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日米の援助行政と制度

は
じ
め
に

　

二
〇
〇
六
年
九
月
二
六
日
に
発
足
し
た
安
倍
政
権
は
、
首
相
補
佐
官
を
拡
充
し
、
官
邸
主
導
を
目
指
す
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
（
１
）。
更
に
、

一
一
月
二
二
日
に
は
ア
メ
リ
カ
の
国
家
安
全
保
障
会
議
（
Ｎ
Ｓ
Ｃ
）
に
倣
っ
た
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
を
創
設
す
る
べ
く
「
国
家
安
全
保
障
に
関
す

る
官
邸
機
能
強
化
会
議
」
を
発
足
さ
せ
た
（
２
）。
官
邸
主
導
と
い
う
時
に
外
交
の
分
野
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
背
景
に
あ
る
の
は
、
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る“Tw

o P
residencies ”

の
議
論
の
様
に
、
外
交
に
お
い
て
は
国
内
に
お
け
る
制
度
的
な
制
約
が
少
な
い
た
め
首
脳
の
裁
量
を
行

使
し
や
す
い
と
い
う
認
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
援
助
行
政
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
も
外
交
の
領
域
に
関
連
す
る
が
、
援
助
行

政
も
や
は
り
、
政
治
学
・
行
政
学
で
い
う
所
の
公
共
政
策
と
し
て
は
浮
い
た
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
様
だ
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
六
年

夏
現
在
「
公
共
政
策
論
」
あ
る
い
は
同
等
の
科
目
を
開
講
し
て
い
る
大
学
は
四
七
大
学
あ
っ
た
が
、（
政
治
学
を
講
じ
る
）
法
学
部
で
開
講

し
か
つ
援
助
行
政
を
扱
っ
て
い
る
の
は
そ
の
う
ち
七
大
学
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
３
）。

　

日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
に
せ
よ
首
相
公
選
論
に
せ
よ
、
ア
メ
リ
カ
型
大
統
領
制
に
範
を
と
り
、
ア
メ
リ
カ
型
の
制
度
を
採
用
し
よ
う
と
い
う
動
き

は
日
本
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
た
。
制
度
が
変
わ
れ
ば
出
力
で
あ
る
政
策
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
例
え
ば
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
役
割
が
森
政
権
と
小
泉
政
権
で
変
化
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
制
度
決
定
論
的
な

考
え
方
に
も
問
題
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
大
統
領
制
と
議
院
内
閣
制
の
様
な
制
度
の
違
い
を
越
え
て
、
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
共
通

の
要
因
を
看
過
す
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
外
交
政
策
に
お
け
る
制
度
の
規
定
力
を
分
析
し
な
が
ら
、
制
度
に
よ
る
説
明
の
内
包
と
外
延
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
日
本
で

は
内
閣
が
行
使
す
る
条
約
締
結
権
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
大
統
領
個
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
様
に
、
大
統
領
は
内
政
よ
り

外
交
に
強
い
と
い
う “Tw

o P
residencies ”

の
議
論
を
取
り
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
外
交
は
政
治
制
度
の
違
い
が
よ
り
顕
著
に
現
れ
る
と
考

（689）



312

え
ら
れ
る
領
域
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
外
交
政
策
の
中
で
も
、
本
稿
は
援
助
行
政
に
焦
点
を
絞
る
。
筆
者
は
援
助
行
政
を
他
の
公
共
政

策
と
同
じ
土
俵
で
論
じ
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
が
、
日
米
比
較
を
通
じ
て
公
的
な
制
度
外
の
要
因
の
影
響
を
論
じ
る
と
い
う
本
稿
の
手
法

が
、
援
助
行
政
と
他
の
政
策
の
共
通
点
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
の
示
唆
も
与
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
は
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
の
研
究
が
、
日
本
の
援
助
行
政
に
つ
い
て
与
え
る
知
見
を
検
証
し
、
主
と
し
て
一
九
八
〇
年
代
末
ま

で
の
日
本
の
援
助
行
政
に
つ
い
て
も
、
大
統
領
制
と
議
院
内
閣
制
と
い
う
差
を
超
え
て
そ
れ
ら
が
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の

上
で
、
情
報
網
に
お
け
る
公
的
部
門
の
優
位
が
顕
著
と
な
っ
た
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
援
助
行
政
を
用
い
て
、
そ
れ
ら
先
行
研
究
が
近
年
の

日
本
の
援
助
行
政
に
お
け
る
変
化
の
方
向
性
を
予
測
す
る
の
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
付
け
る
。

註（
１
）　
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
九
月
二
七
日
朝
刊
一
頁
。

（
２
）　
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
一
一
月
二
二
日
朝
刊
三
頁
。

（
３
）　

い
わ
ゆ
る
主
要
な
大
学
全
て
に
関
し
て
調
べ
て
み
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
リ
ソ
ー
ス
の
制
約
か
ら
今
回
は
ネ
ッ
ト
上
で
シ
ラ
バ
ス
等
を
公

開
し
て
い
る
大
学
に
的
を
絞
っ
た
簡
単
な
調
査
に
留
め
た
。
資
料
収
集
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
大
学
院
生
西
口
和
成
君
に
感
謝
す
る
。

　
　
　

 

経
済
学
部
な
ど
経
済
系
の
学
部
で
開
講
し
て
い
る
「
公
共
政
策
論
」
の
授
業
で
援
助
行
政
を
扱
っ
て
い
る
大
学
が
一
一
大
学
、
そ
の
他
の
学
部

（
国
際
関
係
学
部
や
人
文
学
部
な
ど
）
で
扱
っ
て
い
る
大
学
が
一
〇
大
学
で
あ
っ
た
（
複
数
の
学
部
で
扱
っ
て
い
る
大
学
が
あ
る
の
で
重
複
し
て
計

算
さ
れ
て
い
る
大
学
も
あ
る
）。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
公
共
政
策
論
」
と
は
言
い
つ
つ
も
援
助
行
政
は
国
際
金
融
等
と
同
列
に
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

（690）



313

日米の援助行政と制度

第
一
章　

ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
の
研
究
が
日
本
に
与
え
る
示
唆
：
先
行
研
究
の
知
見

第
一
節　

個
性
・
性
格

　

経
済
財
政
諮
問
会
議
の
役
割
が
、
誰
が
総
理
大
臣
か
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
は
、
制
度
に
よ
る
説
明
の
剰
余
部

分
と
し
て
個
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
個
性
に
注
目
し
総
理
大
臣
を
格
付
け
す
る
文
献
は
福
田
（
二
〇
〇
二
）
な
ど

枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
大
統
領
研
究
の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

大
統
領
の
格
付
け
に
関
す
る
文
献
は
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
ラ
ン
キ
ン
グ
の
他
に
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
「
性
格
」
分
け
の
議

論
も
存
在
す
る
。
大
統
領
の
個
性
を
強
調
す
る
代
表
的
な
論
者
と
し
て
、
バ
ー
バ
ー
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（B

arber
1972

）。
執
務
に

費
や
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
が
多
い
か
少
な
い
か
と
い
う
「
積
極
的
」―

「
消
極
的
」
と
い
う
軸
と
、
政
治
や
執
政
を
楽
し
ん
で
い
る
か
否

か
と
い
う
「
能
動
的
」―

「
受
動
的
」
と
い
う
軸
か
ら
、
バ
ー
バ
ー
は
大
統
領
を
「
能
動
的
積
極
型
」「
受
動
的
積
極
型
」「
能
動
的
消
極

型
」「
受
動
的
消
極
型
」
に
四
分
す
る
。
そ
の
上
で
、
例
え
ば
「
能
動
的
積
極
型
の
大
統
領
は
、
一
国
の
外
交
政
策
を
指
揮
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
や
危
機
に
対
応
す
る
の
に
最
適
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
」（
浅
川　

二
〇
〇
一
、
五
六
）。
こ
う
し
た
議
論
か
ら
は
、
首
脳
の
個
性
が

援
助
行
政
を
変
化
さ
せ
る
と
の
結
論
が
容
易
に
導
き
出
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
性
に
注
目
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
単
に
バ
ー
バ
ー
の

行
っ
た
よ
う
な
首
脳
を
幾
つ
か
の
範
疇
に
分
類
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
以
下
の
二
つ
の
理
由
に
よ
り
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
だ
と
言
え
よ
う
。

　

第
一
に
、
バ
ー
バ
ー
の
よ
う
な
手
法
は
同
じ
政
権
で
あ
っ
て
も
時
期
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
例
え
ば
、
ニ
ク
ソ
ン
は
初
期
に
お
い
て
は
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
の
連
携
か
ら
外
交
政
策
で
様
々
な
成
功
を
収
め
て
き
た
が
、
一
九
七
三
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年
の
対
外
援
助
法
に
関
す
る
議
会
の
攻
撃
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
政
権
後
半
に
は
外
交
問
題
が
山
積
し
て
い
た
。
従
っ
て
、（
バ
ー
バ
ー
の

様
な
分
類
は
）
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
制
度
決
定
論
に
内
在
す
る
問
題
と
同
じ
で
あ
る
。

　

個
性
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
第
二
の
理
由
は
、
経
路
依
存
が
効
い
て
い
る
場
合
に
は
個
性
は
あ
ま
り
重
要
と
は
言
え
な
い

か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ニ
ク
ソ
ン
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
の
遺
産
で
あ
る
「
偉
大
な
社
会
」
や
平
和
部
隊
を
攻
撃
し
た
が
、
ニ
ク
ソ
ン
の
保

守
的
な
ス
タ
ン
ス
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
過
去
の
政
策
が
歪
め
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
（R

eeves 1988

）。

　

比
較
研
究
の
目
的
と
し
て
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
名
前
を
変
数
で
置
き
換
え
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
（P

rzew
orski and 

Teune 1970

）。「
個
性
」
と
い
う
も
の
も
広
義
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
名
前
で
あ
り
、
名
前
を
変
数
で
置
き
換
え
な
く
て
は
、
ア
メ
リ
カ
歴
代

大
統
領
間
の
比
較
な
り
、
執
政
部
の
多
国
間
比
較
は
困
難
で
あ
る
。

　

個
性
に
よ
る
説
明
の
欠
点
は
、
狭
義
の
制
度
に
よ
る
説
明
（
大
統
領
制
対
議
院
内
閣
制
）
の
限
界
と
し
て
ロ
ッ
ク
マ
ン
が
具
体
的
に
述
べ

て
い
る
も
の
と
ま
さ
に
一
致
す
る
（R

ockm
an 1997

）。
彼
の
議
論
に
よ
る
と
第
一
の
攪
乱
要
因
が
「
政
治
的
連
合
（political 

coalition

）」
で
あ
る
。
よ
り
一
般
化
し
て
言
う
と
、
政
治
が
ど
の
程
度
国
内
の
ア
ク
タ
ー
の
影
響
を
受
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
マ
ン
が
第
二
に
挙
げ
て
い
る
制
度
の
差
の
攪
乱
要
因
は
、「
政
治
的
規
範
（political norm

s

）」
で
あ
る
。「
政
治
的
規
範
」
と
表
現

す
る
と
曖
昧
に
聞
こ
え
る
が
、
彼
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
超
党
派
主
義
や
互
恵
主
義
な
ど
の
「
規
範
」
と
い
う
も
の
が
公
的
な
制
度
の
内

的
な
特
徴
で
は
な
く
、
公
的
な
制
度
を
取
り
巻
く
外
的
環
境
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
経
路
依
存
は
、
歴
史
的
制
度
論
の
重
要
な

構
成
要
素
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
制
度
に
よ
る
説
明
の
埒
外
で
あ
り
、
む
し
ろ
ロ
ッ
ク
マ
ン
の
い
う
「
規
範
」
の
一
部
と
し
て
扱
う
（
４
）。
次
節

以
降
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
要
因
に
注
目
し
て
議
論
を
展
開
す
る
。
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第
二
節　

政
治
的
規
範
と
経
路
依
存

　

政
策
が
一
度
実
施
さ
れ
て
し
ま
う
と
そ
の
政
策
を
既
得
権
益
と
す
る
社
会
集
団
が
政
策
の
変
更
を
妨
げ
る
（R

eeves 1988

）。
こ
う
し
た

経
路
依
存
は
ア
メ
リ
カ
の
援
助
行
政
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ニ
ク
ソ
ン
は
共
和
党
出
身
の
大
統
領
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ

ま
で
継
続
し
た
民
主
党
政
権
（
ケ
ネ
デ
ィ
ー
政
権
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
）
の
遺
産
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ニ
ク

ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
政
権
も
、
次
に
政
権
を
担
う
民
主
党
の
カ
ー
タ
ー
に
政
策
遺
産
を
残
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
は
ニ
ク
ソ
ン
だ
け
が
不
利

益
を
被
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
カ
ー
タ
ー
が
個
人
的
に
人
権
問
題
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
人
権
侵
害
が
深
刻
な
国
に
対
し

て
カ
ー
タ
ー
が
援
助
を
制
限
で
き
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
具
体
的
に
言
う
と
、
カ
ー
タ
ー
政
権
期
に
お
い
て
、
被
援
助
国
に
お
け
る
人
権
侵

害
の
程
度
と
当
該
途
上
国
に
ア
メ
リ
カ
が
供
与
す
る
援
助
額
の
間
に
は
負
の
相
関
関
係
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（Stohl, C

arleton, and 

Johnson 1984, 222

）。
ニ
ク
ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
政
権
に
お
い
て
は
地
政
学
的
な
理
由
か
ら
人
権
侵
害
と
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助
額
に
は
正

の
相
関
関
係
が
あ
っ
た
が
、
カ
ー
タ
ー
政
権
も
惰
性
か
ら
か
現
実
を
直
視
し
た
た
め
か
、
こ
れ
ま
で
長
く
援
助
を
受
け
取
っ
て
き
た
途
上
国

に
援
助
を
供
与
し
続
け
て
き
た
と
ス
ト
ー
ル
ら
は
説
明
す
る
。

　

過
去
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
将
来
を
も
規
定
す
る
と
い
う
の
は
日
本
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。
一
例
と
し
て
、
一
九
七
八
年
の
ボ
ン

サ
ミ
ッ
ト
で
福
田
首
相
が
公
約
し
た
Ｏ
Ｄ
Ａ
倍
増
計
画
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
倍
増
計
画
の
背
景
に
は
石
油
危
機
後
の
不
況
か
ら

い
ち
早
く
日
本
が
立
ち
直
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
国
際
社
会
が
日
本
に
世
界
経
済
の
牽
引
役
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
た
こ
と
が
あ
る
（
ヤ

ス
ト
モ　

一
九
九
〇
、
八
八―

八
九
）。
但
し
、
注
意
が
必
要
な
の
は
、
福
田
に
よ
る
公
約
は
最
終
的
に
達
成
さ
れ
た
も
の
の
、
日
本
の
援

助
の
地
域
配
分
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
重
視
の
日
本
の
援
助
行
政
が
批
判
さ
れ
て
き
た
が
、
福
田
政

権
以
降
に
変
化
が
見
ら
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
ら
の
重
回
帰
分
析
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
（Schraeder, 
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H
ook and Taylor 1998

）。
彼
ら
は
、
日
本
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
四
ヶ
国
が
一
九
八
〇
年
代
に
ア
フ
リ
カ
に
対
し
て
行
っ
た
援
助
の
規
定
要

因
を
分
析
し
た
。
日
本
の
援
助
と
ア
メ
リ
カ
の
援
助
に
関
し
て
は
、
前
の
年
に
あ
る
途
上
国
に
対
し
て
ど
の
位
の
額
を
供
与
し
た
か
が
、
翌

年
の
当
該
途
上
国
へ
の
援
助
額
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
計
量
分
析
の
結
果
は
国
際
環
境
の
変
化
が
援
助
行
政
に
直
接
に
与
え

る
影
響
力
の
限
界
を
示
す
と
共
に
、
イ
ン
ク
レ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
な
り
過
去
の
政
策
の
遺
産
が
効
い
て
い
る
証
拠
と
な
ろ
う
。

第
三
節　

政
治
的
要
因

第
一
項　

政
党
と
援
助
行
政

　

ウ
ィ
ル
ダ
フ
ス
キ
ー
が
展
開
し
た“Tw

o P
residencies ”

の
議
論
で
は
、
大
統
領
は
内
政
よ
り
外
交
に
お
い
て
成
功
し
や
す
い
と
さ
れ
て

い
る
（W

ildavsky 1991

）。
外
交
政
策
で
大
統
領
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
援
助
行
政
で
も
言
え
る
と
ウ
ィ
ル
ダ
フ
ス
キ
ー
は
自
ら
結
論
付

け
て
い
る
（W

ildavsky 1991, 23–24

）。
こ
の
結
論
を
支
持
す
る
事
例
と
し
て
は
民
主
党
の
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
下
で
の
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ

ン
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
共
和
党
主
導
の
連
邦
議
会
で
こ
の
プ
ラ
ン
が
成
立
し
た
の
は
、
そ
の
他
の
重
要
な
国
内
政
策
が
共
和
党
に
妨

害
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
驚
く
べ
き
事
で
あ
ろ
う
。
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
（
一
九
九
二
）
は
ア
メ
リ
カ
の
外
交
で
重
要
で

あ
っ
た
計
画
・
作
戦
・
法
律
を
七
つ
挙
げ
て
い
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
、
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
五
〇
年
に
か
け
て
の
ポ
イ
ン
ト
フ
ォ
ア

計（
５
）
画
、
旧
ソ
連
封
じ
込
め
の
た
め
の
相
互
安
全
保
障
同
盟
、
ア
メ
リ
カ
国
際
開
発
庁
（
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｄ
）
の
設
立
を
決
定
し
た
一
九
六
一
年
対

外
援
助
法
、
ニ
ク
ソ
ン
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
に
よ
る
政
治
的
援
助
の
経
済
援
助
か
ら
の
分
離
、
一
九
七
三
年
対
外
援
助
法
、
新
冷
戦
下
で
の

外
交
ツ
ー
ル
と
し
て
援
助
を
用
い
る
と
い
う
レ
ー
ガ
ン
の
決
定
、
こ
の
七
つ
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
の
内
、
統
一
政
府
下
で
の
達
成
物
は

三
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
ポ
イ
ン
ト
フ
ォ
ア
計
画
、
一
九
五
一
年
相
互
安
全
保
障
法
、
一
九
六
一
年
対
外
援
助
法
（
６
））。
も
っ
と
も
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本
稿
が
こ
こ
で
主
張
し
た
い
の
は
、
議
会
の
在
り
方
が
重
要
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
危
機
に
際
し
て
は
議
会
や
裁
判
所
が
大
統

領
個
人
に
権
限
を
集
中
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
確
か
だ
と
し
て
も
、
大
統
領
に
過
度
に
注
目
し
議
会
の
役
割
を
無
視
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
行

政
と
立
法
の
間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
他
国
と
の
比
較
の
上
で
も
重
要
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

　

一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
六
〇
年
代
半
ば
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
上
の
成
功
は
行
政
と
立
法
の
間
の
協
調
関
係
に
よ
り
支
え
ら

れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
ニ
ク
ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
政
権
は
協
調
関
係
の
構
築
に
失
敗
し
た
（M

elanson 2003, 8

（
７
）

1

）。
一
九
七
三
年
対

外
援
助
法
は
そ
う
し
た
時
代
に
成
立
し
た
興
味
深
い
法
律
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
内
政
に
お
い
て
民
主
党
議
会
の
主
導
権
が
大
統
領
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
凌
駕
し
て
い
た
ニ
ク
ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
政
権
期
に
成
立
し
た
（
こ
の
時
期
に
大
統
領
が
脆
弱
だ
っ
た
理
由
に
つ
い
て

は
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
で
あ
る
と
か
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
が
ニ
ク
ソ
ン
に
対
し
て
恩
赦
を
認
め
た
こ
と
に
あ
る
と
か
様
々
言
わ
れ
て
い

る
が
）（E

dw
ards III, B

arrett and Peake 1997
）。
一
九
七
三
年
対
外
援
助
法
で
は
Ｂ
Ｈ
Ｎ
（B

asic H
um

an N
eeds

）
が
援
助
の
目
標
と

し
て
加
え
ら
れ
た
。
背
景
に
あ
る
の
は
、
現
実
主
義
者
で
あ
る
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
に
影
響
さ
れ
た
ニ
ク
ソ
ン
が
一
九
七
〇
年
代
初
め
に
国
益

を
中
心
に
据
え
た
援
助
を
行
い
、
援
助
の
地
政
学
的
な
意
味
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
（H

ook 1995, 120

）。
か
く
し
て
経
済
成
長
な

り
途
上
国
の
共
産
主
義
化
を
防
止
す
る
手
段
と
し
て
の
援
助
の
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
議
会
は
不
満
を

持
っ
て
い
た
。

　

外
交
関
係
の
法
案
に
関
す
る
投
票
で
は
、
上
院
議
員
の
行
動
は
所
属
政
党
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
大
統
領
を
支
持
す
る
程
度
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
（B

ozem
an and Jam

es 1975

）。
こ
う
し
た
実
証
分
析
と
ニ
ク
ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
政
権
期
に
お
い
て
多
数
党
が
民
主

党
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
な
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
一
九
七
三
年
対
外
援
助
法
は
議
会
民
主
党
の
圧
倒
的
な
勝
利
で
あ
る
と
結
論
付
け
て

し
ま
い
か
ね
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
多
く
の
民
主
党
議
員
が
対
外
援
助
法
案
に
反
対
し
、
少
な
か
ら
ぬ
共
和
党
議
員
が
ニ
ク
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ソ
ン
の
嫌
っ
た
こ
の
法
案
に
賛
成
の
票
を
投
じ
た
の
で
あ
る
。
上
院
で
は
賛
成
四
四
票
（
共
和
党
二
八
票
、
民
主
党
一
六
票
（
北
部
一
三
票

＋
南
部
三
票
）、
反
対
四
一
票
（
共
和
党
一
一
票
、
民
主
党
三
〇
票
（
北
部
二
〇
票
＋
南
部
一
〇
票
）
で
辛
う
じ
て
可
決
さ
れ
た

（C
ongressional Q

uarterly A
lm

anac 1973

）。
下
院
で
も
賛
成
二
一
〇
票
（
共
和
党
七
九
票
、
民
主
党
一
三
一
票
（
北
部
一
一
一
票
＋
南

部
二
〇
票
）、
反
対
一
九
三
票
（
共
和
党
一
〇
四
票
、
民
主
党
八
九
票
（
北
部
三
四
票
＋
南
部
五
五
票
）
と
い
う
僅
差
で
あ
っ
た

（C
ongressional Q

uarterly A
lm

anac 1973

）。
こ
の
様
に
見
る
と
、
ニ
ク
ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
政
権
期
に
共
和
党
が
多
数
党
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
ニ
ク
ソ
ン
の
援
助
政
策
の
重
点
は
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
党
の
在
り
方
、
と
り

わ
け
立
法
府
に
お
け
る
政
党
の
在
り
方
は
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
（F

leisher and B
ond 2000

）。
避
妊
を
認
め
て
い
る
途
上
国
に
援
助

を
与
え
る
こ
と
に
対
す
る
共
和
党
保
守
派
の
批
判
が
良
い
例
で
あ
る
（
下
村
・
中
川
・
齋
藤　

一
九
九
九
、
九
三
）。

　

政
党
が
一
枚
岩
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
援
助
政
策
が
変
わ
る
と
い
う
の
は
日
本
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
七

〇
年
代
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
で
見
ら
れ
た
立
法
府
に
よ
る
援
助
行
政
批
判
の
高
ま
り
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
日
本
に
お
い
て
も
見
ら
れ

た
。
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
は
日
本
の
援
助
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ル
コ
ス
政
権
の
延
命
に
力
を
貸
し
た
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
社
会
党
や
公
明
党
は
ア
メ
リ
カ
の
対
外
援
助
法
に
匹
敵
す
る
、
援
助
の
目
標
や
理
念
を
明
記
し
た
法
案
を
提
出
し
続
け
た
が
、
成
立

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
結
局
、
一
九
九
二
年
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
拘
束
力
の
あ
る

法
律
や
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
命
令
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
野
党
が
少
数
派
で
あ
り
続
け
る
以
上
は
、
ア
メ
リ
カ
の
様
に
野
党
（
行
政

府
を
占
め
な
い
政
党
）
が
援
助
の
新
た
な
方
向
性
を
行
政
府
に
押
し
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
言
う
と
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
も
し
く
は
ア
メ
リ
カ
型
の
権
力
分
立
制
が
日
米
の
援
助
行
政
の
差
を
も
た
ら
し
た
と
結
論
付

け
た
く
な
る
が
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
条
件
付
き
政
党
政
府
の
議
論
の
前
提
と
同
じ
く
、
日
本
に
お
い
て
も

与
党
で
あ
る
こ
と
の
強
み
は
与
党
が
一
枚
岩
で
あ
り
か
つ
時
の
援
助
行
政
に
満
足
し
て
い
る
と
き
に
生
か
さ
れ
る
。
国
会
の
会
期
末
に
際
し
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て
、
法
案
を
継
続
審
議
に
す
る
か
単
に
審
議
未
了
廃
案
に
す
る
か
、
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
（
下
村
・
中
川
・
齋
藤　

一
九
九
九
）、

日
本
の
与
党
幹
部
は
ア
メ
リ
カ
の
多
数
党
幹
部
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
ゲ
ー
ト
キ
ー
ピ
ン
グ
の
権
限
な
ど
の
影
響
力
資
源
を
有
し
て
い
る
と

言
え
る
（A

ldrich and R
hode 2000

）。
し
か
し
、
次
章
で
述
べ
る
通
り
、
日
本
に
お
い
て
も
政
党
の
一
体
性
が
弱
ま
る
や
、
条
件
付
き
政

党
政
府
以
前
の
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

第
二
項　

官
僚
政
治
と
情
報
網

　

次
に
前
項
と
関
連
し
て
首
脳
を
取
り
巻
く
人
々
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
外
交
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
大
統
領
に
意
見
を
言
い
や
す
い

か
そ
う
で
な
い
か
は
大
統
領
の
個
性
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
関
心
を
寄
せ
た
ガ
リ
ソ
ン
の
結
論
は
、
大
統
領
の
個
性
が
外
交

に
与
え
る
影
響
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
（G

arrison 1999

）。
そ
の
理
由
は
、
大
統
領
が
い
か
に
う
ま
く
諮
問
機

関
や
補
佐
官
を
組
織
し
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
達
は
地
位
に
付
随
す
る
影
響
力
資
源
を
駆
使
し
て
、
ラ
イ
バ
ル
達
を
う
ち

負
か
す
と
い
う
「
ゲ
ー
ム
」
に
没
頭
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
誘
因
を
大
統
領
が
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ク
ソ

ン
政
権
下
で
の
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
補
佐
官
（
後
の
国
務
長
官
）
と
ロ
ジ
ャ
ー
ス
国
務
長
官
の
争
い
が
良
い
例
で
あ
る
（G

arrison 1999, 

120

）。
ガ
リ
ソ
ン
の
結
論
は
、
ア
リ
ソ
ン
の
官
僚
政
治
モ
デ
ル
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
ガ
リ
ソ
ン
に
し
ろ
、
ア
リ
ソ
ン
に
し
ろ
、
諮
問

機
関
や
補
佐
官
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
、
従
属
変
数
つ
ま
り
大
統
領
・
首
相
が
操
作
で
き
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
独
立
変
数
と
し
て
理

解
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
８
）。

　

ア
メ
リ
カ
外
交
研
究
で
は
大
統
領
が
周
囲
か
ら
受
け
る
ア
ド
バ
イ
ス
や
収
集
す
る
情
報
の
パ
タ
ー
ン
を
一
般
化
し
て
理
解
し
よ
う
と
い
う

試
み
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
研
究
の
多
く
は
ア
ド
バ
イ
ス
が
誰
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
、
情
報
の
信
憑
性
は
高
い
の
か
、
ア
ド
バ
イ

ス
が
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
に
つ
い
て
十
分
に
言
及
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
（H

ult 1993

）。
し
か
し
な
が
ら
、
外
交
決
定
の
正
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規
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
（
国
務
省
）
と
正
規
で
な
い
チ
ャ
ン
ネ
ル
（
国
家
安
全
保
障
会
議
）
を
区
分
し
、
二
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
競
い
合
う
が
ゆ

え
に
ア
メ
リ
カ
に
は
「
国
務
省
」
が
二
つ
存
在
す
る
と
す
る
、
ロ
ッ
ク
マ
ン
の
様
な
興
味
深
い
議
論
は
存
在
す
る
（R

ockm
an 1981

）。
近

年
で
は
正
規
の
も
の
（
官
僚
機
構
）
と
そ
う
で
な
い
も
の
（
大
統
領
直
属
の
ブ
レ
ー
ン
）
の
内
、
後
者
の
影
響
力
が
増
大
し
て
い
る
と
い

う
。
複
雑
に
な
り
つ
つ
あ
る
国
際
関
係
や
情
報
技
術
の
進
化
の
速
度
に
つ
い
て
ゆ
け
な
い
の
で
、
前
者
は
過
重
負
担
に
苦
し
ん
で
い
る
と
い

う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
が
、
同
時
に
官
僚
制
特
有
の
下
位
文
化
の
影
響
を
免
れ
な
い
こ
と
も
正
規
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
衰
退
の
一
因
と
さ
れ

る
（R

ockm
an 1981

）。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
ブ
レ
ー
ン
に
比
べ
て
閣
僚
の
存
在
意
義
が
低
下
し
て
い
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
が

（E
dw

ards III and W
ayne 1999, 187

）、
そ
う
し
た
意
見
と
親
和
的
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
と
同
様
に
、
日
本
の
総
理
大
臣
も
外
交
政
策
の
決
定
に
当
た
っ
て
、
意
思
決
定
や
情
報
網
が
複
数
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
か

ら
な
る
と
い
う
状
況
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
但
し
、
以
下
の
二
点
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
第
一
に
、
正
規
で

な
い
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
日
本
に
お
い
て
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
９
）。
第
二
に
、
日
本
の
場
合
、
正
規
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の

衝
突
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
正
規
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
間
で
の
ぶ
つ
か
り
合
い
が
深
刻
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
以
下
で
検
討

す
る
。

　

第
一
の
問
題
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
、
正
規
な
も
の
で
な
い
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は
首
相
に
忠
誠
的
な
ス
タ
ッ
フ
が
少
な
い
と
い

う
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
。
頻
繁
に
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
官
房
副
長
官
、
安
全
保
障
会
議
、
内
閣
外
政

審
議
室
、
内
閣
内
政
審
議
室
な
ど
、
正
規
で
な
い
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
該
当
す
る
ス
タ
ッ
フ
は
数
が
少
な
い
の
に
加
え
て
、
出
身
省
庁
に
対
し
て

よ
り
忠
誠
を
尽
く
す
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
久
米
等　

二
〇
〇
三
、
二
二
二―

二
二
三
）。
一
九
九
二
年
に
宮
沢
内
閣
の
も
と
で
決
定

さ
れ
た
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
に
関
し
て
も
、
起
草
に
尽
力
し
た
内
閣
外
政
審
議
室
に
複
数
の
省
庁
か
ら
の
出
向
組
が
存
在
し
た
た
め
に
、
各
省
庁
の

省
益
の
ぶ
つ
か
り
合
い
（
例
え
ば
、
人
道
目
的
対
経
済
利
益
）
を
調
整
で
き
ず
、
最
終
的
に
は
相
容
れ
な
い
目
標
を
併
記
し
た
あ
い
ま
い
な
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大
綱
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（H

ook and Zhang 1998

）。

　

こ
の
事
例
は
、
日
本
の
総
理
大
臣
が
直
面
す
る
第
二
の
問
題
を
示
唆
す
る
。
一
口
に
正
規
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
言
っ
て
も
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
の

中
に
は
複
数
の
省
庁
が
含
ま
れ
、
か
つ
競
い
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
複
数
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
ど
う
同
定
す
る
か
は
論
者
に
よ
っ
て
も
異
な

る
が
、
フ
ッ
ク
ら
は
外
務
省
の
系
列
と
旧
通
産
省
の
系
列
に
二
分
す
る
。
そ
の
上
で
、
日
本
の
民
間
部
門
は
援
助
行
政
に
お
い
て
は
旧
通
産

省
の
目
標
を
支
持
し
て
き
た
と
す
る
（
例
え
ば
、
経
済
イ
ン
フ
ラ
を
被
援
助
国
に
整
備
し
日
本
企
業
の
経
済
活
動
に
役
立
た
せ
る
と
い
っ
た

こ
と
で
あ
る
）（H

ook and Zhang 1998

）。
も
っ
と
も
、
外
務
省
は
外
務
省
で
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
外
圧
を
用
い
て
旧
通
産
省
に
対
抗
し
、

経
済
利
益
以
外
の
目
標
を
達
成
し
て
き
た
の
で
は
あ
る
が
（O

rr 1990

）。
齋
藤
（
一
九
九
六
）
の
援
助
と
省
益
の
関
係
に
関
す
る
計
量
分

析
で
は
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
三
分
し
て
理
解
し
、
外
務
省
、
旧
大
蔵
省
、
旧
通
産
省
の
選
好
が
援
助
の
異
な
る
側
面
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

と
結
論
付
け
る
。
具
体
的
に
は
、
円
借
款
の
分
野
で
は
旧
大
蔵
省
と
旧
通
産
省
の
利
害
が
、
無
償
資
金
協
力
に
関
し
て
は
外
務
省
の
外
交
的

目
的
が
反
映
さ
れ
や
す
い
と
さ
れ
る
。

　

日
本
の
総
理
大
臣
が
直
面
し
て
き
た
そ
の
他
の
問
題
と
し
て
は
、
援
助
戦
略
の
決
定
に
必
要
不
可
欠
な
、
途
上
国
に
関
す
る
情
報
を
行
政

が
有
し
て
こ
な
か
っ
た
点
が
上
げ
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
援
助
が
西
欧
諸
国
と
の
戦
時
の
協
力
関
係
に
端
を
発
し
て
い
る
一
方
で
、
日
本
の

援
助
は
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
賠
償
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
出
自
の
差
に
も
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
援
助
を
開
始
す
る
に
際

し
て
、
日
本
政
府
は
資
金
や
ス
タ
ッ
フ
な
ど
、
援
助
を
迅
速
か
つ
効
率
的
に
行
う
資
源
を
十
分
に
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
政
府
は

民
間
部
門
に
多
く
を
負
っ
て
き
た
の
で
あ
る
（
芦
立　

二
〇
〇
一
、
二
〇
〇
二
）。
そ
う
し
た
資
源
の
中
に
含
ま
れ
る
の
が
、
情
報
で
あ
っ

た
。
多
く
の
日
本
人
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
、
第
二
次
大
戦
中
に
独
自
に
ア
ジ
ア
諸
国
で
の
調
査
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
そ
う
し
た
活
動
を
通

じ
て
彼
ら
は
途
上
国
政
府
と
の
関
係
を
深
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
援
助
の
開
始
時
期
に
、
日
本
政
府
が
独
自
の
情
報
網
を
築
こ
う

と
す
る
よ
り
は
、
こ
れ
ら
民
間
部
門
の
情
報
網
を
活
用
し
た
こ
と
は
ご
く
自
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
お
い
て
技
術
協
力
の
実
施
を
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担
っ
て
き
た
旧
国
際
協
力
事
業
団
（
現
国
際
協
力
機
構
）（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
に
お
い
て
一
人
あ
た
り
の
ス
タ
ッ
フ
が
扱
う
援
助
の
額
が
ア
メ
リ

カ
国
際
開
発
庁
（
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｄ
）
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
は
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
渡
辺
・
草
野　

一
九
九

一
）。
公
的
部
門
の
み
で
援
助
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
そ
の
結
果
と
し
て
、
二
国
間
援
助
の
地
域
配
分
に
お
け
る
ア
ジ
ア
の
比
率
と

い
う
の
は
、
日
本
の
民
間
企
業
が
ア
ジ
ア
で
ど
の
く
ら
い
活
動
し
て
い
る
か
の
量
に
影
響
を
受
け
て
き
た
の
で
あ
る
（
芦
立　

二
〇
〇
一
、

二
〇
〇
二
）。

　

日
本
も
ア
メ
リ
カ
も
、
情
報
網
が
複
数
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
に
伴
う
問
題
に
苦
し
ん
で
き
た
。
但
し
、
外
交
に
お
け
る

石
油
利
権
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
（
亜
）、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
情
報
網
は
基
本
的
に
は
正
規
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
そ
う
で
な
い
も
の

も
主
と
し
て
公
的
部
門
に
所
属
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
日
本
に
お
け
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
歴
史
的
に
民
間
部
門
に
多
く
を
負
っ
て
き
た
と
言

え
る
。
そ
の
結
果
が
様
々
な
計
量
分
析
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
フ
ッ
ク
は
ア
メ
リ
カ
の
援
助
が
安
全
保
障
を
理
念
と
す
る

の
に
対
し
て
、
日
本
は
経
済
利
益
の
追
求
が
主
な
目
標
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
と
結
論
付
け
る
が
（H

ook 1995

）、
そ
の
背
景
に
は
情
報

網
の
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
節　

小
括

　

以
上
の
検
証
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
以
上
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
経
路
依
存
な
ど
の
外
的
要
因
は
公
的
な
制
度
の
差
や
政
策
領
域

の
差
を
超
え
て
や
は
り
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
政
党
の
在
り
方
が
援
助
行
政
と
い
う
国
内
政
治
と
無
縁
に
見
え
る
領
域
で
も

効
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
第
三
に
、
大
統
領
や
総
理
大
臣
の
個
性
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
情
報
網
・
補
佐
機
構
の
在
り
方
が
援
助
行
政
に

影
響
を
与
え
て
い
る
様
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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註（
４
）　

制
度
の
差
を
攪
乱
す
る
要
因
と
し
て
ロ
ッ
ク
マ
ン
は
、
も
う
一
つ
「
国
際
環
境
の
影
響
（global influence

）」
を
挙
げ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の

援
助
行
政
を
考
え
る
と
新
国
際
秩
序
（
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｏ
）
が
国
連
総
会
で
提
案
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
途
上
国
へ
の
食
糧
支
援
が
増
え
た
と
い
う
研
究
が

あ
る
（M

cC
orm

ick 1984, 117

）。
キ
ャ
ン
プ
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
合
意
以
降
、
当
事
国
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
や
エ
ジ
プ
ト
へ
の
援
助
が
増
え
た
の
も
こ

こ
に
該
当
し
よ
う
。
同
様
に
日
本
に
関
し
て
も
後
述
の
福
田
の
公
約
の
様
に
、
国
際
環
境
の
変
化
が
与
え
る
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、「
国
際
環
境
の
影
響
」
を
制
度
の
外
的
制
約
と
よ
り
一
般
化
し
た
範
疇
に
含
め
た
上
で
、
外
的
要
因
の
一
つ
で
あ
る
「
政
治
的

規
範
」
に
触
れ
る
に
留
め
る
。

（
５
）　

ポ
イ
ン
ト
フ
ォ
ア
計
画
と
は
、「
大
規
模
な
資
金
協
力
が
中
心
で
あ
っ
た
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
と
対
照
的
」
に
発
展
途
上
国
に
対
す
る
技
術
協
力

を
重
視
し
た
計
画
で
あ
る
（
ウ
イ
リ
ア
ム
ス　

一
九
九
二
、
一
三
一
）。

（
６
）　

と
は
言
え
、
分
割
政
府
が
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
否
か
は
二
大
政
党
が
ど
れ
ほ
ど
両
極
化
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
で
、
一
九

六
〇
年
代
や
一
九
七
〇
年
代
に
は
分
割
政
府
と
い
う
現
状
が
政
策
に
あ
ま
り
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。

（
７
）　

も
っ
と
も
、
先
の
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
の
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
七
つ
の
作
戦
の
内
の
二
つ
は
、
行
政
と
立
法
の
間
の
関
係
が
悪
化
し
た
一

九
七
〇
年
代
前
半
に
成
立
し
た
物
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
メ
ラ
ン
ソ
ン
の
議
論
は
弱
い
と
言
え
る
。

（
８
）　

こ
の
点
は
、
個
性
や
性
格
を
中
心
に
据
え
た
議
論
の
第
三
の
欠
点
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
９
）　

安
倍
政
権
で
は
首
相
補
佐
官
を
五
人
置
き
、
官
邸
機
能
の
強
化
が
謳
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
補
佐
官
が
国
会
で
答
弁
し
な
い
（
で
き

な
い
）
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
一
一
月
一
一
日
朝
刊
四
頁
）。

（
10
）　

ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
政
治
学
部
ハ
ン
セ
ン
教
授
と
の
議
論
の
中
で
こ
の
点
の
重
要
性
を
再
認
識
し
た
。

第
二
章　

近
年
の
日
本
へ
の
適
用

　

次
に
考
え
る
べ
き
は
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
の
研
究
か
ら
導
き
出
し
た
諸
要
因
・
要
素
が
、
昨
今
の
、
と
り
わ
け
一
九
九
〇
年

代
後
半
以
降
の
日
本
の
援
助
行
政
に
ど
れ
だ
け
影
響
を
与
え
て
い
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
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日
本
の
援
助
行
政
は
前
述
の
諸
要
因
・
要
素
が
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
の
研
究
の
知
見
が
示
唆
す
る
方
向
で
援

助
の
結
果
に
変
化
を
与
え
た
か
確
か
め
る
良
い
事
例
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

政
党
の
影
響
に
関
し
て
は
、
中
国
に
対
す
る
援
助
の
減
少
が
特
筆
す
べ
き
事
例
と
な
ろ
う
（
芦
立　

二
〇
〇
三
）。
日
本
政
府
は
二
〇

〇
〇
年
度
か
ら
対
中
援
助
（
円
借
款
）
を
削
減
し
て
き
た
。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
中
国
は
被
援
助
大
国
で
あ
り
、
中
国
が
他
の
途
上
国

と
比
べ
て
優
遇
さ
れ
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
た
め
、
対
中
援
助
削
減
は
驚
く
べ
き
事
で
あ
っ
た
。
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
の
時
に

す
ら
、地
政
学
的
な
理
由
や
経
済
的
な
理
由
か
ら
日
本
が
対
中
援
助
の
凍
結
を
躊
躇
し
た
こ
と
も
対
中
援
助
削
減
の
特
殊
性
を
際
立
た
せ
る
。

日
本
が
援
助
削
減
を
決
定
し
た
背
景
に
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
や
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
比
べ
て
自
民
党
が
一
枚
岩
で
な
く
な
っ
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
（
芦
立　

二
〇
〇
三
）。
か
つ
て
は
、
中
曽
根
元
総
理
や
竹
下
元
総
理
の
様
な
長
老
が
日
中
関
係
を
調
整
し
て
き
た
。
自
民

党
長
老
は
第
二
次
大
戦
で
壊
れ
た
日
中
関
係
を
修
復
・
改
善
す
る
こ
と
が
自
分
達
の
責
務
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら

が
、
死
亡
・
引
退
し
た
り
、
影
響
力
を
失
っ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
若
い
世
代
は
日
中
の
友
好
関
係
よ
り
も
、
日
本
国
内
の
経
済

状
況
や
中
国
の
要
人
が
日
本
の
植
民
地
支
配
に
関
し
て
攻
撃
的
な
発
言
を
繰
り
返
し
た
こ
と
の
方
に
関
心
が
移
っ
た
節
が
あ
る
。
与
党
内
の

反
対
派
を
抑
え
き
れ
な
か
っ
た
森
政
権
が
中
国
に
対
し
て
強
硬
な
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
一
例
で
あ
る
（
田
中 　

二
〇

〇
一
）。
こ
の
様
に
、
政
党
が
一
枚
岩
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
日
本
に
お
い
て
も
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

第
一
節　

仮
説

　

で
は
、
経
路
依
存
や
情
報
網
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
芦
立
（
二
〇
〇
一
、
二
〇
〇
二
）
で
は
ア
ジ
ア
重
視
の
援
助
行
政
で
あ
る

と
い
う
点
で
、
過
去
の
遺
産
が
効
い
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
確
か
に
ア
ジ
ア
重
視
の
援
助
は
継
続
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
変
化

（702）
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も
見
ら
れ
る
。「
国
民
参
加
型
援
助
」
が
標
榜
さ
れ
る
時
代
に
な
り
、
援
助
行
政
に
関
与
す
る
行
為
者
の
数
が
増
え
る
に
連
れ
て
、
日
本
政

府
に
よ
る
舵
取
り
の
役
割
が
拡
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
府
の
情
報
網
に
注
目
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
（
芦
立　

二
〇
〇

六
）。
芦
立
（
二
〇
〇
一
、
二
〇
〇
二
）
で
変
化
し
て
い
る
側
面
と
し
て
取
り
上
げ
た
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
や
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
国
別
再
編
な
ど
も
、
情

報
網
の
官
優
位
で
の
強
化
と
い
う
流
れ
の
通
過
点
で
あ
り
、
よ
り
長
い
ス
パ
ン
で
変
化
を
同
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　
「
情
報
網
の
官
優
位
で
の
強
化
」
と
は
具
体
的
に
は
、
第
一
に
外
務
省
が
所
管
す
る
国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
の
下
に
置
か
れ
る
国

別
援
助
研
究
会
に
お
い
て
、
民
間
部
門
出
身
の
委
員
が
減
少
し
て
い
る
点
、
第
二
に
国
別
援
助
研
究
会
が
報
告
書
を
作
成
す
る
か
否
か
が
外

務
省
に
よ
る
援
助
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
国
別
援
助
計
画
）
の
対
象
国
の
選
択
に
大
い
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
実
際

は
民
間
部
門
よ
り
も
公
的
部
門
の
役
割
が
拡
大
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
芦
立　

二
〇
〇
六
）。
こ
う
し
た
情
報
網
の
変
化
は
援
助
行

政
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
の
知
見
を
踏
ま
え
る
と
、
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
と
推
測
で
き
る
が
、
後
述
の
様

に
実
証
が
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
の
検
証
が
本
章
の
目
的
と
な
る
。

　

フ
ッ
ク
ら
の
計
量
分
析
は
、
外
務
省
と
旧
通
産
省
と
い
う
二
つ
の
系
列
か
ら
な
る
援
助
行
政
は
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
前
後
で
変
化
は
な
い
と
示
す

（H
ook and Zhang 1998

）。
そ
の
点
で
、
経
路
依
存
の
側
面
を
強
調
し
た
結
論
で
あ
る
。
彼
ら
の
分
析
は
、
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
八

年
ま
で
の
社
会
経
済
的
諸
変
数
と
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
相
関
を
一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
の
相
関
と
比
較
し
て
い
る
。
彼
ら
の
結
論
は
、
被

供
与
国
と
日
本
の
間
の
貿
易
に
関
す
る
変
数
と
援
助
の
配
分
の
相
関
の
程
度
は
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
の
前
後
で
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
で
、
大
綱
は
援

助
行
政
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
議
論
に
は
二
点
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
先
述
の
通
り

Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
は
通
過
点
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
第
二
に
「
大
綱
以
前
」
の
時
期
（
一
九
八
六
年
〜
一
九
八
八
年
）
と
「
大
綱
以
降
」
の
時
期

（
一
九
九
三
年
〜
一
九
九
五
年
）
は
五
年
し
か
間
が
な
く
、
実
質
的
な
変
化
を
観
察
す
る
に
は
時
期
が
短
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

（703）
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あ
る
。

　

リ
ッ
ク
ス
は
情
報
網
の
中
枢
を
占
め
た
民
間
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
注
目
し
、
一
九
六
〇
年
代
一
九
七
〇
年
代
の
援
助
行
政
は
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
す
る
（R

ix 1980

）。
そ
れ
ら
企
業
が
自
分
達
の
好
む
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
現
に
成
功
し
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
本
稿
の
計
量
分
析
も
、
か
つ
て
（
一
九
七
六
年
度
か
ら
一
九
八
三
年
度
ま
で
）
は
民
間
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
活
動
が
援
助
行
政
の
動
向

に
先
ん
じ
て
い
た
と
示
唆
す
る
の
で
、
そ
の
点
で
は
リ
ッ
ク
ス
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
昨
今
（
一
九
九
七
年
度
か
ら
二
〇
〇
四

年
度
ま
で
）
の
状
況
に
関
し
て
は
、
リ
ッ
ク
ス
と
は
異
な
り
、
情
報
網
の
在
り
方
の
変
化
に
よ
り
ビ
ジ
ネ
ス
の
利
益
が
援
助
行
政
の
変
化
に

敏
感
に
な
っ
て
い
る
と
の
仮
説
を
立
て
て
、
検
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
仮
説
は
、「
援
助
の
地
理
的
配
分
が
民
間
企
業
の
ビ
ジ
ネ

ス
動
向
に
あ
ま
り
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
か
っ
た
過
去
と
は
対
照
的
に
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
は
援
助
行
政
が
民
間
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

の
受
注
状
況
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

第
二
節　

指
標
に
つ
い
て

　

仮
説
の
検
証
の
た
め
に
、
本
稿
で
は
海
外
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
企
業
協
会
（
Ｅ
Ｃ
Ｆ
Ａ
）
の
デ
ー
タ
を
元
に
簡
単
な
分
析
を
行（
唖
）
う
。
Ｅ
Ｃ

Ｆ
Ａ
の
デ
ー
タ
を
用
い
る
の
は
、
主
要
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
ほ
と
ん
ど
が
加
盟
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
モ
デ
ル
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ

る
と
、
次
の
式
を
用
い
て
一
九
七
六
年
度
か
ら
一
九
八
三
年
度
ま
で
の
第
一
期
と
一
九
九
七
年
度
か
ら
二
〇
〇
四
年
度
ま
で
の
第
二
期
を
比

較
、
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

B
U

SIN
E

SS [t, p]=
a+

b1*B
U

SIN
E

SS [t-1, p]+
b2*O

D
A

 [t-1, p]+
e

（704）
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第
二
期
に
お
け
るB

U
SIN

E
SS [t, p]

は
、
ｔ
年
度
に
お
け
る
Ｅ

Ｃ
Ｆ
Ａ
メ
ン
バ
ー
の
海
外
受
注
実
績
に
占
め
る
地
域
ｐ
で
の
実
績
の

割
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
ｐ
と
は
具
体
的
に
は
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ

カ
、
中
南
米
、
中
東
の
こ
と
で
あ
り
、
欧
米
や
大
洋
州
な
ど
の
デ
ー

タ
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
一
九
七
〇
年
代
一
九
八
〇
年
代
に
関
し

て
は
受
注
実
績
に
関
す
る
完
全
な
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
と

い
う
の
も
主
要
受
注
実
績
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
あ
る
も
の
の
全
受
注

実
績
の
デ
ー
タ
が
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
一

期
に
関
し
て
は
事
前
調
査
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
代
わ
り
に
用
い
る
。

つ
ま
り
、
第
一
期
に
お
け
るB

U
SIN

E
SS [t, p]

は
、
ｔ
年
度
に
お

け
る
Ｅ
Ｃ
Ｆ
Ａ
メ
ン
バ
ー
の
事
前
調
査
費
用
全
体
に
占
め
る
地
域
ｐ

で
の
調
査
の
割
合
で
あ
る
。
当
該
数
値
は
、
海
外
受
注
件
数
と
強
い

相
関
が
あ
り
（r=

0.769907

。
危
険
率2.58E

-07

）、
近
似
値
と
し

て
信
頼
性
が
あ
る
。B

U
SIN

E
SS [t-1, p]

は
一
年
前
のB

U
SI-

N
E

SS [t, p]

の
値
で
あ
る
。
つ
ま
り
、t-1

年
に
お
け
る
メ
ン
バ
ー

の
全
受
注
実
績
あ
る
い
は
全
事
前
調
査
費
用
に
占
め
る
地
域
ｐ
の
割

合
で
あ
る
。O

D
A

 [t-1, p]

はt-1

年
（
デ
ー
タ
の
関
係
で
こ
れ
の

み
「
暦
年
」）
に
日
本
が
供
与
し
た
二
国
間
援
助
に
占
め
る
地
域
ｐ

表１　 ある年度に ECFA加盟企業がある地域で全体の何％の注文を受けるかあるい
は事前調査を請け負うかを従属変数として、前年の当該数値と前年の ODA

地域配分比率という二つの変数を独立変数とした場合の、各係数の値の推定
結果

独立変数 従属変数＝BUSINESS [t, p]

非標準化係数（標準化係数）
従属変数＝ BUSINESS [t, p]

非標準化係数（標準化係数）

期間 第一期：1976年度―1983年度 第二期：1997年度―2004年度

定数
BUSINESS [t-1, p]

ODA [t-1, p]

自由度修正済み決定
　係数
観測値

3.6864
0.7015***　（0.6306）
0.1455**　　（0.3100）

0.7790

32

0.5210
0.3442**　　（0.3556）
0.7049***　（0.6380）

0.9740

32

丸括弧内は標準化係数。***: p<0.01, **: p<0.05, *: p<0.10（両側検定）
出典：BUSINESS：第一期：ECFA（1984）　第二期：ECFA『ECFAニュースレ
ター』
ODA：外務省『ODA白書』東京：外務省
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向
け
の
援
助
の
割
合
で
あ
る
。
一
期
前
の
従
属
変
数
の
値
で
あ
るB

U
SIN

E
SS [t-1, p]

は
、B

U
SIN

E
SS [t, p]

と
強
い
相
関
関
係
に
あ
る

の
で
、
そ
れ
を
制
御
す
る
た
め
に
モ
デ
ル
に
投
入
さ
れ
て
い
る
。
仮
説
が
正
し
け
れ
ば
、
第
二
期
のb1

は
第
一
期
よ
り
も
小
さ
く
な
る
と

予
想
さ
れ
る
。

　

係
数
は
最
小
二
乗
法
で
推
定
し
た
が
、
地
域
ｐ
を
区
別
せ
ず
に
算
定
し
た
た
め
、
こ
こ
で
の
観
測
値
の
個
数
は
八
年
間
掛
け
る
四
主
要
地

域
で
三
二
で
あ
る
。
結
果
は
表
１
に
記
載
の
通
り
で
あ
る
。

第
三
節　

結
果

　

分
析
の
結
果
は
、
情
報
網
が
変
化
す
る
前
後
で
援
助
行
政
の
在
り
方
に
変
化
が
見
ら
れ
た
と
い
う
仮
説
を
支
持
す
る
。
具
体
的
に
明
ら
か

に
な
っ
た
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
第
二
期
に
お
い
て
は
前
年
の
援
助
実
績
が
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
受
注
実
績
に
与
え
る
影
響

（b2

）
が
第
一
期
以
上
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
期
に
お
い
て
は
、t-1

年
に
お
け
る
あ
る
地
域
に
対
す
る
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
配

分
比
率
が
実
際
よ
り
一
％
増
え
た
と
仮
定
す
る
と
、
翌
年
（
ｔ
年
）
に
当
該
地
域
に
お
い
て
Ｅ
Ｃ
Ｆ
Ａ
加
盟
企
業
が
得
る
受
注
の
地
域
配
分

比
率
は
実
際
の
比
率
よ
り
〇
・
七
〇
四
九
％
増
え
る
。
こ
の
数
値
は
〇
・
一
四
五
五
％
し
か
増
え
な
い
第
一
期
の
約
五
倍
で
あ
る
。
そ
の
一

方
で
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
ビ
ジ
ネ
ス
動
向
が
翌
年
の
ビ
ジ
ネ
ス
動
向
に
与
え
る
影
響
は
第
一
期
に
比
べ
て
第
二
期
で
は
小
さ
く
な
っ
て
い

る
。 

Ｅ
Ｃ
Ｆ
Ａ
加
盟
企
業
が
全
受
注
や
全
事
前
調
査
に
占
め
る
当
該
地
域
の
割
合
に
一
％
変
化
が
見
ら
れ
た
時
、
翌
年
の
全
受
注
や
全
事

前
調
査
に
占
め
る
当
該
地
域
の
割
合
は
第
一
期
に
お
い
て
は
〇
・
七
〇
一
五
％
変
化
す
る
が
、
第
二
期
で
は
〇
・
三
四
四
二
％
と
第
一
期
の

半
分
以
下
の
変
化
で
あ
る
。

　

表
の
三
列
目
に
は
、
第
二
期
の
標
準
化
係
数
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
二
つ
の
独
立
変
数
、
つ
ま
りB

U
SIN

E
SS

とO
D

A

の
内
、
後
者
の
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影
響
が
大
き
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
〇
・
三
五
五
六
∧
〇
・
六
三
八
〇
）。
通
常
、
一
期
前
の
従
属
変
数
が
次
の
期
の
従
属
変
数
に
強
い

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
興
味
深
い
発
見
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
結
果
は
政
府
が
供
与
す
る
援
助
が
民
間
部
門
の
ビ
ジ
ネ
ス
動

向
を
左
右
す
る
と
い
う
主
張
を
支
持
し
て
い
る
と
言
え
る
。

第
四
節　

小
括

　

こ
の
分
析
は
、
デ
ー
タ
の
限
界
を
考
え
る
と
、
極
簡
単
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
間
主
導
の
情
報
網
が
効
い
て
い
た
時

代
か
ら
情
報
網
の
在
り
方
が
変
化
し
た
結
果
と
し
て
、
援
助
行
政
の
在
り
方
が
民
間
部
門
の
決
定
を
左
右
し
、
時
に
方
針
転
換
を
も
た
ら
す

よ
う
に
な
っ
た
様
だ
と
示
唆
す
る
（
娃
）。
但
し
、
フ
ッ
ク
ら
の
研
究
と
同
様
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
の
前
後
で
援
助
行
政
の
在
り
方
が
劇
的
に
変
わ
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
徐
々
に
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
そ
の
点
で
は
、
経
路
依
存
も
一
部
妥
当
す
る
）。
本
稿
で
の
検
証
に
よ

り
、
日
米
の
執
政
部
の
研
究
で
得
た
知
見
が
昨
今
の
日
本
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

註（
11
）　

IP
SA

 C
onference Paper “Foreign aid (O

D
A

) as a public policy. ”

と
し
て
筆
者
が
二
〇
〇
六
年
に
報
告
し
た
も
の
の
内
、
計
量
分
析
の
部
分

を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
12
）　

本
来
で
あ
れ
ば
、こ
う
し
た
結
論
の
た
め
に
はO

D
A

↓B
U

SIN
E

SS
に
加
え
てB

U
SIN

E
SS

↓O
D

A

と
い
う
逆
の
方
向
に
つ
い
て
も
検
証
が
必

要
で
あ
る
が
、O

D
A

 [t, p]

とO
D

A
 [t-1, p]

の
相
関
が
強
す
ぎ
る
た
め
に
こ
こ
で
は
計
量
分
析
を
省
略
し
て
い
る
。
よ
り
適
切
な
指
標
を
探
し
て

検
証
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
質
的
分
析
に
つ
い
て
は
芦
立
（
二
〇
〇
一
、
二
〇
〇
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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結
語

　

本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
の
研
究
（
主
と
し
て
外
交
政
策
に
関
す
る
も
の
）
に
お
い
て
、
制
度
外
の
要
因
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た

も
の
を
、「
個
性
」
と
い
う
曖
昧
な
言
い
方
か
ら
よ
り
具
体
化
し
た
上
で
、
実
際
に
日
本
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
の
か
、
ど
ん
な
示
唆
を

与
え
る
か
を
論
じ
て
き
た
。
制
度
外
の
諸
要
因
に
含
ま
れ
る
も
の
は
、
経
路
依
存
な
ど
の
「
政
治
的
規
範
」、
政
党
の
在
り
方
を
含
ん
だ

「
政
治
的
連
合
」、
更
に
二
点
目
と
関
連
し
て
、
情
報
網
・
補
佐
機
構
の
在
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
は
、
日
本
の
援
助
行
政
研
究
に

も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
で
の
検
証
で
は
見
過
ご
し
て
い
る
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
経
路
依
存
と
情
報
網
の
影

響
に
つ
い
て
昨
今
の
援
助
行
政
を
用
い
て
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
統
領
制
、
議
院
内
閣
制
と
い
う
公
的
な
政
治
制
度
の
差
を
越
え
て
、

日
米
の
援
助
行
政
に
共
通
に
働
く
要
因
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
執
政
部
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
促
進
要
因
と
な
る
こ

と
が
あ
れ
ば
、
時
に
は
逆
に
制
約
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

　

ど
の
国
に
い
て
も
、
自
国
と
異
な
る
政
治
制
度
が
な
ん
と
な
く
魅
力
的
に
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（Peters 1997, 83

）。
そ
れ
ゆ
え

に
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
は
、
比
較
に
よ
っ
て
こ
そ
代
替
肢
の
理
想
化
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る

（R
ockm

an 2003, 73

）。
こ
う
し
た
複
数
の
論
者
の
忠
告
は
日
本
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
ろ
う
。
小
泉
政
権
誕
生
前
後
に
は
首
相
公
選
論

が
台
頭
し
、
現
在
も
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
と
い
う
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
議
論
の
前
に
我
々
が
考
え
る
べ
き
は
、
制
度
が

効
く
か
効
か
な
い
か
で
は
な
く
、
ど
の
程
度
ま
で
制
度
が
規
定
す
る
の
か
と
い
う
範
囲
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

国
際
協
力
銀
行
（
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
）
の
借
款
部
門
が
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
情
報
網
の
在
り
方
も
更

に
変
化
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
の
結
論
も
暫
定
的
な
も
の
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
援
助
行
政
を

あ
る
い
は
広
義
の
外
交
政
策
を
学
術
的
に
理
解
す
る
枠
組
み
を
本
稿
が
提
示
で
き
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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