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リ
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し
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ク
ラ
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リ
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研
究
一
般
の
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そ
の
二
―
―
有
権
者
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の
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投
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リ
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比
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の
中
の
選
択
の
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点
を
持
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の
レ
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六　

ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
一
般
に
関
す
る
補
論
―
―
有
権
者
の
態
度
に
関
す
る
（
的
確
な
）
検
証
の
不
十
分
さ
、
再
び

七　

ま
と
め
に
代
え
て
―
―
経
済
投
票
と
し
て
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
？

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
有
権
者
の
態
度
に
関
す
る
研
究
動
向
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
試
み
で
あ
る
。
ま
ず
、
筆
者

に
で
き
る
限
り
で
政
治
学
に
お
け
る
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
を
概
観
し
、
有
権
者
の
選
択
に
焦
点
を
当
て
る
研
究
が
少
な
い
こ

と
も
前
提
と
し
て
、
有
権
者
の
態
度
が
分
析
さ
れ
る
場
合
に
は
代
替
選
択
肢
へ
の
考
慮
を
欠
く
と
い
う
欠
点
を
持
つ
の
が
通
例
で
あ
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る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
以
上
の
レ
ビ
ュ
ー
か
ら
、
発
展
途
上
諸
国
に
お
け
る
有
権
者
の
、
対
貧
困
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
め
た
比
較
の
中

で
の
選
好
を
検
証
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
り
う
る
と
の
議
論
が
導
か
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
研
究
を
中
心
と
し
て
、
比
較
の

中
の
選
択
の
枠
組
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
諸
研
究
を
レ
ビ
ュ
ー
し
、
有
権
者
は
、
収
入
に
よ
っ
て
異
な
る
他
の
経
済
的
要
因
と
の
バ

ラ
ン
ス
に
応
じ
て
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
選
択
す
る
可
能
性
が
高
い
と
の
仮
説
が
説
得
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
研
究
が
提
出
さ

れ
て
き
た
と
、
暫
定
的
に
結
論
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
有
権
者
は
緩
い
形
で
合
理
的
な
選
択
の
中
で
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
接

し
て
い
る
。
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
全
体
に
つ
い
て
の
含
意
と
と
も
に
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
筆
者
が
考
え
る
経
済
投
票

の
一
部
と
し
て
理
解
で
き
る
と
の
含
意
も
提
出
し
て
、
本
稿
は
閉
じ
ら
れ
る
。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
中
心
の
テ
ー
マ
と
す
る
が
、
そ
れ
を
対
貧
困
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
経
済
投

票
と
い
う
二
つ
の
分
野
に
関
連
づ
け
た
考
察
で
も
あ
る
。
中
心
的
な
行
論
は
、
既
存
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
有
権

者
の
態
度
の
分
析
の
弱
点
を
、
再
分
配
政
策
の
諸
タ
イ
プ
の
選
択
を
扱
っ
た
分
析
で
補
え
る
こ
と
を
示
し
て
、
そ
の
研
究
の
進
展
の

重
要
性
を
示
す
こ
と
で
あ
る
が
、
経
済
投
票
研
究
へ
の
含
意
も
重
視
す
る）

1
（

。
三
分
野
は
そ
れ
ぞ
れ
研
究
の
蓄
積
が
厚
い
領
域
で
あ
る

が
、
特
に
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
文
献
の
検
討
に
よ
っ
て
、
そ
の
全
体
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

「
レ
ビ
ュ
ー
の
レ
ビ
ュ
ー
」
の
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
間
違
っ
て
い
な
い
研
究
状
況
の
把
握
を
行
っ
て
い
る
も
の
と

信
じ
た
い
。
そ
の
上
で
、
三
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
議
論
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
仮
説
的
な
示
唆
が
得
ら
れ
た
と

す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
期
待
し
て
い
る
。
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二　

本
稿
の
考
察
の
前
提
と
し
て
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
一
般
の
レ
ビ
ュ
ー
、
そ
の
一 

―
―
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
作
業
仮
説
的
性
格
付
け

　

ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
政
治
的
な
領
域
に
限
っ
て
も
、
そ
の
定
義
も
含
め
て
多
く
の
議
論
・
研
究
が
蓄
積
し
て
き

た
が
、
最
も
重
要
な
発
展
の
一
つ
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
定
義
と
性
格
付
け
の
明
確
化
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、「
非
プ
ロ
ブ

ラ
ム
的
な
分
配
に
よ
る
支
持
獲
得
戦
略
」（
以
下
「
非
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
分
配
政
治
」）
の
中
で
も
、
個
人
に
対
し
、
支
持
や
投
票
を
条
件

に
供
与
を
行
う
と
い
う
特
定
の
性
格
を
持
つ
も
の
の
み
を
―
―
ポ
ー
ク
バ
レ
ル
な
ど
と
区
別
し
て
―
―
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
す

る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る）

2
（

。
疑
い
な
く
、
そ
れ
は
、
多
く
の
と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
の
人
格
的
な
恩
顧
関
係
、
す
な
わ
ち
、
か
な
り

全
面
的
な
関
係
に
基
づ
き
、
高
度
の
非
対
称
性
を
特
徴
と
す
る
も
の
か
ら
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
側
が
選
択
す
る
側
面
が
存
在
す
る
も

の
へ
と
変
化
し
た
（
ま
た
は
、
入
れ
替
わ
っ
た
）
こ
と）

3
（

と
関
連
し
て
い
よ
う
。

　

筆
者
は
、
そ
れ
を
何
と
呼
ぶ
か
は
別
に
し
て
、
非
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
分
配
政
治
の
う
ち
で
、
前
記
し
た
狭
義
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ

ム
と
ほ
か
の
諸
タ
イ
プ
の
力
学
の
違
い
を
説
く
議
論
の
正
し
さ
は
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
他
方
で
、
そ
れ
ら
の
諸
タ
イ
プ

の
ど
こ
ま
で
を
一
緒
に
し
て
独
立
変
数
や
従
属
変
数
に
す
る
か
は
、
そ
こ
で
検
証
さ
れ
る
命
題
に
よ
る
た
め
、
諸
タ
イ
プ
を
ま
と
め

て
扱
う
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
分
析
や
理
論
が
存
在
す
る
こ
と
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
本
稿
に
と
っ
て
意
味
を
持
つ
の
は
、
本
稿
の
関
心

か
ら
は
、
狭
義
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
特
に
取
り
出
す
の
が
重
要
で
あ
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
そ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
現
象
に
つ
い
て
、
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
る
、
選
挙
の
秘
密
性
が
実
効
的
に
な
っ
て
い
る
場

合
に
、
政
治
家
の
側
が
有
権
者
の
投
票
先
を
モ
ニ
タ
ー
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
投
票
を
条
件
と
す
る
は
ず
の
供
与
と
い
う
ク

ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
観
察
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
（
恐
ら
く
、
先
記
の
定
義
か
ら
は
「
本
質
的
」
な
）
パ
ズ
ル
と
し
て
提

示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
（
例
え
ば
、H

ickens and N
athan 2020: esp. 278

））
4
（

、
そ
の
説
明
の
た
め
に
も）

（
（

ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
多
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様
性
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
研
究
動
向
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
側
に
も
選
択
の
要
素
が
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
合
理
的
選
択
の
枠
組
で
の
モ
デ
ル
化
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
寄
与
し
て
い
よ

う
）
（
（

。
こ
の
文
脈
で
特
に
重
視
さ
れ
る
の
は
、
選
挙
に
際
す
る
政
治
家
に
よ
る
便
益
の
提
供
と
投
票
と
の
関
係
で
あ
る
「
単
発
型
」
と
、

よ
り
長
期
的
な
関
係
を
重
視
す
る
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
の
違
い
で
あ
る）

7
（

。

　

同
時
に
、
前
記
の
二
分
で
の
前
者
は
以
下
の
第
一
の
場
合
を
主
に
想
定
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
論
理
的
に
は
別
次
元

の
区
別
と
し
て
、
選
挙
の
場
面
に
限
っ
た
と
し
て
も
、
選
挙
前
に
現
金
な
ど
の
便
益
を
与
え
て
投
票
を
促
す
場
合）

8
（

と
投
票
に
よ
っ
て

当
選
し
た
場
合
の
供
与
の
約
束
で
投
票
を
促
す
場
合
の
違
い
も
重
要
は
は
ず
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
反
ク
ラ
イ
エ
ン
テ

リ
ズ
ム
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
〈
お
金
は
も
ら
っ
て
も
、
そ
の
候
補
に
投
票
す
る
な
〉
で
あ
る
（T

aw
akkal et al. 2017: 318;

増
原　
二

〇
二
二
：
七
八
）
こ
と
も
示
す
よ
う
に
、
前
者
に
お
い
て
は
、
政
治
家
は
制
裁
を
加
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
（
し
か
も
、
懲
罰
の
危

険
も
大
き
か
ろ
う
））

9
（

た
め
、
合
理
的
な
投
票
者
は
供
与
を
受
け
取
っ
た
候
補
に
投
票
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
、
合
理
性
の
観
点
か

ら
も
こ
の
差
異
は
重
要
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

　

以
上
の
多
義
性
か
ら
は
、
本
稿
で
考
察
す
る
対
象
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
性
格
を
作
業
仮
説
的

に
定
め
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
少
な
か
ら
ぬ
研
究
が
長
期
的
な
関
係
が
重
要
で
あ
り
、
選
挙
前
の
供
与
も
そ
の
中
で
理
解

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
議
論
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
統
合
さ
れ
た
理
解
の
一
つ
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
、
以
上
の
多
様
な
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
中
で
、
選
挙
前
の
供
与
が
機
能
し
、
使
わ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
最
も
説
明
が

必
要
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
議
論
が
そ
れ
を
説
明
す
る
。
第
一
に
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
限
ら
な
い
よ
う
な
選
挙
に

お
け
る
有
権
者
の
態
度
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
政
治
家
側
の
期
待
が
説
明
と
な
ろ
う
。
ヤ
ン
グ
（Y

oung 2009: 1 

）
は
、「
投
票
者
は
確

か
に
直
接
の
便
益
を
喜
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
で
、
恐プ

ロ
ー
ジ
ブ
リ
ー

ら
く
そ
れ
を
供
与
し
た
政
治
家
に
負
っ
て
い
る
と
感
じ
、
将

来
の
便
益
を
受
け
取
る
希
望
を
持
っ
て
そ
の
政
治
家
を
支
持
し
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
「
基
本
的
な
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前
提
」
が
「
論
理
的
」
で
あ
る
と
し
て
い
る）

（（
（

。
ク
ラ
モ
ン
の
研
究
（K

ram
on 2018

）
は
、
政
治
家
側
も
含
め
た
そ
の
相
互
作
用
を

明
確
化
し
、
検
証
し
た）

（1
（

も
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
差
異
が
大
き
く
な
い
と
こ
ろ
で
は
候
補
は
皆
が
同
じ
よ
う
な

約
束
を
す
る
た
め
、
自
分
が
選
挙
で
の
勝
利
可
能
性
が
あ
り
、
実
際
に
再
分
配
を
履
行
す
る
と
有
権
者
に
信
じ
さ
せ
る
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
時
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
供
与
が
行
わ
れ
る
と
の
知
見
が
「
情
報
理
論

（inform
ational theory

）」
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ヤ
ン
グ
の
言
う
「
便
益
」
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
も
の
に
限
ら
な

い
こ
と
も
ク
ラ
モ
ン
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
よ
り
重
要
な
こ
と
に
、
ヤ
ン
グ
の
議
論
の
後
半
部
分
、
有
権
者
の
合
理
性
を
よ
り

重
視
し
た
議
論
の
方
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
政
治
家
が
そ
の
よ
う
な
有
権
者
を
想
定
す
れ
ば
、
事
前
供
与
の
ク
ラ
イ

エ
ン
テ
リ
ズ
ム
は
十
分
成
立
し
、
か
つ
、
モ
ニ
タ
ー
可
能
性
が
な
く
て
も
機
能
す
る
（K

ram
on 2018: esp. 183

）。
そ
こ
で
の
有
権

者
や
政
治
家
の
期
待
は
、
も
ち
ろ
ん
期
待
値
の
よ
う
な
厳
格
な
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
に
基
づ
く
よ
う
な

緩
い
形
の
合
理
性
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
前
記
の
パ
ズ
ル
へ
の
最
も
重
要
な
答
は
長
期
的
な
関
係
を
重
視
す
る
こ
と
だ
が
（
東
島
・
鷲
田　
二
〇
二
二
：
七
）、
例
え

ば
、
そ
の
代
表
で
あ
る
（Y
ildirim

 and K
itschelt 2020: 22 

）「
関
係
性
型
（relational

）
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
」
の
議
論）

（1
（

が
、

個
々
の
選
挙
に
注
目
す
る
こ
と
へ
の
批
判
と
と
も
に
提
出
さ
れ
て
い
る
（N

ichter 2018

）
よ
う
に
、
前
記
の
緩
い
形
の
合
理
性
は

長
期
的
な
関
係
の
中
で
（
特
に
）
有
効
に
な
る
と
理
解
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う）

（1
（

。
選
挙
時
の
供
与
や
約
束
が
単
発
的
に
機
能
す
る
こ

と
も
あ
ろ
う
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
は
多
く
の
場
合
、
長
期
的
な
期
待
を
前
提
と
し
た
も
の
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う）

（1
（

。
ク
ラ
モ
ン
の
議
論
は
、
選
挙
の
場
面
で
の
事
前
供
与
を
扱
っ
て
い
る
が
、
関
係
性
型
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
議
論
と
は

審
級
が
異
な
り
、
両
立
す
る
。
ク
ラ
モ
ン
（K

ram
on 2018: 182-83

）
は
、
自
ら
が
明
ら
か
に
し
た
選
挙
前
供
与
の
機
能
は
、
選
挙

期
間
に
限
ら
な
い
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
供
与
や
自
分
達
を
利
す
る
政
策
へ
の
有
権
者
の
期
待
に
よ
る
も
の
で
、
長
期
的
で
拡
散

し
た
（diffuse

）
関
係
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
二
つ
の
重
要
な
議
論
は
統
合
で
き
よ
う
。
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い
ず
れ
の
局
面
に
お
い
て
も
、
有
権
者
の
判
断
基
準
で
は
、
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
供
与
（
の
継
続
）
の
期
待
が
重
要
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
ク
ラ
モ
ン
が
、
明
示
的
に
「
情
報
理
論
」
が
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
有
権
者
を
想
定
す
る
議
論
だ
と
し
て
い
る

（K
ram

on 2018: 14 

）
の
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
長
期
と
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
、
選
挙
前
供
与
と
当
選
後
に
つ
い
て
の
約
束
の
違
い
を

重
視
し
な
い
議
論
で
あ
る
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ル
ー
マ
ニ
ア
を
対
象
と
し
た
、
近
年
の
重
要
な
研
究
の
一
つ
（M

ares and Y
oung 

2019: esp. 21-22

）
は
、
提
供
さ
れ
る
便
益
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
一
部
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
も
含
め
、
不
投
票
の
場
合
の
剝
奪
に

よ
る
「
強
制
」
の
性
格
を
持
つ
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
広
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
脅
し
は
基
本
的
に
（
ま

た
は
、
論
理
的
に
）
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
お
け
る

有
権
者
の
判
断
の
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
性
の
強
さ）

（1
（

を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
を
考
え
る
と
、
有
権
者
側
の
側
面
で
は
、
あ
る
程
度
継
続
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
政
治
家
へ
の
投
票
・
支
持
に
よ
っ
て

有
権
者
が
個
人
的
な
便
益
供
与
を
期
待
す
る
関
係
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
性
格
付
け
る
形
に
、
多
く
の
研
究
の
知
見
や

議
論
を
統
合
で
き
そ
う
で
あ
る
。
投
票
前
の
供
与
に
よ
る
投
票
も
（
そ
れ
が
、
モ
ニ
タ
ー
な
し
に
も
成
立
す
る
こ
と
も
）
そ
の
把
握
に

よ
っ
て
解
釈
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
か
ら
は
、
非
常
に
多
く
の
研
究
を
整
理
し
て
統
一
し
た
議
論
を
提
出
し
て
い
る
ヒ
ッ
ケ
ン

ら
の
書
評
論
文
（H

icken and N
athan 2020

）
も
（
そ
の
結
論
と
は
あ
る
意
味
で
反
し
て
）
示
唆
す
る
よ
う
に
、
そ
の
た
め
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
創
出
な
ど
の
コ
ス
ト
が
小
さ
い
が
、
有
権
者
が
説
得
を
無
視
す
る
可
能
性
が
大
き
い
選
挙
前
供
与
が
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、

非
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
の
境
界
が
曖
昧
で
は
あ
る
も
の
の
、
共
通
の
性
格
を
持
つ
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
い
う
現
象
を
同
定

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
前
記
の
性
格
付
け
が
正
し
け
れ
ば
、
そ
れ
が
、
有
権
者
の
基
本
的
に
は
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な

期
待
―
―
緩
い
形
で
の
合
理
性
に
基
づ
く
―
―
に
よ
る
投
票
行
動
を
決
定
的
な
要
素
と
す
る
現
象
で
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
境
界
の
曖
昧
さ
（
幅
を
広
げ
る
こ
と
）
も
容
認
し
つ
つ
、
政
治
家
の
裁
量
に
よ
る
私
的
財
供
与
や
そ
の
約
束

が
、
供
給
の
継
続
の
期
待
を
伴
っ
て
、
有
権
者
の
投
票
行
動
に
ど
の
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
と
い
う
形
で
、
本
稿
の
テ
ー
マ
の
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考
察
を
行
う
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。

　

前
記
の
よ
う
な
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
性
格
を
前
提
と
す
れ
ば
、
多
く
の
サ
ー
ベ
イ
に
お
い
て
、
選
挙
前
の
供
与
の
有
無
を
尋

ね
る
こ
と
で
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
強
弱
を
測
り
、
少
な
か
ら
ぬ
研
究
も
そ
れ
を
検
証
に
用
い
て
き
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
ク

ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
一
つ
の
要
素
や
局
面
を
検
証
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
る）

（1
（

。
従
来
の
研
究
や
議
論
を
統
合
す
る
こ
と
で
導
か

れ
た
、
先
の
作
業
仮
説
的
な
性
格
付
け
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
検
証
が
重
要
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
を

進
め
る
前
に
、
従
来
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
が
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
欠
点
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

思
わ
れ
、
次
セ
ク
シ
ョ
ン
で
行
い
た
い
。

三　

本
稿
の
考
察
の
前
提
と
し
て
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
一
般
の
レ
ビ
ュ
ー
、
そ
の
二 

―
―
有
権
者
側
の
研
究
の
不
十
分
さ

　

従
来
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
非
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
分
配
政
治
一
般
を
扱
う
エ
ン
ピ
リ
カ
ル

な
研
究
に
も
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
政
治
家
側
の
選
択
が
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
少
し
以
前
の
も
の
で

あ
る
が
、
ヒ
ッ
ケ
ン
に
よ
る
非
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
分
配
政
治
に
関
す
る
体
系
的
な
レ
ビ
ュ
ー
で
、
従
来
の
研
究
に
お
け
る
「
ク
ラ
イ
エ

ン
テ
リ
ズ
ム
」
の
操
作
化
／
プ
ロ
ク
シ
ー
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
（H

icken 2011: 30（

）、
そ
こ
か
ら
も
こ
の
傾
向
が
窺
え
る
。
ま

た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
狭
義
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
研
究
の
中
心
的
な
関
心
が
、

〈
な
ぜ
モ
ニ
タ
ー
で
き
な
い
の
に
成
立
し
う
る
の
か
〉
で
あ
る
こ
と）

（1
（

は
、
政
治
家
側
の
選
択
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
強
さ
（
有

無
）
を
決
め
る
と
の
想
定
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
関
係
の
創
出
と
維

持
に
有
権
者
側
の
選
択
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
も
、
政
治
家
側
の
選
択
を
重
視
す
る
枠
組
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
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と
）
（1
（

は
非
常
に
特
徴
的
に
思
わ
れ
る
。

　

あ
る
時
期
か
ら
仲ブ

ロ
ー
カ
ー

介
者
の
役
割
を
重
視
す
る
議
論
・
モ
デ
ル
が
強
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
研
究
動
向
に
も
こ
の
傾
向
は
共
通
す

る
。
例
え
ば
、
代
表
的
な
研
究
で
あ
ろ
う
ス
ト
ー
ク
ス
ら
（Stokes et al. 2013

）
の
モ
デ
ル
で
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
必

要
で
あ
る
有
権
者
の
情
報
を
得
る
の
に
重
要
で
あ
る
一
方
で
、
信
頼
で
き
な
い
と
い
う
性
格
を
持
つ
仲
介
者
の
利
用
を
政
治
家
が
行

う
か
否
か
の
条
件
が
焦
点
で
あ
り
、
政
治
家
の
選
択
を
決
定
因
と
す
る
モ
デ
ル
化
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
当
該
社
会
に
お
け
る
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
強
弱
を
、
そ
こ
に
お
け
る
政
治
家
側
の
選
択
で
説
明
で
き
る

と
考
え
る
傾
向
が
強
い
。
あ
る
時
期
か
ら
の
強
い
潮
流
で
あ
る
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
合
理
的
選
択
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
扱
う
研

究
に
は
特
に
強
い
が）

11
（

、
そ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、
収
入
が
上
が
る
の
に
応
じ
て
必
要
な
分
配
量
は
大
き
く
な
る
と
し
て
で
は
あ

る
が
、
有
権
者
は
「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
」
な
投
票
（
支
持
）
を
行
う
も
の
で
あ
る
と
の
前
提
が
、
政
治
家
側
に
焦
点
を
当
て

る
こ
と
の
基
盤
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ワ
ン
チ
ェ
コ
ン
（W

antchekon 2003: 399

）
は
、
多
く
の
研
究
が
、
ア
フ
リ
カ
で
は

ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
強
く
体
系
的
に
行
わ
れ
、
ア
フ
リ
カ
の
支
配
者
達
は
そ
れ
に
よ
っ
て
支
配
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
は
、

「
ア
フ
リ
カ
の
投
票
者
達
が
、
常
に
、
公
共
財
や
全
国
民
的
利
益
と
な
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
よ
り
も
私
的
な
供
与
に
ず
っ
と
強
い
選
好

を
有
し
て
い
る
と
の
暗
黙
の
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
シ
ン
（Shin 201（: 131-34

）
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム

（
持
続
）
の
説
明
は
、
貧
し
い
人
々
が
近
視
眼
性
な
ど
の
理
由
で
要
求
す
る
か
ら
と
す
る
デ
ィ
マ
ン
ド
サ
イ
ド
の
も
の
と
、
政
治
家

達
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
し
か
提
供
し
な
い
か
ら
と
す
る
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド
の
も
の
に
分
か
れ
る
と
し
、
多
く
の
研
究
・
議
論
を

レ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
が
、
そ
の
紹
介
は
、
実
際
上
は
、
収
入
が
低
い
人
々
は
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
供
与
を
求
め
る
と
い
う
前

提
に
よ
っ
て
政
治
家
側
に
焦
点
を
当
て
る
研
究
が
多
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
政
治
家
の
選
択
は
も
ち
ろ
ん
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
有
権
者
の
態
度
も
同
様
で
あ
る
は
ず

で
あ
り
、
本
稿
の
関
心
は
そ
こ
に
あ
る
。
こ
こ
ま
で
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
全
体
の
傾
向
を
挙
げ
て
き
た
の
は
、
有
権
者
の
態
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度
・
選
好
を
対
象
と
す
る
研
究
の
多
く
が
、
そ
の
想
定
に
関
し
て
、
政
治
家
側
重
視
を
特
徴
と
す
る
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
一

般
の
傾
向
と
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
セ
ク
シ
ョ
ン
で
明
ら
か
に
す
る
が
、
有
権
者
が
ど
の
程
度
「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム

的
」
か
を
分
析
す
る
研
究
の
多
く
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
よ
る
恩
恵
の
み
を
絶
対
的
な
基
準
と
し
て
、
そ
れ
を
選
ぶ
か
否
か

と
い
う
選
択
を
前
提
と
し
た
検
証
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
政
治
家
側
を
重
視
し
た
議
論
が
持
つ
、
受
け
取
る
者
に
と
っ
て
は
プ

ラ
ス
で
あ
る
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
有
権
者
は
選
択
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
と
同
根
（
少
な
く
と
も
、
相
互
補
完
的
）
で
あ

ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
有
権
者
側
に
焦
点
を
当
て
た
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
も
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
一
般
の
特
徴

で
あ
る
前
提
を
共
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
に
な
る）

1（
（

。

四　

投
票
行
動
規
定
要
因
と
し
て
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー

　

次
に
、
以
上
を
前
提
と
し
て
、
有
権
者
側
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
態
度
を
扱
っ
た
研
究
を
レ
ビ
ュ
ー
し
た
い
。
そ

の
際
に
重
要
な
の
は
、
サ
ー
ベ
イ
に
よ
っ
て
こ
の
テ
ー
マ
を
扱
う
こ
と
の
困
難
で
あ
る
。
サ
ー
ベ
イ
の
回
答
で
自
ら
が
ク
ラ
イ
エ
ン

テ
リ
ズ
ム
的
な
供
与
を
受
け
、
か
つ
／
ま
た
は
、
そ
れ
に
基
づ
く
投
票
を
行
っ
た
と
答
え
る
の
を
控
え
る
社
会
的
望
ま
し
さ
バ
イ
ア

ス
（social desirability bias

）
が
大
き
い
こ
と
が
強
く
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る）

11
（

。
以
下
で
紹
介
す
る
諸
研
究
の
知
見
を
検
討
す
る
際

に
は
、
そ
の
点
に
配
慮
し
た
検
証
で
あ
る
か
否
か
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

前
記
バ
イ
ア
ス
を
、
対
面
の
定
型
的
な
質
問
の
サ
ー
ベ
イ
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
み
で
な
く
、
有
権
者
側
を
扱
っ
た
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
の
中
で
恐
ら
く
最
も
体
系
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
の
は
、
リ
ン

ド
バ
ー
グ
ら
の
研
究
（Lindberg and M

orrison 2008

）
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
な
ど
の
「
代
理
投
票
（proxy 

voting

）」
と
と
も
に
「
評
価
的
（evaluative

）」
で
は
な
い
判
断
基
準
（rationale
）
で
な
さ
れ
る
投
票
行
動
と
し
て
ク
ラ
イ
エ
ン
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テ
リ
ズ
ム
が
取
り
上
げ
ら
れ
る）

11
（

。
同
文
献
は
、
ガ
ー
ナ
の
有
権
者
達
が
決
し
て
「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
」
で
は
な
い
と
し
、

ガ
ー
ナ
を
含
む
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
つ
い
て
、
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
な
方
法
に
基
づ
く
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
や
観
察
に
基
づ

く
記
述
へ
の
大
き
な
リ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
な
る
知
見
を
提
出
し
て
い
る
た
め
、
特
に
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
伴
う
サ
ー
ベ
イ
の
回
答
の
分
析
で
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
分
配
を
理
由
と
し
て
投
票
す
る
と
し
た
回
答
者
は

四
・
二
％
に
過
ぎ
な
い
と
の
結
果
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
分
析
に
は
、
少
な
く
と
も
有
権
者
の
態
度
に
関
す
る
推
論
を
行
う
に
は
、
決
定
的
な
欠
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
用
い
ら
れ
て
い
る
調
査
で
は
、
有
権
者
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
便
益
に
基
づ
い
て
投
票
し
て
い
る
か
が
尋
ね
ら
れ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
政
治
家
側
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
用
い
な
い
た
め
に
そ
れ
が
重
要
で
な
い
場
合
と
区
別
で
き
な
い
。
と

す
れ
ば
、
実
際
に
は
有
権
者
側
の
態
度
・
選
好
を
調
べ
て
い
な
い
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
こ
と
は
リ
ン
ド
バ
ー
グ
ら
の
研

究
自
体
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
二
党
の
勢
力
が
よ
り
拮
抗
し
て
い
る
地
域
で
は
、
ど
ち
ら
か
の
政
党
の
安
定
的
な
基
盤
に
比
べ
て
、

ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
投
票
を
行
っ
て
い
る
と
の
回
答
が
格
段
に
増
え
て
い
る）

11
（

こ
と
で
あ
る）

11
（

。
競
争
的
な
と
こ
ろ
で
は
、

政
治
家
が
よ
り
広
く
、
強
く
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
用
い
て
い
る
結
果
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

　

他
方
で
、
サ
ー
ベ
イ
に
お
け
る
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
質
問
と
し
て
よ
り
一
般
的
な
の
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的

な
恩
恵
を
受
け
取
っ
た
か
、
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な
申
し
出
が
あ
っ
た
か
の
質
問
で
あ
る
。
一
部
の
研
究
は
、
そ
れ
で
有
権
者
の
態

度
を
判
断
し
て
い
る
と
読
め
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ク
ロ
ー
ク
の
研
究
は
、
そ
の
質
問
を
有
権
者
側
の
投
票
も
含
め
た

枠
組
で
用
い
、
そ
こ
か
ら
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
重
要
で
あ
る
と
の
知
見
を
導
い
て
い
る
（Croke 2017: 191-92, 198-99

）。
し

か
し
、
有
権
者
の
選
好
を
測
る
た
め
と
し
て
は
、
こ
の
方
法
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
投
票
行
動
自
体
の
検
証
の
欠
如

に
よ
り
、
そ
の
効
果
を
直
接
に
測
っ
て
は
お
ら
ず
、
リ
ン
ド
バ
ー
グ
ら
の
研
究
と
は
逆
の
側
面
で
の
欠
如
が
あ
る
。

　

片
面
的
な
質
問
で
検
証
す
る
こ
れ
ら
の
研
究
の
視
角
に
は
、
共
通
す
る
欠
点
が
指
摘
で
き
る
。
有
権
者
が
断
っ
た
の
か
申
し
出
が
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な
か
っ
た
の
か
を
区
別
で
き
な
い
第
一
の
タ
イ
プ
の
分
析
は
、
実
は
有
権
者
の
選
択
を
測
っ
て
お
ら
ず
、
逆
説
的
に
も
、
実
際
上
は
、

政
治
家
か
ら
申
し
出
が
あ
れ
ば
供
与
を
受
け
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
投
票
す
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
受
け
取
っ
た
、

或
い
は
、
申
し
出
を
受
け
た
事
実
が
あ
れ
ば
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
す
る
第
二
の
タ
イ
プ
の
分
析
に
も
、
有
権
者
は
ク
ラ

イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
投
票
を
選
択
す
る
は
ず
だ
と
の
前
提
が
あ
る
。
両
者
に
共
通
す
る
、
貧
し
い
人
々
は
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ

ズ
ム
的
な
供
与
は
受
け
入
れ
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
ら
ば
投
票
す
る
と
い
う
前
提
が
、
よ
り
広
い
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
の
特

徴
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
有
権
者
の
態
度
に
つ
い
て
片
面
的
な
特
徴
を
持
つ
検
証
が
行
わ
れ
う
る
の

は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
の
特
徴
の
現
れ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
前
提
は
、
前
記
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
性
格
付
け
が
正
し
け
れ
ば
、〈
自
ら
の
投
票
す
る
候
補
（
の
勝
利
）
に

よ
る
供
与
（
の
継
続
）
の
期
待
に
基
づ
く
緩
い
形
で
の
合
理
的
な
投
票
が
行
わ
れ
る
〉
と
の
ロ
ジ
ッ
ク
ゆ
え
に
問
題
が
な
い
よ
う
に

一
見
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
成
り
立
つ
の
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
供
与
が
有
権
者
に
と
っ
て
効
用
の
最
大
化
で
あ

る
場
合
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
の
合
理
性
を
想
定
し
な
く
て
も
、
前
記
の
前
提
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
供
与
が
有
権
者
に

と
っ
て
（
そ
の
分
の
）
プ
ラ
ス
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
選
択

す
る
こ
と
の
機
会
費
用
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
以
上
紹
介
し
て
き
た
諸
研
究
で
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
何
と
比
較
し
て
選
ば
れ
る
か
の
基
準
が
不
明
確

で
あ
る
。
前
記
の
前
提
は
、
よ
り
正
確
に
は
、
有
権
者
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
受
け
る
か
否
か
は
、
十
分
に
高
効
用
の
供
与
が

な
さ
れ
る
か
否
か
が
決
定
す
る
と
の
命
題
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
よ
る
便
益
を
相
対
的
な
観
点
か
ら
カ
ウ

ン
ト
し
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
代
替
選
択
肢
の
存
在
の
重
視
に
つ
な
が
っ
て
い
る
研
究
は
少
数
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
エ
ン
テ

リ
ズ
ム
を
提
示
し
な
い
候
補
の
勝
利
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
が
分
析
に
含
め
て
ら
れ
て
い
な
い）

11
（

と
い
う
意
味
で
の
〈
比
較
の
欠

如
〉
は
、
重
要
な
欠
点
で
あ
ろ
う）

11
（

。
リ
ン
ド
バ
ー
グ
ら
が
用
い
た
タ
イ
プ
の
質
問
に
よ
る
場
合
は
、
政
治
家
が
実
際
に
は
ク
ラ
イ
エ
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ン
テ
リ
ズ
ム
の
選
択
肢
を
示
し
て
い
な
い
場
合
を
排
除
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
欠
如
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
記
の
前

提
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
比
較
の
欠
如
は
、
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
本
稿
で
参
照
し
て
い
る
著

作
大
の
研
究
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
近
年
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
は
、
量
的
な
部
分
に
関
し
て
、
リ
ス
ト
実

験
や
フ
ィ
ー
ル
ド
実
験
な
ど
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
中
で
投
票
意
志
ま
で
を
含
む
形
で
片
面
性
を
脱
却
し
て
い
る

の
が
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
比
較
の
欠
如
が
指
摘
し
う
る
。

　

こ
う
し
て
、
多
く
の
研
究
で
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
側
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
選
択
し
た
り
、
選
択
し
な
か
っ
た
り
す
る
理
由

が
的
確
に
検
証
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い）

11
（

。
以
上
の
議
論
が
正
し
け
れ
ば
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
有
権
者
の

態
度
の
分
析
で
は
、
前
提
た
る
命
題
の
自
己
充
足
予
言
的
な
検
証
が
行
わ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
は
、
通
例
の
サ
ー
ベ
イ
で
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
便
益
が
提
供
さ
れ
る
場
合
に
、
ほ
か
の
投
票
選
択

理
由
に
比
べ
て
、
有
権
者
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
選
ぶ
傾
向
が
ど
の
程
度
か
を
測
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
こ
と
も
示
さ
れ
て

い
る）

11
（

。
片
面
性
を
脱
す
れ
ば
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
供
与
に
基
づ
く
投
票
行
動
が
な
さ
れ
て
い
る
か
は
検
証
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
状
況
に
よ
っ
て
、
そ
の
選
択
に
よ
っ
て
失
う
も
の
は
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
の
み
で
は
、
当
該
社
会
に
お
け
る
ク
ラ

イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
有
無
や
重
要
性
の
程
度
は
検
証
で
き
て
も
、
有
権
者
が
ど
の
程
度
「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
」
な
の
か
は
検

証
で
き
な
い
。
そ
の
代
替
選
択
肢
、
そ
れ
も
、
同
じ
次
元
／
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
の
代
替
選
択
肢
を
質
問
に
加
え
た
サ
ー
ベ
イ
で
あ
る
必

要
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
質
問
や
質
問
群
の
作
成
は
一
般
に
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
有
権
者
の
高
い
合
理
性
を
想
定
す
る
場
合
に
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
他
の
選
択
肢
と
の
比
較
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

政
治
の
や
り
方
の
マ
ク
ロ
経
済
の
影
響
も
考
慮
に
い
れ
る
必
要
が
あ
る
た
め
（
マ
ク
ロ
経
済
の
状
況
も
、
有
権
者
の
個
人
的
な
経
済
状

態
を
大
き
く
左
右
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
）、
さ
ら
に
決
定
的
に
複
雑
で
あ
り
、
そ
れ
を
サ
ー
ベ
イ
・
デ
ー
タ
で
検
証
す
る
の
は
、

実
験
的
な
も
の
も
含
め
て
、
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
考
察
が
正
し
け
れ
ば
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
全
体
に
つ
い
て
の
選
好
を
検
討
す
る
代
わ
り
に
、
特
定
の
場
面
で
の
分
配

に
限
定
し
た
方
が
有
効
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
貧
困
層
に
と
っ
て
特
に
魅
力
的
な
こ
と
は
広

く
指
摘
さ
れ
て
き
た）

11
（

た
め
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
事
例
と
な
る
領
域
を
選
ぶ
の
が
望
ま
し
い
か
ろ
う
。
そ
の
観
点
か
ら
重
要
な
候

補
と
し
て
、
対
貧
困
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
比
較
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
基
本
的
に
低
所
得
の
人
々
に
限
ら
れ
る
た
め
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
（
潜
在
的
な
）
受
益
者
と
な
り
う
る
人
々
を
研
究
対
象
と
し
て
、
対
貧
困
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
、

ま
た
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
よ
る
分
配
を
行
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
く
も
の
が
提
示
さ
れ
る
場
合
、
人
々

が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
選
好
す
る
の
か
否
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
本
セ
ク
シ
ョ
ン
で
指
摘
し
た
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究

の
欠
点
を
補
う
の
に
最
適
だ
と
考
え
ら
れ
る）

1（
（

。

　

別
の
考
慮
か
ら
も
、
低
所
得
者
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
客
観
的
な
基
準
に
よ
る
対
貧
困
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
め
た
選
択
肢
の
中

で
持
つ
選
好
を
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
有
権
者
の
態
度
を
検
証
す
る
分
析
の
対
象
に
す
る
こ
と
の
有
用
性
を
導
け
る
。

不
思
議
に
リ
ン
ド
バ
ー
グ
ら
の
研
究
に
は
欠
け
て
い
る
が
、
他
の
諸
研
究
で
は
当
然
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
変
数
に
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
へ
の
態
度
の
検
証
で
は
、
所
得
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
必
須
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
所

得
は
そ
れ
以
上
の
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
は
そ
の
考
え
を
採
ら
な
い
が
、
豊
か
に
な
る
と
、
倫
理
的
な
理
由

や
公
正
・
正
義
の
観
点
か
ら
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
分
配
を
受
諾
し
な
く
な
っ
て
い
く
と
の
考
え
も
可
能
で
あ
る
（
例
え
ば
、

W
eitz-Shapiro 2014

）。〈
有
権
者
が
ど
の
程
度
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
か
〉
の
テ
ー
マ
で
は
、
所
得
の
そ
の
よ
う
な
効
果
も
重
要

な
要
素
で
あ
る
が
、
別
次
元
の
現
象
で
あ
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
を
除
い
た
選
好
を
測
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
対

貧
困
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
潜
在
的
に
も
受
け
る
可
能
性
を
考
え
な
い
所
得
の
人
々
に
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
代
替
選
択
肢
の
提
示

が
意
味
が
な
く
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
以
上
か
ら
は
、
同
じ
次
元
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
選
択
肢
の
間
の
比
較
が
で
き
る）

11
（

、
対
貧

困
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
潜
在
的
な
対
象
者
と
な
る
低
収
入
の
人
々
に
限
っ
た
分
析
に
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
そ
れ
ら
の
恩
恵
に
潜
在
的
に
与
る
可
能
性
が
強
い
人
々
に
つ
い
て
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
分

配
と
そ
の
他
の
再
分
配
策
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
を
検
証
し
た
研
究
が
最
適
な
方
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に

は
、
例
え
ば
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
広
く
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
な
対
貧
困
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
比
較
の
困
難
の
問
題
は
解
決
で
き
る
。
客
観
的
な
基
準
に
よ
る
条
件
付
き
現
金
給
付
プ
ロ
グ
ラ
ム

（conditional cash transfer, CCT

）
が
導
入
さ
れ
た
場
合
は
、
通
例
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る）

11
（

。

　

加
え
て
、
第
二
セ
ク
シ
ョ
ン
の
議
論
が
正
し
け
れ
ば
、
そ
の
比
較
を
行
う
際
に
は
、
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
期
待
を
表
す
選
択
肢

の
比
較
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
一
般
を
対
象
と
し
て
も
、
か
つ
て
そ
の
政
治
が
強
か
っ
た
場
所
で
そ
れ
が
衰
退
し
て
い
く
基
盤
に

有
権
者
の
態
度
が
あ
る
場
合）

11
（

、
同
様
に
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
選
択
肢
が
あ
る
中
で
そ
れ
を
選
ぶ
か
否
か
が
、
選
ば
な
く
な
る
条

件
な
ど
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
分
析
で
き
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
終
焉
へ
の
着
目
は
、
変
化
に
関
し

て
で
あ
り
、
移
行
先
が
代
替
選
択
肢
と
な
り
、
横
で
は
な
く
縦
の
形
で
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
そ
れ
以
外
を
選
ば
せ
る
要
因
を

発
見
で
き
る
（
少
な
く
と
も
、
そ
の
要
因
が
抜
け
て
い
る
場
合
に
は
気
付
き
や
す
い
）
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
知
る
限

り
、
そ
の
よ
う
な
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る）

11
（

。

五　

比
較
の
中
の
選
択
の
観
点
を
持
つ
諸
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー

　

前
セ
ク
シ
ョ
ン
後
半
で
行
っ
た
検
証
方
法
に
つ
い
て
の
考
察
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
た
め
に
も
、
例
外
的
に
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ

ム
を
代
替
選
択
肢
と
比
較
し
て
投
票
者
が
選
ぶ
と
い
う
視
角
か
ら
行
わ
れ
た
と
解
釈
で
き
る
研
究
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
は
、
本
稿
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
比
較
の
重
要
さ
を
議
論
し
、
そ
の
よ
う
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
デ
ィ
ア
ス
＝

カ
イ
ェ
ー
ロ
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ス
ら
の
研
究
が
、
比
較
の
中
で
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
選
ぶ
有
権
者
が
多
い
こ
と
を
示
し
た
先
行
研
究
と
し
て
重
視
し
て
い
る

（D
íaz-Cayeros et al. 201（: 19-20

）、
ワ
ン
チ
ェ
コ
ン
の
ベ
ナ
ン
に
つ
い
て
の
研
究
（W

antchekon 2004

）
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
驚

く
べ
き
こ
と
に
思
わ
れ
る
が
、
政
治
家
達
自
身
の
協
力
を
得
て
、「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
」
的
な
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
な
さ
れ

た
村
落
、「
公
共
政
策
」
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
行
わ
れ
た
村
落
、
さ
ら
に
統
制
群
と
し
て
ど
ち
ら
も
な
さ
れ
た
村
落
を
作
り
、
選
挙

後
に
投
票
行
動
に
つ
い
て
な
ど
を
尋
ね
る
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
実
験
の
方
法
を
採
り）

11
（

、
平
均
や
プ
ロ
ビ
ッ
ト
分
析
な
ど
に
共
通
し
て
、

「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
」
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
双
方
（
統
制
群
）、
公
共
政
策
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
順
に
、
人
々
の
投
票
へ
の
影
響
が

強
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
」
の
効
果
は
現
職
と
地
域
候
補
の
方
が
強
い
こ
と
も
明
ら

か
に
さ
れ
る）

11
（

。

　

し
か
し
、
こ
の
研
究
は
、「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
」
と
対
貧
困
策
で
は
な
い
公
共
政
策
一
般
を
比
較
し
て
お
り
、
前
セ
ク
シ
ョ

ン
の
議
論
が
正
し
け
れ
ば
、
そ
こ
で
の
比
較
は
、
的
確
な
代
替
選
択
肢
間
の
比
較
で
は
な
い
こ
と
に
な
る）

11
（

。

　

ま
た
、
同
論
文
で
言
わ
れ
る
「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
」
は
、「
例
え
ば
、
政
府
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
職
や
、
新
し
い
地
元
の
大
学

の
設
立
、
地
元
の
漁
師
や
綿
生
産
者
へ
の
金
融
的
支
援
提
供
な
ど
の
ロ
ー
カ
ル
な
公
共
財
の
よ
う
な
、
村
へ
の
特
定
の
約
束
」

（W
atchekon 2003: 409

）
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
内
容
が
示
す
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
ポ
ー
ク
バ
レ
ル
で
あ
る
も
の
が
主
に

な
っ
て
い
る
。
ヤ
ン
グ
（Y

oung 2009: 3 

）
は
そ
れ
を
、
全
国
レ
ベ
ル
で
の
公
共
政
策
が
弱
い
状
況
で
自
ら
の
地
域
や
村
に
「
ロ
ー

カ
ル
な
公
共
財
の
供
給
」
を
希
望
し
て
い
る
も
も
の
だ
と
し
、「
公
共
財
」
と
「
私
的
財
」
の
選
好
の
違
い
が
重
要
で
、
後
者
を
ク

ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
す
る
立
場
か
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
な
政
策
の
選
好
に
近
い
も
の
だ
と
示
唆
し
て
い
る
。

　

ヤ
ン
グ
の
批
判
は
、
非
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
分
配
政
治
一
般
へ
の
有
権
者
の
態
度
の
分
析
は
重
要
で
あ
る
が
、
狭
義
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ

リ
ズ
ム
へ
の
態
度
の
分
析
と
は
別
の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
の
多
く
が
そ
の
差
異
を
強

調
す
る
理
由
は
、
合
理
性
の
観
点
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
合
理
的
選
択
の
枠
組
で
は
、
地
域
限
定
で
は
あ
る
が
公
共
財
で
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あ
る
ポ
ー
ク
が
供
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
投
票
す
る
必
要
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
合
理
性
の
前
提
を
採
ら
な
い
と

し
て
も
、
先
に
作
業
仮
説
的
に
設
定
し
た
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
前
提
と
し
て
、
公
共
財
の
選
択
が

提
供
す
る
個
人
へ
の
効
用
と
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
供
与
の
効
用
の
和
を
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
的
に
最
大
に
す
る
よ
う
な
選

択
を
有
権
者
が
す
る
か
ど
う
か
は
、
投
票
者
の
投
票
基
準
を
考
え
る
上
で
決
定
的
に
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ワ
ン

チ
ェ
コ
ン
の
研
究
が
そ
の
課
題
に
は
答
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　

そ
れ
を
批
判
す
る
ヤ
ン
グ
の
研
究
は
、
彼
の
関
心
が
公
共
財
供
給
と
私
的
財
供
給
の
比
較
に
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
見
こ
れ
ら

の
二
点
、
そ
し
て
、
前
記
の
片
面
性
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ケ
ニ
ア
と
ザ
ン
ビ
ア
に
つ
い
て
、
ア
フ
ロ

バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
サ
ー
ベ
イ
の
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
、
供
与
の
申
し
出
を
受
け
た
か
の
質
問
へ
の
答
を
独
立
変
数
に
、
候
補
へ
の
投
票

を
従
属
変
数
に
し
て
、
投
票
を
伴
う
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
有
権
者
が
選
択
す
る
か
を
検
証
し
て
お
り
、
片
面
性
の
回
避
は
明
ら

か
で
あ
る
。
か
つ
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
供
与
と
公
共
財
の
供
給
を
と
も
に
独
立
変
数
に
含
め
た
重
回
帰
分
析
を
行
い
、
同
じ

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
異
な
る
選
択
肢
間
の
比
較
を
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
分
析
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
両
国
の
有
権
者
の
投
票
選

択
に
お
い
て
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
効
果
を
否
定
し
、
公
共
財
提
供
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
非
片
面
性
と
比
較
と
い
う
大
き
な
利
点
を
持
つ
分
析
は
、
か
な
り
無
理
が
あ
る
形
で
し
か
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。
選
挙

区
ご
と
の
集
合
レ
ベ
ル
の
分
析
で
あ
り
、
従
属
変
数
は
現
職
の
得
票
の
前
選
挙
か
ら
の
増
減）

1（
（

で
あ
り
、
独
立
変
数
と
し
て
、
ク
ラ
イ

エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
は
。
政
治
家
か
ら
供
与
の
申
し
出
が
あ
っ
た
回
数）

11
（

を
得
点
化
し
た
も
の
、
公
共
財
に
つ
い
て
は
、
政
治
家

が
選
挙
区
を
訪
問
し
た
と
回
答
者
が
認
識
し
て
い
る
回
数
を
得
点
化
し
た
も
の
を
選
挙
区
ご
と
に
平
均
し
た
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
集
合
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ
と
は
問
題
に
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
変
数
の
欠
点
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う）

11
（

。
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ

ム
に
関
す
る
変
数
が
〈
政
治
家
に
よ
る
申
し
出
〉
を
そ
の
受
領
な
ど
と
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
研
究
と
問
題
性
を
共
有
し

て
い
る）

11
（

。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
政
治
家
の
選
挙
区
訪
問
を
ロ
ー
カ
ル
公
共
財
供
与
の
約
束
の
プ
ロ
ク
シ
ー
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
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る
。
加
え
て
、
ヤ
ン
グ
の
研
究
の
代
替
選
択
肢
と
の
比
較
は
、
ロ
ー
カ
ル
公
共
財
に
限
っ
て
い
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
。
以
上
列

挙
し
た
よ
う
な
性
格
を
持
っ
た
分
析
は
、
代
替
選
択
肢
と
の
比
較
の
中
で
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
へ
の
選
好
に
関
し
て
の
も
の
と

は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
以
上
の
原
理
的
に
非
常
に
重
要
な
問
題
に
も
増
し
て
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
重
要
性
を
否

定
す
る
と
い
う
同
論
文
の
モ
チ
ー
フ
（
本
稿
の
関
心
事
で
も
あ
る
）
を
示
す
分
析
結
果
の
信
頼
度
が
低
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
最
大

の
理
由
は
、
単
純
に
、
サ
ー
ベ
イ
が
持
つ
社
会
的
望
ま
し
さ
バ
イ
ア
ス
を
カ
バ
ー
す
る
工
夫
を
全
く
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
関
す
る
シ
ン
の
研
究
（Shin 201（

）
は
、
工
夫
さ
れ
た
比
較
の
方
法
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
代

替
選
択
肢
と
の
選
択
を
回
答
者
に
尋
ね
る
サ
ー
ベ
イ
を
行
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
供
与
で
あ
る
二
項
目

と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
政
策
で
あ
る
三
項
目
を
、
投
票
を
決
め
る
際
に
重
要
で
あ
る
順
に
並
べ
さ
せ
、
一
位
の
五
点
か
ら
五
位
の
一
点

ま
で
の
換
算
を
行
い
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
二
項
目
の
点
数
を
足
し
た
も
の
で
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
供
与
が
投
票
行

動
を
規
定
し
て
い
る
レ
ベ
ル
を
測
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
有
権
者
は
強
く
「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ

リ
ズ
ム
的
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
政
策
の
三
項
目
が
低
所
得
者
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
欠
点

は
あ
る
が
、
比
較
の
中
で
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
選
択
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
を
示
し
た
研
究
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
厳
格
な
比
較
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
デ
ィ
ア
ス
＝

カ
イ
ェ
ー
ロ
ス
ら
の
研
究
（D

íaz-Cayeros et al. 201（: esp. 

1（8-72, 180-81

）
で
あ
る
。
筆
者
が
知
る
限
り
例
外
的
に
、
前
セ
ク
シ
ョ
ン
で
述
べ
た
観
点
か
ら
は
必
要
で
あ
る
形
の
比
較
を
行
っ

た
研
究
で
あ
ろ
う
。
メ
キ
シ
コ
に
つ
い
て
、
貧
困
者
向
け
の
社
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
供
給
さ
れ
る
便
益
が
公
共
財
か
私
的
財
か
、
供

給
が
政
治
家
の
裁
量
に
よ
る
か
否
か
で
分
類
し
て
―
―
裁
量
に
よ
る
私
的
財
の
供
与
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
で
あ
る
―
―
、
比
較

は
時
期
が
異
な
る
も
の
を
含
む
が
、
そ
の
投
票
行
動
へ
の
効
果
が
計
量
分
析
の
厳
格
な
手
法
を
用
い
て）

11
（

比
較
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

本
稿
で
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
性
格
付
け
が
正
し
け
れ
ば
、
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
政
策
（
へ
の
効
果
）
の
期
待
が
比
較
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
本
研
究
は
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
効
果
を
比
較
し
た
も
の
で
は
あ
る
が）

11
（

、
政
策
な
ど
の
継
続
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の
期
待
を
測
っ
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
点
で
の
問
題
性
は
小
さ
い
で
あ
ろ
う
。

　

明
ら
か
に
最
も
効
果
的
な
の
は
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
の
結
果
が
得
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
検
証
さ
れ
て
い
る
の
は
、
政

党
／
政
権
が
費
や
す
資
金
と
の
比
で
の
効
果
で
あ
る）

11
（

。
公
共
財
供
給
の
便
益
は
、
同
額
の
資
金
を
受
給
者
の
み
に
分
配
し
た
便
益
よ

り
も
小
さ
い
は
ず
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
こ
の
分
析
結
果
を
、〈
有
権
者
が
よ
り
自
分
の
便
益
に
な
る
（
と
認
識
し
た
）
も
の
を
選
ん

で
い
る
〉
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
裁
量
に
よ
ら
な
い
私
的
財
の
供
給
で
あ
る

Ｃ
Ｃ
Ｔ
と
公
共
財
の
供
給
の
比
較
で
は
前
者
の
効
果
が
高
い
こ
と
も
、
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
有
権
者
の
側
の
便
益

の
大
き
さ
が
決
定
す
る
の
か
否
か
を
直
接
に
検
証
す
る
に
は
、
政
権
政
党
に
と
っ
て
の
効
果
の
比
較
で
採
ら
れ
て
い
る
基
準
に
よ
る

の
と
は
異
な
っ
た
枠
組
で
の
比
較
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
比
較
の
重
視
が
重
要
な
知
見
を
も
た
ら
す
こ
と
を
示
し
た
研
究
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

な
お
、
対
貧
困
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自
体
が
非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
重
要
な
研
究
対
象
で
あ
る
Ｃ

Ｃ
Ｔ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
投
票
行
動
へ
の
影
響
の
み
に
限
っ
て
も
多
く
の
研
究
が
蓄
積
し
て
き
た）

11
（

。
し
か
し
、
デ
ィ
ア
ス
＝

カ

イ
ェ
ー
ロ
ス
ら
（D

íaz-Cayeros et al. 201（: 1（9
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
Ｃ
Ｃ
Ｔ
受
給
者
の
投
票
行
動
を
そ
う
で

な
い
人
々
と
比
較
す
る
の
み
で
あ
り
、
前
セ
ク
シ
ョ
ン
で
述
べ
た
比
較
を
欠
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
紹
介
・
検
討
す
る

研
究
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
と
し
て
も
、
Ｃ
Ｃ
Ｔ
の
投
票
行
動
へ
の
影
響
の
分
析
と
し
て
も
、
同
じ
理
由
で
重
要
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
う
し
て
、
比
較
的
妥
当
な
比
較
の
枠
組
の
中
で
行
わ
れ
た
二
つ
の
研
究
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
経
済
的
便
益
増
大
の
手

段
と
し
て
よ
り
望
ま
し
い
場
合
に
選
択
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
こ
で
の
「
合
理
性
」
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム

的
供
与
に
つ
い
て
も
、
他
の
選
択
肢
の
結
果
に
つ
い
て
も
、
緩
い
方
法
で
行
わ
れ
る
期
待
値
の
判
断
で
行
わ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
本
稿
の
行
論
が
正
し
け
れ
ば
、
貧
困
層
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
な
対
貧
困
策
と
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
の

選
択
に
つ
い
て
の
検
証
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
一
般
の
性
格
に
つ
い
て
重
要
な
エ
ビ
デ
ン
ス
と
な
り
う
る
が
、
と
す
れ
ば
、
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人
々
は
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
へ
の
選
好
が
相
対
的
に
高
い
こ
と
に
な
る
。

　

付
言
す
れ
ば
、
収
入
が
高
い
場
合
に
そ
れ
が
顕
在
化
し
な
い
の
は
、
収
入
の
高
さ
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
供
与
が
ほ
か
の

経
済
的
効
用
の
要
因
に
比
べ
て
持
つ
規
定
力
を
弱
め
る
た
め
と
考
え
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
低
収
入
で
な
い
場
合
に
関
し
て
、

そ
れ
を
部
分
的
に
示
し
た
諸
研
究
も
存
在
す
る
。
ど
ち
ら
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
関
す
る
、
タ
ワ
ッ
カ
イ
達
の
研
究
（T

aw
akkal et 

al. 2017

）
と
増
原
（
二
〇
二
二
）
の
研
究
は
と
も
に
、
高
収
入
で
も
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
供
与
を
受
け
取
る
人
々
が
少
な
か

ら
ず
存
在
す
る
こ
と
、
収
入
は
そ
の
態
度
と
相
関
し
な
い
こ
と）

11
（

、
一
般
論
と
し
て
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
と
そ
の
供
与

を
自
ら
が
受
け
取
る
こ
と
が
共
存
し
て
い
る
場
合
が
か
な
り
あ
り
、
両
者
が
あ
る
程
度
独
立
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）

1（
（

。

　

レ
バ
ノ
ン
を
対
象
と
し
た
研
究
（Corstange 2019

）
も
そ
の
点
を
示
唆
し
て
い
る
。
同
論
文
は
、
よ
り
競
争
的
な
地
区
で
は
、

貧
困
が
〈
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
供
与
が
投
票
を
左
右
し
た
〉
と
の
回
答
に
持
つ
説
明
力
が
失
わ
れ
る
の
は
、
よ
り
競
争
的
な

選
挙
区
で
は
、
政
党
は
自
分
の
強
固
な
基
盤
で
あ
る
地
区
よ
り
も
高
価
な
分
配
を
行
っ
た
結
果
で
あ
る
と
推
論
し
て
い
る
。
そ
の
推

論
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
の
結
果
は
、
投
票
者
は
自
分
の
所
得
に
応
じ
た
分
配
が
あ
れ
ば
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
応
じ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
後
の
第
七
セ
ク
シ
ョ
ン
で
述
べ
る
〈
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
経
済
投
票
の
ロ
ジ
ッ
ク
〉
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

高
収
入
の
場
合
に
は
高
価
値
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
供
与
が
必
要
と
な
る
（
政
治
家
に
と
っ
て
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が

高
価
に
な
る
）
と
い
う
議
論
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
供
与
の
も
た
ら
す
効
用
が
小
さ
く
な
る
と
い
う
比
較
対
象
を
特
定
し
な

い
単
体
的
な
ロ
ジ
ッ
ク）

11
（

で
は
な
く
、
代
替
選
択
肢
と
の
比
較
を
重
視
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
へ
と
修
正
す
る
こ
と
で
、
よ
り
妥
当
で
、
理
解

し
や
す
い
も
の
と
な
ろ
う
。
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六　

ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
一
般
に
関
す
る
補
論
―
―
有
権
者
の
態
度
に
関
す
る
（
的
確
な
）
検

証
の
不
十
分
さ
、
再
び

　

第
三
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
本
稿
で
扱
う
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
の
下
位
領
域
が
持
つ
特
徴
の
理
解
に
役
立
つ
た
め
、
ク

ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
有
権
者
側
へ
の
関
心
の
低
さ
を
指
摘
し
た
が
、
前
の
二
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
少
数
存
在
す
る
研

究
を
検
討
し
た
あ
と
、
再
び
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
一
般
を
考
察
対
象
と
し
て
、
以
上
で
紹
介
し
た
研
究
状
況
が
持
つ
意
味
を

補
論
的
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
稿
に
そ
れ
を
含
め
る
の
は
、
本
稿
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
論
と
言
う
べ
き
、
特
定
の
性
格
を
持
っ
た
研

究
の
蓄
積
の
必
要
が
持
つ
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

先
に
、
既
存
研
究
の
多
く
が
政
治
家
側
に
焦
点
を
置
く
時
の
〈
有
権
者
は
、
収
入
に
応
じ
て
で
は
あ
る
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ

ム
的
な
申
し
出
に
は
応
じ
る
は
ず
で
あ
る
〉
と
の
前
提
を
紹
介
し
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
自
明
で
は
な
い
。
多
く
の
ク

ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
が
提
出
し
て
き
た
、
そ
の
前
提
に
基
づ
く
モ
デ
ル
や
エ
ン
ピ
リ
カ
ル
な
研
究
は
、
前
提
が
誤
っ
て
い
れ
ば

成
り
立
た
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
た
め）

11
（

、
有
権
者
側
の
態
度
・
選
択
の
検
証
は
非
常
に
重
要
な
は
ず
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
・
四
セ
ク
シ
ョ
ン
で
述
べ
た
こ
と
が
正
し
け
れ
ば
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
の
小
さ
か
ら
ぬ
部
分

は
、
有
権
者
が
「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
」
で
あ
る
こ
と
を
与
件
と
し
て
政
治
家
の
選
択
の
み
を
重
視
す
る
か
、
不
適
切
な
分
析

に
よ
っ
て
有
権
者
が
「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
」
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
か
、
ま
た
は
、
比
較
の
欠
如
に
よ
り
、
実
際
上
は
、

有
権
者
が
選
ぶ
こ
と
を
当
然
視
す
る
よ
う
な
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
供
与
の
理
解
に
基
づ
く
有
権
者
の
態
度
の
検
証
を
行
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
傾
向
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
が
有
権
者
側
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

よ
う
。

　

こ
う
し
て
、
有
権
者
側
の
選
択
の
検
証
の
不
足
は
、
そ
れ
自
体
が
重
要
な
欠
如
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の



21

投票選択肢としてのクライエンテリズム

性
格
や
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
大
き
な
欠
落
で
あ
り
、
そ
う
し
た
検
証
を
重
視
し
な
い
傾
向
が
強
い
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研

究
は
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
享
受
を
受
け
る
側
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
関

係
の
創
出
や
維
持
に
重
要
で
あ
る
と
す
る
研
究
が
増
え
て
い
る
と
さ
れ
る
が）

11
（

、
有
権
者
側
の
選
択
の
重
要
性
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

以
上
か
ら
は
、
第
三
セ
ク
シ
ョ
ン
の
末
尾
で
述
べ
た
よ
う
な
適
切
な
比
較
の
中
で
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
投
票
行
動
へ
の
効

果
の
検
証
を
行
う
研
究
が
広
く
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
一
般
に
と
っ
て
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
そ
し
て
、
例
外
的
な
研
究
を
本
稿
な
り
に
位
置
づ
け
た
結
果
は
、
多
く
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
や
そ
の
モ
デ
ル
の
前

提
を
妥
当
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
さ
ら
な
る
多
く
の
研
究
で
検
証
さ
れ
る
べ
き
ほ
ど
重
要
な
現
象
で
あ
り
、

前
提
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

七　

ま
と
め
に
代
え
て
―
―
経
済
投
票
と
し
て
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
？

　

最
後
に
、
本
稿
の
考
察
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
含
意
を
述
べ
る
こ
と
で
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
。
以
上
の
考
察
が
正
し
け
れ
ば
、
ク

ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
投
票
行
動
に
関
す
る
既
存
の
研
究
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
供
与
が
、
ほ
か
の
投
票
選
択
肢
の

結
果
期
待
さ
れ
る
も
の
に
比
べ
て
、
個
人
の
経
済
状
況
（
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
）
の
改
善
に
よ
り
大
き
く
寄
与
す
る
と
判
断
さ
れ
る
場

合
に
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
よ
る
投
票
が
選
択
さ
れ
る
と
の
仮
説
と
親
和
的
で
あ
る
。
筆
者
は
、
経
済
投
票
の
分
野
の
既
存
研

究
の
レ
ビ
ュ
ー
か
ら
、
従
来
広
く
「
経
済
投
票
」
の
名
で
観
察
・
分
析
さ
れ
て
き
た
〈
マ
ク
ロ
経
済
状
況
が
選
挙
に
及
ぼ
す
影
響
〉

が
、
個
人
的
経
済
状
況
を
重
視
し
て
有
権
者
が
行
う
選
択
に
大
き
く
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
、
そ
う
と
す
れ
ば
マ
ク

ロ
経
済
状
況
の
影
響
以
外
で
個
人
の
経
済
状
況
を
改
善
す
る
諸
要
素
と
組
み
合
わ
せ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
の
考
察
を
導

い
た
こ
と
が
あ
る
（Izuoka 2022a; 2022b

）。
そ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
投
票
行
動
に
お
い
て
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
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よ
う
な
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
の
一
部
と
し
て
機
能
・
作
動
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

す
な
わ
ち
、
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
に
基
づ
く
投
票
を
経
済
投
票
に
含
め
る
な
ら
ば
（
経
済
投
票
は
そ
う
い
う
投
票
で
あ
る
と
考
え
る
な

ら
ば
、
さ
ら
に
）、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
よ
る
投
票
を
経
済
投
票
の
枠
組
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
こ
と
を
、
ク
ラ
イ
エ

ン
テ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
動
向
は
示
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
経
済
投
票
」
の
用
語
法
に
は
異
論
も
強
か
ろ
う）

11
（

。

し
か
し
、
マ
ク
ロ
経
済
状
況
の
認
識
に
基
づ
く
投
票
の
み
を
経
済
投
票
と
し
、
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
に
基
づ
く
投
票
は
、
そ
う
定
義
さ

れ
る
投
票
の
媒
介
に
な
る
も
の
と
し
て
の
み
取
り
上
げ
、
マ
ク
ロ
経
済
と
投
票
行
動
を
結
ぶ
ミ
ク
ロ
的
な
媒
介
の
部
分
の
み
が
分
析

に
加
え
ら
れ
る
と
い
う
概
念
化
は
、
極
め
て
人
工
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ク
ロ
経
済
の
選
挙
へ
の
影
響
が
、
ほ
か
の
要
因

も
含
む
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
、
用
語
的
に
は
経
済
投
票
の
語
は
ミ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
を
示
す
の
に

ふ
さ
わ
し
い
こ
と
か
ら
は
、
本
稿
の
よ
う
な
観
念
化
と
用
語
法
が
正
当
化
さ
れ
よ
う
。

　

同
時
に
、
以
上
の
考
察
が
正
し
け
れ
ば
、
経
済
投
票
と
さ
れ
て
き
た
も
の
（
マ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
の
用
語
法
で
、
マ
ク
ロ
経
済
が
選
挙

結
果
を
左
右
す
る
と
い
う
意
味
で
も
、
本
稿
の
よ
う
に
ミ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
で
経
済
状
況
の
認
識
が
投
票
を
導
く
と
い
う
意
味
で
も）

11
（

）
が
、
ポ

ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
に
基
づ
く
性
格
が
強
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
で
指
摘
し
た
ク
ラ
イ
エ
ン

テ
リ
ズ
ム
の
投
票
行
動
へ
の
効
果
は
、
経
済
投
票
が
、
少
な
く
と
も
か
な
り
の
程
度
、
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
に
基
づ
く
こ
と
の
傍
証
と

も
な
り
う
る
。

　

な
お
、
こ
れ
は
以
上
の
議
論
よ
り
も
さ
ら
に
試
論
的
な
考
察
だ
が
、
本
稿
で
紹
介
し
た
諸
研
究
が
検
証
し
た
も
の
が
、
先
に
作
業

仮
説
的
に
示
し
た
性
格
を
持
つ
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
そ
の
一
部

と
す
る
よ
う
な
経
済
投
票
が
、
基
本
的
に
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
の
議
論
の
可

能
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。

　

こ
う
し
て
、
本
稿
の
仮
説
的
結
論
で
あ
る
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
性
格
、
お
よ
び
、
有
権
者
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
選
好
は
、
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ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
で
規
定
さ
れ
る
経
済
投
票
の
一
部
と
し
て
把
握
で
き
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
と
の
含
意
を
示
し
て
本
稿
を
と
じ
た
い
。

（
1
）　

特
に
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
や
対
貧
困
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
通
例
は
経
済
投
票
と
関
係
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
領
域
と
さ
れ
て
い
よ

う
か
ら
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
少
し
屈
折
し
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
屈
折
は
本
稿
の
い
さ
さ
か
歪
ん
だ
構
成
に
も
反
映
さ
れ
て
い

る
が
、
書
評
論
文
で
あ
る
こ
と
に
免
じ
て
、
ご
寛
容
を
お
願
い
し
た
い
。

（
2
）　

発
表
媒
体
の
性
格
も
あ
り
、
ま
た
、
明
快
で
あ
る
た
め
、
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
き
た
の
が
ス
ト
ー
ク
ス
の
論
考
（Stokes 2007

）

―
―
同
研
究
者
の
研
究
論
文
を
前
提
と
し
て
の
―
―
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
多
く
の
そ
の
後
の
研
究
・
考
察
が
そ
れ
を
参
照
し
て
い
る
こ
と

か
ら
窺
え
る
。

（
3
）　

例
え
ば
、A

spinall and Berenschot 
（2019: 3, 24, 2（-27

）
は
、
多
く
の
文
献
を
挙
げ
て
、
こ
の
変
化
と
そ
れ
に
基
づ
く
議
論

の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
4
）　

も
ち
ろ
ん
、
裏
切
り
を
防
ぐ
必
要
が
政
治
家
側
と
有
権
者
側
の
両
者
と
も
に
あ
る
の
が
本
質
的
な
性
格
で
あ
る
が
（
例
え
ば
、

Gallego 201（: 402;

馬
場　
二
〇
二
二
：
ⅱ
）、
こ
の
パ
ズ
ル
が
特
に
強
い
注
目
を
集
め
て
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
注
10
も
参
照
の
こ
と
。

（
（
）　

ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
多
様
性
を
重
視
す
る
研
究
動
向
を
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
の
解
決
の
重
要
性
か
ら
解
釈
す
る
レ
ビ
ュ
ー

と
し
て
、
鷲
田
・
東
谷
（
二
〇
二
二
：
六
）
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
る
こ
と
は
、
別
の
形
で
同
様
の
整
理
を
行
っ
た
議
論
で
あ
ろ
う
。

（
（
）　

言
う
ま
で
も
な
く
、
合
理
性
を
前
提
と
す
れ
ば
、
モ
ニ
タ
ー
さ
れ
な
け
れ
ば
有
権
者
は
投
票
せ
ず
に
（
複
数
の
候
補
か
ら
）
供
与
を

受
け
る
こ
と
が
合
理
的
と
な
り
、
そ
の
結
果
供
与
の
効
果
が
な
く
な
れ
ば
、
政
治
家
は
供
与
し
な
く
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
7
）　Y

ildirim
 and K

itschelt 

（2020: esp. 22-2（

）
は
、
ま
ず
長
期
性
を
重
視
し
て
「
関
係
性
型
」
を
挙
げ
、
そ
れ
が
持
つ
ほ
か
の
特

徴
も
挙
げ
る
の
に
対
し
、
東
島
・
鷲
田
（
二
〇
二
二
：
六
―
八
）
は
少
し
別
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
。

（
8
）　

こ
の
場
合
、
自
分
へ
の
投
票
を
促
す
の
み
の
「
条
件
付
き
で
な
い
票
の
買
収
（noncontingent vote buying

）」（H
icken 2011: 

29（-9（

）
で
あ
る
場
合
も
多
か
ろ
う
。
そ
れ
と
本
稿
で
述
べ
る
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
の
境
界
は
曖
昧
で
あ
ろ
う
。
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（
9
）　Y

ildirim
 and K

itschelt 

（2020: 24 

）
は
、
そ
の
よ
う
な
制
裁
は
し
ば
し
ば
物
理
的
な
暴
力
の
形
を
採
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
観
察
も
示
す
よ
う
に
、
少
な
か
ら
ぬ
国
で
そ
の
よ
う
な
暴
力
が
黙
認
さ
れ
、
効
力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
に
思
わ
れ
る
。

（
10
）　

な
お
、
第
二
の
場
合
は
、
政
治
家
の
側
に
違
約
の
可
能
性
が
で
き
る
が
、
有
権
者
は
モ
ニ
タ
ー
で
き
る
た
め
、
繰
り
返
し
を
前
提
と

す
れ
ば
（
そ
し
て
、
多
く
の
選
挙
制
度
で
は
議
員
に
つ
い
て
は
再
選
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
政
治
家
は
再
選
を
最
も
重
視
す
る
ア
ク

タ
ー
で
あ
る
と
の
理
解
は
通
説
的
と
も
言
え
よ
う
）、
こ
の
違
約
可
能
性
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
説
明
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
重
視

し
な
く
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
11
）　

こ
の
点
で
は
、
ヤ
ン
グ
が
有
権
者
の
判
断
基
準
を
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
も
の
だ
と
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
は
、
実
際
上
、
次
に
紹
介
す
る
「
関
係
性
型
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
」
に
近
い
も
の
と
な
る
。

（
12
）　

た
だ
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
実
験
な
ど
の
手
法
を
含
め
て
、
そ
の
諸
要
素
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
が
、
筆
者
に
は
不
十
分
に
も
思
え
る
。

（
13
）　

有
権
者
側
に
つ
い
て
は
、
投
票
で
は
な
く
支
持
を
色
々
な
形
で
示
す
こ
と
で
便
益
供
与
を
求
め
る
と
の
議
論
で
あ
る
。

（
14
）　

な
お
、
前
記
の
パ
ズ
ル
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
議
論
の
タ
イ
プ
を
、H

icken and N
athan 

（2020: esp. 28（-89

）
が
整
理
し
つ

つ
列
挙
し
て
い
る
。
第
二
の
タ
イ
プ
の
二
つ
は
政
治
家
側
が
モ
ニ
タ
ー
な
し
で
も
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
維
持
す
る
理
由
を
挙
げ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
関
心
か
ら
重
要
な
タ
イ
プ
と
し
て
、
次
の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
、
投
票
者
が
モ
ニ
タ
ー
さ
れ
て
い
る
と

誤
解
す
る
場
合
に
は
機
能
す
る
と
の
議
論
、
第
二
に
、
特
に
供
与
が
継
続
的
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
他
党
の
勝
利
で
は
停
止
し
た
り
す
る

場
合
に
有
効
で
あ
る
が
、
投
票
者
の
利
益
を
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
供
与
を
行
う
政
党
の
勝
利
に
結
び
付
け
る
戦
略
が
採
用
さ
れ
る
場

合
に
機
能
す
る
と
の
議
論
、
第
三
に
、
互
酬
性
や
社
会
的
義
務
感
に
よ
り
機
能
す
る
と
の
議
論
、
第
四
に
、
選
挙
結
果
に
よ
っ
て
モ
ニ

タ
ー
で
き
る
場
合
に
は
機
能
す
る
と
の
議
論
で
あ
る
。
本
稿
で
の
統
合
は
、
第
二
の
議
論
を
長
期
的
な
文
脈
と
政
治
家
に
よ
る
制
裁
可
能

性
を
重
視
し
て
読
み
直
し
、
第
三
の
議
論
が
挙
げ
る
要
素
（
ヒ
ッ
ケ
ン
ら
は
文
化
的
特
徴
に
規
定
さ
れ
る
と
す
る
）
を
位
置
づ
け
し
な
お

し
た
も
の
だ
と
も
言
え
る
。

（
1（
）　H
icken （2011: 29（

）
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
定
義
に
合
致
す
る
に
は
、
有
権
者
と
政
治
家
の
両
者
に
関
係
が
続
い
て
い
る
、

ま
た
は
、
続
い
て
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
認
識
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
1（
）　

給
付
の
資
格
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
供
与
の
対
象
で
あ
る
場
合
、
将
来
に
お
け
る
そ
の
剝
奪
は
制
裁
と
い
う
性
格
を
持
ち
、
そ

れ
へ
の
恐
れ
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
側
の
行
動
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
共
著
者
の
一
人
の
前
著
も
引
き
つ
つ
、D

íaz-Cayeros et 
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al. （201（: 181

）
が
指
摘
し
て
い
る
。

（
17
）　A

spinall and Berenschot （2019: 18 

）
は
、
有
権
者
へ
の
サ
ー
ベ
イ
は
一
般
に
こ
の
欠
点
を
持
つ
と
し
て
い
る
。

（
18
）　

そ
れ
は
、
な
ぜ
「
望
ま
し
く
な
い
」
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
維
持
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
克
服
は
ど
の
よ
う
に
な
し
う
る
か
、
と
い

う
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
関
心
に
基
づ
い
て
い
よ
う
。
な
お
、
そ
れ
が
経
済
発
展
な
ど
に
及
ぼ
す
影
響
と
と
も
に
、
そ
れ
が
あ
る
条
件
で
は
貧

困
層
へ
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
代
替
物
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
も
議
論
さ
れ
て
き
た
が
（
例
え
ば
、A

bente Brun 2014

で
レ
ビ
ュ
ー
さ

れ
て
い
る
）、
後
者
は
本
稿
の
第
四
セ
ク
シ
ョ
ン
末
尾
で
重
要
性
を
指
摘
す
る
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
。

（
19
）　

例
え
ば
、H

icken and N
athan 

（2020

）
で
の
レ
ビ
ュ
ー
の
し
方
や
、
代
表
的
な
研
究
で
あ
る
、N

ichter and Peress 

（2017

）

の
議
論
を
参
照
の
こ
と
。

（
20
）　

前
記
し
た
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
非
対
称
性
の
小
さ
い
性
格
の
も
の
に
転
じ
た
こ
と
が
―
―
も
ち
ろ
ん
、
合
理
的
選
択
論
の

「
流
行
」
も
あ
ろ
う
が
―
―
、
有
権
者
側
の
「
合
理
的
選
択
」
を
当
然
視
す
る
モ
デ
ル
化
が
行
わ
れ
る
傾
向
を
強
く
し
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

（
21
）　

副
次
的
に
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
で
有
権
者
側
を
扱
っ
た
研
究
の
蓄
積
が
薄
い
こ
と
が
、
以
下
の
欠
点
が
重
視
さ
れ
な
い
理

由
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
本
稿
の
中
心
テ
ー
マ
に
と
っ
て
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
研
究
一
般
の
特
徴
の
指
摘
は
意
味
が
あ
ろ
う
。

（
22
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
たGonzalez-O

cantos et al. （2012

）
が
特
に
重
要
で
あ
ろ
う
。

（
23
）　

文
章
の
一
部
で
よ
り
広
い
意
味
を
示
唆
す
る
な
ど
の
混
乱
も
見
ら
れ
る
が
、
特
に
一
〇
二
頁
で
明
確
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
伴
う
サ
ー
ベ
イ
の
質
問
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
定
義
は
、
前
記
の
狭
義
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

（
24
）　

同
種
の
知
見
は
他
に
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
五
セ
ク
シ
ョ
ン
で
挙
げ
るCorstange （2018

）
も
参
照
の
こ
と
。

（
2（
）　

た
だ
し
、
最
も
高
い
と
こ
ろ
で
も
一
二
％
に
留
ま
っ
て
お
り
、
著
者
達
が
直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
回
答
を
確
認
、
補
足
し
つ
つ
行
っ

た
印
象
か
ら
社
会
的
望
ま
し
さ
バ
イ
ア
ス
は
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
（
一
一
七
頁
）
の
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
問
題
が
な
い
と
す
れ
ば
だ
が
、
そ
れ
ら
の
地
区
で
も
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
重
要
性
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
て
い
る
の
は
、
相
対
的
な
差
の
大
き
さ
で
あ
る
。

（
2（
）　

な
お
、
こ
の
議
論
は
高
い
合
理
性
を
前
提
と
し
て
い
る
と
の
批
判
も
予
想
さ
れ
る
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
ほ
か
の
再
分
配

（
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
マ
ク
ロ
経
済
へ
の
影
響
を
通
し
て
の
影
響
）
を
加
味
し
た
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
状
況
全
体
を
選
択
の
基
準
と
す
る
こ
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と
は
、
後
記
す
る
経
済
投
票
と
し
て
、
広
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
も
推
定
で
き
る
。
そ
の
場
合
に
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ク
ス
的
に
近

過
去
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
と
多
く
の
研
究
が
し
て
き
た
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
場
合
に
も
、
少
な
か
ら
ぬ
場
合
に
、

将
来
の
期
待
の
た
め
に
近
過
去
の
供
与
が
重
視
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
も
、
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
27
）　

な
お
、H

icken and N
athan 

（2020: esp. 293

）
は
、
政
治
家
側
に
つ
い
て
、
政
治
家
が
他
の
戦
略
と
の
比
較
に
お
い
て
ク
ラ
イ

エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
選
ぶ
と
い
う
視
点
が
重
要
だ
と
―
―
そ
し
て
、
従
来
は
そ
う
し
た
比
較
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
―
―
指
摘
し
て
い

る
。

（
28
）　

こ
の
議
論
は
、
ほ
か
の
投
票
規
定
要
因
と
の
関
係
で
は
な
く
、
有
権
者
個
人
の
経
済
的
要
因
の
み
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
を
付
言
し

て
お
き
た
い
。

（
29
）　Croke 

（2017: 192
）
は
、
一
党
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
体
制
を
念
頭
に
置
い
て
だ
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
効
果
を
直
接
に
検
証
し
た

文
献
は
例
外
的
で
あ
り
、
サ
ー
ベ
イ
を
用
い
て
も
、
そ
の
効
果
を
検
証
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
30
）　

広
く
観
察
さ
れ
、
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
本
稿
の
各
所
で
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

（
31
）　

た
だ
し
、
対
貧
困
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
条
件
を
満
た
す
人
々
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
で
の
収
入
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
重
要
で
あ

る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
32
）　W

eitz-Shapiro 

（2014

）
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
分
配
の
対
象
と
な
ら
な
い
人
々
の
態
度
の
重
要
さ
を
モ
チ
ー
フ
／
知
見

と
す
る
研
究
だ
が
、「
中
間
階
級
」
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
忌
避
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
分
配
で
自
分
達
へ
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
が

害
を
受
け
る
と
の
認
識
ゆ
え
の
「
自
己
利
益
」
に
よ
る
（「
モ
ラ
ル
的
」
な
反
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
）
可
能
性
も
挙
げ
て
い

る
。
ま
た
、
中
間
階
級
に
限
っ
た
（
そ
の
サ
ー
ベ
イ
の
方
法
か
ら
は
、
実
際
に
は
、「
そ
の
階
級
が
強
く
過
大
代
表
さ
れ
る
」
と
考
え
ら

れ
る
も
の
だ
が
）
サ
ー
ベ
イ
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
中
間
階
級
は
、
元
来
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
恩
恵
を
受
け
る
可
能
性
が
な

い
と
考
え
て
い
る
傾
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
33
）　

前
者
の
理
由
に
関
し
て
は
、
モ
ラ
ル
的
な
忌
避
の
態
度
を
重
視
し
な
く
て
よ
い
人
々
に
限
る
と
い
う
限
定
で
あ
る
た
め
、
程
度
の
差

の
問
題
で
あ
る
。

（
34
）　D

e la O
 

（201（: Chap.（, esp. 128-34

）
は
、
客
観
的
な
基
準
で
行
わ
れ
た
場
合
の
Ｃ
Ｃ
Ｔ
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を
終
焉
さ

せ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
対
抗
選
択
肢
で
あ
る
と
の
意
味
を
持
つ
議
論
を
行
い
（Fenw

ick 201（

も
参
照
の
こ
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と
）、
そ
の
検
証
で
は
、
サ
ー
ベ
イ
に
お
け
る
Ｃ
Ｃ
Ｔ
の
受
益
者
と
他
の
社
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
益
者
と
の
違
い
（
何
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
受

給
し
て
い
な
い
人
々
と
の
違
い
も
だ
が
）
を
検
討
し
て
お
り
、
本
稿
の
言
う
比
較
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
Ｃ

Ｃ
Ｔ
受
給
者
で
あ
れ
ば
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
供
与
・
恩
恵
を
受
け
て
い
な
い
確
率
や
、
投
票
に
完
全
に
自
由
が
あ
る
と
答
え
る

確
率
（
政
党
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
で
あ
る
と
す
る
か
に
つ
い
て
や
、
投
票
の
秘
密
性
に
つ
い
て
の
認
識
に
つ
い
て
も
）
が
高
く
な

る
こ
と
を
示
し
、
リ
ス
ト
実
験
に
よ
っ
て
、
Ｃ
Ｃ
Ｔ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
場
合
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
よ
る
投
票
を
す
る
人
々
の
率

が
少
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
両
者
が
提
示
さ
れ
た
時
に
貧
し
い
人
々
が
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
の
比
較
で
は
な
く
、
有
権
者
の
選

好
を
対
象
と
し
た
分
析
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
3（
）　W

eitz-Shapiro 
（2014

）
は
、
そ
の
よ
う
な
仮
説
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
着
目
さ
れ
る
有
権
者
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ

ム
的
な
分
配
の
恩
恵
を
受
け
な
い
人
々
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
有
権
者
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
分
配
を
行
う
政
治
家
を
忌
避
す
る

が
ゆ
え
の
コ
ス
ト
を
重
視
す
る
仮
説
に
な
っ
て
い
て
、
低
所
得
の
人
々
の
態
度
は
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。

（
3（
）　

前
注
で
述
べ
た
よ
う
に
、W

eitz-Shapiro 

（2014

）
は
有
権
者
の
う
ち
で
も
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
（
潜
在
的
な
）
受
益
者
で

は
な
い
人
々
の
態
度
に
着
目
し
て
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
終
焉
す
る
理
由
を
サ
ー
ベ
イ
に
基
づ
く
分
析
で
検
証
し
て
い
る
。

（
37
）　

な
お
、
本
稿
で
重
視
す
る
（
な
お
、
ワ
ン
チ
ェ
コ
ン
自
身
は
特
に
そ
の
点
を
指
摘
し
て
い
な
い
）
比
較
の
存
在
以
外
に
、
同
論
文
に

は
重
要
な
革
新
性
が
少
な
く
と
も
二
つ
あ
ろ
う
。
一
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
フ
ィ
ー
ル
ド
実
験
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
記
の
例
外
的
な

方
法
ゆ
え
に
不
思
議
で
は
な
い
が
、
ワ
ン
チ
ェ
コ
ン
は
、
全
国
の
レ
ベ
ル
で
そ
の
よ
う
な
実
験
的
な
方
法
を
用
い
た
こ
の
分
野
の
研
究
は

初
め
て
（
そ
の
時
点
で
）
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
ワ
ン
チ
ェ
コ
ン
自
身
の
指
摘
（p.402

）
は
こ
の
点
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
恩
恵
が
投
票
を
決
め
た
か
否
か
や
、
そ
の
よ
う
な
方
法
の
評
価
を
訊
く
形
で
、
ク
ラ
イ
エ
ン

テ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
質
問
だ
と
回
答
者
も
認
識
す
る
質
問
を
す
る
の
で
は
な
く
、
実
際
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
効
果
を
見
る
こ
と
で
、
社
会

的
望
ま
し
さ
バ
イ
ア
ス
の
問
題
を
回
避
で
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
38
）　

な
お
、
本
稿
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
の
交
互
作
用
も
検
証
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
女
性
や

若
者
の
方
が
「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
」
の
効
果
が
小
さ
い
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
39
）　

な
お
、
ワ
ン
チ
ェ
コ
ン
は
「
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
」
の
再
分
配
的
な
効
果
を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
不
整
合
は
さ
ら
に
際
立

つ
で
あ
ろ
う
。
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（
40
）　

な
お
、
デ
ィ
ア
ス
＝

カ
イ
ェ
ー
ロ
ス
ら
は
、
自
分
達
の
研
究
と
ワ
ン
チ
ェ
コ
ン
の
研
究
と
に
つ
い
て
、
ほ
か
の
点
で
の
違
い
を
述
べ

て
い
る
が
（D

íaz-Cayeros et al. 201（: 10, 180

）、
ワ
ン
チ
ェ
コ
ン
の
研
究
が
狭
義
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
で
は
な
い
点

に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

（
41
）　

再
選
さ
れ
た
か
否
か
の
二
項
変
数
に
よ
る
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
も
行
わ
れ
る
が
、
有
意
で
あ
る
独
立
変
数
の
種
類
や
、
そ
の

場
合
の
方
向
な
ど
、
ほ
ぼ
同
様
の
結
果
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
42
）　

回
答
者
が
政
治
家
に
接
触
し
た
回
数
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
目
的
に
つ
い
て
の
回
答
で
、
最
大
の
回
答
（
五
〇
％
以
上
）
が
「
個
人

的
な
問
題
に
関
し
て
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
検
証
に
用
い
う
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
変
数
に
つ
い
て
は
、

投
票
増
加
に
マ
イ
ナ
ス
に
効
い
て
い
る
の
を
受
け
て
、
ヤ
ン
グ
自
身
三
つ
の
推
測
を
し
て
お
り
、
特
に
最
初
の
二
つ
の
推
測
は
ク
ラ
イ
エ

ン
テ
リ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
重
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

（
43
）　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
様
々
な
検
証
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
も
、
サ
ー
ベ
イ
に
よ
る
研
究
の
困
難
を
示
し
て
い
よ
う
。

（
44
）　Guardado and W

antchékon 

（2018

）
は
、
供
与
を
受
け
取
っ
た
か
の
質
問
へ
の
回
答
を
独
立
変
数
に
し
た
場
合
も
、
申
し
出

を
受
け
た
か
否
か
へ
の
回
答
に
よ
る
場
合
も
、
投
票
行
動
（
投
票
先
も
投
票
参
加
も
）
に
及
ぼ
す
効
果
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
が
、
前
者
は
同
論
文
自
体
が
危
惧
す
る
よ
う
に
（p.143

）
社
会
的
望
ま
し
さ
バ
イ
ア
ス
に
よ
る
回
答
の
歪
み
に
よ
り
、
後
者
は

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
問
題
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
。
他
方
で
、
前
文
と
同
様
に
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
が
重
要
で
あ
る
と
の
多
数
派
の
知

見
を
正
し
い
と
し
た
場
合
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
、〈
片
面
性
が
持
つ
問
題
性
〉
の
証
左
と
し
て
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。

（
4（
）　

基
本
的
な
比
較
は
、
そ
の
方
法
が
適
格
で
あ
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
集
合
レ
ベ
ル
で
の
選
挙
結
果
（
現
職
政
党
の
得
票
の

前
選
挙
と
の
差
）
を
従
属
変
数
と
し
て
行
わ
れ
る
。

（
4（
）　

ワ
ン
チ
ェ
コ
ン
が
約
束
の
効
果
を
対
象
に
し
た
の
に
対
し
、
自
分
達
の
研
究
は
履
行
さ
れ
て
い
る
政
策
の
効
果
を
見
て
い
る
と
明
示

的
に
述
べ
て
い
る
（D

íaz-Cayeros et al. 201（: 10 

）。

（
47
）　

こ
の
研
究
で
も
、
政
治
家
側
重
視
の
枠
組
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
48
）　

筆
者
は
、
別
の
文
脈
で
、
そ
れ
ら
の
簡
単
な
紹
介
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
（Izuoka 2022b: 120-21

）。

（
49
）　

同
書
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た
章
以
外
の
諸
章
に
お
け
る
他
の
諸
側
面
と
と
も
に
、
基
本
的
に
は
Ｃ
Ｃ
Ｔ
を
中
心
と
し
た
対
貧
困
プ
ロ
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グ
ラ
ム
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。

（
（0
）　

タ
ワ
ッ
カ
イ
ら
の
研
究
は
、
そ
の
点
で
教
育
の
効
果
と
は
異
な
る
こ
と
も
重
要
な
知
見
と
し
て
い
る
。

（
（1
）　

こ
の
結
果
は
、
注（
32
）な
ど
で
紹
介
し
た
研
究
へ
の
批
判
と
も
な
っ
て
い
る
。

（
（2
）　

多
く
の
議
論
で
は
、
分
配
一
般
の
効
用
と
同
様
に
、
供
給
さ
れ
る
財
の
限
界
的
価
値
の
減
少
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
ほ
か
の
代
表
的

な
文
献
を
引
き
つ
つ
のCalvo and M

urillo （2012: 8（（

）
な
ど
。

（
（3
）　

そ
の
前
提
に
基
づ
く
研
究
の
説
明
力
が
前
提
の
正
し
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
う
議
論
は
、
少
な
く
と
も
論
理
的
に
非
常
に
危
険
で
あ

ろ
う
。

（
（4
）　H

icken and N
athan （2020: 288-89, 290

）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
「
経
済
投
票
と
し
て
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
」
は
、
民
主
主
義
を
機
能
さ
せ
て
い
る
と
も
さ
れ
る
投
票
行
動
を
、
強
く
ネ
ガ
テ
ィ

ヴ
な
評
価
が
一
般
的
で
あ
る
現
象
と
一
緒
に
す
る
こ
と
の
是
非
と
い
う
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
観
点
も
含
め
て
、
挑
発
的
・
挑
戦
的
な
表
現
で

あ
る
が
、
緩
い
形
で
合
理
的
な
投
票
行
動
か
ら
は
当
然
視
さ
れ
る
べ
き
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
（（
）　

当
然
な
が
ら
、
前
者
が
後
者
に
よ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

（
（7
）　

言
い
換
え
と
も
な
る
が
、
先
に
作
業
仮
説
的
性
格
付
け
を
行
っ
た
際
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、〈
な
ぜ
秘
密
投
票
に
よ
っ
て
投
票
者
の

投
票
が
モ
ニ
タ
ー
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
立
す
る
の
か
〉
と
い
う
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
最
大
の
パ
ズ
ル
に
対
し
て
、
筆
者
が

知
る
限
り
最
も
体
系
的
に
提
出
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
答
（
関
係
性
型
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
論
と
情
報
理
論
）
が
、
と
も
に
ク
ラ
イ
エ
ン

テ
リ
ズ
ム
的
な
投
票
行
動
が
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
を

含
む
経
済
投
票
が
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
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