て
位
置
が
移
動
し
て

(
)

い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
個
々
の
私
的
主
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
法
的
ル
ー
ル

274

の
裁
判
所
に
お
け
る
使
用
と
い
う
分
権
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
と
︑
法
の
権
利
保
障
機
能
︵
調
整
機
能
に
対
比
さ
れ
る
︶
が
強
ま
っ
て

い
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
他
方
で
︑
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
に
︑
敵
対
的
企
業
買
収
が
頻
発
す
る
兆
し
を
前
に
し
て
︑
経
済
産
業
省
が
中
心
と

な
っ
て
企
業
買
収
防
衛
の
た
め
の
方
策
︵
二
〇
〇
五
年
五
月
の
経
済
産
業
省
・
法
務
省
に
よ
る
﹁
企
業
価
値
・
株
主
共
同
の
利
益
の
確
保
又
は
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向
上
の
た
め
の
買
収
防
衛
策
に
関
す
る

(
)

指
針
﹂︶
を
︑
官
僚
・
学
者
な
ど
に
よ
る
協
議
を
経
た
非
公
式
規
範
の
形
で
︑
か
つ
︑
既
存
企
業

275

︵
経
営
者
・
従
業
員
︑
取
引
先
等
︑
株
主
以
外
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ー
ル
ダ
ー
の
集
合
体
︶
の
側
の
利
益
を
配
慮
し
て
導
入
し
た
点
や
︑
裁
判
所
も

現
経
営
陣
に
よ
る
買
収
防
衛
策
を
容
認
す
る
内
容
の
判
決
を
示
す
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
点
を
挙
げ
て
︑
直
線
的
に
ア
メ
リ
カ
の
位
置

に
近
づ
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と

(
)

す
る
︒
む
し
ろ
︑
行
政
官
僚
や
学
者
︑
弁
護
士
が
非
公
式
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
そ
れ
が
強

276

い
力
を
持
つ
メ
カ
ニ

(
)

ズ
ム
は
︑
従
来
の
集
権
的
秩
序
の
延
長
線
上
に
あ
る
︒
既
存
の
大
企
業
体
制
に
挑
戦
し
た
堀
江
貴
文
が
︑
ラ
イ
ブ

277

ド
ア
事
件
に
よ
り
起
訴
さ
れ
︑
有
罪
判
決
の
確
定
に
至
っ
た
こ
と
は
︑
同
時
期
の
村
上
フ
ァ
ン
ド
事
件
の
顛
末
と
あ
わ
せ
︑
検
察
と
裁

判
所
が
︑
事
後
監
視
型
へ
の
転
換
を
推
進
し
て
い
る
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
︑
伝
統
的
秩
序
観
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
こ
と
を
も
示

唆
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
余
地
が

(
)

あ
る
︒

278

ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
と
ピ
ス
ト
は
二
〇
〇
八
年
の
時
点
で
︑
日
本
に
つ
い
て
︑
三
つ
の
シ
ナ
リ
オ
を
示
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ

型
へ
の
収
斂
︑
日
本
の
伝
統
型
の
持
続
︑
そ
の
中
間
で
あ
る
︒
前
二
者
の
可
能
性
は
低
く
︑
中
間
的
シ
ナ
リ
オ
の
蓋
然
性
が
高
い
が
︑

具
体
的
に
座
標
平
面
の
ど
こ
で
均
衡
す
る
か
の
予
測
は
困
難
で
あ
る
と

(
)

す
る
︒
帰
趨
を
規
定
す
る
次
の
諸
要
因
の
不
確
実
性
が
高
い
か

279

ら
で
あ
る
︒
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
官
の
裁
量
の
余
地
︑
裁
判
官
が
︑
敵
対
的
企
業
買
収
が
も
た
ら
す
雇
用
の
安
定
等
へ
の
脅
威
を
ど
う

考
え
る
か
︑
既
存
の
大
企
業
と
距
離
が
近
い
経
産
省
の
︑
政
策
方
針
と
経
済
社
会
に
お
け
る
地
位
の
維
持
・
拡
大
へ
の
利
害
︑
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
問
題
に
つ
き
役
割
を
果
た
す
こ
と
へ
の
裁
判
所
の
関
心
度
な
ど
が
規
定
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

(
)

い
る
︒

280

し
か
し
な
が
ら
︑
少
な
く
と
も
︑
株
主
に
占
め
る
外
国
人
投
資
家
の
比
率
が
高
ま
っ
て
お
り
︑
株
式
の
持
ち
合
い
率
が
低
下
し
て
い

る
と
い
う
条
件
の
も

(
)

と
で
︑
企
業
支
配
を
め
ぐ
る
市
場
が
生
ま
れ
︑
支
配
権
を
め
ぐ
っ
て
市
場
参
加
者
が
法
的
ル
ー
ル
と
裁
判
所
を
駆

281

使
し
て
攻
撃
防
御
を
展
開
す
る
機
会
が
生
ま
れ
た
︒
こ
の
企
業
支
配
を
め
ぐ
る
私
人
の
裁
判
所
利
用
頻
度
は
予
測
が
困
難
で
あ
り
︑
長

期
雇
用
と
企
業
外
労
働
市
場
の
発
展
度
︑
間
接
金
融
と
直
接
金
融
の
比
重
な
ど
の
動
向
に
左
右
さ
れ
︑
ま
た
︑
経
産
省
が
関
係
者
の
意

見
と
利
益
を
調
整
し
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
表
し
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
︑
従
来
の
行
政
主
導
の
集
権
的
な
秩
序
形
成
機
構
が
機
能
し

立教法学 第 94 号（2016)

58



て
は
い
る
も
の
の
︑
私
的
な
主
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
法
的
ル
ー
ル
の
援
用
と
裁
判
所
の
利
用
が
︑
企
業
の
所
有
権
を
め
ぐ
る

秩
序
と
い
う
経
済
社
会
の
根
幹
部
分
に
お
い
て
も
登
場
す
る
に
至
っ
た
の
で

(
)

あ
る
︒
経
営
者
は
そ
れ
を
前
提
に
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
程
度

282

と
態
様
の
差
は
あ
れ
︵
そ
の
程
度
・
態
様
が
秩
序
形
態
を
左
右
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
︶
︑
株
主
と
株
価
に
志
向
し
た
経
営
へ
の
圧
力
が
高

ま
っ
て
い
る
︒

次
に
︑
青
木
昌
彦
は
︑
歴
史
的
経
路
依
存
性
と
制
度
的
補
完
性
を
前
提
と
す
る
比
較
制
度
分
析
の
理
論
枠
組
み
に
基
づ
い
て
︑
二
〇

〇
二
年
の
実
証
デ
ー
タ
の
二
次
分
析
を
試
み
︑
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
変
容
を
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て

(
)

い
る
︒

283

青
木
は
﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
論
﹂
や
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
学
派
と
は
方
法
論
を
異
に
し
て
お
り
︑
普
遍
主
義
的
な
ゲ
ー
ム
論
と
均
衡

論
の
枠
組
み
に
依
拠
し
て
い
る
た
め
︑
静
態
的
な
多
様
性
論
で
は
な
い
︒
晩
年
の
著
作
に
お
け
る
到
達
点
は
︑﹁
多
様
性
に
向
か
う
グ

ロ
ー
バ
ル
な
漸
進
的
収
斂
﹂
を
示
唆
し
て

(
)

い
る
︒

284

青
木
は
︑
二
〇
〇
二
年
の
上
場
企
業
七
二
三
社
に
つ
い
て
︑
金
融
な
い
し
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
及
び
雇
用
に
関
す
る
諸
変

数
に
即
し
て
行
っ
た
ク
ラ
ス
タ
分
析
に
基
づ
き
︑
日
本
の
主
要
企
業
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
た
︒
こ
れ
ら
の
企
業
は
︑
雇

用
特
性
と
金
融
な
い
し
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
特
性
の
連
結
様
式
を
基
準
に
し
て
︑
大
き
く
三
つ
の
ク
ラ
ス
タ
に
分
類
さ

(
)

れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
伝
統
的
な
日
本
企
業
型
︑
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
Ⅰ
型
︵
市
場
志
向
型
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
関
係
的
な
雇
用
特
性
の
結
合
︶
︑
ハ

285
イ
ブ
リ
ッ
ド
Ⅱ
型
︵
銀
行
志
向
型
関
係
的
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
市
場
志
向
型
の
雇
用
特
性
の
結
合
︶
で
あ
る
︒
企
業
数
で
見
る
と
︑
伝
統
的
な

日
本
企
業
型
が
五
五
％
を
占
め
る
が
︑
従
業
員
数
で
は
二
四
％
に
と
ど
ま
り
︑
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
Ⅰ
型
は
企
業
数
で
二
四
％
で
あ
る
が
︑

従
業
員
数
で
六
七
％
と
過
半
数
に
及
ぶ
︒

こ
の
よ
う
に
︑
二
一
世
紀
初
頭
の
日
本
経
済
に
お
い
て
は
︑
金
融
な
い
し
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
特
性
と
雇
用
特
性
の
双
方

で
継
続
的
関
係
を
特
質
と
し
て
い
た
伝
統
型
の
企
業
は
多
様
化
し
︑
い
ず
れ
か
一
方
の
特
性
に
お
い
て
市
場
志
向
に
転
換
し
た
二
つ
の

対
照
的
な
型
が
相
互
補
完
的
に
共
進
化
し
て
い
る
︒
重
要
な
の
は
︑
金
融
な
い
し
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
特
性
と
雇
用
特
性
双
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方
と
も
市
場
志
向
的
な
ア
メ
リ
カ
型
は
︑
ク
ラ
ス
タ
分
析
で
析
出
さ
れ
る
程
度
に
は
創
発
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒
平
均
収
益

率
は
︑
伝
統
的
な
日
本
型
で
は
概
ね
低
く
︑
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
Ⅰ
型
の
一
部
と
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
Ⅱ
型
で
高
く
な
っ
て
い
る
︒

青
木
は
︑
今
後
︑
単
一
の
ア
メ
リ
カ
型
の
ク
ラ
ス
タ
に
収
斂
す
る
可
能
性
は
低
い

(
)

と
し
︑
む
し
ろ
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
環
境
条

286

件
の
も
と
で
各
企
業
が
戦
略
的
行
動
を
と
る
こ
と
で
︑
相
互
補
完
的
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
が
創
発
・
発
展
し
︑
全
体
と
し
て
多
様
化
が

進
む
と
見
て
い
る
︒
同
時
に
︑
課
題
と
し
て
︑
第
一
に
︑
格
差
︵
収
入
︑
認
知
資
産
︑
機
会
︶
の
拡
大
が
不
可
避
な
た
め
︑
そ
れ
へ
の

対
応
が
必
要
で
あ
る
こ
と
︑
第
二
に
︑
金
融
規
制
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
が
必
要
な
こ
と
を
挙
げ
て

(
)

い
る
︒

287

青
木
は
︑
企
業
の
多
様
性
促
進
が
マ
ク
ロ
経
済
的
に
プ
ラ
ス
で
あ
り
︑
社
会
全
体
の
厚
生
を
高
め
る
と
い
う
基
本
的
判
断
を
前
提
に

し
て
い
る
よ
う
で

(
)

あ
り
︑
格
差
問
題
に
対
し
て
は
︑
所
得
再
配
分
だ
け
で
な
く
︑
様
々
な
認
知
資
産
の
獲
得
・
展
開
の
機
会
を
保
障
す

288

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
︑
そ
の
点
に
関
す
る
民
間
部
門
と
公
共
部
門
︵
教
育
︑
労
働
行
政
︶
の
相
互
作
用
に
期
待
し
て

(
)

い
る
︒
ま
た
︑

289

戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
原
局
・
業
界
団
体
シ
ス
テ
ム
︵
青
木
は
官
僚
制
的
多
元
主
義
と
呼
ん
だ
︶
と
自
民
党
長
期
政
権
の

政
治
シ
ス
テ
ム
は
︑
競
争
力
の
あ
る
業
界
の
超
過
利
潤
を
生
産
性
の
低
い
部
門
へ
再
配
分
す
る
機
能
を
果
た
し
社
会
統
合
に
寄
与
し
た

が
︑
そ
れ
が
機
能
し
な
く
な
っ
て
お
り
︑
代
替
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ま
だ
登
場
し
て
い
な
い
と
し
︑
こ
の
次
元
で
の
対
応
も
今
後
の
課

題
と

(
)

す
る
︒

290

金
融
規
制
な
い
し
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
に
つ
い
て
︑
青
木
が
指
摘
す
る
課
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
間
接
金
融

と
直
接
金
融
の
適
切
な
機
能
分
担
︑
企
業
活
動
と
企
業
価
値
の
要
約
情
報
量
と
し
て
株
価
が
適
切
に
形
成
さ
れ
る
条
件
の
確
保
︑
短
期

的
な
株
価
最
大
化
戦
略
と
長
期
的
な
企
業
価
値
最
大
化
戦
略
の
間
の
﹁
適
切
な
線
引
き
﹂︑
敵
対
的
買
収
対
応
策
な
ど
に
お
け
る
経
営

者
の
自
己
保
身
と
企
業
価
値
を
守
る
正
当
な
企
業
防
衛
と
の
間
の
﹁
適
切
な
線
引
き
﹂︑
環
境
問
題
な
ど
社
会
関
係
資
本
へ
の
適
切
な

投
資
を
内
部
化
す
る
よ
う
な
株
価
形
成
の
実
現
な
ど
で

(
)

あ
る
︒

291

こ
の
よ
う
な
多
様
性
に
向
け
て
の
進
化
は
︑
法
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
媒
介
さ

(
)

れ
る
︒
青
木
は
詳
し
く
論
じ
て
は
い
な
い
が
︑
金
融

292
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ビ
ッ
グ
バ
ン
に
よ
る
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
は
︑
金
融
な
い
し
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
特
性
に
お
い
て
︑
一
部
企
業
が
市
場
志
向

︵
社
債
︑
株
式
の
発
行
︶
を
強
め
︑
株
価
・
株
主
を
視
野
に
入
れ
た
経
営
を
進
め
た
結
果
︑
伝
統
的
な
企
業
の
う
ち
で
一
部
が
ハ
イ
ブ
リ

ッ
ド
Ⅰ
型
に
進
化
す
る
上
で
促
進
的
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
︑
非
正
規
雇
用
・
有
期
雇
用
規
制
の
緩
和
な
ど
労
働

法
の
規
制
緩
和
は
︑
雇
用
特
性
に
お
い
て
︑
一
部
企
業
が
市
場
志
向
を
強
め
︑
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
Ⅱ
型
に
進
化
す
る
上
で
促
進
的
な
要
因

に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
そ
の
こ
と
は
︑
金
融
及
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
︑
労
働
規
制
︑
さ
ら
に
社
会
保
障
法
︑

教
育
制
度
な
ど
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
︑
進
化
多
様
性
の
態
様
︵
ク
ラ
ス
タ
と
収
益
率
の
パ
タ
ー
ン
︶
に
一
定
の
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が

高
い
こ
と
を
意
味
す
る
︒

青
木
の
分
析
は
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
直
後
の
デ
ー
タ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
後
の
変
動
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
が
︑
ア
メ
リ

カ
型
の
市
場
経
済
と
法
シ
ス
テ
ム
モ
デ
ル
へ
の
収
斂
論
よ
り
︑
理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
説
得
力
が
あ
る
︒

本
稿
の
二
軸
に
つ
い
て
︑
青
木
の
分
析
に
即
し
て
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

金
融
面
で
も
雇
用
面
で
も
伝
統
的
な
継
続
的
関
係
を
維
持
し
て
い
る
企
業
が
な
お
相
当
数
存
在
し
て
お
り
︑
そ
れ
ら
の
多
く
は
パ
ー

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
悪
い
と
は
言
え
︑
金
融
と
雇
用
の
両
面
で
市
場
性
の
高
い
ル
ー
ル
志
向
へ
直
ち
に
転
換
す
る
と
は
考
え
に
く
く
︑
こ

の
企
業
群
で
は
︑
金
融
・
雇
用
の
い
ず
れ
か
あ
る
い
は
双
方
の
面
で
︑
程
度
の
差
は
あ
れ
関
係
志
向
性
が
維
持
さ
れ
る
可
能
性
が
高

い
︒新

た
に
出
現
し
た
︑
金
融
面
で
継
続
的
関
係
依
存
︵
間
接
金
融
︶
︑
雇
用
面
で
市
場
志
向
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
Ⅱ
型
は
︑
平
均
収
益
率

も
高
く
︑
雇
用
流
動
化
の
受
け
皿
に
も
な
っ
て
い
て
︑
戦
略
的
補
完
性
の
面
か
ら
も
︑
今
後
︑
比
重
が
高
ま
る
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
こ

で
は
︑
雇
用
面
で
ル
ー
ル
志
向
性
が
強
く
︑
か
つ
︑
個
別
労
働
紛
争
の
発
生
頻
度
が
継
続
的
雇
用
の
場
合
よ
り
高
ま
る
可
能
性
が
強

い
︒
労
働
法
分
野
の
法
的
ニ
ー
ズ
の
増
大
と
多
様
化
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
高
い
︒

伝
統
的
な
企
業
か
ら
進
化
し
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
Ⅰ
型
で
は
︑
雇
用
面
は
継
続
的
関
係
志
向
の
た
め
︑
法
使
用
は
従
来
と
大
き
な
変
化
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が
な
い
可
能
性
が
高
い
が
︑
金
融
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
面
は
市
場
志
向
︵
株
式
市
場
・
社
債
市
場
︶
で
あ
る
た
め
︑
ル
ー
ル
志
向
が
強
ま
る
︒

証
券
市
場
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
法
的
ニ
ー
ズ
の
増
大
・
多
様
化
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
高
い
︒

こ
れ
ら
の
企
業
ク
ラ
ス
タ
と
行
政
規
制
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
個
別
の
産
業
領
域
の
特
性
に
応
じ
た
規

制
の
あ
り
方
を
︑
事
前
・
事
後
と
い
う
硬
直
的
な
図
式
に
縛
ら
れ
ず
に
探
求
す
る
べ
き
で
あ
る
︒

な
お
︑
伝
統
的
な
日
本
型
は
企
業
数
で
約
半
数
︑
従
業
員
数
で
約
二
五
％
︵
サ
ン
プ
ル
に
占
め
る
比
率
︶
で
あ
る
が
︑
平
均
収
益
率

が
非
常
に
低
い
︒
こ
れ
ら
の
多
く
は
自
力
で
多
様
化
に
向
か
え
な
い
企
業
で
あ
る
︒
新
自
由
主
義
の
発
想
に
立
て
ば
市
場
規
律
に
委
ね

退
出
を
待
つ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
︑
政
府
の
市
場
拡
張
的

(
)

役
割
を
評
価
す
る
立
場
に
立
て
ば
︑
多
様
化
を
促
す
政
策
的
介
入
が
意

293

味
を
持
つ
︒
衰
退
産
業
の
調
整
と
事
業
再
生
︑
転
職
＝
雇
用
促
進
は
︑
企
業
の
多
様
化
と
い
う
意
味
で
も
︑
格
差
問
題
へ
の
対
応
と
い

う
意
味
で
も
︑
政
府
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
︒﹁
事
後
監
視
・
救
済
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
図
式
は
︑
こ
の
観
点
か
ら
も
再
検
討
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
︒

⑶

ま

と

め

本
節
で
は
︑
日
本
の
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
全
般
︵
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
︶
の
動
向
と
現
状
に
つ
い
て
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
︑
代
表

的
な
理
論
と
し
て
資
本
主
義
の
収
斂
論
と
多
様
性
論
に
つ
い
て
概
観
し
た
上
で
︑
具
体
的
な
分
析
と
し
て
ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
と
ピ
ス
ト
及

び
青
木
昌
彦
の
研
究
を
取
り
あ
げ
︑
現
状
に
関
す
る
示
唆
を
得
た
︒

そ
の
結
果
︑
企
業
及
び
企
業
を
め
ぐ
る
諸
関
係
の
ア
メ
リ
カ
型
へ
の
全
般
的
収
斂
は
現
状
で
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
︑
企
業
と
企
業

活
動
の
多
様
性
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
確
か
に
︑
金
融
及
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
面
で
の
市
場
志
向

と
︑
雇
用
面
で
の
市
場
志
向
が
︑
一
定
範
囲
で
︑
異
な
る
連
結
パ
タ
ー
ン
で
認
め
ら
れ
る
も
の
の
︑
全
面
的
な
転
換
で
は
な
く
︑
両
面

で
の
関
係
志
向
性
も
依
然
と
し
て
一
定
範
囲
で
は
あ
る
が
維
持
さ
れ
て
い
る
現
状
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
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ス
領
域
で
は
︑
裁
判
所
利
用
が
現
れ
︑
多
く
の
大
企
業
・
中
堅
企
業
の
経
営
者
に
対
応
を
迫
っ
て
い
る
の
は
多
様
化
の
一
側
面
で
あ
る

が
︑
全
面
的
に
私
的
主
体
主
導
に
転
換
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

金
融
面
︑
雇
用
面
と
も
に
︑
継
続
的
な
関
係
に
志
向
し
た
秩
序

形
成
・
紛
争
処
理
に
依
存
し
て
い
る
領
域
は
な
お
広
く
︑
中
央
集
権
的
で
調
整
的
に
法
が
機
能
す
る
傾
向
も
維
持
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
私
人
に
よ
る
裁
判
所
利
用
︵
敵
対
的
買
収
と
そ
の
防
衛
を
め
ぐ
る
裁
判
所
利
用
や
株
主
代
表
訴
訟
な
ど
︶
が
企
業
支
配

権
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
う
る
こ
と
は
も
は
や
当
然
の
前
提
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
法
的
ル
ー
ル
志
向
と
私
的
な

主
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
従
来
よ
り
強
ま
っ
て
い
る
領
域
が
生
ま
れ
て
い
る
︒
流
動
的
な
労
働
市
場
に
志
向
し
た
経
営
や
労
働
者
も

増
え
て
お
り
︑
非
正
規
労
働
者
も
大
量
に
発
生
し
て
い
る
︒
理
論
的
に
は
法
的
ル
ー
ル
が
重
要
度
を
増
し
︑
関
係
切
断
と
別
の
雇
用
機

会
の
発
見
と
い
う
紛
争
処
理
方
式
が
相
対
的
に
有
効
に
な
る
一
方
で
︑
個
別
の
法
的
な
紛
争
処
理
の
ニ
ー
ズ
も
高
ま
る
可
能
性
が
あ

る
︒
個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度
の
拡
充
や
労
働
審
判
制
度
の
導
入
は
︑
そ
う
し
た
状
況
へ
の
政
府
の
対
応
で
あ
る
と
と
も
に
︑
事
後
監

視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
と
い
う
政
策
目
標
に
導
か
れ
た
改
革
で
も
あ
っ
た
︒

以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
に

つ
い
て
は
︑
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

第
一
に
︑
一
定
の
領
域
に
お
い
て
︑
私
的
主
体
主
導
か
つ
ル
ー
ル
志
向
の
秩
序
形
成
を
強
化
・
拡
大
す
る
役
割
を
果
た
し
た
︒
戦
後

日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
既
得
権
が
相
互
補
完
的
に
構
造
化
し
た
領
域
︵
金
融
シ
ス
テ
ム
な
ど
︶
で
︑
二
項
対
立
図
式
の
単
純

性
が
持
つ
強
制
力
ゆ
え
に
︑
そ
れ
を
掲
げ
た
主
体
の
政
治
的
行
動
に
よ
り
公
式
制
度
の
改
革
が
実
現
し
︑
私
的
主
体
の
自
由
な
活
動
を

強
化
し
︑
ル
ー
ル
に
基
づ
く
事
後
監
視
・
事
後
救
済
を
あ
る
程
度
活
発
化
さ
せ
た
︒

第
二
に
︑
こ
の
政
策
目
標
が
ア
メ
リ
カ
型
の
経
済
・
法
シ
ス
テ
ム
へ
の
全
般
的
収
斂
を
め
ざ
し
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
非
現
実

的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
弊
害
が
大
き
い
︒

第
三
に
︑
行
政
と
企
業
・
業
界
の
関
係
は
︑
個
別
領
域
ご
と
に
︑
行
政
目
的
達
成
の
た
め
に
適
切
な
シ
ス
テ
ム
を
検
討
し
︑
試
行
錯
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誤
す
べ
き
で
あ
っ
て
︑
二
項
対
立
図
式
の
機
械
的
適
用
は
弊
害
が
大
き
い
︒

以
上
の
理
由
に
よ
り
︑﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
は
そ
の

使
命
を
終
え
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒

こ
れ
は
司
法
制
度
改
革
の
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
司
法
の
拡
充
・
強
化
を
通
じ
て
司
法
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
達

成
す
る
べ
く
司
法
制
度
の
改
革
と
運
用
改
善
を
継
続
す
る
必
要
は
依
然
と
し
て
大
き
い
︒
あ
る
べ
き
制
度
と
そ
の
運
用
を
検
討
す
る
た

め
の
一
つ
の
方
法
は
︑
次
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
ル
ー
ル
志
向
と
関
係
志
向
︑
私
的
主
体
主
導
と
行
政
主
導
と
い
う
二
軸
に
即
し
て
︑
両

者
の
関
係
を
個
別
領
域
ご
と
に
検
討
・
提
言
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
︒

�

二
軸
と
研
究
課
題

最
後
に
︑
司
法
制
度
改
革
の
理
念
を
追
求
し
つ
つ
︑﹁
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
過
度
に
図
式
的
な
政
策
目
標

に
代
え
て
︑
個
別
具
体
的
な
領
域
に
即
し
て
制
度
の
設
計
と
運
用
を
検
討
す
る
た
め
の
視
点
を
提
示
し
た
い
︒
本
稿
が
用
い
た
二
軸

︵
関
係
志
向
と
ル
ー
ル
志
向
︑
行
政
主
導
と
私
的
主
体
主
導
︶
に
つ
い
て
︑
本
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
ま
と
め
た
う
え
で
︑
今
後

の
研
究
課
題
を
整
理
す
る
︒

も
と
よ
り
︑
こ
の
作
業
は
日
本
の
経
済
社
会
の
め
ざ
す
べ
き
方
向
を
ど
う
考
え
る
か
に
左
右
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
経
済
学
的
な
検

討
を
さ
ら
に
必
要
と
す
る
が
︑
少
な
く
と
も
本
稿
の
分
析
に
よ
れ
ば
︑
次
の
二
つ
の
課
題
が
得
ら
れ
た
︒
第
一
に
︑
企
業
と
企
業
活
動

の
多

(
)

様
性
を
促
進
さ
せ
る
政
策
の
探
求
︑
第
二
に
︑
多
様
化
に
伴
う
課
題
へ
の
対
応
︑
と
り
わ
け
︑
企
業
と
企
業
活
動
の
増
大
す
る
多

294

様
性
を
調
整
す
る
新
た
な
様
式
︵
主
に
非
市
場
的
な
調
整
様
式
︶
の
開
発
・
導
入
・

(
)

強
化
で
あ
る
︒

295

こ
こ
か
ら
︑
ル
ー
ル
志
向
と
私
的
主
体
主
導
の
秩
序
形
成
が
︑
現
代
的
条
件
の
も
と
で
市
場
競
争
を
ど
の
よ
う
に
促
進
す
る
の
か
に

つ
い
て
理
論
的
・
実
証
的
研
究
を
深
め
る
と
と
も
に
︑
関
係
志
向
お
よ
び
行
政
主
導
の
秩
序
形
成
が
持
つ
合
理
性
と
価
値
創
出
機
能
を
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再
評
価
し
︑
ル
ー
ル
と
関
係
︑
私
的
主
体
と
行
政
の
役
割
分
担
を
探
求
す
る
と
い
う
方
向
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

第
一
に
︑
行
政
裁
量
は
︑
村
上
裕
一
の
詳
細
な
研
究
や
金
融
庁
の
ベ
タ
ー
・
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
指
針
が
方
向
性
を
示
す
よ
う
に
︑

事
前
・
事
後
を
問
わ
ず
︑
行
政
手
続
法
︑
行
政
不
服
審
査
法
︑
行
政
事
件
訟
法
等
の
規
律
の
も
と
で
︑
重
要
な
機
能
を
果
た
し
う
る
も

の
で
あ
っ
て
︑
行
政
裁
量
を
廃
止
す
る
と
か
︑
最
小
限
に
す
る
と
い
う
政
策
は
非
現
実
的
で
弊
害
が
大

(
)

き
い
︒
少
な
く
と
も
具
体
的
な

296

制
度
と
領
域
ご
と
に
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
︒

第
二
に
︑
事
前
の
調
整
を
全
て
禁
止
す
る
の
は
硬
直
的
に
す
ぎ
る
︒
公
正
な
手
続
き
に
よ
る
合
理
的
な
目
的
の
た
め
の
事
前
調
整
は

必
要
で
あ
る
︒
こ
れ
も
具
体
的
な
制
度
と
領
域
ご
と
に
検
討
が
求
め
ら
れ
る
︒

第
三
に
︑
関
係
志
向
と
ル
ー
ル
志
向
︑
行
政
主
導
と
私
的
主
体
主
導
は
︑
い
ず
れ
も
二
者
択
一
の
関
係
に
は
な
い
︒
こ
の
点
は
第
二

章
で
理
論
的
に
示
し

(
)

た
が
︑
第
三
章
︑
第
四
章
の
具
体
的
事
例
と
経
済
理
論
的
な
分
析
に
よ
っ
て
も
示
唆
さ
れ
た
︒
む
し
ろ
︑
規
制
に

297

お
い
て
は
︑
行
政
と
私
的
主
体
の
協
働
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
運
用
と
い
う
政
策
が
重
要
な
選
択
肢
と
な
る
︒
不
透
明
な
囚
虜

︵

(
)

capture︶
と
腐
敗
︵
corruption
︶
の
再
現
を
防
ぎ
つ
つ
︑
官
民
協
働
の
あ
り
方
を
探
求
し
︑
そ
の
成
果
を
検
証
す
べ
き
で
あ
る
︒

298

第
四
に
︑
行
政
と
私
的
主
体
と
り
わ
け
企
業
︑
業
界
と
の
関
係
は
︑
常
に
arm
s̓
length
で
あ
る
べ
き
な
の
で
は
な
く
︑
継
続
的
関

係
を
基
礎
と
し
た
一
定
の
信
頼
関
係
を
活
用
す
べ
き
場
合
が
多
い
︒

第
五
に
︑
他
方
で
︑
第
二
章
で
理
論
的
に
示
し
︑
村
上
の
研
究
や
ベ
タ
ー
・
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
指
針
が
前
提
と
し
て
い
る
よ
う

に
︑
継
続
的
関
係
に
お
い
て
も
︑
法
そ
の
他
の
ル
ー
ル
︵
原
理
な
ど
狭
義
の
準
則
以
外
の
規
範
形
式
を
含
む
︶
は
︑
背
景
に
お
い
て
︵
法

の
影
で
の
(
)

取
引
︶
︑
あ
る
い
は
︑
相
互
行
為
に
お
い
て
援
用
さ
れ
て
機
能
し
う
る
も
の
で
あ
る
︒

299

第
六
に
︑
以
上
を
前
提
に
し
て
︑
規
制
の
制
度
設
計
の
妥
当
性
の
判
断
は
︑
事
前
・
事
後
に
分
け
て
二
項
対
立
図
式
を
機
械
的
に
適

用
す
る
の
で
は
な
く
︑
個
別
領
域
に
即
し
て
︑
舟
田
が
示
唆
し
た
よ

(
)

う
に
︑
事
前
と
事
後
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
複
数
の
手
法
を
組
合
せ
て

300
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選
択
肢
と
し
︑
費
用
便
益
︵
効
果
︶
分
析
的
視
点
に
よ
っ
て
比
較
較
量
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒

私
的
主
体
の
創
意
と
自
由
を
促
す
と
い
う
基
本
的
政
策
は
︑
競
争
の
敗
者
へ
の
対
応
と
新
た
な
調
整
様
式
の
創
造
を
含
め
た
調
整
に

よ
る
対
応
が
適
切
に
行
わ
れ
る
な
ら
ば
︑
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑
行
政
と
被
規
制
業
界
・
企
業
と
の
継
続
的

関
係
に
基
づ
く
結
託
及
び
公
共
を
害
す
る
協
働
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
他
方
で
︑
行
政
と
被
規
制
業
界
・
企
業
と
の
良
好
な
関

係
と
そ
れ
に
基
づ
く
信
頼
関
係
に
よ
る
情
報
共
有
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
有
益
あ
る
い
は
必
要
で
あ
り
︑
逸
脱
者
に
対
し
て
法
的

制
裁
が
事
後
的
に
行
使
さ
れ
る
蓋
然
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
よ
り
確
実
な
も
の
と

(
)

な
る
︒

301

真
の
課
題
は
︑
行
政
と
私
的
主
体
の
適
切
な
関
係
の
形
成
と
︑
行
政
に
よ
る
規
制
と
自
主
規
制
の
分
担
シ
ス
テ
ム
の
構
築
︑
と
り
わ

け
︑
参
入
・
退
出
の
自
由
を
保
障
し
︑
ル
ー
ル
の
妥
当
を
前
提
に
し
つ
つ
︑
行
政
と
私
的
主
体
の
継
続
的
関
係
に
基
づ
く
情
報
共
有
と

利
益
調
整
上
の
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
た
規
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
原
理
主
義
的
な
図
式
の
適
用
に
よ
る
の
で
は
な

く
︑
個
別
具
体
的
な
制
度
と
領
域
ご
と
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

ま
た
︑
行
政
と
司
法
の
適
切
な
役
割
分
担
も
重
要
な
論
点
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
法
シ
ス
テ
ム
へ
の
全
面
的
収
斂
は
非
現
実
的
で
あ
る

が
︑
私
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
司
法
に
お
け
る
法
形
成
の
比
重
を
高
め
る
と
い
う
政
策
目
標
は
妥
当
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
︑
行

政
訴
訟
︑
憲
法
訴
訟
の
活
性
化
を
促
す
よ
う
な
制
度
改
革
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
本
稿
か
ら
導
か
れ
る
研
究
課
題
を
示
し
て
お
こ
う
︒

第
一
に
︑
あ
る
べ
き
行
政
規
制
の
研
究
が
重
要
で
あ
る
︒
行
政
学
︑
経
済
学
の
研
究
成
果
と
他
国
の
行
政
規
制
研
究
の
成
果
を
参
照

す
る
必
要
が
あ
る
︒
裁
量
の
最
小
化
︑
事
前
調
整
の
禁
止
︑
ル
ー
ル
に
基
づ
く
事
後
監
視
と
い
っ
た
命
題
の
機
械
的
・
硬
直
的
な
適
用

に
よ
る
制
度
設
計
・
制
度
運
用
で
は
な
く
︑
具
体
的
な
規
制
領
域
に
即
し
て
︑
継
続
的
関
係
の
活
用
︑
信
頼
関
係
の
形
成
︑
情
報
共

有
︑
様
々
な
法
規
範
の
使
い
分
け
と
裁
量
の
活
用
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
他
方
で
︑
最
後
の
手
段
と
し
て
の
制
裁
行
使
の

あ
り
方
︑
行
政
と
司
法
の
機
能
分
担
に
つ
い
て
︑
ア
メ
リ
カ
法
だ
け
で
な
く
︑
イ
ギ
リ
ス
法
︑
大
陸
法
を
含
め
参
照
す
る
必
要
が
あ
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る
︒
そ
の
う
え
で
実
証
的
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
を
通
じ
て
︑
官
民
協
働
の
意
義
と
限
界
を
明
ら
か
に
す
べ
き
あ
る
︒

第
二
に
︑
弁
護
士
研
究
︑
と
り
わ
け
︑
企
業
法
務
処
理
の
研
究
を
︑
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
の
あ
り
方
と
関
係
づ
け
て
進
め
る
必
要

が
あ
る
︒
企
業
内
の
法
務
部
門
と
外
部
の
法
律
事
務
所
は
︑
経
済
社
会
の
変
化
と
司
法
制
度
改
革
の
影
響
で
一
定
の
変
化
を
見
せ
て

(
)

い
る
︒
企
業
内
外
の
法
務
サ
ー
ビ
ス
提
供
態
勢
は
︑
秩
序
形
態
の
変
動
を
規
定
し
て
い
る
重
要
な
要
因
で
あ
る
︒
大
規
模
法
律
事
務
所

302
や
中
規
模
法
律
事
務
所
が
︑
会
社
関
係
訴
訟
︑
独
禁
法
関
係
訴
訟
︑
知
的
財
産
権
関
係
訴
訟
︑
税
務
訴
訟
︑
経
済
関
係
の
刑
事
事
件
な

ど
で
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
︒
そ
れ
ら
に
関
連
し
た
予
防
法
務
が
高
度
に
展
開
し
て
い
る
様
子
を
示
唆
す
る
デ
ー
タ
が

(
)

あ
る
︒
他

303

方
︑
司
法
試
験
合
格
者
数
の
削
減
が
進
み
つ
つ
あ
り
︑
法
科
大
学
院
志
望
者
数
も
激
減
し
︑
司
法
制
度
改
革
で
予
定
さ
れ
て
い
た
質
量

の
弁
護
士
供
給
が
実
現
し
て
い
な
い
︒
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
経
済
社
会
に
及
ぼ
す
か
が
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
企
業
の
相
手

方
で
あ
る
消
費
者
︑
労
働
者
︑
住
民
を
代
理
す
る
弁
護
士
の
質
・
量
も
企
業
側
の
弁
護
士
の
そ
れ
と
等
し
く
重
要
で
あ
る
︒
弁
護
士
に

よ
る
大
企
業
を
依
頼
者
と
す
る
法
務
処
理
の
近
年
の
顕
著
な

(
)

拡
充
に
対
比
し
て
︑
中
小
零
細
企
業
︑
消
費
者
︑
住
民
な
ど
の
弁
護
士
へ

304

の
ア
ク
セ
ス
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
︒

第
三
に
︑
個
別
労
働
紛
争
処
理
の
研
究
で
あ
る
︒
企
業
と
企
業
活
動
の
多
様
化
︑
労
働
市
場
の
流
動
化
︑
非
正
規
雇
用
・
有
期
雇
用

の
大
幅
な
増
加
︑
労
働
組
合
活
動
の
低
迷
は
︑
労
働
者
間
に
様
々
な
格
差
を
生
み
︑
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
内
在
し
て
い
た
所

得
再
配
分
機
構
の
機
能
不
全
︵
新
自
由
主
義
政
策
に
よ
る
調
整
様
式
の
破
壊
︶
と
あ
い
ま
っ
て
︑
リ
ス
ク
の
個
人
化
を
も
た
ら
し
て

(
)

い
る
︒
こ
の
問
題
は
マ
ク
ロ
的
な
対
応
と
ミ
ク
ロ
的
な
対
応
の
双
方
の
必
要
性
を
高
め
て
い
る
が
︑
後
者
の
中
心
に
あ
る
の
が
個
別
労

305
働
紛
争
の
適
切
な
解
決
で
あ
る
︒
こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
経
験
的
な
法
社
会
学
的
研
究
が
生
ま
れ
て
い

(
)

る
が
︑
本
稿
で
手
が
か
り
を
得

306

た
よ
う
な
巨
視
的
な
枠
組
み
と
関
連
さ
せ
て
ミ
ク
ロ
の
労
働
紛
争
処
理
状
況
に
つ
い
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
︒

そ
の
ほ
か
︑
企
業
間
取
引
︑
消
費
者
紛
争
処
理
︑
倒
産
処
理
・
企
業
整
理
・
事
業
再
生
な
ど
に
関
す
る
理
論
的
・
経
験
的
研
究
な
ど

課
題
は
多
数
あ
る
︒

経済社会の秩序形態（二・完）（濱野 亮）
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最
後
に
︑
理
論
的
な
法
化
論

(
)

研
究
に
関
す
る
課
題
を
指
摘
す
る
︒
日
本
に
お
け
る
国
家
法
機
構
の
使
用
頻
度
と
使
用
態
様
︑
そ
れ
を

307

通
し
て
判
断
さ
れ
る
国
家
法
機
構
の
社
会
的
機
能
は
︑
戦
後
日
本
の
法
社
会
学
研
究
に
と
っ
て
︑
ま
た
︑
日
本
の
法
と
社
会
を
対
象
と

す
る
内
外
の
研
究
に
と
っ
て
中
心
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
︒
司
法
制
度
改
革
が
実
施
段
階
に
入
っ
て
一
〇
年
が
経
過
し
︑
本
稿
が
示
唆

す
る
よ
う
に
︑
単
純
な
法
化
論
︑
と
り
わ
け
︑
ア
メ
リ
カ
法
シ
ス
テ
ム
へ
の
収
斂
論
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒
今
日
の
状
況

は
︑
法
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
あ
る
特
定
の
国
を
モ
デ
ル
と
し
て
日
本
の
現
実
を
評
価
す
る
方
法
の
不
適
切
さ
を
再
確
認
さ
せ
る
と
と
も

に
︑
様
々
な
国
に
適
用
可
能
な
普
遍
的
な
概
念
と
理
論
的
枠
組
み
を
用
い
て
︑
日
本
の
法
シ
ス
テ
ム
と
経
済
社
会
を
︑
他
の
諸
国
︵
ア

ジ
ア
諸
国
を
含
む
︶
と
比
較
し
︑
法
化
過
程
の
共
通
性
と
差
異
を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
本
稿
は
そ
の
手
が
か
り

と
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
︒

(
︶
戦
後
日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
研
究
文
献
は
多
数
あ
る
が
︑
村
上
﹃
新
中
間
大
衆
の
時
代
﹄
前
掲
一
二
〇
〜
一
二
三
頁
︑
一
四
〇
〜
一
五
〇
頁
︑
首
藤
恵
・

174高
橋
俊
治
﹃
現
代
の
企
業
金
融
と
金
融
シ
ス
テ
ム
﹄︵
有
斐
閣
︑
一
九
八
六
年
︶︑
蝋
山
昌
一
﹃
金
融
自
由
化
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
六
年
︶︑K

oich
i
H
am
ad
a

&
A
k
iy
osh
i
H
oriu
ch
i,�
T
h
e
P
olitical

E
con
om
y
of
F
in
an
cial
M
ark
et,�

in
K
ozo
Y
am
am
u
ra
&
Y
asu
k
ich
i
Y
asu
b
a
(ed
s.),T

he
P
olitical

E
conom

y
of

︑
植
田
和
男
﹁
金
融
シ
ス
テ
ム
・
規
制
﹂
岡
崎
・
奥
野

Japan,
V
olum

e
1,
T
he
D
om
estic

T
ransform

ation
(S
tan
ford

U
n
iv
ersity

P
ress,

1987),
p
p
.228-230

︵
藤
原
︶
編
﹃
現
代
日
本
経
済
シ
ス
テ
ム
の
源
流
﹄
前
掲
三
五
〜
五
九
頁
︑
寺
西
重
郎
﹁
メ
イ
ン
バ
ン
ク
・
シ
ス
テ
ム
﹂
同
六
一
〜
九
五
頁
︑T

ak
eo
H
osh
i
&
A
n
il
K
.

︑
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
前
掲
三
五
八

K
ash
y
ap
,C
orporate

F
inancing

and
G
overnance

in
Japan

:T
he
R
oad
to
the
F
uture

(M
IT
P
ress,2001)

〜
三
七
六
頁
︑
寺
西
﹃
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
﹄
前
掲
︑
寺
西
重
郎
﹁
戦
後
金
融
シ
ス
テ
ム
の
成
立
﹂
同
﹃
戦
前
期
日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一

年
︶
八
六
五
〜
九
〇
七
頁
な
ど
を
参
照
︒
政
府
関
係
者
に
よ
る
も
の
と
し
て
︑
鈴
木
淑
夫
﹃
金
融
自
由
化
と
金
融
政
策
﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
︑
一
九
八
五
年
︶︑
西
村

﹃
日
本
の
金
融
制
度
改
革
﹄
前
掲
︑
佐
藤
隆
文
﹃
信
用
秩
序
政
策
の
再
編

枠
組
み
移
行
期
と
し
て
の
一
九
九
〇
年
代
﹄︵
名
古
屋
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
附
属
国
際

経
済
動
態
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
三
年
︶
参
照
︒

︵

︶
護
送
船
団
行
政
に
つ
い
て
は
前
出
註
︵

︶
に
掲
げ
た
文
献
を
参
照
︒
保
険
行
政
に
つ
い
て
は
︑
保
井
俊
之
﹃
保
険
金
不
払
い
問
題
と
日
本
の
保
険
行
政

指
向
転

175

174

換
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
﹄︵
日
本
評
論
社
︑
二
〇
一
一
年
︶
参
照
︒
保
井
は
大
蔵
省
︵
金
融
庁
︑
財
務
省
︶
の
行
政
官
経
験
者
で
あ
る
︒

︵

︶
西
村
﹃
日
本
の
金
融
制
度
改
革
﹄
前
掲
一
六
四
〜
二
九
四
頁
︒

176
︵

︶
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
︵
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
︶
に
至
る
複
雑
な
政
治
過
程
に
つ
い
て
は
戸
矢
哲
朗
︵
青
木
昌
彦
監
訳
︑
戸
矢
理
衣
奈
訳
︶﹃
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
政
治
経

177
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済
学
﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
︑
二
〇
〇
三
年
︶﹇
二
〇
〇
〇
年
に
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
提
出
さ
れ
た
英
文
の
博
士
論
文
︑
そ
の
後
︑
二
〇
〇
六
年
に

O
xford
U
ni-

versity
P
ress
on
D
em
and
で
英
語
版
が
出
版
さ
れ
た
﹈
参
照
︒

︵

︶
戸
矢
﹃
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
政
治
経
済
学
﹄
前
掲
二
四
六
頁
︑
西
村
﹃
日
本
の
金
融
制
度
改
革
﹄
前
掲
二
九
七
〜
三
七
二
頁
︑
佐
藤
﹃
信
用
秩
序
政
策
の
再
編
﹄
前

178掲
五
四
〜
五
七
頁
︒

︵

︶
戸
矢
﹃
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
政
治
経
済
学
﹄
前
掲
一
五
三
頁
︒

179
︵

︶
同
書
︒
真
渕
勝
﹃
大
蔵
省
は
な
ぜ
追
い
つ
め
ら
れ
た
の
か
﹄︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
七
年
︶
も
参
照
︒

180
︵

︶
西
村
﹃
日
本
の
金
融
制
度
改
革
﹄
前
掲
三
九
三
〜
四
〇
〇
頁
︑
五
味
廣
文
﹃
金
融
動
乱

金
融
庁
長
官
の
独
白
﹄︵
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
︶
六
六

181頁
︒

︵

︶
戸
矢
﹃
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
政
治
経
済
学
﹄
前
掲
一
四
五
頁
︒

182
︵

︶
同
書
一
四
七
〜
二
六
六
頁
︑
ま
た
︑
参
照
﹁
新
し
い
金
融
の
流
れ
に
関
す
る
懇
談
会

論
点
整
理
﹂︵
平
成
一
〇
年
六
月
一
七
日
︶

183

h
ttp
:/
/
w
w
w
.fsa.g

o.jp
/
p
_

ア
ク
セ
ス
︒

m
of/sin

g
ik
ai/n
ag
are/tosin

/1a031aa1.h
tm
,2015/11/18

︵

︶
戸
矢
﹃
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
政
治
経
済
学
﹄
前
掲
三
二
三
〜
三
三
四
頁
︒

184
︵

︶
佐
藤
﹃
信
用
秩
序
政
策
の
再
編
﹄
前
掲
一
〇
五
〜
一
四
二
頁
︑
西
村
﹃
日
本
の
金
融
制
度
改
革
﹄
前
掲
三
七
六
〜
三
八
七
頁
︒

185
︵

︶

ア
ク
セ
ス
︑
五
味
﹃
金
融
動
乱
﹄
前
掲
八
三
〜
九
九
頁
︒

186

h
ttp
://w

w
w
.fsa.g

o.jp
/p
olicy

/k
in
sai/,2016/07/18

︵

︶
同
書
八
三
〜
一
三
七
頁
︑
保
井
﹃
保
険
金
不
払
い
問
題
と
日
本
の
保
険
行
政
﹄
前
掲
九
八
〜
一
一
一
頁
︑
一
一
九
〜
一
二
一
頁
︑
二
一
三
〜
二
一
四
頁
︑
大
森
﹃
霞

187ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景
﹄
前
掲
一
一
〇
〜
一
一
一
頁
︒

︵

︶
保
井
﹃
保
険
金
不
払
い
問
題
と
日
本
の
保
険
行
政
﹄
前
掲
一
二
一
頁
︑
一
一
九
〜
一
二
一
頁
︵﹁
金
融
庁
︵
金
融
監
督
庁
︶
の
行
政
ス
タ
イ
ル
﹂︶
も
参
照
︒

188
︵

︶
五
味
﹃
金
融
動
乱
﹄
前
掲
一
〇
六
頁
︒

189
︵

︶
佐
藤
隆
文
﹃
金
融
行
政
の
座
標
軸

平
時
と
有
事
を
越
え
て
﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶
二
〜
一
七
頁
参
照
︒

190
︵

︶
大
森
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景
﹄
前
掲
四
九
三
頁
︒
大
森
は
︑
一
〇
年
間
を
経
て
行
政
と
業
界
は
﹁
ル
ー
ル
の
守
り
方
の
認
識
す
ら
乖
離
し
て
し
ま

191っ
た
﹂
と
し
︑
後
に
本
文
で
述
べ
る
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
の
行
政
対
応
を
導
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
背
景
を
示
唆
す
る
︒
大
森
泰
人
﹁
日
本
経
済
と
金
融
制
度
﹂﹃
新

世
代
法
政
策
学
研
究
﹄
第
一
一
号
︵
二
〇
一
一
年
︶
一
八
一
〜
二
〇
八
頁
︑
二
〇
七
〜
二
〇
八
頁
も
参
照
︒
佐
藤
﹃
金
融
行
政
の
座
標
軸
﹄
前
掲
三
〜
五
頁
も
同
様
の
状

況
を
指
摘
す
る
︒

︵

︶

ア
ク
セ
ス
︑
佐
藤
﹃
金
融
行
政
の
座
標
軸
﹄
前
掲
七
五
〜
一
四
二
頁
参
照
︒﹁
金
融
規
制
の
質
的
向

192

h
ttp
://w

w
w
.fsa.g

o.jp
/p
olicy

/b
r-p
illar4.h

tm
l,
2016/7/11

上
︵
ベ
タ
ー
・
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
︶﹂
に
関
す
る
解
説
書
と
し
て
︑
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
編
﹃
最
新
金
融
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
﹄
前
掲
参
照
︒
大
森
泰
人
は
二
〇

〇
四
年
に
公
表
し
た
雑
誌
論
稿
で
︑﹁
行
政
側
は
︑
み
ず
か
ら
の
仕
事
の
微
妙
さ
︑
難
し
さ
を
認
識
し
︑
あ
れ
こ
れ
考
え
悩
ん
で
い
る
な
ら
︑
ル
ー
ル
に
基
づ
く
事
後
チ

ェ
ッ
ク
行
政
な
ど
と
い
う
ポ
ー
ス
は
そ
ろ
そ
ろ
や
め
︑
本
音
の
意
思
疎
通
を
図
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
た
︒
大
森
﹃
金
融
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
﹄
前
掲
九
七
頁
︒

︵

︶
保
井
﹃
保
険
金
不
払
い
問
題
と
日
本
の
保
険
行
政
﹄
前
掲
二
一
〜
五
二
頁
︑
五
味
﹃
金
融
動
乱
﹄
前
掲
一
二
八
〜
一
六
七
頁
︑
村
山
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
二
八
六
〜

193
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二
八
八
頁
︒

︵

︶
194

Ju
lia
B
lack
,R
ules

and
R
egulators,p

p
.5-45.

︵

︶
橋
本
卓
典
﹃
捨
て
ら
れ
る
銀
行
﹄︵
講
談
社
︑
二
〇
一
六
年
︶
参
照
︒
関
連
し
て
︑
一
般
的
に
︑
郷
原
信
郎
﹃
法
令
遵
守
が
日
本
を
滅
ぼ
す
﹄︵
新
潮
社
︑
二
〇
〇
七

195年
︶︑
同
﹃
思
考
停
止
社
会

﹁
遵
守
﹂
に
蝕
ま
れ
る
日
本
﹄︵
講
談
社
︑
二
〇
〇
九
年
︶︑
同
﹃
組
織
の
思
考
が
止
ま
る
と
き

﹁
法
令
遵
守
﹂
か
ら
﹁
ル
ー
ル
の
創
造
﹂

へ
﹄︵
毎
日
新
同
聞
社
︑
二
〇
一
一
年
︶
参
照
︒

︵

︶
有
吉
尚
哉
﹁
ル
ー
ル
・
ベ
ー
ス
の
規
制
と
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
の
規
制
﹂
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
編
﹃
最
新
金
融
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
﹄
前
掲
三
〜
一
九
頁
︑

196七
頁
︑
大
森
﹃
金
融
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
﹄
前
掲
七
〇
頁
︑
七
三
頁
︑
一
三
一
頁
︑
大
森
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景
﹄
前
掲
四
六
四
五
〜
四
六
六
頁
︑
二

八
〜
二
九
頁
︑
一
一
一
頁
︑
四
八
七
〜
四
八
八
頁
︑
四
九
二
〜
四
九
四
頁
︒

︵

︶
保
井
﹃
保
険
金
不
払
い
問
題
と
日
本
の
保
険
行
政
﹄
前
掲
七
四
〜
七
五
頁
︑
七
八
頁
︑
一
一
一
頁
︑
一
二
二
頁
︒

197
︵

︶
五
味
﹃
金
融
動
乱
﹄
前
掲
二
〇
〇
〜
二
〇
一
頁
︒

198
︵

︶
英
国
に
お
け
る
ベ
タ
ー
・
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
議
論
に
つ
き
︑

199

R
ob
ert
B
ald
w
in
,�
B
etter

R
eg
u
lation

:T
h
e
S
earch

an
d
th
e
S
tru
g
g
le,�
B
ald
w
in
,C
av
e

関
連
し
て
規
制
の
革
新
に
つ
き
︑

&
L
od
g
e
(ed
s.),T

he
O
xford

H
andbook

ofR
egulation

,p
p
.259-278.

Ju
lia
B
lack
,�
C
riticalR

eflection
s
on
R
eg
u
lation

,�

A
ustralian

Journal
of
L
egal

P
hilosophy,

V
ol.27

(2002),
p
p
.1-35,

Ju
lia
B
lack
,
M
artin

L
od
g
e
&
M
ark
T
h
atch
er
(ed
s.),R

egulatory
Innovation:

A

C
om
parative

A
nalysis

(E
d
w
ard
E
lg
ar,
2005),

Ju
lia
B
lack
,�
P
roced

u
ralisation

an
d
P
oly
cen
tric
R
eg
u
lation

,�
D
ireito

G
V
L
aw
R
eview

,
E
sp
ecial

1

(2005),p
p
.99-130,

Ju
lia
B
lack
,M
arty
n
H
op
p
er
&
C
h
rista

B
an
d
,�
M
ak
in
g
a
S
u
ccess

of
P
rin
cip
les-b

ased
R
eg
u
lation

,�
L
aw
and
F
inancialM

arket

参
照
︒

R
eview

,V
ol.1
(2007),p

p
.191-206

︵

︶
ベ
タ
ー
・
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
四
つ
の
柱
の
う
ち
の
第
一
の
柱
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
︵

ア

200

h
ttp
://w

w
w
.fsa.g

o.jp
/p
olicy

/b
r-p
illar4/in

d
ex
.h
tm
l,2016/7/12

ク
セ
ス
︶︒

︵

︶

︑
二
〇
〇
七
年
七
月
三
一
日
の
佐
藤
長
官
の
講
演
は

201

h
ttp
://w

w
w
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o.jp
/p
olicy
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h
ttp
://w

w
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.fsa.g

o.jp
/com

m
on
/con

feren
ce/d

an
w
a/

ア
ク
セ
ス
︒
佐
藤
﹃
金
融
行
政
の
座
標
軸
﹄
前
掲
七
七
〜
一
四
二
頁
も
参
照
︒

20070731.h
tm
l,2016/7/12

︵

︶
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
と
し
て
採
択
さ
れ
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
︒
参
照
︑
岩
村
正
彦
﹁
ソ
フ
ト
ロ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
〇
年
を
振
り
返
っ
て
﹂

202

h
ttp
:/
/

︑

ア
ク
セ
ス
︒

w
w
w
.g
coe.j.u

-tok
y
o.ac.jp

/p
d
f/g
reetin

g
s.p
d
f
2016/7/12

︵

︶
203

Ju
lia
B
lack
,R
ules

and
R
egulators,A

y
res
&
B
raith

w
aite,op.

cit.

︵

︶
佐
藤
長
官
の
講
演
︑

︑

ア
ク
セ
ス
︒

204

h
ttp
://w

w
w
.fsa.g

o.jp
/com

m
on
/con

feren
ce/d

an
w
a/20070731.h

tm
l
2016/7/12

︵

︶
戸
矢
﹃
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
政
治
経
済
学
﹄
前
掲
三
六
八
〜
三
七
〇
頁
︑
佐
藤
﹃
金
融
行
政
の
座
標
軸
﹄
前
掲
一
四
一
頁
︑
大
森
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場

205の
風
景
﹄
前
掲
四
九
三
〜
四
九
四
頁
︑
保
井
﹃
保
険
金
不
払
い
問
題
と
日
本
の
保
険
行
政
﹄
前
掲
二
二
四
〜
二
三
〇
頁
︒

︵

︶
同
書
六
〇
〜
八
八
頁
︑
九
八
〜
一
二
二
頁
︒

206
︵

︶
同
書
一
二
二
頁
︑
二
一
三
〜
二
一
五
頁
︒

207
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︵

︶
同
書
一
二
二
頁
︑
一
四
七
頁
︑
二
一
四
〜
二
一
五
頁
は
︑
保
険
金
不
払
問
題
と
二
〇
〇
七
年
の
金
融
庁
の
﹁
金
融
規
制
の
質
的
向
上
﹂
へ
の
転
換
に
つ
い
て
慎
重
な

208表
現
で
両
者
の
関
連
性
を
示
唆
し
︑﹁
保
険
規
制
監
督
当
局
は
︑
保
険
金
不
払
問
題
の
発
生
と
そ
れ
へ
の
対
応
を
契
機
に
︑
同
問
題
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ー
ル
ダ
ー
の
意
向
を

汲
み
取
り
な
が
ら
︑
保
険
規
制
監
督
行
政
の
局
面
を
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
志
向
か
ら
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
志
向
へ
と
転
換
さ
せ
る
︑﹃
雰
囲
気
の
設
定
︵
clim
ate-set-

ting
︶﹄
者
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
﹂
と
す
る
︒
同
書
二
一
四
〜
二
一
五
頁
︒

︵

︶
橋
本
﹃
捨
て
ら
れ
る
銀
行
﹄
前
掲
参
照
︒
関
連
し
て
江
上
剛
・
郷
原
信
郎
﹃
銀
行
問
題
の
核
心
﹄︵
講
談
社
︑
二
〇
一
四
年
︶
が
︑
近
年
の
銀
行
実
務
の
問
題
点
を
論

209じ
て
い
る
︒

︵

︶
大
森
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景
﹄
前
掲
四
六
二
頁
︑
四
六
五
〜
四
六
六
頁
︵﹁
金
融
検
査

ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
憂
鬱
﹂︶︑
有
吉
﹁
ル
ー
ル
・
ベ

210ー
ス
の
規
制
と
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
の
規
制
﹂
前
掲
︑
橋
本
﹃
捨
て
ら
れ
る
銀
行
﹄
前
掲
参
照
︒

︵

︶
二
〇
〇
七
年
か
ら
〇
九
年
に
か
け
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
危
機
と
そ
の
後
の
各
国
の
金
融
規
制
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
﹃
金
融
行
政
の
座
標
軸
﹄
前
掲
一
四
五
〜
一
九
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頁
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R
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S
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E
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W
ork
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立
政
権
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で
の
金
融
規
制
に
つ
き
︑M

arty
n
H
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p
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B
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H
ard
to
D
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F
uture
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K
F
inancialR

egulation?
(H
erb
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S
m
ith

佐
藤
﹃
金
融
行
政
の
座
標
軸
﹄
前
掲
二
六
三
〜
三
三
四
頁
も
参
照
︒

L
L
P
&
L
on
d
on
S
ch
ool
of
E
con
om
ics,2010).

︵

︶
213

Ju
lia
B
lack

&
R
ob
ert
B
ald
w
in
,�
R
eally

R
esp
on
siv
e
R
isk
-b
ased

R
eg
u
lation

,�
L
aw
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p
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︵

︶
原
田
明
夫
︵
検
事
任
官
一
九
六
五
年
︶︑
松
尾
邦
弘
︵
同
六
八
年
︶︑
但
木
敬
一
︵
同
六
九
年
︶
で
あ
る
︒
一
九
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
の
約
三
〇

214年
間
の
法
務
省
内
外
に
お
け
る
彼
ら
を
め
ぐ
る
動
き
は
︑
司
法
制
度
改
革
を
は
さ
む
日
本
の
司
法
の
大
変
動
を
分
析
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
︒
彼
ら
の
動

き
の
一
端
は
︑
村
山
治
﹃
市
場
検
察
﹄︵
文
藝
春
秋
︶
で
描
か
れ
て
い
る
︵
同
書
五
三
〜
六
一
頁
︑
一
四
二
〜
一
四
三
頁
︑
一
八
二
〜
一
八
三
頁
︑
一
八
二
〜
二
二
八
頁
︑

二
三
八
〜
二
四
〇
頁
︑
二
四
二
頁
︑
二
五
七
頁
︑
二
七
〇
〜
二
七
八
頁
︑
二
七
九
〜
二
九
〇
頁
︑
二
九
三
〜
二
九
七
頁
︑
二
九
八
〜
三
三
〇
頁
︑
四
〇
二
〜
四
一
三
頁
︑

四
二
四
〜
四
三
五
頁
︶︒
原
田
は
二
〇
〇
一
年
七
月
か
ら
〇
四
年
六
月
ま
で
検
事
総
長
︑
松
尾
が
後
任
で
あ
り
︑
そ
の
後
任
が
但
木
︵
二
〇
〇
六
年
六
月
か
ら
二
〇
〇
八

年
六
月
ま
で
︶
で
あ
る
︒

︵

︶
但
木
﹃
司
法
改
革
の
時
代
﹄
前
掲
五
〇
頁
︑
一
五
五
〜
五
六
頁
︒

215
︵

︶
村
山
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
五
五
〜
五
六
頁
︒
同
書
は
︑
外
国
弁
護
士
受
入
問
題
に
お
い
て
但
木
と
折
衝
し
た
日
弁
連
側
の
常
務
理
事
が
梶
谷
剛
︵
の
ち
日
弁
連
会
長
︶

216で
あ
り
︑
そ
の
後
の
司
法
制
度
改
革
や
監
獄
法
改
正
な
ど
に
お
い
て
﹁
日
弁
連
幹
部
と
し
て
弁
護
士
会
の
世
論
形
成
に
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
た
﹂
と
す
る
︒
一
九
八

五
年
︑
日
弁
連
理
事
会
は
外
国
弁
護
士
受
入
方
針
を
決
定
し
︑
理
事
会
内
に
法
務
省
と
の
交
渉
を
担
当
す
る
小
委
員
会
を
設
置
︑
梶
谷
は
副
委
員
長
と
し
て
法
務
省
と
の

折
衝
に
あ
た
っ
た
︒
但
木
は
︑﹁
鳥
の
泣
か
ぬ
日
は
あ
っ
て
も
︑
梶
谷
さ
ん
の
声
を
聞
か
ぬ
日
は
な
か
っ
た
︒
正
月
三
が
日
す
ら
例
外
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
す
る
︒
但
木
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﹃
司
法
改
革
の
時
代
﹄
前
掲
四
四
頁
︒

︵

︶
同
三
九
頁
︒

217
︵

︶
村
山
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
五
六
頁
︒

218
︵

︶
但
木
﹃
司
法
改
革
の
時
代
﹄
前
掲
一
三
六
頁
︑
村
山
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
五
九
︑
六
〇
頁
︒

219
︵

︶
但
木
﹃
司
法
改
革
の
時
代
﹄
前
掲
一
三
七
頁
︒

220
︵

︶﹁
国
策
捜
査
﹂
な
る
概
念
が
一
般
人
に
広
く
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
は
佐
藤
優
﹃
国
家
の
罠

外
務
省
の
ラ
ス
プ
ー
チ
ン
と
呼
ば
れ
て
﹄︵
新
潮
社
︑
二
〇
〇
五
年
︶
で

221あ
り
︑
東
京
地
検
特
捜
部
の
取
調
べ
担
当
検
事
の
用
い
た
言
葉
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
同
書
二
一
八
︑
二
八
六
〜
二
九
〇
頁
︒
こ
の
概
念
の
検
察
内
部
︑
と
り
わ
け

特
捜
部
に
お
け
る
起
源
と
展
開
は
不
明
で
あ
る
が
︑
日
本
の
検
察
庁
︑
特
に
特
捜
部
の
政
治
的
機
能
と
法
と
の
関
係
を
分
析
す
る
上
で
鍵
と
な
る
概
念
で
あ
る
︒
関
連
し

て
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
国
策
捜
査
に
対
す
る
大
蔵
官
僚
の
見
解
と
し
て
大
森
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景
﹄
前
掲
四
二
〜
五
七
頁
参
照
︒

︵

︶
法
務
省
内
に
お
け
る
司
法
制
度
改
革
に
関
す
る
意
見
の
相
違
に
つ
い
て
は
︑
三
宅
伸
吾
﹃
市
場
と
法

い
ま
何
が
起
き
て
い
る
の
か
﹄︵
日
経
Ｂ
Ｐ
社
︑
二
〇
〇
七

222年
︶
二
六
八
〜
六
九
頁
参
照
︒

︵

︶
保
岡
﹃
政
治
主
導
の
時
代
﹄
前
掲
八
一
〜
八
六
頁
︒
山
崎
潮
は
保
岡
の
出
身
高
校
の
後
輩
で
あ
り
︵
同
一
一
六
頁
︶︑
そ
の
後
︑
法
務
省
民
事
局
長
を
経
て
︑
司
法
制

223度
改
革
推
進
本
部
の
事
務
局
長
と
し
て
︑
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
に
も
と
づ
く
制
度
改
革
の
過
程
で
中
核
的
な
役
割
を
果
た
し
た
︒

︵

︶
同
書
八
五
頁
︒

224
︵

︶
同
書
八
八
頁
︒

225
︵

︶
同
書
九
一
頁
︒

226
︵

︶
但
木
﹃
司
法
改
革
の
時
代
﹄
前
掲
一
五
九
頁
︒
ま
た
︑
ほ
ぼ
同
旨
の
記
述
が
村
山
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
三
〇
一
頁
︑
三
宅
﹃
市
場
と
法
﹄
前
掲
二
六
八
頁
に
見
ら
れ

227る
︒

︵

︶
村
山
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
三
〇
五
頁
︒

228
︵

︶
同
書
二
〇
〇
〜
二
二
八
頁
︒

229
︵

︶
同
書
二
一
〇
〜
二
一
一
頁
︑
二
二
〇
〜
二
三
五
頁
︑
二
四
〇
頁
︑
村
山
﹃
特
措
検
察

金
融
権
力
﹄︵
朝
日
新
聞
社
︑
二
〇
〇
七
年
︶
一
五
三
〜
一
八
五
頁
︒

230

vs.

︵

︶
村
山
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
二
〇
九
〜
二
二
八
頁
︒

231
︵

︶
同
書
二
三
八
頁
︒

232
︵

︶
戸
矢
﹃
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
政
治
経
済
学
﹄
前
掲
二
四
七
頁
︒
当
時
︑
大
蔵
省
過
剰
接
待
問
題
騒
動
の
渦
中
に
あ
り
︑
そ
の
後
︑
金
融
市
場
監
督
行
政
の
中
枢
を
歩

233い
た
大
森
義
人
は
︑
大
蔵
省
過
剰
接
待
事
件
が
﹁
金
融
行
政
と
金
融
業
界
の
関
係
を
透
明
に
し
た
メ
リ
ッ
ト
と
︑
対
話
を
断
絶
さ
れ
た
デ
メ
リ
ッ
ト
の
間
で
︑
私
の
気
持

ち
の
整
理
は
つ
い
て
い
な
い
﹂
と
す
る
︒
大
森
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景
﹄
前
掲
一
二
八
頁
︒

︵

︶
村
山
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
三
三
五
〜
三
四
三
頁
︒

234
︵

︶
村
上
フ
ァ
ン
ド
事
件
と
ラ
イ
ブ
ド
ア
事
件
︵
東
京
新
聞
特
別
取
材
班
﹃
検
証
﹁
国
策
逮
捕
﹂

経
済
検
察
は
な
ぜ
︑
い
か
に
堀
江
・
村
上
を
葬
っ
た
の
か
﹄﹇
光
文

235
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社
︑
二
〇
〇
六
年
﹈︑
村
山
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
四
〇
三
〜
四
一
三
頁
︑
四
二
四
頁
︑
同
﹃
特
捜
検
察

金
融
権
力
﹄
前
掲
一
七
頁
︑
三
宅
﹃
市
場
と
法
﹄
前
掲
一
二
〜

vs.

六
三
頁
︶︑
日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
不
正
会
計
事
件
︵
三
宅
﹃
市
場
と
法
﹄
前
掲
六
三
〜
一
〇
四
頁
︶︑
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
検
査
妨
害
事
件
︵
村
山
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
二
八
六
〜

二
八
八
頁
︶
な
ど
は
大
き
く
報
道
さ
れ
た
︒

︵

︶
保
井
﹃
保
険
金
不
払
い
問
題
と
日
本
の
保
険
行
政
﹄
前
掲
一
一
〇
〜
一
一
一
頁
︑
二
一
四
頁
︑
二
三
一
頁
︑
大
森
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景
﹄
前
掲

236五
〜
七
頁
︑
村
山
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
四
二
三
頁
︑
四
三
四
頁
︒

︵

︶
同
書
四
一
三
〜
四
四
四
頁
︑
大
森
﹃
金
融
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
﹄
前
掲
一
一
四
〜
一
二
六
頁
︑
一
二
八
〜
一
三
七
頁
︑
一
四
七
〜
一
七
二
頁
︒
ま
た
︑
二
〇
〇
九
年

237以
降
の
雑
誌
連
載
記
事
を
加
筆
修
正
し
た
文
章
を
集
め
た
大
森
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景
﹄
前
掲
四
〜
八
頁
︑
三
七
頁
︑
三
九
頁
︑
四
七
頁
参
照
︒

︵

︶
村
山
治
﹃
小
沢
一
郎

特
捜
検
察

二
〇
年
戦
争
﹄︵
朝
日
新
聞
出
版
︑
二
〇
一
二
年
︶
に
よ
れ
ば
︑﹁
市
場
検
察
﹂
の
現
場
︵
中
心
は
東
京
地
検
特
捜
部
︶
で
中
核

238

vs.

と
な
っ
た
検
事
グ
ル
ー
プ
は
︑
一
九
九
九
年
の
日
本
長
期
信
用
銀
行
と
日
本
債
権
信
用
銀
行
の
不
正
会
計
事
件
の
摘
発
で
捜
査
の
中
心
に
な
り
︑
二
〇
〇
六
年
の
福
島
県

の
公
共
事
業
談
合
事
件
と
知
事
汚
職
事
件
の
摘
発
で
も
特
捜
部
長
ほ
か
管
理
職
と
し
て
関
与
し
た
が
︑
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
の
小
沢
一
郎
を
め
ぐ
る

陸
山
会
事
件
で
失
策
を
犯
し
︑
早
期
退
職
な
い
し
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
︒
同
書
二
二
八
〜
二
三
〇
頁
︒
二
つ
の
長
期
信
用
銀
行
事
件
に
つ
い
て
は
村
山
﹃
特
捜
検
察
vs.

金
融
権
力
﹄
前
掲
二
二
五
〜
二
四
六
頁
が
詳
し
い
︒
ま
た
︑
長
銀
事
件
と
日
債
銀
事
件
で
は
最
終
的
に
被
告
人
は
無
罪
と
な
り
︑
福
島
県
の
事
件
を
含
め
︑
国
策
捜
査
的

手
法
の
不
当
性
が
批
判
さ
れ
て
い
る
︒
同
書
二
三
〇
頁
︑
大
森
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景
﹄
前
掲
四
四
〜
五
七
頁
︒
そ
の
後
︑
大
阪
地
検
特
捜
部
の
検
事

に
よ
る
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
改
竄
が
発
覚
し
︵
大
阪
地
検
特
捜
部
証
拠
改
竄
事
件
︶︑
特
捜
部
と
そ
の
捜
査
の
あ
り
方
に
対
す
る
社
会
的
批
判
が
高
ま
り
︑
法
務
大
臣

の
私
的
諮
問
会
議
と
し
て
﹁
検
察
の
在
り
方
検
討
会
議
﹂
が
設
置
さ
れ
提
言
が
ま
と
め
ら
れ
る
な
ど
︑
取
り
調
べ
の
可
視
化
問
題
と
あ
わ
せ
て
︑
検
察
の
改
革
が
始
ま
っ

て
い
る
︒
検
察
に
関
す
る
法
社
会
学
的
研
究
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
が
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
弁
護
士
に
よ
る
文
献
は
貴
重
な
二
次
資
料
で
あ
る
︒
魚
住
昭
﹃
特
捜
検

察
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
七
年
︶︑
産
経
新
聞
特
集
部
﹃
検
察
の
疲
労
﹄︵
角
川
書
店
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︑
村
山
﹃
特
捜
検
察

金
融
権
力
﹄
前
掲
︑
石
塚
健
司
﹃﹁
特

vs.

捜
﹂
崩
壊
︱
墜
ち
た
最
強
捜
査
機
関
﹄︵
講
談
社
︑
二
〇
〇
九
年
︶︑
鄕
原
信
郎
﹃
特
捜
神
話
の
周
縁
﹄︵
飛
鳥
新
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶︑﹃
自
由
と
正
義
﹄
六
二
巻
九
号

︵
二
〇
一
一
年
︶﹁
特
集

厚
労
省
元
局
長
無
罪
事
件
を
検
証
す
る
﹂︑
江
川
紹
子
編
﹃
特
捜
検
察
は
必
要
か
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
年
︶︑
周
防
正
行
﹃
そ
れ
で
も
ボ

ク
は
会
議
で
闘
う
︱
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
刑
事
司
法
改
革
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︶
等
参
照
︒﹁
検
察
の
在
り
方
検
討
会
議
﹂
に
つ
い
て
︑
宮
﨑
誠
﹁
検
察
の
在
り
方
検

討
会
議
提
言
の
検
討
と
︑
法
制
審
特
別
部
会
の
課
題
﹂﹃
自
由
と
正
義
﹄
六
二
巻
九
号
二
五
〜
三
五
頁
参
照
︒

︵

︶
村
上
裕
一
﹁
規
制
空
間
の
構
造
変
容
と
官
僚
制
の
裁
量
行
使
戦
略
︵
一
︶
〜
︵
六
・
完
︶﹂﹃
国
家
学
会
雑
誌
﹄
一
二
六
巻
一
・
二
号
︵
二
〇
一
三
年
︶
一
〜
五
四
頁
︑

239三
・
四
号
︵
同
︶
一
九
七
〜
二
四
五
頁
︑
五
･
六
号
四
三
八
〜
四
九
九
頁
︑
七
･
八
号
︵
同
︶
六
八
八
〜
七
四
一
頁
︑
九
･
一
〇
号
八
六
八
〜
九
二
三
頁
︑
一
一
･
一
二
号

︵
同
︶
一
〇
六
四
〜
一
一
二
三
頁
︒

︵

︶
村
上
裕
一
﹁
行
政
活
動
の
﹃
自
在
幅
﹄

裁
量
・
統
制
・
責
任
﹂﹃
北
大
法
学
論
集
﹄
六
六
巻
・
五
号
︵
二
〇
一
六
年
︶
一
二
九
〜
一
五
四
頁
︑
同
﹁﹃
法
規
制
化
﹄

240と
業
界
自
主
規
制
の
遷
移
﹂﹃
計
画
行
政
﹄
三
五
巻
三
号
︵
二
〇
一
二
年
︶
四
四
〜
五
一
頁
も
参
照
︒

︵

︶
い
わ
ゆ
る
Ｍ
Ｏ
Ｆ
担
は
依
然
と
し
て
存
在
し
︑
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
橋
本
﹃
捨
て
ら
れ
る
銀
行
﹄
前
掲
三
〜
五
参
照
︒
Ｍ
Ｏ
Ｆ
担
の
機
能

241の
変
化
︵
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
以
前
と
以
後
の
異
同
︶
は
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
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︵

︶
佐
藤
﹃
金
融
行
政
の
座
標
軸
﹄
前
掲
一
九
頁
︒

242
︵

︶
同
書
一
一
〜
一
二
頁
︵
破
綻
処
理
に
お
け
る
裁
量
に
つ
い
て
︶︑
一
四
〜
一
六
頁
︵
事
前
指
導
に
つ
い
て
︶︑
大
森
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景
﹄
前
掲
︑

243一
一
〇
頁
︒

︵

︶
戸
矢
﹃
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
政
治
経
済
学
﹄
前
掲
二
一
一
〜
二
三
二
頁
︒

244
︵

︶
同
書
三
五
二
〜
三
六
六
頁
︒

245
︵

︶
同
書
三
六
五
頁
︒

246
︵

︶
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
前
掲
二
二
六
〜
二
五
〇
頁
︑
同
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
一
四
三
〜
一
八
八
頁
参
照
︒

247
︵

︶
濱
野
﹁
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
︵
一
︶﹂
前
掲
一
一
七
頁
︒

248
︵

︶
青
木
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
八
六
〜
八
七
頁
︒
本
稿
に
お
け
る
﹁
秩
序
﹂
概
念
は
︑
青
木
昌
彦
の
同
書
に
お
け
る
﹁
制
度
﹂
概
念
が
指
し
て

249い
る
も
の
と
同
一
の
現
象
を
指
し
て
い
る
︒
濱
野
﹁
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
︵
一
︶﹂
前
掲
一
二
四
頁
註
︵

︶
で
引
用
し
た
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
に
お

5

い
て
︑﹁
制
度
﹂
概
念
は
﹁
情
報
縮
約
的
な
共
有
予
想
﹂
と
定
義
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
後
の
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
に
お
い
て
︑﹁
社
会
ゲ
ー
ム
の
プ

レ
イ
の
均
衡
要
約
表
象
﹂
な
い
し
﹁
プ
レ
イ
の
反
復
状
態
に
お
け
る
際
立
っ
た
パ
タ
ー
ン
﹂
と
定
義
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
青
木
は
︑
ル
ー
ル
を
制
度
と
同
義
に
用
い

る
︒
本
稿
は
ル
ー
ル
を
実
定
的
な
公
式
制
度
上
の
準
則
と
し
て
い
る
の
で
︑
青
木
の
ル
ー
ル
概
念
と
は
異
な
る
︒
青
木
の
ル
ー
ル
概
念
は
︑
英
語
の
日
常
言
語
的
用
法
と

同
様
に
︑
慣
行
＝
行
動
の
規
則
性
と
し
て
の
ル
ー
ル
を
含
む
も
の
で
あ
り
︑
む
し
ろ
︑
慣
行
を
中
核
要
素
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
︒
青
木
は
︑﹁
ど
の
ル
ー
ル
も
社
会

で
有
効
に
機
能
す
る
に
は
︑
す
べ
て
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
︑
ゲ
ー
ム
の
反
復
的
な
プ
レ
イ
で
有
効
に
働
い
て
い
る
こ
と

︵
実
効
化
可
能
性
︶
が
観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
す
る
︒
青
木
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
八
七
頁
︒
同
書
八
八
〜
九
二
頁
に
詳
し
い
説
明

が
あ
る
︒
要
点
は
︑
秩
序
︵
青
木
の
﹁
制
度
﹂︶
の
安
定
性
を
ゲ
ー
ム
論
的
に
均
衡
現
象
と
し
て
と
ら
え
︑
そ
の
﹁
際
立
っ
た
共
通
特
徴
を
要
約
す
る
安
定
的
な
公
的
表

象
﹂
が
共
有
知
識
︵
com
m
on
know
ledge︶
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
︒
同
書
九
〇
頁
︒
C
om
m
on
know
ledge
と
は
︑
現
実
に
全
て
の
人
が
共
有
し
て

い
る
と
い
う
意
味
に
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
く
︑
com
m
on
と
い
う
位
置
が
当
該
社
会
で
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
命
題
が
否
定
さ
れ
な
い
蓋
然
性
が
高
い
︵
さ
れ
に

く
い
︶
と
い
う
意
味
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

︵

︶
同
書
三
〜
七
頁
︒

250
︵

︶
ホ
ー
ル
／
ソ
ス
キ
ス
﹃
資
本
主
義
の
多
様
性
﹄
前
掲
︒

251
︵

︶
調
整
＝
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
的
意
義
に
つ
い
て
︑
参
照
︑
ホ
ー
ル
／
ソ
ス
キ
ス
﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
論
・
序
説
﹂
同
︵
遠
山
ほ
か
訳
︶﹃
資
本
主
義
の
多

252様
性
﹄
前
掲
一
〜
七
八
頁
︑
特
に
︑
九
〜
一
四
頁
︑
三
八
〜
四
一
頁
︑
青
木
・
奥
野
︵
藤
原
︶
編
著
﹃
経
済
シ
ス
テ
ム
の
比
較
制
度
分
析
﹄
前
掲
四
一
〜
六
八
頁
︑
二
五

九
〜
二
六
七
頁
︵
四
一
頁
で
︑﹁
各
人
の
意
思
決
定
の
調
和
を
図
り
望
ま
し
い
資
源
配
分
を
達
成
す
る
た
め
に
︑
ど
の
よ
う
に
情
報
を
共
有
し
︑
あ
る
い
は
分
有
し
て
利

用
す
る
か
と
い
う
問
題
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
よ
う
﹂
と
定
義
し
て
い
る
︶︑
一
柳
・
細
谷
﹁
市
場
と
政
府
の
補
完
的
関
係

市
場
機
能
拡
張

的
政
策
の
必
要
性
﹂
前
掲
︑
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
前
掲
一
〇
五
〜
一
四
二
頁
︵
同
書
で
青
木
は
﹁
組
織
的
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹂
と
い
う
言
葉
と
﹁
組

織
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
﹂
と
い
う
言
葉
を
交
換
可
能
な
仕
方
で
用
い
て
い
る
と
注
記
し
て
い
る
﹇
一
〇
七
頁
脚
注
︵

︶﹈︶︒
な
お
︑
晩
年
の
青
木
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
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の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
で
は
︑
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
概
念
で
は
な
く
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
概
念
が
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
全
く
異
な
る
理
論
的
立
場
か

ら
︑
調
整
︵
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
︶
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
経
済
現
象
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
現
象
を
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
と
表
現
す
る
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
学
派
に

お
け
る
調
整
＝
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
の
理
論
的
意
義
に
つ
い
て
は
︑M

ich
el
A
g
lietta,A

T
heory

of
C
apitalist

R
egulation:

T
he
U
S
E
xperience

(tran
slated

b
y

﹇
原
著
：
1976﹈︑
宇
仁
宏
幸
﹃
制
度
と
調
整
の
経
済
学
﹄︵
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︑
二
〇
〇
九
年
︶︑
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
﹃
日
本
資
本

D
av
id
F
ern
b
ach
)(V
erso,

1979)
主
義
の
大
転
換
﹄
前
掲
参
照
︒

︵

︶
本
文
の
﹁
調
整
﹂
の
定
義
は
︑
ホ
ー
ル
／
ソ
ス
キ
ス
﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
論
・
序
説
﹂
前
掲
七
～
八
頁
に
依
拠
し
た
︒
ホ
ー
ル
／
ソ
ス
キ
ス
は
︑
企
業
が
調
整
し

253な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係
を
五
領
域
︵
労
使
関
係
︑
職
業
訓
練
と
教
育
︑
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
︑
企
業
間
関
係
︑
対
従
業
員
関
係
︶
に
分
類
す
る
︒
同
八
～
九

頁
︒

︵

︶
ホ
ー
ル
／
ソ
ス
キ
ス
﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
論
・
序
説
﹂
前
掲
一
六
～
一
七
頁
︑
青
木
・
K
im
﹇
金
﹈・
奥
野
︵
藤
原
︶
編
﹃
東
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
と
政
府
の
役

254割
﹄
前
掲
ⅲ
～
ⅳ
頁
︑
一
～
四
頁
︑
一
〇
～
一
三
頁
︑
二
〇
～
二
一
頁
︑
三
四
～
四
一
頁
参
照
︒
ま
た
︑
基
本
的
前
提
を
異
に
す
る
が
︑
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
学
派
の
諸
研

究
も
参
照
し
た
︒
特
に
︑
宇
仁
﹃
制
度
と
調
整
の
経
済
学
﹄
前
掲
ⅲ
～
ⅳ
頁
︑
五
～
三
七
頁
︑
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
﹃
日
本
資
本
主
義
の
大
転
換
﹄
前
掲
九
五
～
一
一
四
頁

か
ら
大
き
な
示
唆
を
得
た
︒

︵

︶
非
市
場
型
調
整
を
企
業
レ
ベ
ル
と
社
会
レ
ベ
ル
に
分
け
る
視
点
は
︑
宇
仁
﹃
制
度
と
調
整
の
経
済
学
﹄
前
掲
五
～
一
九
に
負
う
︒

255
︵

︶
村
上
﹃
新
中
間
大
衆
の
時
代
﹄
前
掲
九
四
～
一
〇
八
頁
参
照
︒

256
︵

︶

︑
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
前
掲
一
九
三
～
一
九
八
頁
︑
青
木

257

A
ok
i,Inform

ation,
Incentives,

and
B
argaining

in
the
Japanese

E
conom

y,
ch
.7

﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
二
一
二
～
二
一
六
頁
参
照
︒

︵

︶
寺
西
﹃
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
﹄
前
掲
二
五
二
～
二
五
五
頁
︒

258
︵

︶
濱
野
﹁
経
済
社
会
に
お
け
る
弁
護
士
の
基
本
的
機
能
﹂
前
掲
︒

259
︵

︶
Ｏ
・
Ｅ
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ソ
ン
︵
浅
沼
萬
里
・
岩
崎
晃
訳
︶﹃
市
場
と
企
業
組
織
﹄︵
日
本
評
論
社
︑
一
九
八
〇
年
︶﹇
原
著
：
一
九
七
五
年
﹈︒
ウ
イ
リ
ア
ム
ソ
ン
は
︑

260市
場
と
官
僚
制
組
織
以
外
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
が
︑
分
析
の
中
心
は
こ
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
︒

︵

︶
古
く
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
﹃
法
社
会
学
﹄
前
掲
で
提
示
さ
れ
た
テ
ー
ゼ
で
あ
る
︒

261
︵

︶
ホ
ー
ル
／
ソ
ス
キ
ス
﹃
資
本
主
義
の
多
様
性
論
・
序
説
﹄
前
掲
九
頁
︒

262
︵

︶
比
較
制
度
分
析
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
見
た
新
古
典
派
経
済
学
の
簡
潔
な
要
約
と
し
て
︑
青
木
・
奥
野
︵
藤
原
︶
編
著
﹃
経
済
シ
ス
テ
ム
の
比
較
制
度
分
析
﹄
前
掲
二

263一
～
二
三
頁
︒

︵

︶
264

G
ran
ov
etter,op.

cit.

︵

︶
今
井
・
伊
丹
﹃
内
部
組
織
の
経
済
学
﹄
前
掲
八
七
頁
以
下
︒

265
︵

︶
自
由
主
義
型
資
本
主
義
と
調
整
型
資
本
主
義
の
語
は
︑
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
が
︑
ホ
ー
ル
と
ソ
ス
キ
ス
が
提
示
し
た
資
本
主

266義
の
二
類
型
に
当
て
た
語
で
あ
り
︑
本
稿
で
も
そ
れ
を
用
い
る
︒
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
﹃
日
本
資
本
主
義
の
大
転
換
﹄
前
掲
二
六
頁
参
照
︒
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︵

︶
ホ
ー
ル
／
ソ
ス
キ
ス
﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
論
・
序
説
﹂
前
掲
九
頁
︒

267
︵

︶
同
所
︒

268
︵

︶
青
木
・
K
im
﹇
金
﹈・
奥
野
︵
藤
原
︶
編
﹃
東
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
と
政
府
の
役
割
﹄
前
掲
︑
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
前
掲
三
〇
一
頁
以
下
︑
青
木
﹃
コ

269ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
八
一
〜
一
四
二
頁
︑
Ｒ
・
Ｐ
・
ド
ー
ア
︵
藤
井
眞
人
訳
︶﹃
日
本
型
資
本
主
義
と
市
場
主
義
の
衝
突
︱
日
・
独
対
ア
ン
グ
ロ
サ

ク
ソ
ン
﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
︑
二
〇
〇
一
年
︶﹇
原
著
：
二
〇
〇
〇
年
﹈︑
ブ
ル
ー
ノ
・
ア
マ
ー
ブ
ル
︵
山
田
鋭
夫
ほ
か
訳
︶﹃
五
つ
の
資
本
主
義

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
時

代
に
お
け
る
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
の
多
様
性
﹄︵
藤
原
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︶﹇
原
著
二
〇
〇
三
年
﹈︑
山
田
鋭
夫
﹃
さ
ま
ざ
ま
な
資
本
主
義

比
較
資
本
主
義
分
析
﹄︵
藤

原
書
店
︑
二
〇
〇
八
年
︶︑
宇
仁
﹃
制
度
と
調
整
の
経
済
学
﹄
前
掲
︒

︵

︶
ヴ
ェ
ー
バ
ー
﹃
法
社
会
学
﹄
前
掲
四
四
八
〜
四
四
九
頁
︒
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
資
本
主
義
理
解
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
ケ
イ
ン
ズ
以
前
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
に
制
約
さ
れ
て

270い
る
︒
ま
た
︑
当
時
の
ド
イ
ツ
に
対
し
て
英
米
を
モ
デ
ル
に
し
て
︑
批
判
的
視
点
を
持
ち
つ
つ
ド
イ
ツ
の
同
一
性
を
い
か
に
し
て
英
米
と
の
競
争
・
覇
権
争
い
の
中
で
確

立
す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
ド
イ
ツ
経
済
を
調
整
型
資
本
主
義
と
し
て
把
握
す
る
視
点
は
︑
当
時
の
ド
イ
ツ
の
現
実
に
照
ら
し
て

も
︑
経
済
理
論
状
況
に
照
ら
し
て
も
持
ち
得
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

︵

︶
代
表
的
な
も
の
と
し
て
︑
川
島
武
宜
﹁
市
民
社
会
に
お
け
る
法
と
倫
理

民
法
を
中
心
と
し
て
﹂﹃
川
島
武
宜
著
作
集
﹄
第
四
巻
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
二
年
︶
四
二

271〜
一
〇
九
頁
﹇
初
出
一
九
五
〇
年
﹈︑
同
﹁
社
会
構
造
と
裁
判
﹂
同
第
三
巻
二
〜
二
九
頁
﹇
初
出
一
九
六
〇
年
﹈︑
同
﹁
日
本
人
の
法
意
識
﹂
同
第
四
巻
二
二
六
〜
三
八
一

頁
﹇
初
出
一
九
六
七
年
﹈︒

︵

︶
272

C
u
rtis
J.M
ilh
au
p
t
&
K
ath
arin
a
P
istor,L

aw
and
C
apitalism

:
W
hat
C
orporate

C
rises

R
eveal

about
L
egal

System
s
and
E
conom

ic
D
evelopm

ent

around
the
W
orld

(T
h
e
U
n
iv
ersity

of
C
h
icag
o
P
ress,2008),p

.1.

︵

︶
273

Ibid.,
p
.183.

︵

︶
274

Ibid.,
p
p
.93-102.

︵

︶
こ
の
指
針
は
経
済
産
業
省
の
サ
イ
ト
に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
︵

275

h
ttp
:/
/
w
w
w
.m
e
ti.g
o.jp
/
p
o
licy
/
e
co
n
o
m
y
/
k
e
ie
i_in
n
o
v
a
tio
n
/
k
e
iz
a
ih
o
u
se
i/
sh
ish
in
_

ア
ク
セ
ス
︶︒
こ
の
指
針
は
二
〇
〇
四
年
八
月
に
経
済
産
業
省
が
設
置
し
た
企
業
価
値
研
究
会
の
報
告
書
︵
二
〇
〇
五
年
五
月
公
表
︶
に
基

sak
u
tei.h
tm
l,
2016/07/15

づ
い
て
い
る
︒

ア
ク
セ
ス
︒

報
告
書
は
︑

h
ttp
://w

w
w
.m
oj.g
o.jp
/M
IN
JI/m

in
ji87.h

tm
l,
2016/7/15

M
ih
au
p
t
&
P
istor,op.

cit.,
p
p
.95-96.

h
ttp
://w

w
w
.

ア
ク
セ
ス
︒
そ
の
後
︑
企
業
価
値
研
究
会
は
︑

m
eti.g
o.jp
/p
olicy

/econ
om
y
/k
eiei_in

n
ov
ation

/k
eizaih

ou
sei/p

d
f/3-h

ou
k
ok
u
sh
o-h
on
n
tai-set.p

d
f,2016/7/15

二
〇
〇
八
年
に
﹃
近
時
の
諸
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
た
買
収
防
衛
策
の
在
り
方
﹄
を
公
表
し
た
︒h

ttp
://w

w
w
.m
eti.g
o.jp
/rep

ort/d
ow
n
load
files/g

80630a01j.

ア
ク
セ
ス
︒

p
d
f,2016/07/18

︵

︶
276

M
ih
au
p
t
&
P
istor,op.

cit.,
p
p
.93-107.

︵

︶
277

Ibid.,
p
.97.

︵

︶

ラ
イ
ブ
ド
ア
事
件
の
評
価
に
つ
い
て
は
︑
証
券
市
場
行
政
担
当
官
の
視
点
と
し
て
大
森
﹃
金
融
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
﹄
前
掲
一
一
二

278

Ibid.,
p
p
.97-98,

106-107.

〜
一
三
七
頁
︑
同
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景
﹄
前
掲
二
一
九
頁
︑
二
二
〇
〜
二
二
一
頁
︑
三
九
二
〜
三
九
三
頁
︵
検
察
と
裁
判
所
の
姿
勢
に
違
和
感
を
示
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す
︶
を
参
照
︒
ま
た
︑
村
山
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
四
〇
二
〜
四
二
三
頁
︑
三
宅
﹃
市
場
と
法
﹄
前
掲
五
七
〜
五
九
頁
︑
東
京
新
聞
特
別
取
材
班
﹃
検
証
﹁
国
策
逮
捕
﹂
前

掲
も
参
照
︒
村
上
フ
ァ
ン
ド
事
件
に
つ
い
て
は
︑
大
森
﹃
霞
ヶ
関
か
ら
眺
め
る
証
券
市
場
の
風
景
﹄
前
掲
四
六
〜
四
七
頁
︑
三
八
九
〜
三
九
四
頁
︑
四
四
〇
頁
︑
村
山

﹃
特
捜
検
察

vs.金
融
権
力
﹄
前
掲
二
八
六
〜
二
八
八
頁
︑
同
﹃
市
場
検
察
﹄
前
掲
三
〇
九
〜
四
一
二
頁
︑
三
宅
﹃
市
場
と
法
﹄
前
掲
一
二
〜
四
六
頁
参
照
︒

︵

︶
279

M
ih
au
p
t
&
P
istor,op.

cit.,
p
p
.103,107.

︵

︶
280

Ibid.,
p
p
.103-104.

︵

︶
青
木
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
二
〇
九
〜
二
一
二
頁
︒

281
︵

︶
282

M
ih
au
p
t
&
P
istor,op.

cit.,
p
p
.105-106.

︵

︶
青
木
と
は
理
論
的
立
場
を
異
に
す
る
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
も
︑
今
日
の
日
本
企
業
の
実
態
に
関
す
る
最
も
示
唆
的
な
成
果
を
生
み
出
し
て
い
る
実
証
研
究
と
し
て
︑
青

283木
た
ち
の
ク
ラ
ス
タ
分
析
の
成
果
を
参
照
し
て
論
じ
て
い
る
︒
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
﹃
日
本
資
本
主
義
の
大
転
換
﹄
前
掲
八
〇
〜
八
一
頁
︒

︵

︶
青
木
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
二
一
六
〜
二
三
五
頁
︑
特
に
二
二
四
頁
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
学
派
は
均
衡
論
を
否
定
し
て
い

284る
の
で
︑
青
木
と
は
そ
の
点
で
異
な
る
︒

︵

︶
以
下
︑
ク
ラ
ス
タ
分
析
の
結
果
は
︑
同
書
一
九
二
〜
二
一
六
頁
の
要
約
で
あ
る
︒

285
︵

︶
同
書
二
〇
三
〜
二
〇
四
頁
︒

286
︵

︶
同
書
二
一
四
〜
二
一
六
頁
︑
二
二
五
〜
二
二
八
頁
︒

287
︵

︶
企
業
の
多
様
性
自
体
に
価
値
が
あ
る
と
す
る
青
木
の
基
本
的
立
場
を
︑
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
学
派
の
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
は
自
ら
の
理
論
的
立
場
か
ら
批
判
す
る
︒
ル
シ

288ュ
ヴ
ァ
リ
エ
﹃
日
本
資
本
主
義
の
大
転
換
﹄
前
掲
︑
特
に
七
六
〜
一
一
四
頁
参
照
︒
同
書
九
〇
〜
九
一
頁
は
︑
新
自
由
主
義
政
策
の
結
果
︑
企
業
の
多
様
性
が
増
大
し
た

が
︑
日
本
経
済
の
強
み
で
あ
っ
た
補
完
性
の
衰
退
を
招
き
︑
多
様
性
増
大
に
対
応
し
た
調
整
様
式
が
生
み
出
さ
れ
な
か
っ
た
点
に
こ
そ
日
本
経
済
の
停
滞
の
真
因
を
見
出

し
︑
多
様
性
の
増
大
を
マ
ク
ロ
経
済
的
に
見
て
プ
ラ
ス
と
す
る
見
方
を
批
判
し
て
い
る
︒
同
書
は
︑
規
制
緩
和
・
構
造
改
革
の
不
徹
底
に
日
本
経
済
停
滞
の
原
因
を
求
め

る
現
在
ま
で
依
然
と
し
て
わ
が
国
で
支
配
的
な
視
点
を
根
底
か
ら
批
判
す
る
︒

︵

︶
青
木
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
二
三
二
頁

289
︵

︶
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
前
掲
三
七
五
〜
三
七
六
頁
︑
青
木
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
二
一
四
〜
二
一
六
頁
︒
既
に
一
九
八
〇
年
代

290末
に
︑

で
指
摘
さ
れ
て
い
た
︒
な
お
︑
そ
れ
以
前
の
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
︑

A
ok
i,Inform

ation,Incentives,and
B
argaining

in
the
Japanese

E
conom

y,ch
.7

村
上
﹃
新
中
間
大
衆
の
時
代
﹄
前
掲
一
四
六
〜
一
五
五
頁
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
た
︒
寺
西
﹃
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
﹄
前
掲
三
五
六
〜
三
九
二
頁
は
︑
政
府
と
民
間

の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
重
要
性
を
前
提
に
︑
高
度
成
長
期
の
監
督
官
庁
・
業
界
に
よ
る
産
業
利
害
の
調
整
シ
ス
テ
ム
か
ら
︑
地
域
経
済
圏
を
中
間
組
織
と
す
る
調
整
シ

ス
テ
ム
へ
の
転
換
を
提
唱
す
る
︒

︵

︶
青
木
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
二
一
六
〜
二
三
五
頁
︒

291
︵

︶
同
書
二
三
一
頁
︒

292
︵

︶
青
木
・
K
im
﹇
金
﹈・
奥
野
︵
藤
原
︶
編
﹃
東
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
と
政
府
の
役
割
﹄
前
掲
ⅲ
〜
ⅳ
頁
︑
一
〜
四
頁
︑
一
〇
〜
一
三
頁
︑
二
〇
〜
二
一
頁
︑
三
四
〜
四

293

経済社会の秩序形態（二・完）（濱野 亮）
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一
頁
参
照
︒

︵

︶
本
文
で
述
べ
た
企
業
と
企
業
活
動
の
多
様
性
は
︑
青
木
が
﹁
企
業
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
多
様
性
﹂
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
が
︑
中
心
は
金
融
な
ら
び
に
コ
ー

294ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
特
性
と
雇
用
特
性
の
連
結
様
式
の
多
様
化
で
あ
る
︒
青
木
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
多
様
性
﹄
前
掲
一
八
九
〜
二
一
六
頁
︒
こ
れ
に
対
し

て
︑
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
は
︑
そ
れ
ら
に
加
え
て
︑
生
産
性
・
賃
金
の
多
様
化
︑
同
一
産
業
に
属
す
る
同
規
模
企
業
間
で
の
格
差
拡
大
︑
雇
用
や
職
業
ス
キ
ル
獲
得
の
機
会

の
格
差
拡
大
を
挙
げ
︑
多
様
化
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
視
野
に
入
れ
た
調
整
様
式
の
回
復
・
補
強
・
拡
充
の
必
要
を
強
調
す
る
︒
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
﹃
日
本
資
本
主
義
の
大
転

換
﹄
前
掲
七
四
〜
九
一
頁
︒

︵

︶
青
木
の
提
示
し
た
課
題
は
本
文
で
要
点
を
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
学
派
の
表
現
を
借
り
れ
ば
︑
調
整
様
式
が
新
自
由
主
義
政
策
に
よ
っ
て
破

295壊
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
﹁
日
本
経
済
の
将
来
の
成
長
に
と
っ
て
鍵
と
な
る
﹂︒
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
﹃
日
本
資
本
主
義
の
大
転
換
﹄
前
掲
一
一

二
頁
︒
同
書
は
︑
継
続
的
取
引
関
係
を
通
じ
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
普
及
・
拡
散
︵
三
〇
頁
︑
二
三
三
頁
︶︑
福
祉
シ
ス
テ
ム
を
調
整
様
式
の
中
心
に
位
置
づ
け
る
福
祉

国
家
の
再
定
義
︵
一
〇
九
頁
︑
一
四
〇
頁
︑
一
四
二
頁
︶︑
全
体
社
会
レ
ベ
ル
で
の
和
解
︵
格
差
問
題
の
解
決
︑
再
配
分
﹇
三
〇
〜
三
二
頁
﹈︶︑
産
学
協
同
な
ど
研
究
開

発
部
門
に
お
け
る
新
た
な
調
整
様
式
の
開
発
と
行
政
に
よ
る
調
整
︵
一
〇
六
〜
一
〇
七
頁
︶︑
機
能
強
化
さ
れ
た
内
閣
に
よ
る
調
整
︵
一
〇
八
頁
︶
な
ど
を
重
視
し
て
い

る
︒
持
株
会
社
︑
株
式
の
持
ち
合
い
︑
系
列
取
引
な
ど
も
﹁
市
場
規
律
を
部
分
的
に
避
け
る
た
め
の
新
し
い
連
帯
﹂
で
あ
る
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
︵
一
〇
五

頁
︶︒

︵

︶
一
九
九
〇
年
代
の
後
半
︑
我
が
国
で
﹁
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
が
唱
道
さ
れ
た
時
︑
英
米
法
圏
の
﹁
法
の
支
配
﹂
の
も
と
で
は
行
政
裁
量
は
極
め
て

296限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
主
張
が
支
配
的
に
な
っ
た
言
説
状
況
に
対
し
て
︑
長
谷
部
恭
男
は
︑﹁
応
答
的
規
制
﹂
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
A
yres
と
B
raithw
aite

の
研
究
︵

︶
を
紹
介
し
て
︑﹁
法
の
支
配
﹂
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
も
行
政
裁
量
は
不
可
避
で
あ
り
︑
規
制
の
有
効
性
を
高
め
る
上
で

A
y
res
&
B
raith

w
aite,op.

cit.

重
要
な
役
割
を
果
た
し
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
︒
長
谷
部
﹁﹃
応
答
的
規
制
﹄
と
﹃
法
の
支
配
﹄﹂
前
掲
参
照
︒

︵

︶
ル
ー
ル
志
向
と
関
係
志
向
は
︑
理
論
的
に
対
蹠
的
な
秩
序
原
理
で
あ
る
が
︑
現
実
に
は
相
互
排
他
的
な
面
と
相
互
補
完
的
な
面
が
あ
り
︑
相
互
浸
透
す
る
場
合
も
あ

297る
こ
と
を
︑
理
論
的
な
検
討
に
よ
っ
て
示
し
た
濱
野
﹁
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
︵
一
︶﹂
前
掲
第
二
章
参
照
︒

︵

︶
規
制
の
弊
害
と
し
て
の
虜
囚
︵
capture︶
に
つ
い
て
︑
村
上
﹁
規
制
空
間
の
構
造
変
容
と
官
僚
制
の
裁
量
行
使
︵
一
︶﹂
前
掲
三
一
〜
三
五
頁
︒

298
︵

︶
299

M
n
ook
in
&
K
orn
h
au
ser,op.cit..

︵

︶
本
稿
第
三
章
第
一
節
参
照
︒

300
︵

︶
301

A
y
res
&
B
raith

w
aite,op.

cit.,
p
p
.19-53.

︵

︶
濱
野
亮
﹁
企
業
法
務
の
本
格
的
展
開

伝
統
的
構
造
か
ら
の
離
脱
﹂
佐
藤
岩
夫
・
濱
野
亮
編
﹃
変
動
期
の
日
本
の
弁
護
士
﹄︵
日
本
評
論
社
︑
二
〇
一
五
年
︶
八
〇
〜

302一
〇
四
頁
︑
武
士
俣
敦
﹁
弁
護
士
業
務
分
野
の
特
徴
と
構
造

シ
カ
ゴ
調
査
と
の
比
較
を
中
心
に
﹂
同
二
八
〜
五
一
頁
︑
藤
本
亮
﹁
弁
護
士
の
な
だ
ら
か
な
分
化

専
門

化
と
階
層
化
は
進
行
す
る
か
﹂
同
五
二
〜
七
九
頁
︑
宮
澤
節
生
・
武
士
俣
敦
・
石
田
京
子
・
上
石
圭
一
﹁
日
本
に
お
け
る
弁
護
士
の
専
門
分
化

二
〇
〇
八
年
全
国
弁
護

士
調
査
第
二
報
﹂﹃
青
山
法
務
研
究
論
集
﹄
第
四
号
︵
二
〇
一
一
年
︶
二
二
四
〜
二
三
八
頁
︵
武
士
俣
敦
﹁
弁
護
士
の
専
門
分
化

実
務
分
野
集
中
度
の
分
析
手
法
と
知

見
﹂︶︑
二
七
〇
〜
二
八
〇
頁
︵
宮
澤
節
生
﹁
知
見
の
要
約
と
今
後
の
分
析
課
題
﹂︶︑
宮
澤
節
生
・
藤
本
亮
・
石
田
京
子
・
武
士
俣
敦
・
上
石
圭
一
﹁
第
六
二
期
弁
護
士
第
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二
回
郵
送
調
査
第
二
報

二
変
量
解
析
か
ら
多
変
量
解
析
へ
﹂﹃
青
山
法
務
研
究
論
集
﹄
第
一
〇
号
︵
二
〇
一
五
年
︶
七
二
〜
九
六
頁
︵
武
士
俣
敦
﹁
業
務
の
内
容
︑
そ

の
規
定
要
因
︑
及
び
業
務
の
専
門
化
﹂︶
な
ど
を
参
照
︒

︵

︶
前
出
註
︵

︶
に
掲
げ
た
文
献
を
参
照
︒

303

302

︵

︶
濱
野
亮
﹁
日
本
の
企
業
法
務
を
め
ぐ
る
伝
統
的
条
件
と
そ
の
変
容
﹂﹃
法
社
会
学
﹄
七
六
号
︵
二
〇
一
二
年
︶
一
〇
三
〜
一
一
五
頁
︑
同
﹁
企
業
法
務
の
本
格
的
展

304開
﹂
前
掲
参
照
︒

︵

︶
新
自
由
主
義
政
策
が
リ
ス
ク
の
個
人
化
を
促
進
し
て
い
る
状
況
の
問
題
点
に
つ
き
︑
住
宅
保
障
の
分
野
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
が
︑
佐
藤
岩
夫
﹁﹃
脱
商
品
化
﹄
の
視

305角
か
ら
み
た
日
本
の
住
宅
保
障
シ
ス
テ
ム
﹂﹃
社
会
科
學
研
究
﹄
六
〇
巻
五
・
六
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
一
一
七
〜
一
四
一
頁
か
ら
示
唆
を
得
た
︒

︵

︶
306

Isam
u
S
u
g
in
o
&
M
asay

u
k
i
M
u
ray
am
a,�
E
m
p
loy
m
en
t
P
rob
lem
s
an
d
D
isp
u
tin
g
B
eh
av
ior
in
Jap
an
,�
Japan

L
abor

R
eview

,
V
ol.
3,
N
o.1,
p
p
.

︑
菅
野
和
夫
・
仁
田
道
夫
・
佐
藤
岩
夫
・
水
町
勇
一
郎
﹃
労
働
審
判
制
度
の
利
用
者
調
査

実
証
分
析
と
提
言
﹄︵
有
斐
閣
︑
二
〇
一
三
年
︶
を
参
照
︒

51-67

︵

︶
経
済
社
会
の
法
化
に
つ
い
て
︑
濱
野
亮
﹁
日
本
の
経
済
社
会
の
法
化

法
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
分
離
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
﹂﹃
立
教
法
学
﹄
四
八
号
︵
一
九

307九
八
年
︶
五
三
〜
一
〇
八
頁
参
照
︒

五

お

わ

り

に

本
稿
に
よ
り
︑
司
法
制
度
改
革
が
実
施
段
階
に
入
っ
て
か
ら
十
年
余
り
た
っ
た
今
日
に
お
け
る
日
本
の
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
に
つ

い
て
︑
現
状
診
断
の
た
め
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
た
と
考
え
る
︒
合
わ
せ
て
司
法
制
度
改
革
が
掲
げ
た
﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型

社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
﹂
と
い
う
政
策
目
標
に
つ
い
て
︑
一
定
の
評
価
を
与
え
る
と
と
も
に
︑
単
純
な
二
項
対

立
図
式
ゆ
え
の
弊
害
が
大
き
い
こ
と
を
示
し
︑
個
別
領
域
ご
と
に
規
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
た
︒
そ
の
際
︑
関

係
志
向
と
ル
ー
ル
志
向
︑
行
政
主
導
と
私
的
主
体
主
導
の
二
軸
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
︑
二
者
択
一
的
選
択
で
は
な
く
︑
両
者
を
適
切
に

組
合
わ
せ
て
︑
規
制
目
的
の
効
果
的
な
実
現
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
た
︒

日
本
の
法
社
会
学
研
究
に
お
い
て
︑
日
本
資
本
主
義
と
法
の
関
係
は
︑
戦
前
・
戦
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
法
学
と
︑
高
度
経
済
成
長
期

に
至
る
ま
で
の
川
島
武
宜
の
法
社
会
学
研
究
に
と
っ
て
︑
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

(
)

な
い
︒
し
か
し
な
が

308
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ら
︑
そ
の
後
︑
日
本
の
法
社
会
学
研
究
の
関
心
と
方
法
論
が
多
様
化
す
る
過
程
で
十
分
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て

良
い
︒

こ
の
テ
ー
マ
は
︑
日
本
社
会
に
お
け
る
法
と
法
律
家
の
機
能
・
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
︑
市
民
生
活
を
対
象
と
し
た
諸
テ
ー
マ

と
同
等
の
重
要
性
が
あ
る
︒
加
え
て
︑
司
法
制
度
改
革
と
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
評
価
す
る
上
で
も
必
須
の
研
究
領
域
で
あ
る
︒

海
外
の
法
社
会
学
者
の
関
心
も

(
)

高
く
︑
隣
接
領
域
の
研
究
者
と
の
理
論
・
実
証
両
面
で
の
協
働
を
含
め
︑
研
究
の
活
性
化
が
期
待
さ

309

れ
る
︒

(
︶
多
数
の
研
究
が
あ
る
が
︑
藤
田
勇
﹃
法
と
経
済
の
一
般
理
論
﹄︵
日
本
評
論
社
︑
一
九
七
四
年
︶
を
挙
げ
て
お
く
︒
川
島
の
研
究
に
つ
い
て
は
﹁
日
本
人
の
法
意
識
﹂

308前
掲
ほ
か
︑
前
出
註
︵

︶
に
掲
げ
た
文
献
な
ど
参
照
︒

271

︵

︶
例
え
ば
︑

309
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