
特集／開発の中で「格差」を考える

●
い
か
に
格
差
を
解
消
す
る
か
？

　

│
「
見
え
る
手
」
に
よ
る
再
分
配

い
わ
ゆ
る
「
も
て
る
も
の
」
と
「
も
た
ざ
る
も

の
」
と
の
経
済
的
な
格
差
は
、
古
今
ど
の
よ
う
な

社
会
で
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
格
差
は
経
済

発
展
の
推
進
力
と
も
な
る
一
方
で
、
極
度
な
場
合

は
社
会
の
一
体
感
を
損
な
い
紛
争
の
要
因
と
も
な

り
得
る
た
め
、
格
差
を
い
か
に
飼
い
な
ら
す
か
は

近
代
国
家
運
営
の
中
心
命
題
と
も
な
っ
て
き
た
。

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
神
の
見
え
ざ
る

手
」
を
通
じ
て
は
格
差
の
是
正
が
期
待
で
き
な
い

こ
と
か
ら
、
政
策
と
い
う
「
見
え
る
手
」
を
通
じ

た
再
分
配
の
装
置
と
し
て
政
府
の
役
割
が
期
待
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
政
府
に
よ
る
再
分
配
政
策
は

大
き
く
分
け
て
二
種
類
に
類
型
化
で
き
る
。
①
一

つ
は
、
社
会
的
公
正
の
観
点
か
ら
最
低
生
活
水
準

の
確
保
や
所
得
階
層
間
格
差
の
平
準
化
を
目
的
と

し
た
政
策
で
、
税
制
や
社
会
保
障
と
い
っ
た
広
範

に
裨
益
す
る
公
共
財
的
な
手
段
の
制
度
化
を
伴
う
。

②
も
う
一
つ
は
、
特
定
者
の
私
的
利
益
を
利
す
る

こ
と
の
み
を
目
的
と
し
た
社
会
的
非
効
率
の
高
い

「
ポ
ー
ク
バ
レ
ル
」
と
も
呼
ば
れ
る
政
策
で
、
負

担
し
て
い
る
こ
と
を
負
担
者
に
気
付
か
れ
に
く
い

補
助
金
や
関
税
と
い
っ
た
手
段
が
用
い
ら
れ
る
。

ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
再
分
配
は
「
誰
か
か
ら

誰
か
へ
」
の
資
源
や
機
会
等
の
移
転
を
伴
う
た
め
、

利
害
を
め
ぐ
る
政
治
的
対
立
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。

ペ
ル
ソ
ン
と
タ
ベ
リ
ー
ニ
は
、
上
記
二
種
類
の
政

策
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を
「
一
般
利
益
政
治
」
と

「
特
殊
利
益
政
治
」
と
し
て
整
理
し
て
い
る
（
参

考
文
献
⑧
）。
①
ま
ず
、
広
範
に
裨
益
す
る
公
共

財
的
な
性
質
を
も
つ
再
分
配
政
策
に
お
い
て
は
、

誰
も
が
同
等
の
便
益
を
（
潜
在
的
に
）
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
一
方
で
費
用
は
所
得
に
応
じ
て
負
担

さ
れ
る
た
め
、
低
コ
ス
ト
で
便
益
を
得
ら
れ
る
ゆ

え
に
「
大
き
な
政
府
」
を
指
向
す
る
貧
困
者
と
、

重
い
税
負
担
を
課
せ
ら
れ
る
ゆ
え
に
「
小
さ
な
政

府
」
を
指
向
す
る
富
裕
者
と
の
間
の
、
所
得
階
層

の
違
い
を
軸
と
し
た
負
担
を
め
ぐ
る
政
治
（
一
般

利
益
政
治
）
が
展
開
さ
れ
る
。
②
他
方
で
、
ポ
ー

ク
バ
レ
ル
に
お
い
て
は
、
全
員
に
よ
っ
て
薄
く
広

く
費
用
が
負
担
さ
れ
た
公
的
資
源
か
ら
よ
り
多
く

の
私
的
利
益
を
引
き
出
す
べ
く
、
一
部
特
定
者
に

よ
る
パ
イ
の
奪
い
合
い
の
政
治
（
特
殊
利
益
政

治
）
が
展
開
さ
れ
る
。

再
分
配
の
研
究
は
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
系
譜
に

分
か
れ
て
モ
デ
ル
化
さ
れ
て
き
て
お
り
、
途
上
国

に
お
け
る
分
配
の
実
現
可
能
性
や
成
長
と
の
ト
レ

ー
ド
オ
フ
な
ど
を
論
じ
る
と
き
も
、
両
者
を
区
別

し
て
論
じ
る
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
特
殊
利
益

政
治
は
、
衰
退
産
業
や
地
方
へ
の
再
分
配
を
通
じ

て
結
果
と
し
て
格
差
是
正
に
寄
与
す
る
場
合
も
否

定
で
き
な
い
が
、
社
会
的
弱
者
で
あ
る
貧
困
者
の

グ
ル
ー
プ
が
自
ら
の
利
益
を
主
張
す
る
手
段
を
持

ち
得
な
い
途
上
国
に
お
い
て
は
む
し
ろ
富
裕
層
が

貧
困
層
を
収
奪
す
る
格
差
拡
大
の
装
置
と
な
っ
て

し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。
他
方
、
一
般
利
益
政
治

を
通
じ
て
広
範
に
裨
益
す
る
再
分
配
政
策
の
発
動

は
、
格
差
の
解
消
を
保
証
し
な
い
ま
で
も
縮
小
の

方
向
に
作
用
す
る
と
予
想
で
き
る
た
め
、
一
般
利

益
政
治
の
構
図
に
お
け
る
政
策
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
解
明
す
る
意
義
は
大
き
い
。
格
差
が
あ
る
社
会

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
よ
り
貧
困
者
サ

イ
ド
の
要
望
に
敏
感
に
反
応
し
た
再
分
配
政
策
が

採
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
格
差
改
善
の
努
力

を
行
う
政
府
と
そ
う
で
な
い
政
府
の
違
い
は
ど
こ

か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

●
い
か
に
再
分
配
政
策
が
決
定
さ
れ
る

か
？
│
代
表
な
く
し
て
再
分
配
な

し

格
差
と
再
分
配
に
関
す
る
政
治
経
済
学
の
研
究
動
向

特集／開発の中で「格差」を考える

小
林
誉
明
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特集／開発の中で「格差」を考える

再
分
配
に
限
ら
ず
様
々
な
（
経
済
）
政
策
の
違

い
を
決
定
付
け
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
数
多
く

の
知
見
を
蓄
積
し
て
い
る
学
問
が
、
い
わ
ゆ
る

「
政
治
経
済
学
」
で
あ
る
。
再
分
配
政
策
の
決
定

に
つ
い
て
は
、
①
左
派
政
権
か
ど
う
か
と
い
っ
た

政
権
の
党
派
性
か
ら
マ
ク
ロ
に
説
明
す
る
ア
プ
ロ

ー
チ
に
対
し
て
、
②
個
々
人
の
選
好
情
報
（
イ
ン

プ
ッ
ト
）
を
集
約
し
た
社
会
的
決
定
の
帰
結
（
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
）
と
し
て
再
分
配
政
策
を
ミ
ク
ロ
か

ら
説
明
す
る
有
力
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
個
々

人
の
選
好
を
政
策
決
定
者
に
イ
ン
プ
ッ
ト
す
る
た

め
の
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
参
加
の
手
段
が
選
挙
で

あ
る
が
、
投
票
権
が
社
会
の
構
成
員
に
等
し
く
付

与
さ
れ
、
選
挙
と
い
う
形
で
個
人
の
選
好
を
表
明

す
る
制
度
が
整
っ
て
い
れ
ば
、
政
府
は
こ
れ
ら
の

選
好
を
集
計
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
権
者
が
求
め

て
い
る
社
会
的
意
思
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
「
一
人
一

票
」
の
平
等
な
政
治
的
権
利
に
基
づ
い
て
「
み
ん

な
で
決
め
る
」政
治
体
制
を
「
民
主
的
政
治
体
制
」

と
呼
ぶ
が
、
こ
の
体
制
の
も
と
で
の
政
策
決
定
は
、

一
票
で
も
多
く
の
票
を
集
め
た
政
策
が
採
択
さ
れ

る
と
い
う
「
数
の
論
理
」
が
支
配
す
る
世
界
と
な

る
（
参
考
文
献
⑤
）。

多
く
の
民
主
国
家
で
は
、
有
権
者
が
自
ら
が
望

む
よ
う
な
政
策
を
実
現
し
て
く
れ
そ
う
な
政
治
家

を
選
挙
に
よ
っ
て
代
理
人
と
し
て
選
出
す
る
こ
と

を
通
じ
て
政
策
選
択
を
行
う
「
代
議
制
民
主
主

義
」
を
採
用
し
て
お
り
、
政
府
に
は
自
ら
の
政
策

に
つ
い
て
有
権
者
へ
の
「
説
明
責
任
」（
ア
カ
ウ

ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
）
が
発
生
す
る
。
仮
に
多
数
有

権
者
の
意
思
に
反
す
る
政
策
が
実
行
さ
れ
た
り
望

ま
し
い
政
策
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
有

権
者
は
選
挙
を
通
じ
て
政
権
へ
の
異
議
申
し
立
て

が
で
き
る
た
め
、
選
挙
で
負
け
た
く
な
い
為
政
者

は
多
数
有
権
者
の
意
向
に
背
く
よ
う
な
政
策
を
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
構
造

の
も
と
に
制
度
的
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
構
造
の
も
と
で
、
再
分
配
政
策
は

ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
選
挙

の
争
点
を
富
裕
層
と
貧
困
層
と
の
間
の
負
担
と
受

益
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
（
す
な
わ
ち
一
般
利

益
政
治
）
と
捉
え
た
場
合
、
有
権
者
を
最
貧
困
者

か
ら
最
富
裕
者
ま
で
を
所
得
水
準
に
応
じ
て
一
次

元
に
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
１
）。
経
済

力
を
「
も
て
る
も
の
」
も
「
も
た
ざ
る
も
の
」
も
、

ど
ち
ら
も
「
一
人
一
票
」
の
政
治
的
権
利
を
「
平

等
に
」「
も
て
る
」
と
し
た
ら
、
圧
倒
的
多
数
者

が
貧
困
層
を
占
め
る
途
上
国
に
お
い
て
は
、
有
権

者
の
多
数
は
貧
困
層
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の

た
め
有
権
者
を
所
得
順
に
並
べ
た
ち
ょ
う
ど
真
中

の
有
権
者
（
中
位
投
票
者
）
の
所
得
は
、
平
均
所

得
よ
り
も
低
く
な
る
。
こ
れ
は
、
平
均
所
得
以
下

の
有
権
者
の
数
が
平
均
所
得
以
上
の
有
権
者
の
数

よ
り
多
い
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
民
主
制
度
の
も

と
で
の
決
定
が
数
の
論
理
で
行
わ
れ
る
と
す
る
と
、

富
裕
層
か
ら
貧
困
層
へ
の
再
分
配
政
策
へ
の
投
票

が
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
（
参
考

文
献
⑥
）。
市
場
に
お
け
る
「
弱
者
」
が
、
数
を

武
器
と
し
て
政
治
に
お
け
る
「
強
者
」（
決
定
権

者
）
に
転
換
し
、
貧
困
層
と
富
裕
層
と
の
圧
倒
的

な
経
済
格
差
は
、
一
人
一
票
を
保
障
す
る
民
主
的

な
選
挙
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
す
こ
と
で
政
治

的
な
力
関
係
と
し
て
逆
転
す
る
の
で
あ
る
。
反
対

に
も
し
も
民
主
的
制
度
が
欠
如
し
投
票
権
が
平
等

に
付
与
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
特
定
の
人
々
の
選

好
の
み
が
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
た
め
、
政
治
的
な
格

差
は
経
済
的
な
格
差
の
温
存
に
寄
与
す
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
政
治
体
制
の
選
択
は
分

配
の
あ
り
方
の
選
択
に
直
結
し
て
お
り
、「
代
表

な
く
し
て
再
分
配
な
し
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

政
治
体
制
に
よ
っ
て
再
分
配
が
規
定
さ
れ
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
、
飢
饉
と
い
う
究
極
の
状
況
に
お
い
て

も
当
て
は
ま
る
こ
と
が
、
ド
レ
ー
ズ
と
セ
ン
の
実

証
研
究
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
（
参
考
文
献
⑦
）。

●
い
か
に
再
分
配
政
策
は
歪
め
ら
れ
る

か
？
│
代
表
あ
っ
て
も
再
分
配
な

し一
九
九
○
年
代
以
降
の
民
主
化
の
波
の
中
で
、

開
発
途
上
国
の
多
数
に
お
い
て
複
数
政
党
制
の
採

用
と
普
通
選
挙
が
開
始
さ
れ
、
世
界
中
の
大
半
の

国
が
今
や
民
主
国
家
の
仲
間
入
り
を
し
て
い
る
。

民
主
体
制
と
再
分
配
政
策
の
関
係
を
示
し
た
上
記

理
論
が
正
し
け
れ
ば
、
格
差
の
均
等
化
が
世
界
中

で
進
ん
で
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
し
か
し
、
現

実
に
は
多
く
の
民
主
国
家
は
そ
の
よ
う
な
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
を
必
ず
し
も
示
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は

な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
の
政
策
決
定
過
程
に
介

在
し
て
い
る
様
々
な
「
政
治
制
度
」
が
も
た
ら
す

制
度
的
効
果
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、「
比
較

政
治
学
」
に
お
い
て
膨
大
な
知
見
が
蓄
積
さ
れ
て

い
る
。
再
分
配
政
策
を
歪
め
る
可
能
性
が
示
唆
さ
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れ
る
研
究
に
つ
い
て
、
政
策
決
定
過
程
に
沿
っ
て

整
理
し
て
ゆ
く
（
図
２
）。

①
社
会
・
文
化
的
制
度
と
再
分
配
。
政
治
へ
の

参
加
資
格
が
あ
っ
て
も
、
実
質
的
に
行
使
で
き
な

け
れ
ば
政
策
へ
の
影
響
力
は
持
ち
得
な
い
。
途
上

国
で
は
往
々
に
し
て
、
個
人
が
「
親
分
│

子
分
関

係
」
と
い
っ
た
社
会
的
・
文
化
的
制
度
に
埋
め
込

ま
れ
た
環
境
の
中
で
、
本
当
の
選
好
を
表
明
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
陥
り
や
す
い
。
こ
の
よ

う
な
社
会
に
近
代
国
家
の
要
件
と
し
て
の
民
主
的

制
度
が
導
入
さ
れ
た
と
し
て
も
、
か
え
っ
て
既
存

の
親
分
│

子
分
関
係
に
正
当
性
を
付
与
し
、
公
式

化
・
永
続
化
し
て
し
ま
う
問
題
等
が
、「
ネ
オ
・

パ
ト
リ
モ
ニ
ア
リ
ズ
ム
」
の
研
究
の
中
で
指
摘
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
政
治
学
の
知
見
を
途
上

国
開
発
の
研
究
に
繋
げ
る
た
め
の
取
組
み
が
石
川

に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
（
参
考
文
献
①
）。

②
政
党
制
と
再
分
配
。
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い

て
政
治
へ
参
加
で
き
る
条
件
が
整
っ
た
と
し
て
も
、

意
見
を
表
出
で
き
る
受
け
皿
が
な
け
れ
ば
棄
権
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
再
分
配
政
策
に
関

す
る
そ
の
個
人
の
選
好
に
マ
ッ
チ
し
た
政
党
が
存

在
し
な
け
れ
ば
、
投
票
の
意
味
が
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。「
多
党
制
」
で
あ
れ
ば
選
択
肢
は
政
党
の

数
だ
け
あ
る
が
、「
二
大
政
党
制
」
で
あ
れ
ば
よ

り
多
く
の
票
を
取
り
込
む
必
要
か
ら
中
庸
な
政
策

に
収
斂
し
て
し
ま
う
た
め
、
実
質
的
な
選
択
肢
は

無
き
に
等
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

③
選
挙
制
度
と
再
分
配
。
最
も
望
ま
し
い
政
党

へ
投
票
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
一
票
が
有
効

に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
け
れ
ば
政
策
へ
の
影
響
力
は

持
ち
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
選
挙
制
度
の
あ
り
方

に
よ
っ
て
選
好
の
集
計
結
果
は
大
き
く
異
な
っ
て

く
る
。
選
挙
区
ご
と
の
多
数
派
が
議
席
を
獲
得
す

る
「
多
数
代
表
制
」
の
場
合
は
、
少
数
派
の
票
は

死
票
と
な
る
。
他
方
、
政
党
の
得
票
率
に
比
例
し

て
議
席
を
配
分
す
る
「
比
例
代
表
制
」
の
場
合
は

少
数
政
党
で
あ
っ
て
も
議
席
獲
得
の
余
地
が
残
り
、

死
票
は
少
な
く
な
る
。

④
連
合
形
成
と
再
分
配
。
無
駄
な
く
票
が
集
計

さ
れ
議
席
が
確
定
し
た
と
し
て
も
、
与
党
と
な
ら

な
い
限
り
政
策
へ
の
決
定
力
は
持
ち
得
な
い
。
し

か
し
、
途
上
国
に
お
け
る
多
数
派
で
あ
る
貧
困
層

と
い
わ
れ
る
所
得
階
層
を
形
成
す
る
人
々
の
多
く

は
実
際
に
は
一
枚
岩
で
は
な
く
、
複
数
の
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
や
宗
派
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
等
に
よ
っ
て
分

立
し
て
い
る
。
再
分
配
政
策
の
受
益
者
と
し
て
の

共
通
利
害
の
も
と
に
貧
困
層
が
連
合
を
形
成
す
る

こ
と
で
は
じ
め
て
、
貧
困
層
の
唯
一
の
武
器
と
も

い
え
る
数
の
力
の
恩
恵
を
蒙
れ
る
の
で
あ
る
。

⑤
権
力
分
立
と
再
分
配
。
議
会
に
お
け
る
与
党

が
常
に
政
権
を
担
え
る
と
は
限
ら
な
い
。
議
院
内

閣
制
に
お
い
て
は
与
党
＝
政
府
と
な
る
た
め
、
議

会
に
お
け
る
政
策
の
決
定
が
最
終
決
定
と
な
る
が
、

大
統
領
制
の
場
合
に
は
行
政
権
は
大
統
領
に
帰
属

す
る
い
わ
ゆ
る
「
分
割
政
府
」
の
た
め
、
チ
ェ
ッ

ク
ア
ン
ド
バ
ラ
ン
ス
が
機
能
し
や
す
い
構
造
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
現
状
を
変
更
す
る
た
め

に
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
な
ポ
イ
ン
ト
（
拒
否

点
）
の
数
に
着
目
し
て
政
治
制
度
を
分
析
す
る

「
拒
否
権
ア
プ
ロ
ー
チ
」（
参
考
文
献
⑨
）
は
、

連
邦
制
と
中
央
集
権
制
や
一
院
制
と
二
院
制
の
違

政治力 
（票の数） 

C民族 

平均所得 

支配民族 

課税 

③選挙制度 
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①社会・文化制度 

議会 
④連合形成 分配 

⑤
拒
否
権
プ
レ
ー
ヤ
ー 

中位所得 
（所得水準） 

（所得水準） 

B民族 
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経済力 
（富の量） 

トランスファー 

マジョリティ マイノリティ 

負担 

市場 

受益 

もたざるもの もてるもの 
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図１　代表なくして再分配なし 
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特集／開発の中で「格差」を考える

い
な
ど
も
包
含
的
に
説
明
可
能
で
あ
り
、
福
祉
国

家
の
持
続
性
の
説
明
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
貧
困
者
が
多
数
派
を
占
め
る
途
上
国
に

お
い
て
、
民
主
的
な
決
定
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
再
分
配
政
策
の
理
論
的
モ
デ

ル
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
説
明
し
う
る
様
々
な

政
治
制
度
的
要
因
を
羅
列
し
た
。
様
々
な
政
治
制

度
を
通
過
す
る
過
程
で
、
貧
困
者
の
側
が
本
来
持

ち
う
る
多
数
者
と
し
て
の
政
治
力
が
、
縮
小
転
換

し
て
ゆ
く
可
能
性
を
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
な
お
、
利
益
団
体
に
よ
る
ロ
ビ
ー
イ
ン

グ
と
い
う
非
公
式
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
、
富

裕
層
に
属
す
る
一
部
特
定
者
の
利
益
が
過
大
に
表

出
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
別
途
考
え
ら
れ
る
。

●
経
済
と
政
治
の
相
互
作
用
の
動
学
的

把
握
に
向
け
て

政
治
経
済
学
は
、「
経
済
格
差
は
政
治
格
差
に

規
定
さ
れ
る
」
と
い
う
極
め
て
明
快
な
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
民
主

制
度
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
の
初
期
格
差
持
続
傾

向
、
民
主
制
度
に
よ
っ
て
投
票
権
が
確
保
さ
れ
て

い
る
場
合
の
再
分
配
傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
を
ベ
ン

チ
マ
ー
ク
と
し
て
比
較
政
治
学
の
知
見
を
加
味
す

る
こ
と
で
、「
経
済
格
差
は
政
治
制
度
に
も
規
定

さ
れ
る
」
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
「
静
学
的
」
研
究
は
、
前
者
か
ら

後
者
へ
の
移
行
が
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
可
能
な
の

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。

民
主
化
に
よ
っ
て
富
を
再
分
配
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
が
自
明
な
既
得
権
層
は
当
然
、
民
主
化
を
阻
止

す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
つ
が
、
ボ
イ
シ
ュ
は

不
平
等
の
度
合
が
高
い
社
会
ほ
ど
そ
の
よ
う
な
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
高
く
な
る
た
め
、
民
主
化
が
起

こ
り
づ
ら
く
、
再
分
配
の
リ
ソ
ー
ス
が
不
十
分
な

途
上
国
が
民
主
化
し
て
も
持
続
的
に
な
り
え
な
い

と
い
う
内
生
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
参
考
文
献

④
）。
他
方
で
、
ア
セ
モ
グ
ル
と
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
、

不
平
等
な
社
会
に
お
い
て
は
、
再
分
配
の
手
段
と

し
て
革
命
と
い
う
選
択
肢
を
も
ち
う
る
貧
困
層
に
、

将
来
の
再
分
配
を
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
で
革
命
を

回
避
す
る
た
め
の
戦
略
的
手
段
と
し
て
、
民
主
化

が
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
る
可
能
性
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
（
参
考
文
献
③
）。

こ
の
よ
う
な
再
分
配
へ
の
関
心
は
社
会
科
学
の

古
典
的
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
途
上
国
社
会
へ
の
適

用
、
そ
し
て
政
治
発
展
過
程
お
よ
び
経
済
発
展
過

程
へ
の
適
用
に
関
し
て
は
、
実
は
未
開
の
領
域
が

広
が
っ
て
い
る
。
例
え
ば
中
所
得
段
階
に
お
け
る

相
対
的
貧
困
の
問
題
（
参
考
文
献
②
）
を
、
民
主

化
の
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
経
済
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
の

相
互
作
用
か
ら
「
動
学
的
」
に
整
合
的
な
説
明
が

で
き
て
は
じ
め
て
、
途
上
国
問
題
の
「
比
較
政
治

経
済
学
」
と
も
い
え
る
新
た
な
学
問
領
域
が
固
有

の
意
味
を
持
ち
始
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
、

途
上
国
の
政
治
の
仕
組
み
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス

で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
開
発
の
文
脈
に
お
い
て
は

政
治
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な

か
っ
た
。
今
後
、
新
興
民
主
国
の
民
主
化
が
進
展

し
て
ゆ
く
な
か
で
、
政
治
経
済
学
の
知
見
な
し
に

は
、
途
上
国
の
開
発
は
語
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

政
治
学
者
の
こ
の
分
野
へ
の
参
入
が
待
た
れ
る
。

（
こ 

ば
や
し　

た
か
あ
き
／
国
際
協
力
銀
行
開

発
金
融
研
究
所
）
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