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得
、
体
制
内
の
脅
威
を
緩
和
す
る
必
要

が
あ
る
（
参
考
文
献
⑫
）。
体
制
外
反

対
勢
力
の
脅
威
を
緩
和
す
る
こ
と
も
重

要
だ
ろ
う
（
参
考
文
献
⑪
）。
さ
ら
に
、

体
制
を
安
定
的
に
維
持
す
る
に
は
、
国

民
の
積
極
的
／
消
極
的
支
持
も
獲
得
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
チ
ャ
ン
・
チ
ュ

ウ
・
ウ
ェ
ル
シ
ュ
は
、「
す
べ
て
の
近

代
的
政
治
体
制
の
存
続
と
効
率
的
な
機

能
は
、
大
衆
の
黙
認
や
支
持
に
依
存
し

て
い
る
」（
参
考
文
献
⑩
）
と
述
べ
て

い
る
。
つ
ま
り
独
裁
者
が
体
制
を
安
定

的
に
持
続
さ
せ
る
に
は
体
制
へ
の
脅
威

緩
和
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
正
当

性
（legitim

acy

）
を
維
持
す
る
こ
と

も
重
要
に
な
る
。

　

本
特
集
で
は
、
中
国
、
ラ
オ
ス
、
ベ

ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
事
例
に
、
各

国
の
独
裁
者
が
ど
の
よ
う
に
正
当
性
の

維
持
・
獲
得
に
取
り
組
み
、
体
制
の
持

続
を
図
っ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。
具

体
的
に
は
正
当
性
獲
得
手
段
と
し
て
各

　

独
裁
者
（
独
裁
政
党
を
含
む
）
に
と

っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
自
身
の
体
制
を
で
き
る
だ
け
持

続
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
独
裁
者
は
一

度
権
力
を
獲
得
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

何
も
せ
ず
に
そ
の
座
に
と
ど
ま
る
こ
と

は
で
き
ず
、
経
済
発
展
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
政
治
制
度
な

ど
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
行
使
し
体
制
を

維
持
し
よ
う
と
す
る
。
体
制
の
維
持
は

独
裁
者
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
支
配
者

に
と
っ
て
の
共
通
課
題
で
あ
る
。
し
か

し
独
裁
者
に
と
っ
て
は
死
活
問
題
で
あ

り
、
だ
か
ら
こ
そ
反
体
制
活
動
に
対
し

て
暴
力
の
使
用
も
い
と
わ
な
い
の
だ
ろ

う
。
と
は
い
え
、
暴
力
や
抑
圧
だ
け
で

体
制
を
維
持
で
き
な
い
こ
と
は
す
で
に

多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た

独
裁
者
は
一
人
で
国
家
を
統
治
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
権
力
分
有
や
レ
ン
ト

の
分
配
を
通
じ
て
体
制
内
エ
リ
ー
ト
の

離
反
を
防
ぐ
と
と
も
に
彼
ら
の
協
力
を

国
で
重
要
性
を
増
し
て
い
る
議
会
に
焦

点
を
当
て
分
析
を
行
う
。
な
お
本
特
集

で
は
多
く
の
先
行
研
究
に
な
ら
い
、
統

治
者
が
自
由
か
つ
競
争
的
選
挙
で
選
ば

れ
る
体
制
を
民
主
主
義
体
制
、
そ
の
よ

う
な
要
件
を
満
た
さ
な
い
体
制
を
非
民

主
的
体
制
と
し
、
独
裁
体
制
や
権
威
主

義
体
制
を
非
民
主
体
制
の
総
称
と
し
て

か
つ
互
換
可
能
な
用
語
と
し
て
用
い
る

こ
と
に
す
る
（
参
考
文
献
⑫
）。

●
近
年
の
独
裁
（
権
威
主
義
）
体

制
研
究

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
自
由
と
公
正

さ
を
欠
く
も
の
の
複
数
政
党
制
に
よ
る

競
争
的
選
挙
を
実
施
す
る
非
民
主
的
な

体
制
が
数
多
く
現
れ
、
民
主
主
義
体
制

と
非
民
主
的
な
体
制
の
境
界
は
い
っ
そ

う
曖
昧
に
な
っ
た
（
参
考
文
献
③
）。

そ
し
て
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
こ

の
よ
う
な
「
中
間
タ
イ
プ
」
を
含
め
た

独
裁
体
制
に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
の
関
心
は
体
制
の
類
型

化
と
政
党
、
議
会
、
選
挙
等
の
民
主
的

制
度
が
独
裁
体
制
の
維
持
に
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
そ
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
に
あ
る
。

　

体
制
の
分
類
は
論
者
に
よ
っ
て
異
な

る
が
、
複
数
政
党
制
と
競
争
的
選
挙
の

有
無
を
分
類
の
鍵
と
し
て
い
る
点
で
共

通
性
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
独
裁
体
制

は
複
数
政
党
制
と
競
争
的
選
挙
の
有
無

に
よ
り
大
き
く
競
争
的
と
閉
鎖
的
な
体

制
に
分
け
ら
れ
、
前
者
は
さ
ら
に
選
挙

で
の
競
争
や
抑
圧
の
度
合
い
に
よ
っ
て

「
選
挙
権
威
主
義
」
や
「
競
争
的
権
威

主
義
」
な
ど
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、

後
者
は
政
党
支
配
、
軍
制
、
王
制
な
ど

に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
重
要
な

の
は
政
党
数
と
選
挙
の
あ
り
方
で
大
別

さ
れ
、
研
究
が
競
争
的
独
裁
体
制
を
中

心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

競
争
的
独
裁
体
制
で
は
野
党
が
存
在

し
、
体
制
内
エ
リ
ー
ト
に
も
体
制
か
ら

離
脱
す
る
道
が
開
け
て
い
る
た
め
、
体

制
内
外
の
明
示
的
／
潜
在
的
反
対
勢
力

が
比
較
的
明
確
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

独
裁
者
が
体
制
を
維
持
す
る
に
は
、
そ

れ
ら
反
対
勢
力
の
取
り
込
み
（co-

opt

）
や
分
断
を
行
い
脅
威
を
緩
和
す

る
必
要
が
あ
る
（
参
考
文
献
⑪
）。
ま

た
体
制
内
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
脅
威
を
緩

和
す
る
た
め
に
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
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題
の
解
決
も
必
要
に
な
ろ
う
（
参
考
文

献
⑫
）。
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
と
は
、

独
裁
者
が
エ
リ
ー
ト
の
支
持
獲
得
の
た

め
に
権
力
分
有
や
レ
ン
ト
の
分
配
を
約

束
し
て
も
、
そ
れ
が
長
期
に
履
行
さ
れ

る
保
証
は
な
く
、
約
束
に
信
用
を
も
た

せ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
競
争
的
独
裁
体
制
の
維
持
に
と

っ
て
は
特
定
の
脅
威
を
緩
和
し
、
特
定

の
支
持
を
獲
得
す
る
こ
と
が
重
要
と
な

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
政
党
、
議
会
、
選

挙
等
の
民
主
的
制
度
と
体
制
維
持
の
関

係
も
自
ず
と
脅
威
緩
和
や
取
り
込
み
と

い
う
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
よ
う
。
そ
し

て
議
会
に
は
、
反
対
勢
力
を
政
策
決
定

過
程
に
参
加
さ
せ
体
制
に
取
り
込
む
機

能
と
、
協
議
や
政
策
決
定
過
程
を
制
度

化
し
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
で
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
を
解
決
す
る
機
能
が

あ
る
と
さ
れ
て
き
た（
参
考
文
献
⑪
⑫
）。

　

そ
し
て
閉
鎖
的
独
裁
体
制
に
お
い
て

も
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
研
究
が
行
わ

れ
て
い
る
。
と
く
に
共
産
党
独
裁
体
制

で
は
市
場
経
済
化
以
降
に
現
れ
た
新
し

い
社
会
・
経
済
エ
リ
ー
ト
な
ど
が
潜
在

的
脅
威
に
な
ろ
う
。
ま
た
軍
や
党
内
エ

リ
ー
ト
も
潜
在
的
脅
威
で
あ
る
。
先
行

研
究
の
知
見
や
理
論
を
他
の
独
裁
体
制

で
検
証
す
る
こ
と
は
重
要
な
作
業
だ
が
、

競
争
的
独
裁
体
制
研
究
で
得
ら
れ
た
知

見
を
共
産
党
独
裁
体
制
に
安
易
に
適
用

す
る
事
例
も
多
い
。
そ
れ
で
は
共
産
党

独
裁
体
制
の
独
自
性
が
覆
い
隠
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。

　

と
く
に
閉
鎖
的
独
裁
体
制
で
は
競
争

的
選
挙
が
な
い
た
め
、
独
裁
者
は
国
民

の
選
好
や
体
制
へ
の
支
持
度
合
い
を
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
体
制
を

安
定
的
に
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
特

定
の
支
持
で
は
な
く
、
正
当
性
を
向
上

さ
せ
常
に
幅
広
い
大
衆
の
支
持
獲
得
が

求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
同
じ
独
裁
で
あ

っ
て
も
体
制
の
種
類
や
政
治
制
度
が
異

な
れ
ば
、
独
裁
者
の
優
先
課
題
や
必
要

な
大
衆
の
支
持
度
合
い
も
異
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
目
的
や
必
要
な
支
持
度
合
い

が
異
な
れ
ば
、
議
会
等
の
民
主
的
制
度

の
機
能
も
脅
威
緩
和
の
場
合
と
は
異
な

る
だ
ろ
う
。
ま
た
各
国
の
状
況
や
政
治

的
背
景
に
よ
っ
て
制
度
の
位
置
づ
け
や

機
能
の
意
味
に
も
ち
が
い
が
生
じ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
現
在
の
独
裁
体

制
研
究
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
競

争
的
体
制
研
究
で
得
ら
れ
た
知
見
を
他

の
独
裁
体
制
に
単
に
当
て
は
め
る
の
で

は
な
く
、
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
横
断
す

る
新
た
な
視
点
と
共
通
の
分
析
枠
組
み

の
構
築
な
の
で
あ
る
。

●
党
と
国
家
の
融
合
性
―
四
カ
国

を
取
り
上
げ
る
理
由

　

本
特
集
で
と
り
あ
げ
る
中
国
、
ラ
オ

ス
、
ベ
ト
ナ
ム
の
三
カ
国
と
カ
ン
ボ
ジ

ア
は
、
単
一
政
党
体
制
と
い
う
同
じ
特

徴
を
有
し
て
い
て
も
、
別
の
サ
ブ
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
。
前
三
カ
国
は

閉
鎖
的
独
裁
体
制
に
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は

競
争
的
権
威
主
義
や
選
挙
権
威
主
義
に

分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
四

カ
国
は
競
争
的
選
挙
や
複
数
政
党
制
の

有
無
、
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ち
が
い

は
あ
れ
高
度
な
類
似
性
を
有
し
て
い
る
。

そ
れ
は
党
と
国
家
の
融
合
性
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
四
カ
国
の
政
治
体
制
の
起

源
は
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
な
党
＝
国
家
体

制
に
あ
る
。
党
＝
国
家
体
制
と
は
、

「
単
一
支
配
政
党
が
重
要
諸
政
策
を
排

他
的
に
決
定
し
、（
省
略
）
か
つ
党
組

織
と
国
家
機
関
が
機
能
的
に
も
実
体
的

に
も
か
な
り
の
程
度
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ラ
ッ

プ
し
て
い
る
」（
参
考
文
献
④
）
体
制

を
指
す
。
中
国
、
ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム

は
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
党
＝
国

家
体
制
で
あ
る
。

　

一
方
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
民
党
は
、
一
九

九
〇
年
代
初
頭
に
民
主
化
し
て
以
降
も

党
と
国
家
の
一
体
性
を
継
承
し
、
現
在

は
「
国
家
政
党
」
や
「
政
府
党
」
と
位

置
づ
け
ら
れ
る
。「
国
家
政
党
」
と
は

一
党
支
配
型
権
威
主
義
体
制
に
お
け
る

「『
国
家
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
社
会
を

支
配
・
制
御
す
る
組
織
』」
で
あ
り
、

「
国
家
（
あ
る
い
は
支
配
政
治
エ
リ
ー

ト
集
団
）
の
道
具
と
し
て
従
属
的
」
な

地
位
に
あ
る
（
参
考
文
献
⑤
）。
政
府

党
と
は
「
組
織
・
人
員
・
財
政
支
出
に

お
い
て
、
行
政
機
構
の
リ
ソ
ー
ス
を
排

他
的
に
利
用
し
、
行
政
機
構
と
の
区
別

が
つ
か
な
く
な
っ
た
政
党
」（
参
考
文

献
⑦
）
で
あ
る
。
術
語
は
異
な
る
が
政

府
と
党
が
密
接
に
結
び
つ
き
非
民
主
的

体
制
が
安
定
を
維
持
し
て
い
る
点
で
共

通
し
て
い
る
（
参
考
文
献
⑥
）。

　

も
ち
ろ
ん
党
＝
国
家
体
制
は
、「
国

家
政
党
」
や
政
府
党
が
政
権
を
握
る

「
政
府
党
体
制
」
と
は
異
な
る
。
前
者

は
党
が
国
家
を
指
導
し
国
家
は
党
に
従

属
す
る
が
、
後
者
で
は
そ
の
関
係
が
逆

転
す
る
。
し
か
し
時
期
や
状
況
に
よ
っ

て
指
導
の
ベ
ク
ト
ル
の
向
き
が
変
化
す

る
た
め
、
党
＝
国
家
体
制
と
「
国
家
政

党
」
や
「
政
府
党
体
制
」
の
相
違
が
曖

昧
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

ろ
重
要
な
点
は
、
四
カ
国
は
党
と
国
家

が
高
度
に
融
合
し
そ
の
境
界
が
曖
昧
な

独
裁
体
制
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

四
カ
国
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
直
す

こ
と
で
、
複
数
政
党
制
と
競
争
的
選
挙

の
有
無
で
類
似
す
る
体
制
を
線
引
き
す

る
こ
と
な
く
、
競
争
的
独
裁
体
制
と
共

産
党
独
裁
体
制
の
間
を
横
断
す
る
視
点
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を
獲
得
で
き
る
。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と

で
、
体
制
の
種
類
や
政
治
制
度
に
規
定

さ
れ
ず
に
独
裁
者
の
課
題
を
設
定
し
、

そ
れ
に
応
じ
た
制
度
の
機
能
分
析
が
可

能
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
政
党
を
鍵
と
し

て
い
る
た
め
、
党
と
国
家
の
融
合
性
と

い
う
視
点
は
政
党
が
活
用
さ
れ
な
い
王

制
や
軍
制
に
適
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
か
し
な
が
ら
単
一
政
党
体
制
に
つ
い

て
は
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
横
断
的
に
分

析
で
き
、
本
特
集
の
ね
ら
い
も
そ
こ
で

の
比
較
に
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

視
点
で
あ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
や
旧
ソ
連
諸

国
等
の
多
く
の
独
裁
体
制
を
比
較
の
俎

上
に
載
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

●
正
当
性
と
議
会

　

正
当
性
と
は
支
配
者
と
被
支
配
者
の

相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
支

配
者
が
正
し
い
と
す
る
被
支
配
者
の
信

念
で
あ
る
（
参
考
文
献
⑨
）。
被
支
配

者
が
支
配
者
は
正
し
い
と
い
う
信
念
を

内
面
化
す
れ
ば
、
支
配
が
安
定
す
る
こ

と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
ア

ラ
ガ
ッ
パ
は
正
当
性
の
要
素
を
以
下
の

四
つ
に
整
理
し
て
い
る（
参
考
文
献
⑨
）。

　

⑴
共
有
さ
れ
た
規
範
と
価
値

　

⑵ 

権
力
獲
得
の
た
め
の
確
立
さ
れ
た

規
則
へ
の
一
致

　

⑶
適
切
で
効
果
的
な
権
力
の
使
用

　

⑷
被
支
配
者
の
合
意

　

第
一
の
共
有
さ
れ
た
規
範
と
価
値
と

は
、
信
念
体
系
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ

り
、
政
治
体
制
や
支
配
構
造
を
決
定
す

る
要
因
で
あ
る
。
第
二
の
権
力
獲
得
の

た
め
の
確
立
さ
れ
た
規
則
へ
の
一
致
と

は
、
支
配
者
が
規
則
に
の
っ
と
っ
て
権

力
を
獲
得
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
規

則
の
制
定
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
共

有
さ
れ
た
規
範
と
価
値
が
影
響
す
る
。

た
と
え
ば
、
民
主
主
義
が
共
有
さ
れ
た

規
範
と
価
値
で
あ
れ
ば
自
由
か
つ
競
争

的
な
選
挙
が
支
配
確
立
の
ル
ー
ル
と
な

り
、
共
産
主
義
で
あ
れ
ば
一
党
独
裁
体

制
と
な
ろ
う
。
本
特
集
の
事
例
に
照
ら

し
合
わ
せ
れ
ば
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
民
主

主
義
が
共
有
さ
れ
た
規
範
と
価
値
で
あ

り
、
人
民
党
は
選
挙
で
勝
利
す
る
こ
と

で
正
当
性
を
獲
得
で
き
る
。
一
方
、
中

国
、
ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
は
共
産
主
義

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
共
有
さ
れ
た
規
範
と

価
値
で
あ
り
、
革
命
を
通
じ
た
権
力
獲

得
に
よ
っ
て
正
当
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

後
者
三
カ
国
に
は
「
民
主
化
」
に
よ
り

価
値
や
ル
ー
ル
そ
の
も
の
を
変
え
よ
う

と
い
う
声
も
あ
る
。
し
か
し
「
形
式

的
」
で
も
共
産
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が

共
有
さ
れ
た
規
範
と
価
値
で
あ
り
続
け
、

そ
れ
が
い
ま
だ
に
制
度
や
ル
ー
ル
だ
け

で
な
く
政
治
言
説
を
形
作
っ
て
い
る
。

第
三
の
適
切
で
効
果
的
な
権
力
の
使
用

に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、

法
律
や
暗
黙
の
ル
ー
ル
に
沿
っ
た
権
力

の
使
用
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
共
同
体
全

体
に
利
益
を
も
た
ら
す
た
め
の
効
果
的

な
権
力
の
使
用
で
あ
る
。
前
者
は
手
続

き
的
側
面
が
強
く
、
後
者
は
経
済
発
展

や
福
利
厚
生
等
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

意
味
す
る
。
第
四
の
被
支
配
者
の
合
意

と
は
、
個
人
が
自
己
を
拘
束
し
、
支
配

者
が
命
令
を
下
す
権
利
を
認
め
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
積
極
的
な
忠
誠
や

消
極
的
な
受
け
入
れ
が
あ
り
、
後
者
は

長
期
化
す
る
と
義
務
に
転
化
す
る
可
能

性
が
あ
る
。
ま
た
恐
怖
や
無
関
心
は
合

意
に
含
ま
れ
な
い
。

　

以
上
の
四
つ
の
要
素
は
そ
れ
ぞ
れ
独

立
し
た
も
の
で
は
な
く
密
接
に
結
び
つ

い
て
い
る
。
そ
し
て
四
つ
す
べ
て
を
満

た
し
て
い
れ
ば
そ
の
体
制
は
高
い
正
当

性
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
ど
れ
か
ひ
と
つ
欠
け
た
か
ら
と
い
っ

て
正
当
性
が
ゼ
ロ
に
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
権
力
獲
得
が
規
則
に
の

っ
と
っ
て
い
な
く
て
も
、
経
済
発
展
な

ど
そ
の
他
の
要
素
で
補
う
こ
と
で
正
当

性
を
維
持
で
き
る
。
ま
た
国
に
よ
っ
て

ど
の
要
素
が
重
要
視
さ
れ
る
か
は
異
な

り
、
同
じ
国
で
も
時
代
や
経
済
・
社
会

状
況
に
よ
っ
て
各
要
素
の
重
要
性
は
変

化
す
る
。
つ
ま
り
正
当
性
は
複
雑
か
つ

動
的
で
多
様
で
あ
り
、
正
当
か
非
正
当

か
の
二
分
法
で
は
な
く
高
い
か
低
い
か

度
合
い
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
⑵
が
、
経
済
格
差
や

汚
職
問
題
等
か
ら
四
カ
国
す
べ
て
に
お

い
て
⑶
⑷
が
近
年
問
題
と
な
り
つ
つ
あ

る
。

●
議
会
の
役
割

　

先
述
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
先
行
研

究
は
、
民
主
的
制
度
と
取
り
込
み
・
分

断
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
と
の
関
係

性
を
分
析
し
て
き
た
。
一
方
で
近
年
は
、

議
会
と
正
当
性
の
関
係
に
つ
い
て
の
研

究
が
徐
々
に
現
れ
始
め
た
。
た
と
え
ば

久
保
は
、
独
裁
者
が
体
制
の
正
当
性
を

安
定
的
に
維
持
す
る
に
は
、
適
切
な
統

治
業
務
や
政
策
の
執
行
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
議
会
が
有
用
な
手
段
と
な

り
得
る
と
指
摘
す
る
（
参
考
文
献
②
）。

議
員
が
地
元
の
ニ
ー
ズ
や
不
満
を
把
握

し
そ
の
情
報
を
独
裁
者
に
提
供
す
る
こ

と
で
、
独
裁
者
は
適
切
な
政
策
を
形

成
・
執
行
で
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
国
民

の
不
満
は
緩
和
さ
れ
支
持
を
獲
得
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
中
国
や
ラ
オ

ス
研
究
か
ら
は
、
議
会
に
「
代
表
制
」

や
「
民
意
反
映
」
機
能
が
備
わ
っ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
始
め
て
い
る

（
参
考
文
献
①
⑧
）。

　

一
般
的
に
民
主
主
義
体
制
下
の
議
会

に
は
以
下
の
五
つ
の
特
徴
が
あ
る
（
参

考
文
献
⑬
）。
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⑴
代
表
性

　

⑵
透
明
性

　

⑶
ア
ク
セ
ス
可
能
性

　

⑷
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

　

⑸
有
効
性

　

つ
ま
り
、
議
会
が
人
々
の
多
様
性
を

代
表
し
、
メ
デ
ィ
ア
等
を
通
じ
て
国
民

に
開
か
れ
議
会
活
動
が
透
明
で
あ
り
、

大
衆
が
議
会
活
動
に
参
加
し
、
選
挙
区

に
対
し
て
議
員
活
動
や
実
績
に
つ
い
て

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
果
た
し
、
活

動
が
効
果
的
で
立
法
や
監
督
機
能
が
国

民
の
必
要
性
に
沿
っ
て
果
た
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。

　

先
述
の
正
当
性
の
要
素
に
照
ら
し
合

わ
せ
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
議
会
機

能
を
果
た
す
こ
と
で
権
力
の
使
用
は
適

切
か
つ
効
果
的
と
な
り
、
国
民
の
合
意

が
得
ら
れ
る
と
い
え
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
独
裁
体
制
で
あ
っ
て
も
議
会
を
通

じ
て
正
当
性
を
維
持
・
獲
得
し
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
以
上
五
つ
の
機
能
の
一

部
で
も
兼
ね
備
え
た
議
会
の
構
築
が
求

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
議
会
に
は
体
制
へ
の

脅
威
を
緩
和
す
る
だ
け
で
な
く
、
正
当

性
を
維
持
・
向
上
さ
せ
る
機
能
が
備
わ

っ
て
い
る
。
そ
し
て
四
カ
国
の
独
裁
者

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
直
面
す
る
課
題
に
応

じ
て
議
会
を
活
用
し
、
脅
威
緩
和
や
正

当
性
の
維
持
・
獲
得
を
め
ざ
す
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
活
用
す
る
議
会
機
能
は

ひ
と
つ
で
は
な
く
、
実
際
に
は
複
数
が

組
み
合
わ
さ
れ
る
が
、
各
論
で
は
執
筆

者
が
重
要
と
考
え
る
独
裁
者
の
課
題
と

そ
れ
に
対
応
す
る
議
会
機
能
に
絞
っ
て

論
じ
て
い
る
。
と
は
い
え
本
特
集
か
ら

は
、
独
裁
体
制
下
の
議
会
が
正
当
性
の

維
持
・
獲
得
の
た
め
の
多
様
な
機
能
を

備
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
よ
う
。

（
や
ま
だ　

の
り
ひ
こ
／
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所　

在
ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
海
外
調

査
員
）
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