
︿
論

説
﹀複

合
政
体
の
政
治
的
神
話

│
│
危
機
の
Ｅ
Ｕ
は
﹁
合
衆
国
﹂
に
な
ら
な
い
の
か

小

川

有

美

一

Ｅ
Ｕ
の
政
治
的
神
話
化

二

Ｕ
Ｓ
Ａ
史
と
Ｅ
Ｕ
史
の
比
較

三

ユ
ー
ロ
圏
危
機
の
構
造

四

﹁
ユ
ー
ロ
政
体
﹂
は
ど
こ
へ
向
か
う
か

﹁
欧
州
が
危
機
に
あ
る
と
き
︑
欧
州
は
よ
り
強
く
な
っ
て
危
機
を
脱
す
る
と
︑
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ

︵
欧
州
創
設
の
父
︶
は
常
々
言
っ
て
い
た
︒
し
か
し
私
を
含
め
て
︑
モ
ネ
は
甚
だ
楽
観
的
だ
っ
た

と
考
え
る
者
も
あ
る
︒
危
機
を
前
よ
り
よ
い
姿
で
脱
し
う
る
と
確
信
す
る
た
め
に
は
︑
よ
く
よ

く
警
戒
し
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝
私
は
グ
ラ
ム
シ
︵
イ
タ
リ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主

義
思
想
家
︶
に
似
て
い
る
︒
知
性
に
お
い
て
は
悲
観
的
︑
意
思
に
お
い
て
楽
観
的
な
の
だ
︒
﹂

︵
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ロ
ー
ル

イ
ン
タ
ビ

(
)

ュ
ー
︶

1
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一

Ｅ
Ｕ
の
政
治
的
神
話
化

欧
州
共
同
体
︵
Ｅ
Ｃ
︶
委
員
長
ド
ロ
ー
ル
が
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
未
確
認
政
治
体
un
objet
politique
non
identifié
で
あ
る
﹂
と
語

っ
た
の
は
単
一
欧
州
議
定
書
が
発
効
し
た
一
九
八
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
の
裏
に
は
ど
の
よ
う
な
楽
観
と
悲
観
が
含
ま
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
議
定
書
に
続
き
Ｅ
Ｃ
委
員
会
と
欧
州
首
脳
達
は
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
合
意
し
、
一
九
九
三
年
欧
州
連
合
Ｅ
Ｕ

が
発
足
し
た
。
北
海
道
大
学
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
ブ
ー
ム
に
沸
く
欧
州
統
合
の
﹁
脱
神
話
化
﹂
と
学
際
的
な
検
証
を
求
め
て
共
同
研
究

の
成
果
を
発
表
し
た
の
は
そ
の
直
後
で
あ
っ
た
が
︵
佐
々
木
・
中
村
編

一
九
九
四
︶
、
Ｅ
Ｕ
は
そ
の
後
も
立
ち
止
ま
る
こ
と
な
く
自
ら

の
神
話
化
を
推
し
進
め
た
よ
う
に
み
え
る
。

マ
ナ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹂
と
い
う
神
話
は
六
つ
の
時
期
を
通
じ
て
現
代
に
い
た
っ
て
い
る
。
第
一
期
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
や
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
凌
辱
﹂
を
受
け
、
ア
メ
リ
カ
と
の
絆
を
強
め
た
と
い
う
、
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
﹁
創
成
神

話
﹂
で
あ
り
、
第
二
期
は
東
西
二
極
冷
戦
へ
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
﹁
第
三
勢
力
﹂
神
話
で
あ
り
、
第
三
期
は
緊
張
緩
和
・

相
互
依
存
時
代
の
﹁
シ
ビ
リ
ア
ン
︵
非
軍
事
︶
・
パ
ワ
ー
﹂
神
話
で
あ
り
、
第
四
期
は
ネ
オ
コ
ン
論
争
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ

=
マ
ル
ス

対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
=
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
あ
る
い
は
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
神
話
で
あ
り
、
第
五
期
が
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
は
な
く
Ｅ
Ｕ
、
Ｇ

3
、
中
国
・

ロ
シ
ア
・
イ
ン
ド
、
Ｇ

な
ど
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
責
任
が
分
割
さ
れ
る
と
い
う
﹁
多
極
化
﹂
神
話
で
あ
り
、
第
六
期
が
そ
の
先

20

に
見
え
る
ポ
ス
ト
冷
戦
の
世
界
観
と
し
て
の
﹁
規
範
的
パ
ワ
ー
﹂
神
話
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
ス
ミ
ス
マ
ン
ズ
は
、
Ｅ
Ｕ
が
い
か
な
る
歴
史
的
﹁
創
成
神
話
﹂
よ
り
も
む
し
ろ
、
規
範
・
ル
ー
ル
に
依
拠
す
る
﹁
基
本

権
神
話
﹂
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
面
を
強
調
す
る
。
Ｅ
Ｕ
の
新
し
い
制
度
│
│
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
や
欧
州
委
員
会
や
欧
州
議
会
│
│

は
、
歴
史
的
固
有
文
化
よ
り
も
、
普
遍
的
価
値
に
よ
る
正
統
化
に
な
じ
む
。
ま
た
国
民
国
家
や
他
の
組
織
と
支
配
の
正
統
性
を
争
い
合

う
﹁
神
話
の
競
合
﹂
も
回
避
で
き
る
の
で
あ
る
︵
Sm
ism
ans
2010
︶
。
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レ
ン
シ
ョ
ウ
と
ス
プ
ル
ン
ク
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
政
体
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
っ
て
正
統
性
の
問
題
は
多
岐
に
わ
た
る
も
の
の
、

究
極
的
に
は
︵
イ
ー
ス
ト
ン
の
い
う
︶
一
般
的
支
持
を
取
り
つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
成
功
す
る
神
話
こ
そ
が
そ
れ
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
る
と
述
べ
る
。
神
話
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
連
帯
、
政
治
権
力
へ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま

で
は
国
民
国
家
が
政
治
的
神
話
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
既
存
の
国
民
国
家
と
は
異
な
る
﹁
前
例
の
な
い
︵
suigeneris︶
﹂
Ｅ

Ｕ
は
新
し
い
神
話
を
必
要
と
す
る
︵
Lenschow
and
Sprungk
2010︶
。
ま
た
デ
ッ
ラ

=
サ
ー
ラ
は
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル
を
引
い
て
、

﹁
こ
う
し
て
政
治
的
神
話
は
歴
史
的
説
明
と
は
異
な
り
、
神
話
の
正
確
さ
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
示
す
規
範
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
信
じ
さ

せ
ら
れ
る
力
に
関
心
が
も
た
れ
る
﹂
と
し
、
そ
の
よ
う
な
力
を
﹁
自
ら
と
他
の
国
際
ア
ク
タ
ー
が
信
じ
る
限
り
に
お
い
て
﹂
Ｅ
Ｕ
は

﹁
規
範
的
パ
ワ
ー
﹂
な
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
︵
D
ella
Sala
2010:7︶
。

た
し
か
に
Ｅ
Ｕ
は
、
拡
大
︵
enlargem
ent︶
と
い
う
、
制
度
建
設
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
通
じ
て
、
卓
越
し
た
﹁
磁
力
﹂
を
発
揮

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
り
わ
け
新
し
く
民
主
化
・
市
場
経
済
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
脱
共
産
主
義
諸
国
に
と
っ
て
は
直
接
的
利
益
だ

け
で
な
く
、
規
範
・
法
制
度
の
供
給
者
と
し
て
も
Ｅ
Ｕ
が
大
き
な
存
在
感
を
も
ち
、
Ｅ
Ｕ
の
側
で
は
Ｅ
Ｕ
法
体
系
の
受
容
を
含
む
制
度

的
同
型
化
を
迫
る
こ
と
が
で
き
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
一
方
通
行
の
作
用
で
は
な
く
、﹁
内
向
き
﹂
の
正
統
化
と
﹁
外
向
き
﹂

の
正
統
化
の
相
互
強
化
を
も
た
ら
す
効
果
を
発
揮
し
た
。
ル
カ
レ
ッ
リ
と
マ
ナ
ー
ズ
の
い
う
よ
う
に
、
対
外
政
策
に
お
け
る
価
値
設
定

原
則
と
、
Ｅ
Ｕ
政
体
の
自
己
構
築
に
は
密
接
な
関
係
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
は
⑴
政
策
価
値
が
対
外
的
に
適
用
さ
れ
る
外
部
化
︵
exter-

nalising
︶
が
推
進
さ
れ
、
そ
れ
が
ひ
る
が
え
っ
て
⑵
Ｅ
Ｕ
の
政
体
自
体
に
自
己
学
習
を
促
す
と
い
う
、
往
復
運
動
が
み
ら
れ
た
の
で

あ
る
︵
Lucarelliand
M
anners
2006:209-211
︶
。
そ
の
よ
う
な
作
用
は
、
鈴
木
一
人
ら
に
よ
っ
て
﹁
規
制
力
﹂
す
な
わ
ち
Ｅ
Ｕ
の
も

つ
対
内
的
・
対
外
的
秩
序
形
成
能
力
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
ド
ロ
ー
ル
が
﹁
未
確
認
政
治
体
﹂
と
呼
ん
だ
Ｅ
Ｕ
の
政
体
と
し
て
の
と
ら
え
に
く
さ
は
、
基
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な

い
。
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
は
﹁
ユ
ー
ロ
政
体
﹂
︵
E
uro-polity
︶
が
ど
の
よ
う
な
秩
序
で
あ
り
う
る
か
に
つ
い
て
異
な
る
シ
ナ
リ
オ
が
あ
る
こ

複合政体の政治的神話（小川有美）
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と
を
指
摘
し
て
い
た
。
か
つ
て
の
機
能
主
義
者
は
国
家
主
権
に
抵
触
し
な
い

consortio
を
念
頭
に
お
い
て
お
り
、
新
機
能
主
義
者
の

理
論
は
よ
り
超
国
家
的
な

stato/federatio
を
期
待
し
た
。
し
か
し
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
以
後
の
Ｅ
Ｕ
に
つ

い
て
、
メ
ン
バ
ー
も
権
限
配
分
も
可
変
的
な

condom
inio
の
シ
ナ
リ
オ
が
当
て
は
ま
る
可
能
性
が
高
い
と
推
測
し
た
。
Ｅ
Ｕ
は
漸
次

﹁
深
化
﹂
と
﹁
拡
大
﹂
を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
近
隣
に
﹁
準
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
﹂
が
存
在
し
、
地
理
的
可
変
性
︵
variable

geom
etry
︶
が
き
わ
め
て
高
い
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
︵
Schm
itter
1996
︶
。

こ
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
、
あ
る
い
は
﹁
前
例
の
な
い
﹂
政
体
像
は
、
規
範
的
影
響
力
と
経
済
的
パ
ワ
ー
の
両
方
を
も
つ
﹁
シ
ビ
リ

ア
ン
・
パ
ワ
ー
﹂
︵
O
rbie
2008︶
、
あ
る
い
は
﹁
新
し
い
中
世
﹂
な
ど
と
し
て
描
か
れ
た
。
ジ
ー
ロ
ン
カ
は
、
Ｅ
Ｕ
の
向
か
う
シ
ナ
リ

オ
と
し
て
、
第
一
に
﹁
超
国
家
﹂
型
│
│
そ
れ
は
、
硬
い
固
定
し
た
境
界
線
、
社
会
経
済
的
な
同
質
性
の
高
さ
、
中
心
を
も
つ
ヒ
エ
ラ

ル
ヒ
ー
的
権
威
構
造
な
ど
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
│
│
、
そ
し
て
第
二
に
﹁
新
し
い
中
世
帝
国
﹂
型
│
│
そ
れ
は
揺
れ
動
く
柔
ら

か
な
境
界
線
、
社
会
経
済
的
異
質
性
、
多
様
な
政
治
的
単
位
の
相
互
浸
透
な
ど
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
│
│
の
二
つ
を
提
示
し
、

後
者
こ
そ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
適
応
で
き
る
、
と
主
張
し
た
︵
Zielonka
2007︶
。

だ
が
そ
の
よ
う
な
楽
観
的
な
﹁
ユ
ー
ロ
政
体
﹂
論
は
、
曲
が
り
角
を
迎
え
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
ま
ず
二
〇
〇
一
年
の

・

の
事
件
と
ア
フ
ガ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
で
あ
り
、
規
範
的
な
世
界
と
紛
争
の
世
界
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

9

11

冷
戦
の
克
服
の
象
徴
と
し
て
の
Ｅ
Ｕ
拡
大
の
﹁
磁
力
﹂
が
も
は
や
絶
大
で
は
な
く
、
逓
減
し
て
き
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
。
す

で
に
二
七
カ
国
に
拡
大
し
た
Ｅ
Ｕ
諸
国
間
に
お
い
て
社
会
経
済
的
・
政
治
的
分
裂
が
重
み
を
増
し
、
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
で
は
な
い
が
対

等
で
も
な
い
構
造
が
Ｅ
Ｕ
の
統
一
性
と
合
理
性
を
弱
め
て
い
る
と
い
う
︵
T
eló
2009;
黒
田

二
〇
〇
五
;
佐
々
木

二
〇

(
)

〇
五
︶
。

2

そ
れ
で
は
、
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
で
は
な
い
秩
序
で
多
様
性
の
中
の
統
一
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
﹁
ユ
ー
ロ
政
体
﹂
は
、
幻
想
に
す
ぎ
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
Ｅ
Ｕ
は
政
体
と
し
て
ど
こ
ま
で
自
ら
の
神
話
化
に
成
功
し
、
失
敗
し
た
の
だ
ろ

(
)

う
か
。

3
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二

Ｕ
Ｓ
Ａ
史
と
Ｅ
Ｕ
史
の
比
較

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
︵
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
︶
の
政
治
発
展
と
の
比
較
か
ら
示
唆
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ

る
。
主
権
国
家
が
相
対
化
さ
れ
る
政
治
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
﹁
前
例
の
な
い
﹂
事
態
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で

は
そ
れ
は
歴
史
的
経
験
な
の
で
は
な
い
か
。

ツ
ヴ
ァ
イ
フ
ェ
ル
は
、
国
民
の
よ
う
な
﹁
デ
ー
モ
ス
︵
dem
os︶
﹂
が
な
い
と
い
っ
て
も
、﹁
デ
ー
モ
ス
﹂
と
は

構

築

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
ト

さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
や
ス
イ
ス
の
安
定
も
複
数
の
﹁
デ
ー
モ
イ
︵
dem
oi︶
﹂
が
の
ち
に
﹁
デ
ー
モ
ス
﹂
に
統
合
さ
れ
た
結
果
に
他
な
ら

な
い
、
と
主
張
す
る
。
こ
れ
ら
の
連
邦
国
家
に
は
﹁
デ
ー
モ
ス
﹂
の
多
数
派
支
配
に
よ
ら
な
い
多
元
的
な
制
度
的
特
徴
が
み
ら
れ
る
ば

か
り
で
な
く
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
も
ス
イ
ス
も
Ｅ
Ｕ
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
﹁
民
主
主
義
の
赤
字
︵
dem
ocratic
deficit︶
﹂
を
い
く
つ
も
抱
え
て
い

る
。
ツ
ヴ
ァ
イ
フ
ェ
ル
は
Ｅ
Ｕ
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
、
ス
イ
ス
の
民
主
性
は
同
じ
指
標
で
比
較
可
能
で
あ
る
と
し
、
Ｅ
Ｕ
は
Ｕ
Ｓ
Ａ
、
ス
イ
ス
よ

り
も
特
に
民
主
的
で
は
な
い
が
、
非
民
主
的
で
も
な
い
と
結
論
づ
け
る
︵
Zw
eifel2002
︶
。

今
日
の
Ｅ
Ｕ
に
は
﹁
多
層
的
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
﹂
と
い
う
特
異
な
構
造
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
多
層
的
な
政
治
制
度
、
市
民

社
会
組
織
、
諸
利
益
か
ら
な
る
﹁
複
合
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
発
展
に
引
き
付
け
て
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
ピ
ア
ッ
ト
ー
ニ
も
問
う
て
い
る
︵
Piattoni2009:260
︶
。
そ
れ
な
ら
ば
、
Ｅ
Ｕ
は
Ｕ
Ｓ
Ａ
モ
デ
ル
の
﹁
合
衆

国
﹂
に
向
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
一
八
世
紀
に
遡
る
Ｕ
Ｓ
Ａ
史
と
第
二
次
大
戦
後
の
Ｅ
Ｕ
史
を
単
純
に
比
較
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
は
、
乱
暴
に

す
ぎ
る
。
あ
る
事
象
が
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
起
こ
っ
た
か
は
、
そ
の
事
象
が
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
た
か
に
影
響
せ
ざ
る
を
得
な
い

︵
Pierson
2004
︶
。
世
界
史
的
な
タ
イ
ミ
ン
グ
、
社
会
・
経
済
や
政
治
・
法
制
度
の
発
展
形
態
の
大
き
く
異
な
る
対
象
に
つ
い
て
は
、

漠
然
と
し
た
類
比
を
越
え
て
、
政
治
学
的
に
有
意
な
比
較
分
析
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
フ
ァ
ブ
リ
ー
ニ
は
、
両
者
を
複
合
的
政
体
︵
com
posite
polity
︶
の
代
表
例
と
し
て
見
て
、
そ
の
比
較
の
政
治
理
論
的

な
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
﹁
民
主
的
な
組
織
の
さ
れ
方
に
は
、
普
遍
的
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
。

Ｕ
Ｓ
Ａ
と
Ｅ
Ｕ
は
た
し
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
、
単
一
の
共
和
国
の
境
界
を
越
え
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
独
自

の
試
み
を
代
表
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
は
人
民
の
意
志
を
通
じ
た
権
威
構
造
を
正
統
化
す
る
要
請
を
放
棄
せ
ず
に
、

シ
ス
テ
ム
全
体
を
支
配
す
る
多
数
派
の
形
成
を
防
ぐ
と
い
う
や
り
方
で
、
自
ら
を
組
織
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
﹂
︵
F
abbri-

ni2007:287︶
。
す
な
わ
ち
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
も
Ｅ
Ｕ
も
そ
れ
ぞ
れ
が

suigeneris
の
形
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
向
か
う
組
織
と
い
え
る
の
で
あ

り
、
変
数
を
厳
密
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
比
較
研
究
は
無
意
味
で
あ
る
が
、
巨
視
的
な
発
展
の
論
理
を
考
察
す
る
た
め
の
﹁
柔
ら
か
い

理
論
﹂
ア
プ
ロ
ー
チ
︵
藤
原

一
九
八
五
︶
な
ら
ば
意
味
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ド
ナ
ヒ
ュ
ー
と
ポ
ラ
ッ
ク
の
論
文
︵
D
onahue
and
Pollack
2001
︶
は
、
そ
の
よ
う
な
試
み
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
Ｕ
Ｓ
Ａ
と

Ｅ
Ｕ
の
歴
史
の
い
ず
れ
も
が
集
権
化
と
分
権
化
の
間
を
振
れ
動
く
﹁
連
邦
リ
ズ
ム
﹂
︵
federalrhythm
︶
を
刻
ん
で
い
る
と
論
じ
る
。

連
邦
化
の
歴
史
は
一
八
世
紀
に
建
国
し
た
Ｕ
Ｓ
Ａ
の
方
が
は
る
か
に
長
い
が
、
両
者
の
リ
ズ
ム
に
は
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
も
で
き

る
。
Ｕ
Ｓ
Ａ
、
Ｅ
Ｕ
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
集
権
化
／
分
権
化
の
ベ
ク
ト
ル
が
変
わ
る
転
換
期
を
経
験
し
て
い
る
。﹁
連
邦
リ
ズ
ム
﹂

の
転
換
期
と
し
て
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
の
場
合
に
は
①
建
国
期
、
②
南
北
戦
争
期
、
③
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
期
、
④
レ
ー
ガ
ン
政
権
期
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
Ｅ
Ｕ
の
転
換
期
と
し
て
は
、
①
創
設
期
、
②
ド
ゴ
ー
ル
の
挑
戦
と
ユ
ー
ロ
・
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
③
欧
州
単
一
議

定
書
以
後
の
再
出
発
、
そ
し
て
④
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
統
合
へ
の
﹁
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
Ｕ
Ｓ
Ａ
の
レ
ー

ガ
ン
政
権
期
と
Ｅ
Ｕ
の
﹁
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
﹂
期
は
、
反
・
集
権
化
へ
ベ
ク
ト
ル
が
振
れ
た
時
期
で
あ
る
が
、
長
期
的
に
見
れ
ば
、
Ｕ

Ｓ
Ａ
も
Ｅ
Ｕ
も
﹁
連
邦
リ
ズ
ム
﹂
を
刻
み
な
が
ら
共
に
集
権
化
を
進
め
て
い
る
、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
結
論
で
あ
る
︵
表
!
・

(
)

表
"
︶
。

4

し
か
し
、
同
じ
く
Ｕ
Ｓ
Ａ
と
Ｅ
Ｕ
を
比
較
可
能
と
し
な
が
ら
も
、
合
衆
国
史
に
は
決
定
的
な
断
絶
の
局
面
が
あ
っ
た
と
す
る
見
方
も

あ
る
。
グ
レ
ン
ク
ロ
ス
に
よ
れ
ば
、
南
北
戦
争
前
︵
antebellum
︶
の
Ｕ
Ｓ
Ａ
と
Ｅ
Ｕ
は
複
合
的
な
政
治
シ
ス
テ
ム
と
し
て
近
似
性
が
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あ
っ
た
。
多
層
的
な
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
め
ぐ

り
未
解
決
の
問
題
が
あ
り
な
が
ら
も
、
両
者
は

政
治
的
均
衡
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い

て
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｕ

Ｓ
Ａ
で
は
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
め
ぐ
る
政
治
的

不
安
定
か
ら
内
戦
＝
南
北
戦
争
が
勃
発
し
、
強

制
力
に
よ
る
集
権
的
決
着
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
グ
レ
ン
ク
ロ
ス
は
、
南
北
戦
争
の
前

と
後
の
シ
ス
テ
ム
的
な
断
絶
が
あ
っ
た
こ
と
を

重
視
す
る
︵
G
lencross
2009
︶
。

Ｕ
Ｓ
Ａ
史
に
お
い
て
な
ぜ
連
邦
と
州
の
間
の

動
的
均
衡
が
生
ま
れ
、
の
ち
に
破
れ
た
の
か
。

ア
メ
リ
カ
憲
法
史
に
お
い
て
は
建
国
当
初
か
ら

共
和
派
と
連
邦
派
の
対
立
が
存
在
し
た
が
、
一

九
世
紀
前
半
に
な
る
と
﹁
二
元
的
連
邦
制
﹂
と

呼
ば
れ
る
理
論
が
発
達
し
た
。
そ
れ
は
、
①
連

邦
政
府
の
権
限
は
明
示
的
に
委
任
さ
れ
た
も

の
、
お
よ
び
そ
の
行
使
に
不
可
欠
な
も
の
に
限

る
よ
う
厳
密
に
限
定
し
、
②
連
邦
と
州
の
管
轄

複合政体の政治的神話（小川有美）

7

出所 Donahue and Pollack.（2001）p.108, Table 3.2 より筆者作成

表! アメリカ合衆国における政策権限レベルの変化

表" 欧州連合（旧欧州共同体）における政策権限レベルの変化（単位・政策分野数)

出所 Donahue and Pollack.（2001）p.107, Table 3.1 より筆者作成



権
を
め
ぐ
る
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
、
連
邦
裁
判
所
の
裁
定
が
重
ん
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
妥
協
で
あ
る
。

こ
の
二
元
的
連
邦
制
は
決
し
て
紛
争
な
し
に
機
能
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
連
邦
の
立
法
に
対
し
て
各
州
は
そ
の
無
効

︵
nullification
︶
を
宣
言
す
る
と
い
う
手
段
に
訴
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
七
九
八
年
の
外
国
人
・
騒
乱
罪
法
に
よ
る
市
民
的
自
由
の

制
限
に
つ
い
て
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
、
一
八
三
二
年
の
産
業
製
品
輸
入
関
税
に
つ
い
て
は
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
が
、

連﹅

邦﹅

法﹅

の﹅

違﹅

憲﹅

性﹅

を
主
張
し
た
。
や
が
て
奴
隷
制
廃
止
が
多
数
の
州
を
巻
き
込
む
争
点
と
な
る
と
、
連
邦
法
の
無
効
だ
け
で
な
く
分
離

の
権
利
が
明
言
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
五
〇
年
の
﹁
ク
レ
イ
の
妥
協
﹂
︵
C
lay’s
C
om
prom
ise︶
は
奴
隷
制
問
題
を
め
ぐ
る
複
雑

な
合
意
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
後
領
土
の
拡
大
に
と
も
な
い
奴
隷
州
が
増
え
る
こ
と
を
恐
れ
た
北
部
選
出
の
連
邦
議
員
は
、
メ
キ
シ
コ

か
ら
割
譲
さ
れ
る
領
地
に
つ
い
て
奴
隷
制
度
を
認
め
な
い
﹁
ウ
ィ
ル
モ
ッ
ト
条
項
︵
W
ilm
ot
Proviso
︶
﹂
を
提
案
し
た
。
同
条
項
は
下

院
を
通
過
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
警
戒
・
反
発
を
抱
い
た
南
部
諸
州
の
代
表
は
ナ
ッ
シ
ュ
ヴ
ィ
ル
、
続
い
て
ミ
シ
シ
ッ
ピ
、
サ
ウ
ス

カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
会
議
に
お
い
て
﹁
分
離
権
﹂
を
宣
言
し
た
。

そ
れ
で
も
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
め
ぐ
る
州
と
連
邦
の
関
係
の
不
安
定
化
に
対
し
て
、
よ
り
精
緻
な
憲
法
理
論
を
も
っ
て
解
決
し
よ
う

と
努
力
し
た
人
々
が
あ
る
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
︵
D
anielW
ebster︶
を
は
じ
め
と
す
る
一
方
の
論
調
は
、
当
時
の
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
多
数
派
統
治
が
連
邦
国
家
に
適
合
す
る
と
論
じ
た
。
こ
れ
と
論
争
し
た
カ
ル
フ
ー
ン
︵
John
C
.

C
alhoun
︶
ら
反
対
派
は
、
少
数
派
の
州
が
連
邦
の
多
数
派
の
決
定
を
違
憲
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
分
離
の
可
能
性
が

認
め
ら
れ
る
と
主
張
し
た
︵
Ibid.:161-167︶
。
後
者
の
理
論
は
奴
隷
制
を
守
る
た
め
に
援
用
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
一
八
三
二

年
の
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
連
邦
法
無
効
の
主
張
に
お
い
て
も
す
で
に
カ
ル
フ
ー
ン
は
州
の
拒
否
権
の
制﹅

度﹅

的﹅

な﹅

重﹅

要﹅

性﹅

を
強
調
し
て

い
た
。
﹁
わ
れ
わ
れ
の
シ
ス
テ
ム
の
持
続
と
安
定
は
、
州
と
一
般
政
府
の
間
の
均
衡
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
留
保
さ
れ
、
委
任

さ
れ
た
権
力
で
あ
る
﹂
と
し
、
ま
た
﹁
司
法
審
査
に
よ
る
最
高
裁
も
拒
否
権
に
よ
る
大
統
領
も
、
連
邦
の
権
力
の
範
囲
を
決
定
す
る
よ

う
信
託
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ら
自
身
、
連
邦
政
府
の
一
部
な
の
だ
か
ら
﹂
と
し
た
カ
ル
フ
ー
ン
の
主
張
は
、
複
合
的
な
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政
体
の
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
打
ち
出
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
︵
Ibid.:163-165︶
。

一
方
、
第
二
政
党
制
時
代
と
も
い
わ
れ
る
こ
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
期
に
は
、
財
産
制
限
の
撤
廃
と
大
統
領
選
挙
人
改
革
に
よ
り
、
寡
頭

的
、
エ
リ
ー
ト
的
で
あ
っ
た
Ｕ
Ｓ
Ａ
の
政
治
が
大
衆
化
し
て
い
っ
た
。
ヴ
ァ
ン
・
ビ
ュ
ー
レ
ン
︵
M
artin
V
an
B
uren
︶
の
組
織
戦
略

の
下
で
民
主
党
は
全
国
横
断
的
な
選
挙
動
員
に
成
功
し
、
政
治
的
な
動
員
、
討
議
、
決
定
の
全
国
化
と
、
地
域
間
・
部
門
間
の
利
害
調

整
が
進
ん
だ
。
こ
う
し
て
州
と
名
望
家
を
基
盤
と
し
て
い
た
上
院
や
選
挙
人
団
も
次
第
に
全
国
政
党
に
よ
る
政
治
的
集
権
化
の
影
響
を

受
け
る
よ
う
に
な
る
。
大
衆
政
党
に
よ
る
こ
う
し
た
政
治
的
統
合
は
、
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
に
お
け
る
重
要
な
発
展
で
あ
っ
た
が
、
同

時
に
多
数
派
支
配
を
求
め
る
競
争
を
加
速
し
た
。
そ
こ
で
妥
協
困
難
な
争
点
が
突
出
し
た
と
き
、
断
絶
の
局
面
が
お
と
ず
れ
た
の
で
あ

る
。連

邦
と
州
の
間
の
動
的
均
衡
の
限
界
を
も
た
ら
し
た
の
は
奴
隷
制
の
争
点
で
あ
っ
た
。
民
主
党
と
競
合
す
る
ホ
イ
ッ
グ
党
は
一
八
五

二
年
の
大
統
領
選
で
敗
北
し
、
南
部
の
ホ
イ
ッ
グ
は
北
部
優
位
の
全
国
政
党
に
よ
っ
て
奴
隷
利
益
を
守
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
危
機
感
を
強
め
た
。
続
い
て
民
主
党
も
一
八
五
四
年
の
カ
ン
ザ
ス
=
ネ
ブ
ラ
ス
カ
法
案
に
よ
っ
て
│
│
自
党
の
両
院
議
席
多
数
に

よ
っ
て
通
過
し
た
法
案
に
他
な
ら
な
か
っ
た
が
│
│
内
部
分
裂
に
向
か
っ
た
。
民
主
党
の
内
部
で
は
奴
隷
制
に
つ
い
て
の
原
則
を
州
レ

ベ
ル
の
人
民
の
主
権
に
委
ね
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
失
わ
れ
た
。
北
部
の
反
奴
隷
制
派
は
共
和
党
を
結
成
し
、
急
速

に
勢
力
を
強
め
て
第
二
政
党
制
の
解
体
を
も
た
ら
す
。
大
統
領
選
挙
で
共
和
党
の
リ
ン
カ
ン
の
支
持
票
は
四
割
を
切
っ
た
が
、
リ
ン
カ

ン
は
大
統
領
選
挙
人
の
絶
対
多
数
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
リ
ン
カ
ン
政
権
の
成
立
を
目
前
に
、
デ
ィ
ー
プ
サ
ウ
ス
の
七
州
は
奴

隷
制
と
の
両
立
が
不
可
能
と
な
る
こ
と
を
確
信
し
て
分
離
を
決
断
し
た
。
そ
こ
か
ら
南
北
戦
争
へ
の
道
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。

南
北
戦
争
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
は
る
か
に
上
回
る
死
者
を
生
む
武
力
決
着
を
も
た
ら
し
、
南
北
戦
争
後
︵
post-bellum
︶
の
Ｕ
Ｓ
Ａ

の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
議
会
立
法
に
対
し
州
が
無
効
を
宣
言
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
一
八
六
八
年
の

修
正
第
一
四
条
に
よ
っ
て
連
邦
レ
ベ
ル
の
市
民
権
︵
権
利
章
典
︶
が
州
レ
ベ
ル
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
異
な
る
レ

複合政体の政治的神話（小川有美）

9



ベ
ル
間
の
権
限
紛
争
を
決
着
す
る
の
が
連
邦
最
高
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
争
わ
れ
な
く
な
る
︵
Ibid.:40-41
︶
。
南
北
戦
争
前
の

動
的
均
衡
か
ら
連
邦
優
位
に
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
は
移
行
し
た
の
で

(
)

あ
る
。

5

南
北
戦
争
前
・
後
の
Ｕ
Ｓ
Ａ
と
比
較
し
て
Ｅ
Ｕ
は
ど
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
か
。
Ｅ
Ｕ
は
依
然
と
し
て
多
数
派
支
配
型
の
政
治
か

ら
程
遠
く
、
制
度
間
の
権
限
配
分
に
つ
い
て
常
に
不
確
定
な
要
素
が
つ
き
ま
と
う
。
南
北
戦
争
前
の
Ｕ
Ｓ
Ａ
で
は
州
に
よ
る
連
邦
立
法

の
無
効
宣
言
の
よ
う
な
﹁
事
後
︵
ex
post︶
﹂
型
の
発
言
も
し
く
は
拒
否
権
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
訴
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
Ｅ
Ｕ
で

は
最
終
的
な
決
着
の
前
に
﹁
事
前
︵
ex
ante︶
﹂
型
の
交
渉
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
︵
Ibid.:116;W
eiler
1999︶
。
権
限
の

明
確
化
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
取
ろ
う
と
す
る
の
が
欧
州
司
法
裁
判
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
加
盟
国
政
府
が
警

戒
・
反
発
を
示
す
た
め
に
、
機
関
間
紛
争
と
交
渉
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
結
論
的
に
、
Ｅ
Ｕ
は
Ｕ
Ｓ
Ａ
と
比
べ
て
制
度
的
に
は
る
か
に
発

展
途
上
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
動
的
均
衡
が
続
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
れ
で
は
、
Ｅ
Ｕ
で
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
動
的
均
衡
は
、
今
後
も
維
持
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
崩
壊
が
あ
り
う

る
の
だ
ろ
う
か
。
半
世
紀
の
間
、
動
的
均
衡
を
失
わ
な
い
統
合
を
進
め
て
い
る
Ｅ
Ｕ
は
南
北
戦
争
前
の
Ｕ
Ｓ
Ａ
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
と

こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
Ｅ
Ｕ
は
Ｕ
Ｓ
Ａ
モ
デ
ル
の
﹁
合
衆
国
﹂
に
向
か
っ
て
い
る
、
と
は
現
時
点
で
は
い
え
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
安
定
化
と
比
較
し
て
、
Ｅ
Ｕ
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
る
問
題
は
、﹁
社
会
経
済
モ
デ
ル
﹂
を
め
ぐ
る
紛
争
が
突
出
す
る
と
き
、
危
機
的

な
分
岐
点
に
さ
し
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵
Ibid.:154-161;F
abbrini2005︶
。

三

ユ
ー
ロ
圏
危
機
の
構
造

欧
州
連
合
の
神
話
は
経
済
的
期
待
に
よ
っ
て
下
支
え
さ
れ
、
象
徴
と
み
な
さ
れ
て
い
た
単
一
通
貨
ユ
ー
ロ
の
危
機
は
、﹁
ユ
ー
ロ
政

体
﹂
の
正
統
性
を
掘
り
崩
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
︵
安
藤

二
〇
〇
八
︶。
浅
野
康
子
は
そ
の
危
機
の
性
格
を
、
﹁
Ｅ
Ｕ
に
と
っ
て
皮

肉
な
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
の
規
制
力
を
高
め
て
き
た
通
貨
・
市
場
統
合
が
、
域
内
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
不
備
に
足
を
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
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で
、
債
務
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂
と
総
括
し
て
い
る
︵
浅
野

二
〇
一
二
：
一
七
五
︶
。

二
〇
〇
九
年
秋
の
ギ
リ
シ
ア
に
端
を
発
す
る
﹁
ソ
ブ
リ
ン
危
機
﹂
問
題
は
、
ユ
ー
ロ
圏
あ
る
い
は
Ｅ
Ｕ
全
体
の
安
定
性
の
最
大
の
試

練
と
な
っ
た
。
通
貨
政
策
の
統
一
性
と
財
政
政
策
の
分
権
性
、
経
済
指
標
と
制
裁
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
非
柔
軟
性
な
ど
、
ユ
ー
ロ
圏
危
機

の
要
因
は
多
数
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
直
接
の
発
端
と
な
っ
た
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
や
ギ
リ
シ
ア
の
財
政
赤
字
と
政
府
債
務
残
高
の

﹁
粉
飾
﹂
に
と
ど
ま
ら
ず
、
制
度
的
な
﹁
失
敗
﹂
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︵
H
eipertz
and
V
erdun
2010;
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会

二
〇
一
〇
;
み
ず
ほ
総
合
研
究
所

二
〇
一
〇
︶
。

全
ユ
ー
ロ
加
盟
国
の
財
政
健
全
化
の
ル
ー
ル
で
あ
る
安
定
成
長
協
定
︵
Ｓ
Ｇ

Ｐ
︶
は
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
大
国
メ
ン
バ
ー

の
財
政
赤
字
が
続
く
中
で
、
制
裁
が
形
骸
化
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
か
ら
は
西
欧
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
輸
出
増
が
も
た
ら

さ
れ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
東
中
欧
・
バ
ル
ト
諸
国
を
は
じ
め
と
す
る
周
辺
諸
国
の
消
費
拡
大
│
│
そ
こ
に
は
不
動
産
バ
ブ
ル
も
含
ま

れ
て
い
た
│
│
が
あ
っ
た
。
し
か
し
Ｅ
Ｕ
は
│
│
二
〇
〇
九
年
に
限
定
的
な
銀
行
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
を
行
っ
た
も
の
の
│
│
、
Ｐ
Ｉ

Ｉ
Ｇ

Ｓ
諸
国
︵
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
︶
を
は
じ
め
と
す
る
各
国
の
財
政
・
金
融
リ
ス
ク
を

実
効
的
に
統
制
で
き
る
制
度
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
、
あ
る
い
は
救
済
で
き
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
九

年
末
か
ら
二
〇
一
〇
年
春
に
か
け
て
ギ
リ
シ
ア
の
国
債
相
場
の
下
落
が
深
刻
化
す
る
と
デ
フ
ォ
ル
ト
を
防
ぐ
た
め
の
大
規
模
な
支
援
が

求
め
ら
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
は
ギ
リ
シ
ア
へ
の
直
接
支
援
に
否
定
的
な
姿
勢
を
続
け
た
。
最
終
的
に
は
Ｅ
Ｕ
と
ド
イ
ツ
の
妥
協
に
よ
り
、

Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
二
カ
国
間
融
資
の
二
本
立
て
の
金
融
支
援
が
最
後
の
手
段
と
し
て
合
意
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
の
対
応
は
ジ
ー
ロ
ン
カ
の
期
待

す
る
﹁
新
し
い
中
世
帝
国
﹂
と
い
う
よ
り
、
ま
さ
に
国
民
国
家
の
利
害
計
算
の
ぶ
つ
か
る
政
府
間
政
治
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

で
は
Ｅ
Ｍ
Ｕ
に
制
度
的
な
欠
缺
が
あ
っ
た
と
い
う
総
括
だ
け
で
、
ユ
ー
ロ
圏
の
危
機
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
今
回

の
危
機
の
表
面
化
に
先
立
ち
、
ダ
イ
ソ
ン
は
Ｅ
Ｍ
Ｕ
が
内
的
多
様
性
の
大
き
い
ま
ま
発
展
し
て
き
た
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い

る
。
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ま
ず
構
成
メ
ン
バ
ー
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
ユ
ー
ロ
圏
に
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
、
暫
定
的
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
、
準
恒
久
的
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ

ー
が
存
在
す
る
︵
表
#
︶
。
た
だ
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
す
で
に
Ｅ
Ｒ
Ｍ
Ⅱ
に
参
加
し
て
い
る
一
方
、
ユ
ー
ロ
加
盟
を
決
め
て
い
る
チ
ェ

コ
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
予
定
通
り
の
加
盟
が
危
ぶ
ま
れ
て
お
り
、
区
分
の
意
味
は
絶
対
的
と
は
い
え
な
い
。

そ
し
て
こ
の
形
式
的
な
区
分
と
は
別
に
、
地
域
的
な
経
済
ク
ラ
ス
タ
ー
が
存
在
す
る
︵
表
$
︶
。
こ
の
う
ち
、
通
貨
圏
と
し
て
の
凝

集
性
が
最
も
高
い
の
は
︵
旧
︶
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
︵
Ｄ
Ｍ
︶
圏
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
国
は
ユ
ー
ロ
以
前
か
ら
通
貨
が
連
動
し
て
い
た

経
緯
を
も
ち
、
産
業
連
関
や
物
価
変
動
の
面
で
も
密
接
に
連
動
し
て
き
た
。
二
〇
〇
六
年
の
ユ
ー
ロ
圏
全
体
の
Ｇ

Ｄ
Ｐ
の
う
ち
六
二
・

三
％
が
こ
の
︵
旧
︶
Ｄ
Ｍ
圏
が
占
め
て
い
た
。
次
に
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
型
小
国
の
ク
ラ
ス
タ
ー
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
国
に
は
ユ

ー
ロ
に
加
盟
し
て
い
な
い
国
も
含
ま
れ
る
が
、
ユ
ー
ロ
加
盟
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
経
済
の
対
外
開
放
性
が
高
く
、
比
較
的
同
質
的
な
政

治
文
化
を
有
し
、
構
造
改
革
を
実
施
し
て
大
国
よ
り
良
好
な
経
済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
し
た
。
三
つ
目
は
地
中
海
型
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
国
々
は
外
か
ら
の
規
律
手
段
と
し
て
ユ
ー
ロ
の
傘
下
に
入
っ
た
が
、
︵
旧
︶
Ｄ
Ｍ
圏
の
磁
力
や
産
業
連
関
か
ら
遠
い
ば
か
り
で
な

く
、
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
改
革
を
推
し
進
め
る
国
内
の
適
応
も
不
十
分
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
元
々
Ｄ
Ｍ
圏
で
あ
っ
た
通
貨
圏
へ
の
参
入
タ
イ
ミ
ン
グ
と
適
合
／
不
適
合
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
諸
国
の
経
済
的
な
異
質

性
が
存
在
す
る
。
こ
の
異
質
性
は
、
﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
﹂
︵
varieties
ofcapitalism
︶
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
歴

史
的
な
﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
﹂
モ
デ
ル
に
そ
の
ま
ま
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
個
別
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
要
因
が
は
た
ら

い
て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
小
国
の
成
功
の
典
型
例
と
評
価
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
一
転
し

て
危
機
に
陥
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
同
じ
東
中
欧
諸
国
の
中
で
も
︵
旧
︶
Ｄ
Ｍ
圏
に
ほ
ぼ
適
合
し
た
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
と
、
停
滞
す
る

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
よ
う
に
、
大
き
な
差
異
が
み
ら
れ
る
︵
D
yson
2008︶
。

そ
れ
で
も
二
〇
一
二
年
春
ま
で
に
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
は
経
済
・
通
貨
統
合
の
再
建
に
向
け
て
歩
調
を
合
わ
せ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
内
容

は
、
①
各
国
の
債
務
危
機
を
緩
和
す
る
﹁
安
全
網
﹂
の
拡
充
と
、
②
財
政
規
律
の
強
化
、
を
両
輪
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
月
末
の
首
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出所 Dyson 2008, p.379, Table 20.1

表# ユーロ圏のインサイダー／アウトサイダー

出所 Dyson 2008, p.381, Table 20.2

表$ ユーロ圏のoつのクラスター



脳
会
議
で
は
毎
年
の
財
政
赤
字
を
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
〇
・
五
％
以
内
に
す
る
こ
と
を
各
国
の
憲
法
・
法
律
に
明
文
化
す
る
こ
と
と
、
違
反
国
に

は
欧
州
司
法
裁
判
所
が
制
裁
金
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
欧
州
安
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
︵
Ｅ
Ｍ
Ｓ
︶
の
設
立
を
一
年
前
倒
し

し
て
総
額
を
上
乗
せ
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
、
三
月
初
め
に
は
イ
ギ
リ
ス
と
チ
ェ
コ
を
除
く
二
五
加
盟
国
が
財
政
規
律
協
定
に
署
名
し

た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
ド
イ
ツ
の
メ
ル
ケ
ル
首
相
は
、
新
財
政
協
定
を
遵
守
す
る
国
だ
け
が
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
可
能

だ
と
記
者
団
に
語
っ
た
。
こ
れ
は
、
①
の
負
担
を
ド
イ
ツ
が
負
う
に
あ
た
っ
て
、
②
を
条
件
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。

四

﹁
ユ
ー
ロ
政
体
﹂
は
ど
こ
へ
向
か
う
か

こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
動
揺
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
大
き
く
二
通
り
の
仮
説
が
あ
る
。

第
一
の
仮
説
は
、﹁
国
家
の
社
会
的
責
任
﹂
の
喪
失
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
国
家
官
僚
制
の
伝
統
か
ら
﹁
国
家
の
社
会
的

責
任
﹂
が
正
統
化
さ
れ
、
の
ち
の
福
祉
国
家
に
つ
な
が
っ
た
。
だ
が
一
九
八
〇
年
代
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ケ
イ
ン

ズ
主
義
が
放
棄
さ
れ
、
経
済
統
合
の
た
め
に
欧
州
司
法
裁
判
所
︵
Ｅ
Ｃ
Ｊ
︶
と
そ
の
権
威
を
受
け
入
れ
た
各
国
裁
判
所
、
そ
し
て
多
国

籍
企
業
・
輸
出
志
向
企
業
な
ど
に
よ
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
経
済
管
理
が
撤
廃
さ
れ
て
い
っ
た
。
欧
州
単
一
市
場
の
建
設
に
よ
り
経

済
・
社
会
政
策
の
原
則
は
再
分
配
か
ら
効
率
的
な
規
制
へ
と
転
換
さ
れ
、
﹁
硬
直
的
﹂
な
経
済
を
﹁
現
代
化
﹂
し
よ
う
と
す
る
供
給
サ

イ
ド
の
政
策
が
推
奨
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
下
で
の
繁
栄
と
い
う
﹁
外
向
き
﹂
の

目
標
を
優
先
し
Ｏ
Ｍ
Ｃ
︵
開
放
的
調
整
方
式
︶
や
フ
レ
キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
い
う
名
の
下
で
﹁
内
向
き
﹂
の
同
意
を
強
い
る
政
策
規
範

は
、
社
会
的
反
対
を
中
和
す
る
﹁
社
会
帝
国
主
義
﹂
︵
socialim
perialism
︶
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
ホ
ル
マ
ン
は
批
判
す
る
︵
H
ol-

m
an
2009
︶
。

ま
た
ス
ト
ロ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
経
済
通
貨
同
盟
の
元
々
の
提
案
で
あ
っ
た
一
九
七
〇
年
代
の
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
プ
ラ
ン
が
財
政
的
・
再
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分
配
的
な
統
合
を
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
の
に
比
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
実
現
し
た
Ｅ
Ｍ
Ｕ
と
Ｓ
Ｇ

Ｐ
は
狭
い
経
済
目
標
に
立
っ

た
枠
組
み
に
す
ぎ
な
い
。
ス
ト
ロ
ー
ト
ら
は
﹁
政
体
と
し
て
の
経
済
﹂
︵
econom
y
as
a
polity
︶
の
神
話
を
つ
く
り
上
げ
た
経
済
・
通

貨
同
盟
を
批
判
し
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
﹃
大
転
換
﹄
︵
Polanyi1957
︶
に
描
か
れ
た
﹁
二
重
運
動
﹂
︵
double
m
ovem
ent︶
を
想
起
す
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
化
の
力
に
対
し
社
会
的
反
発
が
噴
出
す
る
と
い
う
﹁
二
重
運
動
﹂
は
、
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
福
祉
国
家
に
よ
り
安

定
化
し
た
か
に
み
え
た
が
、
域
内
市
場
統
合
と
通
貨
統
合
の
結
果
再
び
不
安
定
化
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
そ
の
見
方
で
あ
る

︵
Stråth
2005
︶
。

こ
の
第
一
の
仮
説
が
、
新
自
由
主
義
的
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
帰
結
と
し
て
の
﹁
社
会
的
な
赤
字
﹂
を
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
に

対
し
、
第
二
の
仮
説
は
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
今
日
の
﹁
ド
イ
ツ
問
題
﹂
と
し
て
ユ
ー
ロ
危
機
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
﹁
ド
イ
ツ
化
﹂
の
矛
盾
に
つ
い
て
濱
口
桂
一
郎
は
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。
﹁
し
か
し
、
こ
こ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
独
自
の
特

殊
な
事
情
が
絡
む
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
共
通
通
貨
ユ
ー
ロ
の
導
入
に
よ
っ
て
、﹁
安
定
成
長
協
定
﹂
と
い
う
形
で
加
盟
国
の
財
政
赤

字
に
た
が
が
は
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
来
景
気
と
反
対
方
向
に
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
政
規
模
が
、
景
気
と

同
じ
方
向
に
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
の
回
復
を
阻
害
し
て
し
ま
う
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
自
由
市
場
経
済
で
は
な
く
協
調
的
市
場

経
済
の
代
表
格
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
強
い
主
張
で
導
入
さ
れ
、
結
果
的
に
市
場
原
理
主
義
の
復
活
を
制
度
面
か
ら
援
護
射
撃
す
る
皮
肉
な

形
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
﹂﹁
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
型
の
市
場
原
理
主
義
が
猛
威
を
振
る
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
に
、
ド
イ
ツ
に

お
け
る
協
調
的
市
場
経
済
の
﹁
成
功
﹂
が
結
果
的
に
他
国
に
お
け
る
そ
の
基
盤
と
な
る
べ
き
雇
用
と
社
会
的
包
摂
へ
の
資
源
配
分
を
削

り
取
っ
て
い
く
と
い
う
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
あ
ま
り
に
も
悲
劇
的
で
あ
り
喜
劇
的
で
す
ら
あ
る
﹂
︵
濱
口

二
〇
一
二
︶
。

乱
暴
に
い
え
ば
、
第
一
の
仮
説
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
化
な
い
し
﹁
ア
メ
リ
カ
化
﹂
の
結
果
、
第
二
の
仮
説
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
﹁
ド
イ
ツ
化
﹂
の
結
果
と
し
て
、
危
機
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
い
ず
れ
の
要
素
も
否
定
で
き
な

い
が
、
い
ず
れ
の
要
素
が
よ
り
根
本
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
論
争
の
余
地
が
あ
る
。
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た
だ
し
本
論
考
の
問
題
設
定
は
﹁
資
本
主
義
の
多
様
性
﹂
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
い
て
危
機
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
こ
こ
で
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
Ｅ
Ｕ
が
動
的
な
均
衡
に
拠
っ
て
立
つ
複
合
政
体
と
し
て
今
後
も
持
続
し
て
い
く
の
か
、
あ
る

い
は
何
ら
か
の
破
局
的
局
面
を
迎
え
て
、
よ
り
静
態
的
な
決
着
│
│
は
る
か
に
集
権
的
な

stato
型
、
あ
る
い
は
逆
に
分
解
方
向
に
向

か
う
分
権
化
│
│
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
答
え
は
、
今
後
の
複
合
的
な
政
治
過
程
に
か
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

二
〇
一
二
年
に
は
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
重
要
な
選
挙
が
相
次
い
で
い
る
。
そ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
お
い
て
は
オ
ラ
ン
ダ
の
自
由
党
、
社
会

党
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
戦
線
、
左
翼
戦
線
、
ギ
リ
シ
ア
の
黄
金
の
夜
明
け
、
急
進
左
翼
進
歩
連
合
の
よ
う
な
政
党
シ
ス
テ
ム
の
右
端
・

左
端
か
ら
の
財
政
規
律
の
ル
ー
ル
化
さ
ら
に
は
ユ
ー
ロ
圏
そ
の
も
の
に
反
発
す
る
動
き
が
目
立
っ
て
い
る
が
、
そ
の
余
波
は

主

流

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム

政
党
の
政
策
や
政
権
交
代
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
と
国
民
国
家
と
い
う
複
合
的
な
領
域
単

位
制
度
に
も
と
づ
く
政
治
と
、
政
党
・
党
派
に
も
と
づ
く
政
治
が
と
も
に
走
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
行
方
は
甚
だ
不
透
明
で
あ
り
、
市

民
か
ら
の
政
府
・
政
党
へ
の
信
頼
は
希
薄
化
し
て
、
直
接
的
な
抗
議
行
動
、﹁
反
移
民
﹂
感
情
│
│
さ
ら
に
南
欧
で
は
組
織
さ
れ
な
い

個
人
の
自
殺
や
育
児
放
棄
│
│
が
噴
出
し
て
い
る
。
領
域
単
位
制
度
と
政
党
・
党
派
の
二
次
元
を
も
つ
政
治
が
動
員
、
討
議
、
決
定
の

機
能
を
果
た
す
関
数
を
発
見
で
き
る
か
ど

(
)

う
か
。
そ
れ
が
﹁
ユ
ー
ロ
政
体
﹂
が
ど
の
よ
う
な
政
体
と
し
て
歴
史
に
残
る
か
の
ク
リ
テ
ィ

6

カ
ル
・
ジ
ャ
ン
ク
チ
ャ
ー
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
│
│
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
夢
と
現
実
﹂
古
城
利
明
編
﹃
世
界
シ
ス
テ
ム
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹄

中
央
大
学
出
版
部
。

佐
々
木
隆
・
中
村
研
一
編
、
一
九
九
四
、﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
脱
神
話
化
│
│
ポ
ス
ト
・
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
の
政
治
経
済
学
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
。

佐
々
木
寛
、
二
〇
〇
五
、
﹁
イ
ラ
ク
戦
争
と
﹁
安
全
保
障
﹂
概
念
の
基
層
│
│
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹂
再
考
﹂
古
城
編
前
掲
書
。

鈴
木
一
人
、
二
〇
〇
八
、
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
に
お
け
る
権
力
関
係
│
│
﹁
規
制
帝
国
﹂
の
闘
争
│
│
﹂
加
藤
哲
郎
・
國
廣
敏
文
編
﹃
グ
ロ
ー

バ
ル
化
時
代
の
政
治
学
﹄
法
律
文
化
社
。

日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
編
、
二
〇
一
〇
、﹃
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
年
報
第
三
〇
号
：
ユ
ー
ロ
一
〇
年
と
金
融
危
機
﹄
有
斐
閣
。

日
本
国
際
政
治
学
会
編
、
二
〇
〇
五
、﹃
国
際
政
治
一
四
二
：
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
│
│
拡
大
Ｅ
Ｕ
の
諸
相
﹄
有
斐
閣
。

羽
場
久
浘
子
、
一
九
九
八
、﹃
拡
大
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
│
│
中
欧
の
模
索
﹄
岩
波
書
店
。

濱
口
桂
一
郎
、
二
〇
一
二
、
﹁﹁
失
敗
し
た
理
念
の
勝
利
﹂
の
中
で
﹂﹃
生
活
経
済
政
策
﹄
一
八
四
号
。

藤
原
帰
一
、
一
九
八
五
、﹁
世
界
シ
ス
テ
ム
論
の
展
開
│
│
Ｉ
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
を
こ
え
て
﹂﹃
思
想
﹄
七
三
八
号
一
三
七
-
一
五
三
頁
。

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
、
Ｍ
・
Ｌ
、
一
九
九
四
、
常
本
照
樹
訳
﹃
ア
メ
リ
カ
憲
法
史
﹄
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
。

み
ず
ほ
総
合
研
究
所
編
、
二
〇
一
〇
、﹃
ソ
ブ
リ
ン
・
ク
ラ
イ
シ
ス
│
│
欧
州
発
金
融
危
機
を
読
む
﹄
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
。
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︵
·
︶
“Jacques
D
elors
interview
:E
uro
w
ould
stillbe
strong
ifithad
been
builtto
m
y
plan,”T
elegraph
online,w
w
w
.telegraph.co.uk,02
D
ec
2011︶
二

〇
一
二
年
三
月
三
一
日
ア
ク
セ
ス
。

︵
¸
︶
そ
の
こ
と
は
新
規
加
盟
し
た
東
中
欧
諸
国
に
お
け
る
失
望
感
や
政
治
的
動
揺
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
域
外
周
辺
諸
国
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
Ｅ
Ｕ
の
対
外
政

策
や
欧
州
近
隣
政
策
︵
Ｅ
Ｎ
Ｐ
︶
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
、
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
一
方
的
に
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
非
対
称
性
、
拡
大
の
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン

が
裏
の
目
標
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
問
題
点
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
﹁
拡
大
﹂
の
進
展
に
と
も
な
う
矛
盾
に
つ
い
て
は
す
で
に
専
門
的
研
究
の
蓄
積
が
あ
る

︵
K
hasson,V
asilyan
and
V
os
2009;D
e
R
idder,Schrijvers
and
V
os
2009;T
hom
assen
2009;
羽
場

一
九
九
八
;
日
本
国
際
政
治
学
会

二
〇
〇
五
︶。

︵
o
︶
本
論
考
は
、
日
本
比
較
政
治
学
会
二
〇
一
〇
年
度
研
究
大
会
自
由
企
画
・
日
本
学
術
会
議
比
較
政
治
学
分
科
会
共
催
パ
ネ
ル
︵
二
〇
一
〇
年
六
月
二
〇
日
︶
に
お
け

る
報
告
﹁
﹁
民
主
主
義
の
赤
字
﹂
か
﹁
民
主
主
義
の
多
様
性
﹂
か
│
│
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
の
政
治
と
い
う
難
題
﹂
な
ら
び
に
日
本
政
治
学
会
二
〇
一
〇
年
度
研
究
大
会
・
地

域
統
合
比
較
研
究
分
科
会
︵
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
︶﹁
東
ア
ジ
ア
、
欧
州
、
ア
メ
リ
カ
の
地
域
統
合
比
較
研
究
│
│
現
状
と
課
題
﹂
に
お
け
る
報
告
﹁
二
一
世
紀

の
欧
州
連
合
│
│
﹁
内
向
き
﹂
と
﹁
外
向
き
﹂
の
挑
戦
﹂
を
も
と
に
し
て
い
る
。
両
学
会
に
お
い
て
拙
い
報
告
に
つ
い
て
鋭
利
か
つ
学
問
的
に
正
当
な
厳
し
い
御
批
判
を

賜
っ
た
五
十
嵐
武
士
先
生
、
恒
川
恵
市
先
生
、
鈴
木
一
人
先
生
、
待
鳥
聡
史
先
生
に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
先
生
方
の
コ
メ
ン
ト
に
学
ん
で
論
文
を
根
本
的
に
立

て
直
す
こ
と
は
つ
い
に
果
た
せ
ず
、
微
調
整
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
を
恥
じ
な
が
ら
、
次
の
作
業
の
た
め
の
基
礎
部
分
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

︵
¹
︶
た
だ
し
、
ド
ナ
ヒ
ュ
ー
と
ポ
ラ
ッ
ク
は
同
時
に
Ｅ
Ｕ
と
Ｕ
Ｓ
Ａ
の
﹁
連
邦
化
﹂
に
は
無
視
で
き
な
い
差
異
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
Ｕ
Ｓ
Ａ
に
お
い
て
連
邦
政
府
が
分

配
的
、
再
分
配
的
な
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
超
国
家
レ
ベ
ル
の
分
配
、
再
分
配
の
機
能
は
は
る
か
に
見
劣
り
が
す
る
。
Ｅ
Ｕ
へ

の
拠
出
規
模
は
全
加
盟
国
Ｇ

Ｄ
Ｐ
の
二
％
に
も
満
た
な
い
︵
D
onahue
and
Pollack
2001:109-112
︶。

︵
º
︶
こ
こ
で
の
Ｕ
Ｓ
Ａ
の
政
体
の
危
機
の
分
析
は
グ
レ
ン
ク
ロ
ス
の
も
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
と
の
比
較
を
念
頭
に
お
い
た
、
あ
る
種
の
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
が
あ
る
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
政
治
史
に
つ
い
て
は
、
よ
り
包
括
的
あ
る
い
は
専
門
的
な
研
究
が
日
米
に
多
数
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
わ
が
国
で
は
五
十

嵐
武
士
︵
二
〇
〇
一
︶
第
七
章
、
岡
山
裕
︵
二
〇
〇
五
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。
五
十
嵐
は
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
議
会
に
成
長
し
て
い
っ
た
妥
協
の
政
治
感
覚
を
重
視
し
、

︵
南
北
戦
争
の
危
機
を
迎
え
る
も
の
の
︶
ク
レ
イ
と
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
時
代
に
﹁
連
邦
議
会
の
黄
金
時
代
﹂
が
現
出
し
た
こ
と
を
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
岡
山
は
、
ア

メ
リ
カ
の
政
党
政
治
が
本
格
的
に
全
国
化
し
た
の
は
二
〇
世
紀
の
こ
と
で
あ
り
、
一
九
世
紀
型
政
党
政
治
は
﹁
家
族
的
類
似
性
を
も
つ
州
組
織
の
連
合
体
﹂
と
い
う
べ
き

姿
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
政
党
政
治
の
安
定
に
と
っ
て
は
南
北
戦
争
が
決
定
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
そ
の
後
の
﹁
再
建
期
﹂
が
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
時
期
で
あ
っ

た
、
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
み
る
な
ら
ば
グ
レ
ン
ク
ロ
ス
の
分
析
は
相
対
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

︵
»
︶
ポ
ス
ト
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
体
を
構
成
し
て
い
く
こ
の
他
の
次
元
と
し
て
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
、
司
法
、
市
民
社
会
組
織
や
対
抗
的
公
共
圏
、
あ
る
い
は
直
接
民
主
主

義
・
討
議
民
主
主
義
的
な
手
続
き
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︵
Zürn
2000;M
ajone
2009;D
ella
Porta
2009;
小
川

二
〇
一
一
;
奥
野

二
〇
一
二
︶。
筆
者
自
身
も
そ
の
よ

う
な
要
素
に
注
目
し
て
き
た
が
、
本
論
考
で
は
ユ
ー
ロ
危
機
の
複
合
局
面
に
お
い
て
、
領
域
単
位
と
党
派
と
い
う
、
よ
り
古
典
的
な
次
元
の
政
治
が
果
た
す
作
用
を
中
心

に
再
考
し
た
。

複合政体の政治的神話（小川有美）
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﹇
追

記
﹈

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
課
題
番
号
二
三
四
〇
二
〇
一
九
、
二
三
三
三
〇
〇
四
三
、
二
三
二
四
三
〇

二
九
、
二
四
二
四
三
〇
二
一
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

立教法学 第 86 号（2012)

22


