
ニ
ュ
ー
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
ｚ
の
竃
勺
：
一
一
，
三
自
畠
の
曰
の
亘
）
は
、
先

進
諸
国
に
お
い
て
一
九
七
○
年
代
末
か
ら
、

新
公
共
管
理
と
「
新
し
い
公
共
」
と
い
う
、

似
た
語
感
を
も
つ
二
つ
の
言
葉
を
標
題
に
掲

げ
た
。
語
感
は
似
て
い
る
が
、
そ
の
考
え
方

は
ま
っ
た
く
正
反
対
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
の
が
、
今
回
の
目
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
前
に
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

簡
単
に
解
説
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

者
は
、
理
論
的
に
は
後
者
が
妥
当
だ
と
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
判
例
は
前
者
で
固
ま

っ
て
い
て
、
変
わ
る
見
込
み
は
な
さ
そ
う
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
学
者
と
し

て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
べ
き
か
は
難

し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
昔
、
ア
メ
リ
カ
に
留

学
し
て
い
た
際
に
、
あ
る
先
生
の
論
文
を
読

ん
で
感
激
し
、
直
接
会
っ
て
感
想
を
述
べ
た

と
こ
ろ
、
「
あ
の
問
題
は
判
例
が
出
て
決
着

し
た
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
、
あ
っ
さ
り
話
が

終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
判
例
の
結
論
は
、
先

生
の
見
解
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
記
憶
し
て

い
る
が
、
判
例
が
出
て
決
着
す
れ
ば
、
そ
れ

以
上
議
論
し
て
も
無
駄
で
あ
る
と
い
う
ス
タ

ン
ス
に
、
新
鮮
な
感
銘
を
受
け
た
。
日
本
で

も
、
平
野
龍
一
先
生
は
、
共
謀
共
同
正
犯
を

肯
定
す
る
判
例
が
確
立
し
て
い
る
以
上
、
判

例
の
立
場
を
前
提
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
適

切
に
限
定
す
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
る
（
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論

Ⅱ
』
四
○
三
頁
）
。
そ
こ
で
、
こ
の
章
で
試

み
た
の
は
、
判
例
が
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
条
件
を
摘
出
し
て
み
る
と
い

新
公
共
管
理

新
公
共
管
理
と
「
新
し
い
公
共
」

Ｌ
Ⅱ
ｒ
Ｉ
ｂ
■
■
Ｐ
』
Ⅱ
■
■
Ｐ
‐
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
Ⅱ
■
Ｆ
Ｉ
Ｌ
■
Ｅ
■
■
■
Ｉ
Ⅱ
■
■
■
■
■
ロ
。
■
■
■
■
■
■
■
二
■
■
■
。
Ｌ
■
■
０
１
Ⅱ
０
０
１
１
と
■
Ⅱ
■
■
汀
□
Ⅱ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

行
政
改
革
を
方
向
づ
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

Ｎ
Ｐ
Ｍ
と
表
記
さ
れ
、
日
本
語
で
は
「
新
公

共
管
理
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

発
祥
の
地
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
一
九
七

○
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
は
ス
ト
ラ
イ
キ
の
頻
発
、

麻
薬
常
習
者
の
増
加
、
欠
勤
率
の
上
昇
な
ど

の
社
会
的
な
病
理
現
象
に
悩
ま
さ
れ
、
経
済

成
長
率
も
先
進
国
の
中
で
最
低
の
水
準
に
あ

っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
何
か
の
病
に
冒
さ
れ
て

い
る
と
言
わ
れ
た
。
「
イ
ギ
リ
ス
病
」
の
症

状
は
活
力
の
低
下
に
あ
る
と
さ
れ
、
様
々
な

こ
れ
に
対
し
て
、
共
犯
論
（
本
書
第
二
○

章
～
一
一
二
章
）
で
は
、
細
か
な
部
分
は
捨
象

し
て
、
共
犯
の
因
果
性
と
限
定
性
と
い
う
二

つ
の
観
点
か
ら
主
要
な
問
題
を
解
説
す
る
と

い
う
杏
き
方
を
し
た
。
共
犯
論
と
い
う
刑
法

総
論
の
中
で
も
っ
と
も
難
し
く
学
生
が
つ
ま
ず

き
や
す
い
問
題
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
わ
か

り
や
す
く
説
明
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ア
イ
ザ
イ
ア
・
パ
ー
リ
ン
は
、
『
狐
と
ハ

リ
ネ
ズ
ミ
ー
「
戦
争
と
平
和
」
の
歴
史
哲

う
も
の
で
あ
る
。
判
例
の
一
般
論
を
そ
の
ま

ま
適
用
す
る
と
、
多
く
の
人
が
妥
当
で
な
い

と
考
え
る
で
あ
ろ
う
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
、
判
例
が
、

具
体
的
事
案
に
つ
い
て
出
さ
れ
た
も
の
だ
か

ら
で
あ
り
、
そ
の
適
用
に
際
し
て
、
暗
黙
の

前
提
が
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
前
提
を
示
す
こ

と
で
、
判
例
の
限
定
を
試
み
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
将
来
、
実
務
家
に
な
っ
た
読
者

が
、
判
例
を
適
用
す
る
際
に
、
思
い
出
し
て

も
ら
え
る
と
嬉
し
い
。

Ｉ
「
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
■
■
Ⅲ
１
１
Ⅱ
Ⅲ
１
１
「

原
因
が
指
摘
さ
れ
た
。
最
も
有
力
な
原
因
と

さ
れ
た
の
が
、
行
政
の
非
効
率
性
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
治
療
す
る
方
策
と
し
て
生

ま
れ
た
の
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
発
想
に
基
づ
く
改

革
提
案
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
提
案
に
は
、
民

間
企
業
の
経
営
手
法
を
参
考
に
、
そ
れ
に
類

似
す
る
手
法
を
行
政
に
導
入
し
て
、
行
政
の

効
率
性
を
高
め
よ
う
と
い
う
共
通
点
が
あ
っ

た
。
す
な
わ
ら
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
は
、
あ
る
体
系
的

な
教
義
が
ま
ず
あ
り
、
そ
れ
を
系
統
立
て
て

実
行
に
移
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
実
践
的
な

改
革
指
針
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
改
革
の

学
』
（
河
合
秀
和
訳
、
岩
波
文
庫
）
に
お
い

て
、
ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
ア
ル
キ
ロ
ゴ
ス
の
詩

作
の
断
片
に
「
狐
は
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
知

っ
て
い
る
が
、
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
は
で
か
い
こ
と

を
一
つ
だ
け
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
一
行
が

あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
、
狐
と
ハ
リ
ネ
ズ
ミ

の
違
い
は
作
家
と
思
索
家
、
ひ
い
て
は
人
間

一
般
を
大
別
す
る
深
い
一
つ
の
差
異
を
示
し

う
る
と
述
べ
て
い
る
。
バ
ー
リ
ン
に
よ
れ

ば
、
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
が
表
し
て
い
る
の
は
、
あ

ら
ゆ
る
こ
と
を
一
つ
の
基
本
的
な
ビ
ジ
ョ
ン

に
結
び
つ
け
る
人
々
で
あ
り
、
狐
が
表
し
て

い
る
の
は
、
生
活
や
理
念
は
、
求
心
的
で
な

く
遠
心
的
で
あ
る
と
考
え
て
極
め
て
多
様

な
経
験
と
対
象
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る

人
々
で
あ
る
。
筆
者
が
本
書
で
目
指
し
た
の

は
、
狐
型
の
刑
法
学
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

か
。
そ
れ
が
少
し
で
も
成
功
し
て
い
る
か
ど

う
か
は
、
読
者
の
判
断
を
待
つ
し
か
な
い
。

お
も
し
ろ
が
っ
て
い
る
の
は
筆
者
だ
け
で
な

い
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

（
さ
え
き
・
ひ
と
し
“

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
）

真
渕

勝
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方
向
を
緩
や
か
に
指
し
示
す
運
動
方
針
に
つ

け
ら
れ
た
一
種
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
い
う
性
格

が
強
い
。
Ｎ
Ｐ
Ｍ
と
い
う
名
称
の
名
づ
け
親

と
い
わ
れ
る
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
フ
ッ
ド
も

ま
た
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
を
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
メ
ゾ
プ
ド

に
近
い
経
営
・
報
告
・
会
計
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
も
た
ら
す
公
共
部
門
の
再
組
織
化
の
方
法
」

と
漠
然
と
定
義
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
発
想
は
一
九
九
○
年
代
に
は
日

本
で
も
採
り
入
れ
ら
れ
た
。
独
立
行
政
法
人
、

指
定
管
理
者
制
度
、
市
場
化
テ
ス
ト
、
Ｐ
Ｆ

Ｉ
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
根
底
に

お
い
て
「
評
価
」
の
視
点
を
重
視
せ
よ
と
の

要
諦
も
ま
た
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
発
想
に
基
づ
く
。
市

場
に
お
い
て
「
悪
い
」
商
品
は
売
れ
な
い
、

つ
ま
り
市
場
で
淘
汰
さ
れ
、
生
産
が
停
止
さ

れ
る
。
し
か
し
、
「
悪
い
」
政
策
は
売
れ
な

く
て
も
、
す
な
わ
ち
国
民
・
市
民
に
評
価
さ

れ
な
く
と
も
生
産
は
継
続
さ
れ
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｍ

の
提
唱
者
に
よ
れ
ば
、
市
場
原
理
が
働
い
て

新公共管理と「新しい公共」の対比哀１

他
方
で
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
日
本
で
は

「
新
し
い
公
共
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
よ
う

に
な
っ
た
。
あ
え
て
英
語
で
表
記
す
れ
ば

ｚ
の
君
宅
ロ
ケ
一
百
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
が
、
和
製
英
語
で
あ
る
。
広
く
世
間
に

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二
○
○
九

年
の
自
民
党
か
ら
民
主
党
へ
の
政
権
交
代
後
、

鳩
山
由
紀
夫
首
相
が
行
っ
た
所
信
表
明
で
あ

る
。
該
当
箇
所
を
引
用
し
て
お
く
。

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
ま
っ
た
く

異
質
の
も
の
で
あ
る
。

新
公
共
管
理
の
内
容
を
表
１
を
見
な
が
ら

説
明
し
て
み
る
。

ま
ず
市
民
の
位
置
づ
け
で
あ
る
が
、
市
民

は
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
取
る
客
体
、
す
な

わ
ち
顧
客
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
共
サ

ー
ビ
ス
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
観
念
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
行
政
は
顧
客
た
る
市
民
の
満
足
を

高
め
る
よ
う
に
最
大
限
の
努
力
を
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
民
間
企
業
と
顧
客
と
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
そ
の
際
に
称
揚
さ
れ
る
価
値

が
く
四
一
色
の
［
。
『
ョ
目
亀
で
あ
る
（
以
下
、

紙
幅
の
制
約
か
ら
Ｖ
Ｆ
Ｍ
と
表
記
す
る
）
。

す
な
わ
ち
、
市
民
は
納
税
額
（
対
価
）
に
相

応
し
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権
利
が
あ

り
、
行
政
は
そ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
市

民
と
行
政
を
含
む
社
会
全
体
に
お
い
て
は
、

い
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
各
種
の
評
価

制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
悪
い
」

政
策
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
見
直
し
、
縮
小
、

さ
ら
に
は
停
止
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

１
１
１
「
１
１
１
●
１
１
１

「
新
し
い
公
共
』

私
が
目
指
し
た
い
の
は
、
人
と
人
が

支
え
合
い
、
役
に
立
ち
合
う
「
新
し
い

公
共
」
の
概
念
で
す
。
「
新
し
い
公
共
」

新
公
共
管
理
と
「
新
し
い
公
共
」
は
、
語

感
こ
そ
似
て
い
る
が
、
そ
し
て
時
に
は
区
別

効
率
が
重
視
さ
れ
る
。

行
政
は
民
間
企
業
の
よ
う
に
行
動
せ
よ
と

い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
個
人
の
行
動
原
理

は
「
自
己
利
益
の
実
現
」
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
社
会
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
自
由

主
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
次
に
述
べ
る
「
新
し
い
公
共
」
の

発
想
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、

ご
囚
冒
の
【
。
『
ョ
。
口
の
》
と
い
う
考
え
方
を
少

し
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

Ｖ
Ｆ
Ｍ
は
支
払
っ
た
金
額
に
見
合
う
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
せ
よ
と
要
請
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
だ
け
を
と
り
だ
せ
ば
ま
つ
と
う
な

要
諸
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ

を
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
の
場
面
で
強
調
し

す
ぎ
る
と
「
落
と
し
穴
」
に
陥
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

第
一
は
主
張
に
一
貫
性
が
な
い
こ
と
で
あ

る
。
民
間
企
業
と
消
費
者
と
の
関
係
に
お
い

て
は
、
消
費
者
は
「
支
払
っ
た
代
金
に
見
台

行
政
サ
ー
ビ
ス
と
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の

を
、
個
々
の
市
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
も

ま
た
そ
の
供
給
に
貢
献
す
る
こ
と
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
。
細
部
は
不
明
蛾
が
ら
も
、

輪
郭
は
「
友
愛
」
よ
り
は
は
る
か
に
し
っ
か

り
し
て
い
る
。

さ
て
、
本
題
に
入
る
。

新
公
共
管
理
の
発
想

と
は
、
人
を
支
え
る
と
い
う
役
割
を
、

「
官
」
と
一
一
一
一
□
わ
れ
る
人
た
ち
だ
け
が
担

う
の
で
は
な
く
、
教
育
や
子
育
て
、
街

づ
く
り
、
防
犯
や
防
災
、
医
療
や
福
祉

な
ど
に
地
域
で
か
か
わ
っ
て
お
ら
れ
る

方
々
一
人
ひ
と
り
に
も
参
加
し
て
い
た

だ
き
、
そ
れ
を
社
会
全
体
と
し
て
応
援

し
よ
う
と
い
う
新
し
い
価
値
観
で
す
。

－
－
－
０
■
ｌ
‐
１
。
■
■
■
■
■
□
Ｌ
■
■
け
■
Ｐ
・
■
－
■
■
■
■
・
■
■
■
■
９
■
・
ｐ
Ｌ
・
Ｉ
■
－
－
－
‐
■
■
■
■
・
■
■
ｃ
９
■
■
■
０
‐
▲
■
■
ｑ
Ｄ
１
０
Ｌ
■
■
■
Ｐ
ｊ
Ｄ
Ｋ
０
ｌ
■
■
■
■
■
。
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
口
■
■
■
■
■
■
■
４
口
■
■
１
１
０
■
■
】
■
■
■
■
■
■
■

書斎の窓”１３．１０谷斎の窓”13.ｍ 2２2３

新公共管理 ｢新しい公共」
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個人の行動原理 自己利益の実現 公共的利益の実現

起業家 政治的起業家 社会的起業家

イデオロギー 自由字義 共和主義



れ
は
邪
推
で
あ
る
が
、
本
稿
で
も
そ
う
し
た

が
、
紙
幅
の
制
約
が
芯
い
と
き
に
も
Ｖ
Ｆ
Ｍ

と
い
う
略
語
を
使
い
た
が
る
向
き
が
あ
る
の

は
、
こ
の
言
葉
が
も
つ
「
は
し
た
な
さ
」
を

隠
蔽
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
こ
と
が
あ
る
。

う
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
せ
よ
」
と
要
求
し
、
企

業
は
そ
れ
に
応
え
な
け
れ
ば
鮭
ら
な
い
。
そ

れ
と
同
時
に
、
企
業
は
消
費
者
に
対
し
て

「
サ
ー
ビ
ス
に
見
合
う
代
金
を
支
払
え
」
と

要
求
し
、
消
費
者
は
そ
れ
に
応
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
Ｖ
Ｆ
Ｍ
に
は
、
そ
の
対
に
な
る

要
請
、
す
な
わ
ち
マ
ネ
ー
・
フ
ォ
ー
・
バ
リ

ュ
ー
（
Ｍ
Ｆ
Ｖ
）
が
存
在
す
る
こ
と
が
前
提

に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

行
政
と
市
民
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
市

民
は
「
納
め
た
税
金
に
見
合
う
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
せ
よ
」
と
要
求
す
る
。
そ
し
て
、
行
政

は
そ
れ
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

ま
で
は
よ
い
。
し
か
し
、
市
場
原
理
を
模
倣

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
行
政
も
ま
た
市
民
に
対

し
て
「
サ
ー
ビ
ス
に
見
合
う
税
金
を
納
め
よ
」

と
要
求
し
、
市
民
は
そ
れ
に
応
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

主
張
に
一
貫
性
を
欠
く
。
し
か
し
、
「
サ
ー

ビ
ス
に
見
合
う
税
金
を
納
め
よ
」
と
い
う
要

次
に
同
じ
く
表
１
を
見
な
が
ら
「
新
し
い

公
共
」
の
内
容
を
説
明
し
て
み
よ
う
。

市
民
の
位
置
づ
け
で
は
、
市
民
は
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
客
体
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
提

供
す
る
主
体
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
先
の
咀

山
首
相
の
演
説
で
い
う
「
市
民
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
、

教
育
や
子
育
て
、
街
づ
く
り
、
介
護
や
福
祉

な
ど
身
近
な
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
活
躍
」

し
て
い
る
と
い
う
文
章
が
こ
の
位
置
づ
け
に

対
応
し
て
い
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
ド
ラ
ッ
ヵ
ー

の
用
語
法
に
従
え
ば
、
市
民
は
公
共
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
受
け
る
「
第
一
の
顧
客
」
で
あ

新
公
共
管
理
の
発
想

る
だ
け
で
な
く
、
提
供
に
貢
献
す
る
「
支
援

し
て
く
れ
る
顧
客
」
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

個
人
は
自
己
利
益
を
一
直
線
に
追
求
す
る

と
い
う
よ
り
も
「
社
会
奉
仕
」
や
「
公
共
的

利
益
の
実
現
」
に
も
一
定
の
関
心
を
も
つ
。

こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
て
ば
、
マ
ン
ヵ
ー
・

オ
ル
ソ
ン
が
指
摘
し
た
「
公
共
財
の
供
給
に

お
け
る
た
だ
乗
り
問
題
」
は
発
生
し
に
く

く
雨
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
「
政
治
的
起
業
家
」

（
利
己
利
益
を
隠
し
た
上
で
公
共
財
の
提
供

に
多
大
な
負
担
を
す
る
人
）
と
い
う
ア
ク
ロ

パ
テ
ィ
ッ
ク
な
概
念
を
構
想
す
る
必
要
は
な

い
。
ロ
パ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
い
う
共
和

主
義
の
精
神
に
強
く
導
か
れ
た
「
社
会
的
起

業
家
」
の
存
在
を
素
直
に
認
め
れ
ば
よ
い
か

ら
で
あ
る
。

求
は
端
的
に
は
生
活
保
護
を
否
定
す
る
主
張

で
あ
る
。
よ
り
一
般
的
に
、
租
税
負
担
に
お

け
る
応
益
負
担
の
原
則
に
徹
す
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
福
祉
国
家
の
考
え

方
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

こ
の
こ
と
を
承
知
の
上
で
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
信
念
あ
る
い
は
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
是
非
は
問

え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
す
ら
認
識
せ
ず
に

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
詰
め
の
甘
い
主

張
で
あ
り
、
承
知
し
た
う
え
で
あ
え
て
「
対

に
な
る
主
張
」
を
隠
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
知
的
誠
実
さ
（
一
員
眉
ユ
ミ
）
」
に
欠
け
る

主
張
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

第
二
は
Ｖ
Ｆ
Ｍ
は
、
「
元
を
取
り
た
い
」

と
い
う
笂
持
ち
を
言
梧
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
は
し
た
な
さ
」

が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
市
場

に
お
い
て
は
、
消
費
者
と
生
産
者
は
そ
れ
ぞ

れ
に
「
元
を
取
り
た
い
」
と
考
え
て
行
動
し

日
本
の
政
治
や
経
済
が
長
期
に
わ
た
っ
て

低
迷
し
て
き
た
た
め
か
、
様
々
な
新
し
い
ァ

い
か
に
折
衷
さ
せ
る
か

イ
デ
ア
や
言
葉
が
導
入
さ
れ
、
と
き
に
も
て

は
や
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
言
葉
の
新
鮮
さ
と

耳
障
り
の
良
さ
か
ら
、
よ
く
検
討
も
せ
ず
に

矛
盾
し
た
こ
と
を
平
気
で
主
張
す
る
こ
と
も

あ
る
。
新
公
共
管
理
と
「
新
し
い
公
共
」
は

そ
の
な
か
の
代
表
で
あ
る
と
考
え
る
。

相
互
に
完
全
に
排
他
的
と
い
う
わ
け
で
も

な
く
、
折
衷
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
、
折
衷
は
折
衷
で
あ
り
、
融
合
で
は
あ

り
え
な
い
。
そ
し
て
折
衷
は
、
原
理
的
に
は

対
立
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
行
わ
な
い

と
、
混
乱
を
来
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の

自
己
主
張
の
ど
こ
で
矛
を
収
め
る
か
、
こ
れ

が
本
当
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

（
ま
ぶ
ち
。
ま
さ
る
Ｍ京
都
大
筆
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

て
い
る
。
市
場
経
済
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ

も
「
元
を
取
り
た
い
」
と
い
う
誘
因
で
行
動

し
て
い
る
個
人
か
ら
成
立
し
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
「
は
し
た
越
さ
」
と
い
う
感

情
を
発
見
し
、
非
難
す
る
余
地
は
な
い
。
し

か
し
、
経
済
活
動
以
外
の
場
面
で
「
元
を

取
り
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
露
骨
に
表
す

こ
と
に
は
、
誰
し
も
抵
抗
が
あ
る
よ
う
に
思

え
る
し
、
そ
の
よ
う
な
心
理
的
抵
抗
を
も
つ

こ
と
は
健
全
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
（
こ

れ
ま
た
信
念
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
是
非
は

問
え
な
い
）
。
市
民
と
行
政
と
の
関
係
に
お

い
て
も
、
す
な
わ
ち
公
共
的
な
空
間
に
お
い

て
も
、
推
し
も
心
の
奥
底
に
「
元
を
取
り
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
が
、
で
き
る
だ

け
抑
制
し
て
生
活
を
し
て
い
る
と
考
え
る
。

Ｖ
Ｆ
Ｍ
を
商
々
に
掲
げ
る
こ
と
に
は
、
こ

の
抑
制
を
除
去
し
て
し
ま
う
効
果
が
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
Ｖ
Ｆ
Ｍ
は
市
民
社
会

の
存
続
に
と
っ
て
危
険
な
言
葉
で
あ
る
。
こ
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