
新
制
度
論
研
究
序
説

千

草

孝

雄

一

は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
学
に
お
い
て
は
、
新
制
度
論
に
関
す
る
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
新
制
度
論
の
研
究
に
は
様
々
な
流
れ
が
あ
り
、

簡
単
に
全
体
を
整
理
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
新
制
度
論
に
関
し
て
は
研
究
者
の
間
で
、
共
有
さ
れ
て
い
る

い
く
つ
か
の
了
解
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
新
制
度
論
の
研
究
は
、
Ｊ
・
Ｇ
・
マ
ー
チ
と
Ｊ
・
Ｐ
・
オ
ル
セ
ン
に
よ
っ

て
、
一
九
八
四
年
に
、A

m
erican

P
olitical

Science
R
eview

に
発
表
さ
れ
たT

he
new

institutionalism
:
organizational

fac-

tors
in

political
life

と
い
う
論
文
に
始
ま
る
と
い
う
こ
と
や
、
同
じ
著
者
に
よ
る
一
九
八
九
年
に
発
表
さ
れ
たR

ediscovering
In-

stitutions

と
い
う
著
書
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
新
制
度
論
と
い
う
研
究
方
法
は
、
新
し
い
方
法
論
で
あ

る
が
、
既
に
研
究
成
果
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
新
制
度
論
の
基
本
的
な
論
点
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で

（
１
）

あ
る
。
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マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
の
研
究
か
ら
、
新
制
度
論
な
い
し
新
し
い
制
度
主
義
と
い
う
立
場
が
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
古
い
制
度
主
義
と
の
対
比
で
使
わ
れ
て
い
る
用
語
法
で
あ
り
、
政
治
学
の
研
究
の
流
れ
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
、
政
治
学
や
行
政
学
に
は
、
様
々
な
方
法
論
や
流
れ
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
様
々
な
論
点
に
お
い

て
関
連
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
政
治
学
や
行
政
学
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
新
制
度
論
の
意
義
や
有
効
性
な
ど

を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
古
い
制
度
主
義
と
の
比
較
か
ら
始
め
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
古
い
制
度
主
義
は
現
代
の

ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
前
史
を
構
成
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
政
治
学
の
前
史
と
し
て
の
制
度
主
義
の
全

貌
を
描
く
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
本
稿
に
と
っ
て
必
要
で
は
な
い
。
こ
の
古
い
制
度
主
義
に
つ
い
て
Ｂ
・
Ｇ
・

ピ
ー
タ
ー
ス
はInstitutional

T
heory

in
P
olitical

Science

と
い
う
著
書
に
お
い
て
素
描
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
ピ
ー

タ
ー
ス
の
著
書
に
依
拠
し
な
が
ら
、
新
制
度
論
と
比
較
さ
れ
る
古
い
制
度
主
義
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
に
し

（
２
）

た
い
。

二

古
い
制
度
主
義
の
特
色

ピ
ー
タ
ー
ス
は
新
制
度
論
と
い
う
言
葉
は
、
古
い
制
度
主
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
二
つ
は
か
な
り
異

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
述
べ
て

（
３
）

い
る
。

古
い
制
度
主
義
の
と
る
方
法
論
は
、
非
抽
象
的
な
言
葉
に
お
い
て
政
治
的
世
界
を
叙
述
し
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
知
的
な
観
察
者
の

方
法
論
で
あ
る
。
洞
察
力
の
あ
る
研
究
者
は
多
く
の
著
書
を
生
み
出
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
現
在
の
社
会
科
学
者
と
比
べ
、
異

な
っ
た
目
的
の
た
め
に
異
な
っ
た
技
術
を
使
っ
て

（
４
）

い
た
。

そ
し
て
、
ピ
ー
タ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
政
治
学
が
現
わ
れ
る
と
き
に
、
そ
の
主
た
る
問
題
は
制
度
的
な
問
題
で
あ
り
、
規
範
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的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
政
治
学
は
法
を
含
む
政
府
の
形
式
的
側
面
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
統
治
シ
ス
テ
ム
の
し
く
み
に

注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
政
治
学
に
お
い
て
そ
の
目
的
は
規
範
的
な
も
の
で
あ
り
、
政
治
シ
ス
テ
ム
が
き
ま
れ
ば
、
ど
ん

な
制
度
主
義
が
も
っ
と
も
よ
く
は
た
ら
く
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ

（
５
）

っ
た
。

ピ
ー
タ
ー
ス
の
い
う
よ
う
に
、
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
政
治
的
伝
統
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
国
々
に
お
け
る
伝
統
ほ
ど
、
国
家

に
重
要
な
役
割
を
与
え
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度
主
義
者
は
政
府
の
形
式
的
制
度
に
関
心
を
も
っ
て
き
た
。
ピ
ー

タ
ー
ス
は
そ
の
例
と
し
て
、
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
あ
げ
る
。
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
学
問
的
業
績
に
お
い
て
は
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
比
較
に
お
い
て
も
制
度
の
役
割
が
中
心
で
あ
っ
た
。
一
八
八
七
年
の
論
文
に
お
い
て
、
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
政
府
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
府
か
ら
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
を
示
し
た
。
同
様
にC

ongressional

G
overnm

ent

に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
に
権
力
分
立
に
影
響
す
る
分
割
政
府
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
よ
う
と
し
、
議

院
内
閣
制
を
選
択
肢
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
て

（
６
）

い
た
。

三

行
動
主
義
革
命

一
九
五
〇
年
代
と
一
九
六
〇
年
代
に
起
こ
っ
た
行
動
主
義
革
命
は
、
基
本
的
に
政
治
学
を
変
え
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
革
命
は
、
政
治
学
の
研
究
方
法
を
大
き
く
変
え
た
。
行
動
主
義
革
命
と
合
理
的
選
択
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
政
治
学
を
変
化
さ
せ
た
。

こ
の
二
つ
は
、
あ
る
点
に
お
い
て
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
く
つ
か
の
共
通
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
理
論
と

方
法
論
に
関
す
る
こ
と
、
反
規
範
主
義
的
バ
イ
ア
ス
、
個
人
主
義
と
入
力
主
義
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
で

（
７
）

あ
る
。
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�

理
論
と
方
法
論
に
関
す
る
こ
と

行
動
主
義
革
命
の
も
っ
と
も
重
要
な
特
徴
の
一
つ
は
明
ら
か
に
理
論
展
開
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
議
論
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
政
治
学
が
真
の
科
学
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
理
論
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
様
々
な
状
況
に
お
け
る
現
象
を
説
明
で
き
る
一
般
的
で
一
貫
性
の
あ
る
言
説
を
展
開
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

（
８
）

な
い
。

そ
し
て
、
ピ
ー
タ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
理
論
的
発
展
は
た
し
か
に
政
治
に
お
け
る
行
動
主
義
革
命
の
一
部
と
し
て
お
こ
っ
た

し
、
そ
し
て
、
政
治
行
動
に
関
す
る
一
般
的
な
叙
述
を
す
る
こ
と
へ
む
か
っ
て
動
く
こ
と
は
、
政
治
に
つ
い
て
の
合
理
的
選
択
ア
プ

ロ
ー
チ
が
ふ
え
る
に
つ
れ
て
明
ら
か
に
さ
え
な
っ
た
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
、
政
治
行
動
は
社
会
的
、
あ
る
い
は
、
心
理
的
要

因
に
帰
せ
ら
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
政
治
行
動
は
経
済
的
動
機
づ
け
と
計
算
の
関
数
（a

function

）
と
な
っ
た
。
よ
り
個
別
的
に
政

治
的
ア
ク
タ
ー
と
政
治
的
集
団
は
合
理
的
な
効
用
を
最
大
化
す
る
も
の
と
想
定
さ

（
９
）

れ
た
。

�

反
規
範
的
バ
イ
ア
ス

政
治
学
の
研
究
の
規
範
的
要
素
を
な
く
そ
う
と
い
う
欲
求
は
、
政
治
学
に
お
け
る
、
科
学
と
し
て
発
展
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強

調
す
る
こ
と
の
中
か
ら
う
ま
れ
る
。
古
い
制
度
主
義
者
は
、
自
分
た
ち
自
身
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
、
政
府
に
よ
り
よ
い
達
成
を
さ
せ

る
こ
と
に
非
常
に
関
心
を
も
っ
た
。
彼
ら
の
比
較
に
つ
い
て
の
関
心
は
、
他
の
政
府
が
い
か
に
働
い
て
い
る
か
を
学
び
た
い
と
い
う
願

望
を
反
映
し
て

（
１０
）

い
た
。

�

方
法
論
的
個
人
主
義

行
動
主
義
的
分
析
と
合
理
的
選
択
分
析
の
基
本
的
な
教
義
の
一
つ
は
方
法
論
的
個
人
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
治
的
な
状
況
の
唯
一
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の
ア
ク
タ
ー
は
個
人
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
政
治
研
究
の
た
め
の
唯
一
の
適
正
な
焦
点
は
個
人
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
行
動
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
動
主
義
分
析
に
お
い
て
、
こ
の
個
人
主
義
は
投
票
者
と
し
て
の
意
見
の
保
持
者
で
あ
っ
て
も
、
政
治
的
エ
リ
ー

ト
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
て
も
方
法
論
的
理
由
の
た
め
に
だ
け
で
な
く
、
研
究
の
焦
点
が
個
人
で
あ
る
た
め
に
、
妥
当
で
あ
る
。
合
理
的

選
択
分
析
に
と
っ
て
個
人
の
効
用
最
大
化
の
想
定
は
、
個
人
を
論
じ
て
も
集
団
を
論
じ
て
も
、
全
体
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
推
進
し
、
分
析

力
を
与
え
る
傾
向
が

（
１１
）

あ
る
。

�

入
力
主
義
（Inp

utism
）

伝
統
的
な
制
度
主
義
者
は
、
政
府
の
形
式
的
な
制
度
と
、
そ
れ
ら
の
構
造
を
生
み
出
し
た
憲
法
に
集
中
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
政
治
学

に
お
け
る
行
動
主
義
革
命
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
ま
っ
た
く
逆
転
さ
せ
、
社
会
か
ら
政
治
シ
ス
テ
ム
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
に
集
中
し
が

ち
で
あ
っ
た
。
政
治
に
お
け
る
こ
の
見
解
に
お
い
て
本
当
に
重
要
だ
っ
た
こ
と
は
、
投
票
や
利
益
集
団
行
動
な
ど
で
、
そ
し
て
、
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
に
加
工
さ
れ
た
政
治
シ
ス
テ
ム
の
こ
の
概
念
に
お
い
て
、
政
府
の
形
式
的
制
度
と
政
策
プ
ロ
セ
ス
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

さ
れ
、
そ
こ
で
、
イ
ン
プ
ッ
ト
か
ら
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
へ
の
変
換
が
魔
法
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
と
批
判
者
に
は
思
わ

（
１２
）

れ
た
。

行
動
主
義
革
命
は
、
あ
る
程
度
、
そ
の
制
度
内
の
個
人
の
行
動
に
興
味
が
あ
る
と
し
て
も
、
政
府
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
決
定
す
る
こ

と
に
対
す
る
公
的
制
度
の
重
要
性
を
否
定
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
主
た
る
関
心
は
、
行
為
で
あ
っ
て
政
府
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
は
な

か
っ
た
。
さ
ら
に
、
因
果
関
係
の
方
向
は
ま
っ
た
く
一
つ
の
方
向
で
あ
っ
た
。
経
済
と
社
会
が
政
治
と
政
治
制
度
に
影
響
を
し
た
。
制

度
主
義
は
古
い
も
の
も
新
し
い
も
の
も
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
因
果
関
係
は
二
つ
の
方
向
に
行
き
う
る
。
そ
し
て
、
制
度
は
社
会
的
な
、

そ
し
て
、
経
済
的
な
秩
序
を
形
成

（
１３
）

す
る
。

潜
在
的
に
は
合
理
的
選
択
ア
プ
ロ
ー
チ
は
い
く
ら
か
制
度
主
義
に
適
合
し
や
す
い
。
つ
ね
に
制
度
は
そ
れ
ら
を
ふ
く
む
個
人
の
選
好
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を
ま
と
め
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
想
定
す
る
け
れ
ど
も
、
合
理
的
選
択
は
、
そ
の
モ
デ
ル
を
個
人
行
動
と
集
団
的
意
思
決
定
に
あ

て
は
め
る
。
合
理
的
選
択
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
否
定
し
が
ち
で
あ
る
も
の
は
、
制
度
が
参
加
者
の
選
好
を
形
成
す
る
と
き
に
重
要
な
役
割

を
演
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
外
生
的
で
あ
り
が
ち
で
あ
り
、
参
加
よ
り
も
前
に
決
定
さ
れ
る
傾
向
が

（
１４
）

あ
る
。

四

新
制
度
論
の
生
成

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
行
動
主
義
革
命
と
合
理
的
選
択
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
新
制
度
論
を
生
み
出
す
背
景
と
な
っ
た
と
ピ
ー
タ
ー
ス
は

い
う
。
そ
し
て
、
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
制
度
の
概
念
は
政
治
学
理
論
か
ら
消
え
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
大
体

一
九
五
〇
年
以
来
の
政
治
に
つ
い
て
の
理
論
を
特
徴
づ
け
て
き
た
の
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
文
脈
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

政
治
を
社
会
の
統
合
的
な
部
分
と
見
て
、
政
治
体
を
社
会
の
残
り
の
部
分
か
ら
わ
け
な
い
。
第
二
に
、
還
元
主
義
的
で
あ
る
こ
と
で
あ

り
、
政
治
現
象
を
個
人
の
行
動
の
集
合
的
な
結
果
と
し
て
見
が
ち
で
あ
っ
て
、
政
治
の
成
果
を
組
織
的
構
造
や
適
正
な
行
動
に
帰
す
る

こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
第
三
に
、
功
利
主
義
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
行
動
を
計
算
さ
れ
た
個
人
的
利
益
の
産
物
で
あ
る
と
み
て
、
政

治
的
な
行
為
者
を
義
務
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
み
な
い
。
第
四
に
、
機
能
主
義
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
を
特
別
な
均
衡
に
到

達
す
る
た
め
の
効
率
的
な
仕
組
で
あ
る
と
み
て
、
歴
史
的
発
展
に
お
け
る
不
適
合
や
通
常
の
こ
と
に
対
す
る
可
能
性
に
関
す
る
こ
と
に

関
心
を
も
た
な
い
。
第
五
に
、
道
具
主
義
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
意
思
決
定
や
資
源
配
分
を
政
治
生
活
の
主
た
る
関
心
事
と
し
て
定

義
す
る
傾
向
が
あ
り
、
政
治
生
活
が
象
徴
、
儀
式
、
そ
し
て
、
式
典
を
通
し
て
の
意
味
の
発
展
に
関
し
て
組
織
さ
れ
る
方
法
に
は
あ
ま

り
注
意
を
向
け

（
１５
）

な
い
。

ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
文
脈
主
義
は
、
既
に
述
べ
た
入
力
主
義
の
考
え
方
に
非
常
に
近
い
と
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（
１６
）

い
う
。
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
に
よ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
彼
ら
が
書
い
た
と
き
に
は
、
現
代
政
治
学
は
政
治
現
象
を
経
済

成
長
、
階
級
構
造
、
そ
し
て
、
社
会
経
済
的
分
裂
と
い
う
文
脈
的
現
象
に
よ
る
も
の
と
す
る
傾
向
が
あ

（
１７
）

っ
た
。
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と

で
も
、
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
た
現
代
政
治
学
に
お
け
る
政
治
は
社
会
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
そ
の
存

在
を
定
義
す
る
た
め
に
国
家
と
法
に
依
存
し
て
い
る
社
会
と
対
照
的
で
あ
り
、
多
く
の
大
陸
の
政
治
理
論
に
お
い
て
、
相
互
依
存
の
有

機
的
状
況
に
存
在
し
て
い
る
国
家
と
社
会
と
対
照
的
で

（
１８
）

あ
る
。

ま
た
、
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
還
元
主
義
は
、
政
治
に
対
す
る
行
動
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
合
理
選
択
的
ア
プ

ロ
ー
チ
の
、
集
団
行
動
を
個
人
行
動
に
還
元
す
る
傾
向
に
言
及
し
て
い
る
。
集
団
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
産
出
は
、
た
だ
個
人
の
ア
ク

タ
ー
の
間
の
相
互
作
用
の
複
雑
さ
に
だ
け
依
存
し
、
集
合
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
自
律
的
行
為
を
示
唆
す
る
概
念
は
た
し
か
に
表
面
的
で

あ
り
、
お
そ
ら
く
、
有
害
で
あ
る
と
い
う
の
が
中
心
的
な
考
え
で
あ
る
。
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
こ
の
中
心
的

な
考
え
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
集
合
的
行
為
を
最
小
の
構
成
要
素
に
分
解
し
、
そ
し
て
、
社
会
と
政
治
体
に
お
け
る
、
よ
り
大
き
な
構

造
の
評
価
で
き
る
イ
ン
パ
ク
ト
の
余
地
を
与
え

（
１９
）

な
い
。

マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
の
功
利
主
義
は
、
そ
れ
ら
自
身
の
本
質
的
価
値
を
表
す
こ
と
よ
り
も
そ
の
人
々
が
個
人
の
た
め
に
う
み
だ
す
も

の
の
た
め
の
価
値
決
定
へ
の
傾
向
に
関
心
が
あ
る
。
功
利
主
義
は
行
動
主
義
よ
り
も
よ
り
は
っ
き
り
と
合
理
的
選
択
と
む
す
び
つ
く
こ

と
が
で
き
る
。
合
理
的
選
択
の
基
本
的
想
定
は
人
々
が
自
分
た
ち
の
個
人
的
利
益
を
最
大
化
す
る
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
て
制
度
主
義
者
に
と
っ
て
制
度
的
枠
組
の
中
で
行
動
す
る
こ
と
は
、
個
人
的
価
値
以
外
の
価
値
へ
の
関
与
を
含
み
、
そ
し
て
表
さ

れ
た
規
範
的
要
素
を
も
つ
。
そ
う
し
て
、
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
決
定
作
成
は
将
来
の
も
の
で
あ
り
、
我
々

は
将
来
に
お
け
る
我
々
の
利
益
に
何
が
あ
る
か
を
し
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
の
よ
い
状
態
を
最
大
化
し
よ
う
と
す

る
よ
り
も
、
決
定
を
作
成
す
る
と
き
に
き
ま
っ
た
制
度
的
基
準
に
た
よ
る
こ
と
が
十
分
に
合
理
的
で

（
２０
）

あ
る
。
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歴
史
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
新
制
度
論
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
機
能
主
義
は
行
動
主
義
的
ア
プ

ロ
ー
チ
と
合
理
的
選
択
ア
プ
ロ
ー
チ
が
歴
史
を
扱
う
方
法
の
批
判
を
代
表
し
て
い
る
。
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
の
議
論
に
よ
る
と
、
政
治

学
の
優
勢
な
学
派
は
歴
史
が
あ
る
均
衡
点
へ
む
か
っ
て
動
い
て
い
く
能
率
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
い

う
の
で

（
２１
）

あ
る
。

最
後
に
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
は
、
道
具
主
義
に
よ
っ
て
現
代
政
治
学
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
別
の
言
葉
で
言
う
と

政
治
的
生
活
は
象
徴
や
価
値
の
複
雑
な
相
互
作
用
や
政
治
過
程
の
感
情
的
側
面
よ
り
も
、
公
的
部
門
に
よ
っ
て
単
純
に
も
の
ご
と
を
す

る
こ
と
と
し
て
分
析
さ

（
２２
）

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
当
時
の
政
治
学
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
批
判
に
も
と
づ
い
て
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
は
新
制
度
論
を
生
み
出
す
こ
と

を
支
持
し
た
。
こ
の
新
制
度
論
は
集
団
的
行
為
を
分
析
の
中
心
に
お
く
概
念
を
も
つ
政
治
学
の
五
つ
の
特
徴
に
と
っ
て
か
わ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
政
治
的
集
団
と
そ
れ
ら
の
社
会
的
経
済
的
環
境
の
間
の
関
係
は
、
社
会
が
政
治
を
形
成
す
る
選
択
を
も
つ
の
と
同
様
に
、
政

治
が
社
会
を
形
成
す
る
選
択
を
持
つ
相
互
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
政
治
に
つ
い
て
の
、
よ
り
制
度
的
な
多
面
的
な
概
念
と
と

も
に
、
政
治
学
は
ほ
ん
と
う
に
我
々
が
、
自
分
た
ち
の
主
題
と
し
て
選
ん
だ
複
雑
な
現
象
を
理
解
し
説
明
す
る
こ
と
が
で

（
２３
）

き
る
。

五

新
制
度
論

�

制
度

制
度
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
重
要
な
問
題
は
制
度
の
定
義
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
治
学
に
お
い
て
、
制
度
と

し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
法
や
市
場
の
よ
う
な
社
会
政
治
的
な
世
界
の
他
の
構
成
物
と
と
も
に
、
議
会
の
よ
う
な
形
式
的
な
構
造
か
ら
社
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会
階
級
の
よ
う
な
ば
く
ぜ
ん
と
し
た
実
体
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
意
味
す
る
よ
う
に
ゆ
る
く
使
わ
れ
て

（
２４
）

い
る
。

マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
に
と
っ
て
、
制
度
は
必
ず
し
も
形
式
的
な
構
造
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
規
範
、
規
則
、
理
解
、
そ
し
て
、
お

そ
ら
く
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
ル
ー
テ
ィ
ン
の
集
合
と
し
て
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
て

（
２５
）

い
る
。
彼
ら
は
、
役
割
と
状
況
の
間
の
関
係
の
観

点
に
お
い
て
、
適
正
な
行
動
を
定
義
す
る
、
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
規
則
と
ル
ー
テ
ィ
ン
の
集
ま
り
と
し
て
政
治
制
度
の
規
定
的
な

定
義
を
提
供
す
る
。
そ
の
過
程
は
、
何
が
状
況
で
あ
る
か
、
ど
ん
な
役
割
が
は
た
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
状
況
に
お
け
る
、
そ
の
役
割

の
義
務
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
決
定
を
含
む
。
彼
ら
は
、
ま
た
、
制
度
を
そ
れ
ら
が
示
す
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
成
員
が
示
す
性
格

の
観
点
か
ら
定
義

（
２６
）

す
る
。

政
治
制
度
は
役
割
と
状
況
の
間
の
観
点
に
お
け
る
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
規
定
と
ル
ー
テ
ィ
ン
の
集
合
で
あ
る
。
彼
ら
は
続
け
て
、

制
度
は
手
続
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
も
ち
、
彼
ら
は
そ
れ
ら
の
間
で
選
択
す
る
ル
ー
ル
を
使
う
と

（
２７
）

い
う
。
ま
た
制
度
は
世
代
の
た
め
の
問

題
と
関
連
を
も
っ
て

（
２８
）

い
る
。
同
様
に
制
度
は
、
彼
ら
自
身
の
自
己
利
益
を
犯
し
さ
え
す
る
方
法
で
ふ
る
ま
う
よ
う
に
、
成
員
を
関
与
さ

せ
る
、
ほ
と
ん
ど
固
有
の
正
統
性
を
も
っ
て
い
る
と
議
論
さ

（
２９
）

れ
る
。

�

新
制
度
論
の
基
本
的
な
考
え
方

フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン
と
ス
ミ
ス
は
、
新
制
度
論
の
基
本
的
な
考
え
方
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
第
一
に
、
制
度
は
、
ル
ー
ル
、

役
割
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
式
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
枠
組
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て

（
３０
）

い
る
。
第
二
に
、
形
式
的
な
枠
組
の
中
で
、

選
好
に
整
合
性
は
な
く
、
変
化
し
、
そ
し
て
部
分
的
に
内
生
的
で
、
政
治
的
制
度
の
中
で
作
ら

（
３１
）

れ
る
。
制
度
は
、
選
択
肢
の
定
義
を
形

成
し
、
認
識
と
行
動
が
と
ら
れ
る
現
実
の
構
成
に
影
響
を
与

（
３２
）

え
る
。
第
三
に
、
制
度
主
義
理
論
は
、
制
度
的
構
造
、
役
割
と
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
に
も
と
づ
く
適
正
さ
の
論
理
を
強
調

（
３３
）

す
る
。
適
正
さ
の
論
理
は
制
度
的
生
活
が
所
与
の
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
一
連
の
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共
有
さ
れ
た
記
憶
と
実
務
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
と
い
う
想
定
に
も
と
づ
い
て

（
３４
）

い
る
。
そ
し
て
、
制
度
的
構
造
は
公
式
に
想
定
さ

れ
、
支
持
さ
れ
た
社
会
的
に
構
成
さ
れ
た
規
則
と
実
務
に
し
た
が
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
第
四
に
、
適
正
さ
の
論
理
は
、
一
方
に
お

い
て
役
割
、
ル
ー
ル
、
実
務
と
構
造
の
適
合
す
る
型
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
他
方
に
お
い
て
、
状
況
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
適
正
さ
は
、

そ
う
し
て
、
法
や
憲
法
や
他
の
法
的
に
認
証
さ
れ
た
集
合
的
選
好
の
表
現
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
。
し
か
し
、
適
正
さ
は
、
感
情
、
不

確
か
さ
、
認
識
的
限
界
に
よ
っ
て
も
ま
た
影
響
さ

（
３５
）

れ
る
。
適
正
さ
は
ル
ー
テ
ィ
ン
の
決
定
問
題
に
適
用
可
能
で
あ
る
ば
か
り
な
く
、
う

ま
く
定
義
さ
れ
て
い
な
い
新
し
い
状
況
も
把
握

（
３６
）

す
る
。
第
五
に
、
制
度
主
義
者
の
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
思
考
と
共
通

善
に
重
要
性
を
与
え
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
主
義
論
者
の
中
で
、
有
効
な
公
的
制
度
は
不
可
能
で
な
い
と
し
て
も
、
市
民
が
自
己
利
益
だ

け
に
関
心
を
も
て
ば
あ
り
そ
う
に
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
制
度
主
義
論
者
は
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
強
調

す
る
交
換
理
論
、
費
用
利
益
想
定
と
、
共
通
善
は
私
利
の
あ
つ
ま
り
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
を
拒
否
し
が
ち

で
（
３７
）

あ
る
。
第
六
に
、
合
理
的
選
択
の
視
点
か
ら
考
え
る
制
度
主
義
者
の
別
の
グ
ル
ー
プ
は
、
演
繹
想
定
に
基
礎
を
お
く
モ
デ
ル
と
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
使
い
が
ち
で

（
３８
）

あ
る
。
第
七
に
、
あ
る
制
度
主
義
論
者
は
、
秩
序
に
、
そ
し
て
、
特
に
秩
序
を
課
す

構
造
に
焦
点
を
あ
て
る
傾
向
が
あ
る
。
他
の
も
の
は
手
段
と
目
的
の
関
係
の
合
理
的
推
論
に
秩
序
を
み
い
だ
さ
な
い
か
、
外
生
的
力
が
、

政
治
制
度
の
政
策
成
果
を
形
成
す
る
能
率
的
歴
史
の
概
念
に
秩
序
を
み
い
だ
さ
な
い
。
か
わ
り
に
、
彼
ら
は
均
衡
を
も
た
な
い
、
時
間

の
拡
張
さ
れ
た
期
間
を
も
た
な
い
、
特
別
な
均
衡
に
み
ち
び
か
な
い
、
特
別
な
次
善
の
成
果
を
結
果
し
な
い
歴
史
的
過
程
に
制
度
的
秩

序
を
み
い

（
３９
）

だ
す
。
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六

新
制
度
論
の
展
開

�

ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル

新
制
度
論
の
中
で
、
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
の
一
つ
は
、
ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
で
あ
る
。
ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
に
お
い
て
秩
序

を
み
つ
け
る
が
、
こ
の
秩
序
は
連
続
的
で
も
必
然
的
で
も
な
く
て
、
そ
こ
に
お
い
て
、
手
段
と
目
的
の
関
係
は
、
し
ば
し
ば
、
一
時
的

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
的
問
題
、
公
共
的
制
度
と
選
択
の
た
め
の
機
会
は
、
シ
ス
テ
ム
を
と
お
し
て
流
れ
る
独
立
で
、
外
在
的
な

流
れ
の
よ
う
に
非
線
型
的
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
。
同
時
に
公
共
的
制
度
は
特
定
の
問
題
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ

（
４０
）

な
い
。

あ
な
た
が
問
題
を
う
ま
く
つ
く
る
ま
で
、
あ
な
た
は
、
答
え
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
わ
ざ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
な
た
は
答
え
を
し
る
ま
で
何
が
公
共
政
策
問
題
で
あ
る
か
を
し
ば
し
ば
し
ら
な
い
、
と
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
は
い
い
、
構
造
的
な
制

約
の
欠
如
に
お
い
て
、
同
時
に
、
手
段
目
的
連
関
で
な
い
も
の
が
、
問
題
と
解
決
の
連
関
と
制
度
的
な
答
え
と
問
題
の
間
の
連
関
を
決

定
す
る
と
フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン
と
ス
ミ
ス
は

（
４１
）

い
う
。

行
政
学
の
歴
史
の
多
く
に
お
い
て
、
我
々
は
ま
た
公
的
問
題
と
そ
の
解
決
の
間
の
秩
序
だ
っ
た
関
係
を
想
定
し
て
き
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
が
手
段
目
的
の
結
果
と
し
て
お
こ
る
関
係
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
き
た
。
ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
の
視
点
か
ら
、
結
果
的
議
論
と
修

辞
の
要
素
は
制
度
主
義
的
決
定
過
程
に
お
い
て
み
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
問
題
解
決
の
同
時
性
の
認
識
し
う
る
型
も
そ
う
で
あ
る
。
特

定
の
公
共
政
策
問
題
に
対
す
る
答
え
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
適
正
な
答
え
が
あ
り
そ
う
で

（
４２
）

あ
る
。

フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン
と
ス
ミ
ス
は
ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
理
論
と
合
理
的
選
択
理
論
を
大
き
な
制
度
主
義
の
範
囲
の
中
に
含
め
て
い
る
。
熱
心

な
合
理
的
選
択
理
論
を
と
る
も
の
は
こ
の
よ
う
に
わ
け
る
こ
と
に
同
意
し
そ
う
で
は
な
い
と
フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン
と
ス
ミ
ス
は
い
っ
て
い

る
。
ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
と
合
理
的
選
択
理
論
の
間
の
主
た
る
違
い
は
、
方
法
論
と
概
念
を
節
減
す
る
こ
と
に
関
す
る
問
題
を
扱
わ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
が
ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
を
は
じ
め
て
適
用
し
た
時
は
、
手
段
と
目
的
の
間
の
ゴ
ミ

箱
モ
デ
ル
の
関
係
、
問
題
と
解
決
の
間
の
ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
の
関
係
、
問
題
と
答
え
の
ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
の
関
係
を
論
理
的
に
実
証
す
る
拡

張
さ
れ
た
想
定
に
も
と
づ
く
認
識
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
に
も
と
づ
い
て

（
４３
）

い
た
。

制
度
主
義
と
い
う
大
き
な
範
囲
の
も
と
で
、
合
理
的
選
択
の
理
論
を
と
る
も
の
は
、
自
分
た
ち
が
中
心
に
い
る
と
み
が
ち
で
あ
る
。

ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
を
主
張
す
る
も
の
は
、
自
分
た
ち
が
中
心
的
な
位
置
に
あ
る
こ
と
に
と
ら
わ
れ
な
い
が
、
彼
ら
の
理
論
の
方
法
論
的
科

学
的
妥
当
性
と
彼
ら
が
い
か
に
そ
れ
を
テ
ス
ト
す
る
か
を
強
く
主
張

（
４４
）

す
る
。

�

革
新
の
伝
播

フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン
と
ス
ミ
ス
は
、
制
度
的
革
新
の
伝
播
の
研
究
は
制
度
主
義
的
理
論
に
お
け
る
研
究
の
中
心
部
分
で
あ
る
と
し
て
、

い
く
つ
か
の
研
究
に
論
及
し
て
い
る
。

エ
ド
ガ
ー
・
マ
ッ
コ
イ
は
一
八
六
九
年
と
一
九
三
一
年
の
間
の
高
齢
者
年
金
や
婦
人
参
政
権
を
含
む
州
の
政
策
革
新
を
研
究
し
、
そ

れ
ら
を
早
く
採
用
し
た
か
、
遅
く
採
用
し
た
か
に
し
た
が
っ
て
順
位
を
つ
け
た
。
彼
は
、
地
図
を
使
っ
て
こ
れ
ら
の
革
新
の
中
心
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
と
ミ
シ
ガ
ン
に
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
の
中
心
か
ら
同

心
円
の
伝
播
の
道
を
た
ど
っ
た
。
伝
播
の
道
は
交
通
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、
富
、
そ
し
て
、
都
市
化
に
つ
い
て
州
に
多
様
性

が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
、
マ
ッ
コ
イ
革
新
イ
ン
デ
ク
ス
が
で
き
て
、
そ
れ
が
、
革
新
の
伝
播
の
地
域
的
パ

タ
ー
ン
を
説
明
し
て

（
４５
）

い
る
。

連
邦
政
府
が
、
規
制
や
社
会
的
な
責
任
の
役
割
を
幅
広
く
は
た
す
は
る
か
以
前
に
、
州
は
鉄
道
の
規
制
、
保
健
に
つ
い
て
の
規
制
、

そ
し
て
、
労
働
に
関
す
る
規
制
な
ど
の
革
新
の
伝
播
に
忙
し
か
っ
た
。
ア
ル
バ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
は
、
法
は
、
あ
る
州
か
ら
別
の
州
へ
と
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逐
条
的
に
模
倣
さ
れ
、
法
律
は
隣
接
す
る
州
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
と
論
じ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ミ
シ
ガ
ン
、
オ
ハ
イ

オ
、
ミ
ネ
ソ
タ
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
と
イ
リ
ノ
イ
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
州
の
社
会
的
責
任
の
拡
張
の
中
心
で
あ
る
と

確
認
さ
れ
て

（
４６
）

い
る
。

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
のSilent

R
evolution

は
、
無
過
失
離
婚
法
の
急
速
な
伝
播
を
説
明
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
が
、
こ
れ
を
一
九
六
六
年
と
一
九
七
〇
年
に
そ
れ
ぞ
れ
採
用
し
た
。
一
九
七
四
年
ま
で
に
四
五
州
が
そ
れ
に
し
た
が
っ

た
。
一
九
八
五
年
に
、
唯
一
そ
れ
に
し
た
が
わ
な
か
っ
た
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
が
加
わ
っ
た
。
社
会
運
動
、
利
益
集
団
、
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
、
官
僚
、
知
事
と
い
っ
た
通
常
の
資
源
に
よ
っ
て
思
考
が
普
及
す
る
と
い
う
証
拠
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
見
出
し
た
。

無
過
失
離
婚
法
は
、
論
争
が
な
く
、
費
用
が
か
か
ら
ず
、
そ
し
て
、
他
の
州
に
よ
っ
て
う
ま
く
採
用
さ
れ
た
た
め
に
、
簡
単
に
広
が
っ

た
。
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
多
く
の
他
の
法
律
が
同
様
の
方
法
で
広
が
っ
た
と
論

（
４７
）

じ
る
。

ピ
ー
タ
ー
・
ア
イ
ジ
ン
ガ
ー
は
次
の
よ
う
な
研
究
を
お
こ
な
っ
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
立
地
誘
導
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
多
く
は
減
税
で
あ
る
）
は
、

一
九
六
六
年
の
八
四
〇
か
ら
一
九
八
五
年
の
一
二
一
三
に
増
え
た
。
州
あ
た
り
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
平
均
は
、
二
〇
年
間
に
二
倍
に
な
っ

た
。
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
急
速
な
広
が
り
は
、
州
政
府
が
独
立
に
、
そ
の
望
ま
し
さ
に
つ
い
て
同
じ
結
論
に
達
し
た
か
ら
お
こ
っ

た
の
で
は

（
４８
）

な
い
。

ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
と
ロ
ム
は
、W

elfare
M

agnet

に
お
い
て
、
統
計
上
の
利
得
水
準
、
貧
困
率
と
州
レ
ベ
ル
の
説
明
変
数
に
つ
い
て

の
統
計
的
分
析
に
よ
っ
て
、
福
祉
の
水
準
を
下
げ
る
か
ど
う
か
と
い
う
論
争
を
扱
っ
て
い
る
。
低
所
得
者
は
、
利
得
水
準
と
雇
用
機
会

に
対
応
し
て
移
動
す
る
と
い
う
こ
と
を
彼
ら
は
見
出
し
た
。
州
の
政
策
作
成
者
は
低
所
得
者
の
人
口
の
大
き
さ
と
福
祉
を
求
め
て
移
動

す
る
可
能
性
に
対
し
て
敏
感
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
、
福
祉
の
水
準
を
さ
げ
る
と
い
う
こ
と
を
見
出
し
た
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン

の
よ
う
な
福
祉
の
水
準
の
高
い
州
は
、
期
間
の
終
わ
り
ま
で
に
水
準
を
さ
げ
た
。
こ
の
行
動
は
福
祉
を
下
方
に
下
げ
る
収
束
効
果
を
う
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み
（
４９
）

だ
す
。

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ナ
サ
ン
は
、
全
国
政
府
を
保
守
が
お
さ
え
て
い
る
時
に
州
は
リ
ベ
ラ
ル
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
と
い
う
こ
と
を

み
た
。
後
に
リ
ベ
ラ
ル
が
ワ
シ
ン
ト
ン
を
お
さ
え
る
と
き
に
、
彼
ら
は
州
レ
ベ
ル
で
既
に
テ
ス
ト
し
た
政
策
を
も
っ
て
い
く
。
一
九
二

〇
年
代
に
お
い
て
州
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
た
も
の
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
連
邦
政
府
に
お
け
る
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
、
同
じ
こ
と
が
一
九
八
〇
年
代
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
そ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
ナ
サ
ン
は
見
出
し
て
い
る
。
保
守
は
ワ
シ
ン
ト
ン
を
お
さ
え
、
そ
し
て
、
リ
ベ

ラ
ル
は
州
へ
い
っ
た
。
こ
れ
が
、
連
邦
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
平
衡
を
お
こ
さ
せ
る
傾
向
の
一
部
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
あ
る
一
つ
の
レ

ベ
ル
で
満
足
さ
れ
な
い
利
益
は
も
う
一
つ
の
も
の
に
い
く
の
で

（
５０
）

あ
る
。

人
口
二
五
〇
〇
〇
人
か
ら
二
〇
〇
〇
〇
〇
人
の
間
の
ア
メ
リ
カ
の
都
市
の
少
な
く
と
も
半
数
が
ま
さ
に
同
じ
犬
の
皮
ひ
も
に
関
す
る

法
律
を
も
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
都
市
が
犬
に
つ
い
て
同
じ
問
題
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
は

犬
の
皮
ひ
も
に
関
す
る
法
律
や
多
く
の
他
の
法
律
が
モ
デ
ル
都
市
法
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
モ
デ
ル
都
市
法
は
ま
と
め
ら

れ
、
全
国
都
市
連
合
（the

N
ational

L
eague

of
C
ities

）
と
全
国
都
市
連
盟
（the

N
ational

C
ivic

L
eague

）
に
よ
っ
て
配
ら
れ

て
い
る
。
ほ
ん
と
う
に
、
ビ
バ
リ
ー
ヒ
ル
ズ
と
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
が
国
際
地
方
公
務
員
連
合
（the

International
U
nion

of
L
ocal

O
fficials

）
の
だ
す
も
の
や
、
そ
れ
ら
が
刊
行
す
る
モ
デ
ル
法
の
た
め
に
、
同
じ
犬
の
皮
ひ
も
に
関
す
る
法
律
を
も
っ
て
い

る
可
能
性
が

（
５１
）

あ
る
。
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七

お
わ
り
に

新
制
度
論
は
、
ま
だ
発
展
途
上
に
あ
り
、
し
か
も
、
最
初
に
述
べ
た
と
お
り
、
様
々
な
流
れ
が
あ
り
、
ど
の
範
囲
の
研
究
を
新
制
度

論
に
含
め
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
合
意
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
新
制
度
論
に
つ
い
て
な
ん
ら

か
の
結
論
的
な
こ
と
を
論
じ
る
に
は
時
期
尚
早
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く
漠
然
と
し
た
、
あ
い
ま
い
な
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
マ
ー
チ
や
オ
ル
セ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
何
人
か
の
研
究
者
が
新
制
度
論
の
中
核
に
い
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
り
、
万
能
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、
有
効
な
方
法
論
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本

稿
で
は
論
じ
な
か
っ
た
が
、
政
治
学
や
行
政
学
の
他
の
流
れ
と
の
関
連
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
制
度
論
の
中
心
的

な
概
念
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
新
制
度
論
に
基
い
た
様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

註（
１
）

新
制
度
論
と
よ
ば
れ
る
政
治
学
研
究
の
流
れ
の
な
か
に
ど
の
よ
う
な
研
究
が
は
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
論
者
に
よ
っ
て
違
い

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
新
制
度
論
に
関
わ
っ
て
き
た
Ｂ
・
Ｇ
・
ピ
ー
タ
ー
ス
と
Ｈ
・
Ｇ
・
フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン
の
研
究
に
注
目
し
て
検
討
を
加

え
る
が
、
こ
の
二
人
の
間
に
も
、
新
制
度
論
と
よ
ば
れ
る
研
究
の
範
囲
に
つ
い
て
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
新
制
度
論
が
論
じ
ら
れ
始
め
ら
れ

た
時
期
に
つ
い
て
も
、
新
制
度
論
の
重
要
な
部
分
と
さ
れ
て
い
る
ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
が
出
さ
れ
た
の
は
、
確
立
さ
れ
た
時
期
よ
り
も
さ
ら
に
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
。
新
制
度
論
の
様
々
な
流
れ
に
つ
い
て
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
歴
史
的
制
度
主
義
、
経
験
的
制
度
主
義
、
国
際
的
制
度
主

義
等
に
整
理
し
て
い
る
。
こ
の
新
制
度
主
義
に
よ
っ
た
研
究
と
し
て
、
例
え
ば
、H

.
G
eorge

F
rederickson,

G
ary

A
.
Johnson,

and

C
urtis

H
.W

ood,T
he

A
dapted

C
ity,M

.E
.Sharpe,2004.

等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）

B
.G

uy
P
eters,Institutional

T
heory

in
P
olitical

Science,C
ontinuum

,2005.

駿河台法学 第２３巻第１号（２００９）７７



（
３
）

ibid.p.3.

（
４
）

ibid.p.3.
（
５
）

ibid.p.4.
（
６
）

ibid.
p.

4.

ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
つ
い
て
は
、Jack

R
adin

and
Jam

es
S.

B
ow

m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistra-

tion,D
ekker,1984.

拙
稿
「
行
政
学
説
史
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
駿
河
台
法
学

第
二
一
巻
第
一
号
を
参
照
。

（
７
）

B
.G

uy
P
eters,op.cit.p.12.

（
８
）

ibid.p.12.

（
９
）

ibid.p.13.

（
１０
）

ibid.p.13.

（
１１
）

ibid.p.14.

（
１２
）

ibid.pp.14

―15.

（
１３
）

ibid.p.15.

（
１４
）
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