
●
は
じ
め
に

　

南
ア
フ
リ
カ
は
一
九
九
四
年
、
ア
パ

ル
ト
ヘ
イ
ト
体
制
を
撤
廃
し
、
民
主
的

な
国
家
体
制
を
構
築
し
た
。
人
種
に

よ
っ
て
国
民
を
区
分
し
、
社
会
生
活
の

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
国
民
を
差

別
し
て
き
た
体
制
が
、
人
種
区
分
に

よ
っ
て
差
別
し
な
い
平
等
な
体
制
へ
と

変
革
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
地
方
政
府
（
基
礎
自
治
体
）

の
改
革
は
、
一
九
九
四
年
以
降
に
進
め

ら
れ
た
。
一
九
九
四
年
以
前
の
民
主
化

交
渉
で
は
、
中
央
政
府
の
改
革
と
州
政

府
の
再
編
（
四
つ
の
州
か
ら
九
つ
の
州

へ
の
再
編
な
ど
）
な
ど
が
主
要
課
題
と

さ
れ
、
地
方
政
府
の
改
革
は
そ
の
後
の

課
題
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

地
方
政
府
は
、
国
民
に
直
接
に
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
日
常
的
に
国
民

と
接
す
る
た
め
、
国
民
に
南
ア
フ
リ
カ

の
民
主
化
を
最
も
実
感
さ
せ
る
政
府
で

も
あ
る
。
南
ア
フ
リ
カ
社
会
に
依
然
と

し
て
残
る
格
差
を
是
正
す
る
た
め
に
、

電
気
・
水
・
道
路
な
ど
の
社
会
イ
ン
フ

ラ
を
整
備
し
、
不
足
す
る
住
宅
を
建
設

す
る
の
も
地
方
政
府
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
地
方
政
府
で
進
め
ら
れ
て
い
る
改
革

を
概
観
し
、
地
方
政
府
改
革
の
問
題
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

●
地
方
政
府
の
民
主
化

　

南
ア
フ
リ
カ
の
政
府
体
制
は
、
中
央

政
府
・
州
政
府
・
地
方
政
府
の
三
つ
の

階
層
か
ら
な
る
。
こ
れ
は
南
ア
フ
リ
カ

連
邦
が
設
立
さ
れ
た
一
九
一
〇
年
か
ら

現
在
に
至
る
ま
で
同
じ
だ
。
一
九
九
四

年
の
民
主
化
で
は
、
中
央
政
府
と
州
政

府
の
改
革
を
実
施
し
、
地
方
政
府
の
改

革
は
後
回
し
に
さ
れ
た
。

　

南
ア
フ
リ
カ
政
府
は
ま
ず
、
一
九
九

三
年
の
地
方
政
府
交
渉
フ
ォ
ー
ラ
ム

で
、「
独
立
国
家
」
と
さ
れ
て
い
た
一

〇
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
（
南
ア
フ
リ
カ
の

ア
フ
リ
カ
人
の
た
め
の
国
家
）
を
南
ア

フ
リ
カ
に
再
編
入
し
、
白
人
地
区
と
黒

人
地
区
と
で
分
断
さ
れ
て
い
た
地
方
政

府
を
、
南
ア
フ
リ
カ
政
府
の
一
体
的
な

統
治
の
な
か
に
統
合
す
る
こ
と
を
決
定

し
た
。
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
策
に
よ
っ

て
、黒
人
地
区（
都
市
部
の
タ
ウ
ン
シ
ッ

プ
や
農
村
部
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
）
は
、

南
ア
フ
リ
カ
政
府
の
管
轄
外
と
さ
れ
て

い
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
必
要

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

南
ア
フ
リ
カ
政
府
は
こ
の
決
定
に
基

づ
い
て
、
地
方
政
府
に
お
け
る
民
主
的

な
選
挙
の
実
施
を
優
先
し
た
。
ア
パ
ル

ト
ヘ
イ
ト
時
代
の
地
方
政
府
の
領
域
の

ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
の
国
民
が

平
等
な
投
票
権
を
も
つ
民
主
的
な
地
方

選
挙
が
、
一
九
九
五
年
か
ら
九
六
年
に

か
け
て
実
施
さ
れ
た
。

　

地
方
政
府
は
一
九
九
五
年
の
地
方
選

挙
の
時
点
で
、
約
八
四
〇
も
存
在
し
て

い
た
。
都
市
部
に
あ
る
一
部
の
地
方
政

府
以
外
は
、
規
模
も
小
さ
く
、
人
材
も

不
足
が
ち
で
財
政
基
盤
も
脆
弱
だ
っ

た
。
特
に
、
黒
人
地
区
の
自
治
体
や
農

村
地
域
、
旧
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
地
域
の
自

治
体
で
そ
の
傾
向
は
顕
著
だ
っ
た
。
自

治
体
の
境
界
す
ら
明
確
で
な
く
、
ど
の

自
治
体
に
も
管
理
さ
れ
て
い
な
い
地
域

す
ら
存
在
し
て
い
た
。

　

そ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、

地
方
選
挙
の
後
、
地
方
政
府
の
在
り
方

が
国
会
に
お
い
て
本
格
的
に
論
議
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
六
年
の
現

行
憲
法
で
は
、
現
行
の
地
方
政
府
の
骨

格
が
定
め
ら
れ
た
。
地
方
政
府
は
、
都

市
部
に
あ
り
規
模
の
大
き
な
大
都
市
自

治
体
、
都
市
部
以
外
に
あ
り
規
模
の
小

さ
な
地
方
自
治
体
、
そ
し
て
規
模
の
小

さ
な
地
方
自
治
体
を
管
理
す
る
郡
自
治

体
の
三
つ
の
形
態
に
分
け
ら
れ
た
。
そ

れ
ら
三
つ
の
形
態
の
地
方
政
府
は
、
図

に
記
し
た
と
お
り
、
都
市
部
の
大
都
市

図　地方政府の3形態

大
都
市
自
治
体

郡自治体 郡自治体

地
方
自
治
体

地
方
自
治
体

地
方
自
治
体

地
方
自
治
体

地
方
自
治
体

地
方
自
治
体

地
方
自
治
体

郡
管
理
地
域

（出所）筆者作成。

南
ア
フ
リ
カ
の
経
済
・
社
会
変
容

特
　
集

藤
本
義
彦

地
方
政
府
の
制
度
改
革
と

そ
の
課
題
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自
治
体
と
そ
れ
以
外
の
郡
自
治
体
、
そ

し
て
郡
自
治
体
の
も
と
に
地
方
自
治
体

が
組
み
込
ま
れ
る
関
係
に
な
っ
て
い

る
。
郡
自
治
体
は
か
つ
て
の
広
域
行
政

組
合
を
前
身
と
し
、
広
域
行
政
組
合
の

権
限
と
機
能
を
強
化
し
、
ど
の
自
治
体

も
管
理
し
て
い
な
い
地
域
（
郡
管
理
地

域
）
を
管
理
し
た
り
、
規
模
が
小
さ
く

人
材
も
財
源
も
乏
し
い
地
方
自
治
体
の

行
政
能
力
の
不
足
を
補
い
支
援
し
た
り

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た

も
の
だ
っ
た
。

　

憲
法
制
定
後
も
、
国
会
で
地
方
政
府

に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、
地
方
政
府
の
制

度
、
機
能
、
権
限
な
ど
が
具
体
的
に
定

め
ら
れ
て
い
っ
た
。
地
方
政
府
自
治
体

領
域
策
定
法
（
一
九
九
八
年
）
に
基
づ

き
設
置
さ
れ
た
自
治
体
領
域
策
定
委
員

会
は
、
自
治
体
を
再
編
し
て
、
二
〇
〇

〇
年
に
実
施
さ
れ
た
地
方
選
挙
ま
で

に
、
大
都
市
自
治
体
を
六
、
郡
自
治
体

を
四
六
、
地
方
自
治
体
を
二
三
二
と
し

た
。
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
時
代
の
豊
か
な

白
人
地
区
の
自
治
体
と
貧
し
い
黒
人
地

区
の
自
治
体
を
統
合
し
た
り
、
人
口
や

面
積
な
ど
の
指
標
を
用
い
て
自
治
体
を

再
編
し
た
り
し
た
。

　

再
編
さ
れ
た
新
し
い
地
方
政
府
は
、

地
方
議
会
と
首
長
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
。
地
方
議
会
の
議
員
は
五
年
ご
と
に

実
施
さ
れ
る
地
方
議
会
選
挙
に
よ
っ
て

選
出
さ
れ
、
首
長
は
地
方
議
会
に
お
い

て
地
方
議
会
議
員
の
な
か
か
ら
選
出
さ

れ
、
当
該
地
方
政
府
の
行
政
権
を
執
行

す
る
。
地
方
議
会
の
選
挙
方
法
は
、
地

方
政
府
の
形
態
に
よ
っ
て
異
な
る
。
大

都
市
自
治
体
と
地
方
自
治
体
で
は
、
比

例
代
表
制
と
小
選
挙
区
制
に
よ
っ
て
選

挙
が
実
施
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
約
五
割

の
比
率
に
な
る
よ
う
に
議
員
定
数
が
割

り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
郡
自
治
体
は
、

議
員
の
約
四
割
が
郡
自
治
体
全
域
の
比

例
代
表
制
で
選
出
さ
れ
、
残
る
六
割
の

議
席
は
郡
自
治
体
を
構
成
す
る
そ
れ
ぞ

れ
の
地
方
自
治
体
に
人
口
に
応
じ
て
議

席
が
配
分
さ
れ
、
配
分
さ
れ
た
議
席
は

地
方
自
治
体
議
会
の
議
員
が
郡
自
治
体

議
会
の
議
員
を
兼
務
す
る
こ
と
に
な

る
。

　

二
〇
〇
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
地
方
選

挙
は
、
地
方
政
府
の
制
度
改
革
の
達
成

を
象
徴
し
て
い
る
。
一
九
九
四
年
か
ら

六
年
が
過
ぎ
た
時
点
で
、
地
方
政
府
は

民
主
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
パ
ル
ト

ヘ
イ
ト
体
制
下
で
分
断
さ
れ
、
国
民
を

管
理
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
地
方

政
府
は
、
改
革
さ
れ
、
民
主
的
な
選
挙

と
民
主
的
な
体
制
を
も
つ
地
方
政
府
が

誕
生
し
た
。

●
地
方
政
府
の
効
率
化

　

民
主
化
さ
れ
た
地
方
政
府
に
は
、
効

率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
期
待

さ
れ
て
い
た
。
一
九
九
四
年
以
後
も
国

民
の
間
に
残
る
格
差
は
、
国
民
の
不
満

や
不
平
を
高
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
ス

ト
ラ
イ
キ
や
デ
モ
を
頻
発
さ
せ
て
い

た
。
地
方
政
府
に
は
、
国
民
の
不
満
を

軽
減
す
る
た
め
に
も
、
効
率
的
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
地
方
政

府
に
は
、
水
・
電
気
の
供
給
、
ゴ
ミ
回

収
、
衛
生
・
保
健
事
業
、
道
路
な
ど
の

社
会
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
の
ほ
か
に
、
地

域
の
経
済
・
社
会
基
盤
の
開
発
と
い
う

役
割
も
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

多
様
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
効
率
的
に

提
供
す
る
た
め
、
地
方
政
府
は
さ
ら
に

統
合
さ
れ
、
二
〇
一
一
年
に
地
方
選
挙

が
実
施
さ
れ
た
時
点
で
大
都
市
自
治
体

は
八
、
郡
自
治
体
は
四
四
、
地
方
自
治

体
は
二
二
五
に
ま
で
統
合
さ
れ
た
。
人

材
や
財
源
な
ど
の
不
足
す
る
地
方
政

府
、
特
に
地
方
自
治
体
の
規
模
を
拡
大

す
る
こ
と
で
、
行
政
能
力
の
不
足
分
を

軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の

だ
っ
た
。

　

ま
た
郡
自
治
体
の
権
限
と
機
能
を
強

化
し
て
、
地
方
自
治
体
の
機
能
を
補
完

し
、
管
区
内
の
地
方
自
治
体
と
の
行
政

的
調
整
を
図
る
よ
う
に
さ
せ
た
。
農
村

地
域
の
な
か
で
も
特
に
貧
し
い
地
域
で

は
、
地
方
自
治
体
が
ほ
と
ん
ど
機
能
で

き
な
い
状
況
も
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
郡
自
治
体
を
強
化
す
る
こ
と

で
、
地
方
自
治
体
の
業
務
を
補
完
し
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
お
う
と
し

た
の
だ
。

●
地
方
政
府
と
地
域
共
同
体

　

と
こ
ろ
で
南
ア
フ
リ
カ
の
地
域
共
同

体
は
、
ア
フ
リ
カ
人
の
伝
統
的
支
配
形

態
を
基
に
し
た
も
の
と
、
白
人
が
入
植

す
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
が
混

在
し
て
い
る
。
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
策

は
、
前
者
を
破
壊
し
、
後
者
を
優
遇
し

て
き
た
政
策
で
も
あ
る
。
一
九
九
四
年

の
民
主
化
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
地
域
共

同
体
が
瞬
時
に
し
て
民
主
化
さ
れ
、
二

つ
の
地
域
共
同
体
に
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま

な
格
差
が
霧
消
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え

な
か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
格
差
を
抱
え

た
ま
ま
、
そ
し
て
統
治
シ
ス
テ
ム
に
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
た
ま
ま
、
民
主

化
さ
れ
た
南
ア
フ
リ
カ
で
、
二
つ
の
地

域
共
同
体
が
地
方
政
府
の
統
治
下
に
組

み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

現
在
、
南
ア
フ
リ
カ
で
進
め
ら
れ
て

い
る
地
方
政
府
の
改
革
は
、
こ
の
二
つ

の
地
域
社
会
を
統
合
し
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
効
率
的
に
提
供
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
も
あ
る
。
都
市
部
の
旧
白
人
地
区

と
旧
黒
人
地
区
と
を
統
合
す
る
コ
ス
ト

地方政府の制度改革と その課題  
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は
、
元
々
、
両
地
区
が
同
一
の
経
済
圏

で
あ
り
、
白
人
に
と
っ
て
も
新
し
く
民

主
的
な
政
治
体
制
を
構
築
し
て
い
く
う

え
で
必
要
な
も
の
だ
と
受
け
入
れ
ら
れ

た
。

　

し
か
し
地
方
政
府
の
統
治
能
力
を
強

化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
元
々
は

同
一
の
経
済
圏
で
は
な
い
領
域
を
、
新

た
に
ひ
と
つ
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
と

こ
ろ
は
、
必
ず
し
も
受
け
入
れ
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
地
域
の
人
々
の

経
済
活
動
や
社
会
活
動
の
領
域
を
超
え

た
地
方
自
治
体
と
郡
自
治
体
の
統
合
と

再
編
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
た
め
本
来

の
目
的
と
は
真
逆
な
結
果
を
招
き
、
地

方
政
府
と
地
域
共
同
体
と
の
乖
離
を
生

じ
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
起
こ
っ
た
。

農
村
地
域
、
と
く
に
伝
統
的
支
配
形
態

が
強
く
残
る
地
域
で
は
そ
の
傾
向
が
強

か
っ
た
。
地
方
自
治
体
は
円
滑
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
実
施
す
る
た
め

に
、
地
域
共
同
体
に
依
然
と
し
て
大
き

な
影
響
力
を
保
持
し
て
い
る
伝
統
的
指

導
者
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　

伝
統
的
指
導
者
に
政
治
的
な
権
限
を

付
与
す
る
こ
と
に
は
、
異
論
が
強
い
。

伝
統
的
価
値
に
立
脚
す
る
伝
統
的
指
導

者
を
、
民
主
主
義
的
な
政
治
体
制
の
な

か
で
活
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
矛
盾

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
反

論
を
無
視
し
て
ま
で
、
南
ア
フ
リ
カ
政

府
は
、
伝
統
的
指
導
者
を
地
方
政
府
の

統
治
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
組
み
込
む
こ

と
を
選
択
し
、
伝
統
的
指
導
者
に
地
方

政
府
の
権け

ん

能の
う

の
一
部
を
代
替
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
。

　

現
実
的
に
、
伝
統
的
指
導
者
が
期
待

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
で
き
て
い
る
か
は
疑
問
だ
。
現
時

点
で
は
伝
統
的
指
導
者
の
果
た
し
て
い

る
役
割
は
限
定
的
な
も
の
で
、
む
し
ろ

弊
害
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事
例

も
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

●
中
央
集
権
と
地
方
分
権

　

地
方
政
府
が
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
改
革
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
地
方
政
府
へ
の
権
限
移
譲

（
地
方
分
権
）
が
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

住
民
と
直
に
接
し
、
住
民
の
ニ
ー
ズ
を

最
も
適
切
に
対
応
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
地
方
政
府
を
よ
り
自
律
的
か
つ
効
率

的
に
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
だ
。

　

と
こ
ろ
が
南
ア
フ
リ
カ
の
地
方
政
府

改
革
で
は
、
地
方
政
府
へ
の
権
限
移
譲

は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
地
方
政
府
の

あ
る
職
員
が
「
も
う
す
で
に
地
方
政
府

は
自
立
的
で
独
立
し
て
い
る
」
と
言
う

よ
う
に
、
地
方
政
府
の
現
状
を
是
認
し

て
、
さ
ら
な
る
権
限
移
譲
な
ど
必
要
な

い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

中
央
政
府
の
職
員
は
、
人
材
や
財
源
に

限
界
が
あ
る
地
方
政
府
に
権
限
を
さ
ら

に
委
譲
す
る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い

と
主
張
し
て
い
る
。

　

た
だ
地
方
政
府
が
自
立
し
て
い
る
か

ど
う
か
は
、
南
ア
フ
リ
カ
政
府
の
予
算

配
分
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
。
予
算
は
、

中
央
政
府
に
五
〇
・
四
％
、
州
政
府
に

四
二
・
四
％
、
地
方
政
府
に
七
・
二
％
、

配
分
さ
れ
て
い
る
。
地
方
政
府
の
提
供

す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
多
く
は
、
中
央

政
府
や
州
政
府
の
補
助
金
や
交
付
金
に

依
存
し
、
地
方
政
府
は
決
し
て
中
央
政

府
や
州
政
府
か
ら
自
立
し
て
い
る
と
は

い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

地
方
分
権
を
検
討
せ
ず
、
中
央
集
権

の
政
治
体
制
を
当
然
視
す
る
こ
と
は
、

南
ア
フ
リ
カ
の
政
治
状
況
に
由
来
す

る
。
一
九
一
〇
年
に
南
ア
フ
リ
カ
連
邦

が
成
立
し
た
時
、
二
つ
の
英
国
植
民
地

（
ケ
ー
プ
植
民
地
と
ナ
タ
ー
ル
植
民
地
）

と
二
つ
の
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
ー
（
オ
ラ
ン

ダ
系
白
人
）
の
共
和
国
（
オ
レ
ン
ジ
自

由
国
と
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
共
和
国
）

を
統
一
し
た
た
め
、
中
央
政
府
の
権
限

は
強
化
さ
れ
た
。
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
体

制
下
で
も
、
国
民
を
管
理
す
る
た
め
中

央
政
府
の
権
限
は
強
く
、
地
方
政
府
の

権
限
は
限
定
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い

た
。国
家
統
一
そ
し
て
国
民
の
統
合
は
、

多
民
族
多
人
種
社
会
の
南
ア
フ
リ
カ
に

と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
地
域
の

独
自
性
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
地
方
分

権
は
、
そ
れ
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　

ま
た
南
ア
フ
リ
カ
政
治
で
、
ア
フ
リ

カ
民
族
会
議
（
Ａ
Ｎ
Ｃ
）
が
絶
対
的
な

与
党
と
し
て
存
在
し
て
い
る
状
況
も
大

き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
中

央
政
府
も
州
政
府
（
西
ケ
ー
プ
州
を
除

く
）
も
Ａ
Ｎ
Ｃ
が
与
党
で
あ
り
、
Ａ
Ｎ

Ｃ
の
政
策
方
針
を
実
施
す
る
た
め
に
は

中
央
政
府
お
よ
び
州
政
府
の
権
限
が
強

い
方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

だ
。

　

南
ア
フ
リ
カ
の
地
方
政
府
は
、
地
方

政
府
に
権
限
が
委
譲
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
立
性
と
独
立
性
を
強
化
す
る

こ
と
よ
り
も
、
中
央
政
府
や
州
政
府
の

基
本
方
針
の
下
で
、
効
率
的
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
推
し
進
め
て
い
こ

う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

●
地
方
政
府
の
二
重
構
造

　

地
方
政
府
の
三
つ
の
形
態
の
う
ち
、

大
都
市
自
治
体
だ
け
が
ひ
と
つ
の
自
治

体
と
し
て
長
期
戦
略
を
策
定
し
、
政
策

を
決
定
し
、実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
郡
自
治
体
と
地
方
自
治
体
の
場

合
は
、
両
者
の
間
で
の
調
整
が
必
要
と

な
る
。
多
く
の
地
方
政
府
で
は
Ａ
Ｎ
Ｃ
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が
与
党
で
あ
る
た
め
、
課
題
が
生
じ
た

場
合
、
両
者
の
間
で
の
調
整
は
円
滑
に

行
わ
れ
る
。
し
か
し
時
と
し
て
両
者
が

敵
対
的
と
な
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
と
っ
て
障
害
と
な
る
こ
と
も
あ

る
。
憲
法
規
定
（
第
一
五
五
条
）
で
は
、

大
都
市
自
治
体
と
郡
自
治
体
に
政
策
を

決
定
し
実
行
す
る
権
限
を
認
め
て
い
る

が
、
郡
自
治
体
に
は
自
ら
が
統
治
す
る

領
域
が
な
い
た
め
、
郡
自
治
体
が
長
期

戦
略
や
政
策
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と

き
、
必
ず
地
方
自
治
体
と
協
議
し
、
地

方
自
治
体
と
合
意
し
た
も
の
だ
け
し
か

実
施
で
き
な
い
か
ら
だ
。

　

郡
自
治
体
と
地
方
自
治
体
と
の
関
係

が
良
好
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
郡
自
治
体

と
地
方
自
治
体
の
与
党
が
異
な
る
場

合
、
問
題
が
生
じ
や
す
い
。
ハ
ウ
テ
ン

州
南
部
に
あ
る
セ
デ
ィ
ベ
ン
グ
郡
自
治

体
は
そ
の
一
例
だ
。
セ
デ
ィ
ベ
ン
グ
郡

自
治
体
は
、
南
ア
フ
リ
カ
最
大
都
市
ヨ

ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
か
ら
南
方
約
七
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
に
あ
り
、
エ
ン
フ
レ
ニ
、
レ

セ
デ
ィ
、
ミ
ド
ヴ
ァ
ー
ル
の
三
つ
の
地

方
自
治
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。
セ
デ
ィ
ベ
ン
グ
郡
自
治
体
と
エ
ン

フ
レ
ニ
地
方
自
治
体
、
レ
セ
デ
ィ
地
方

自
治
体
は
Ａ
Ｎ
Ｃ
が
与
党
と
な
っ
て
い

る
が
、
ミ
ド
ヴ
ァ
ー
ル
地
方
自
治
体
は

民
主
同
盟
（
Ｄ
Ａ
）
が
与
党
と
な
っ
て

い
る
。

　

セ
デ
ィ
ベ
ン
グ
郡
自
治
体
が
地
域
全

体
で
の
開
発
戦
略
を
策
定
し
よ
う
と
す

る
時
、ミ
ド
ヴ
ァ
ー
ル
地
方
自
治
体
は
、

郡
自
治
体
を
中
核
に
し
た
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
統
合
と
規
模
の
拡
大
は
、
決
し
て

効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
は
な
ら

ず
、
む
し
ろ
汚
職
を
生
み
出
し
、
縁
故

主
義
を
蔓
延
さ
せ
る
だ
け
だ
と
主
張
し

て
反
対
す
る
こ
と
が
多
い
。
結
果
と
し

て
、
政
治
的
対
立
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

郡
自
治
体
は
、
地
方
自
治
体
と
の
度

重
な
る
協
議
を
避
け
て
迅
速
に
施
策
を

実
行
す
る
た
め
に
も
、
そ
し
て
地
方
自

治
体
と
の
政
治
的
な
対
立
を
避
け
る
た

め
に
も
、
大
都
市
自
治
体
へ
と
格
上
げ

し
た
い
と
考
え
る
。
一
方
、
地
方
自
治

体
は
、
地
域
の
自
立
性
と
独
立
性
を
維

持
す
る
た
め
に
も
、
地
方
自
治
体
の
役

割
を
強
化
し
た
い
と
考
え
る
。
郡
自
治

体
も
地
方
自
治
体
も
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
住
民
に
提
供
す
る
た
め
に
、
自
治
体

間
の
調
整
に
努
力
し
て
い
る
が
、
地
方

政
府
の
二
重
構
造
は
、
中
央
政
府
の
当

初
の
目
的
か
ら
逸
脱
し
、
弊
害
を
強
め

つ
つ
あ
る
。

●
お
わ
り
に

　

南
ア
フ
リ
カ
の
地
方
政
府
は
、
住
民

に
対
し
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
水
、
電
気
、
住
宅
な

ど
の
提
供
は
、不
十
分
で
あ
る
も
の
の
、

住
民
の
ニ
ー
ズ
を
反
映
さ
せ
、
優
先
順

位
を
つ
け
な
が
ら
提
供
す
る
努
力
を
継

続
し
て
い
る
。
エ
ン
フ
レ
ニ
地
方
自
治

体
は
、
予
算
に
限
り
が
あ
る
た
め
住
民

が
要
望
す
る
も
の
す
べ
て
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
住
民
が
最
も

強
く
要
望
す
る
電
気
と
水
を
住
宅
よ
り

も
優
先
し
て
提
供
し
よ
う
と
し
て
い

る
。

　

南
ア
フ
リ
カ
の
民
主
化
は
、
ゼ
ロ
か

ら
の
出
発
で
は
な
く
マ
イ
ナ
ス
か
ら
の

出
発
で
あ
っ
た
。地
方
政
府
の
改
革
は
、

限
ら
れ
た
人
材
と
財
源
と
い
う
制
約
の

な
か
、
民
主
化
後
一
八
年
と
い
う
短
期

間
で
、
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き

る
。

　

し
か
し
未
だ
に
、
南
ア
フ
リ
カ
社
会

に
は
様
々
な
格
差
が
存
在
し
、
地
方
政

府
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対
す
る
不
満

や
不
平
が
高
ま
っ
て
い
る
。
汚
職
や
腐

敗
の
蔓
延
は
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る

と
お
り
。
さ
ら
に
、
当
初
の
意
図
と
は

異
な
る
問
題
も
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
。

国
民
は
、
地
方
政
府
に
対
し
て
よ
り
効

率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
期
待

し
て
い
る
。
さ
ら
な
る
改
革
へ
の
努
力

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
ふ
じ
も
と　

よ
し
ひ
こ
／
広
島
大
学

大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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