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書

評

宇
野
重
規
著
『
民
主
主
義
の
つ
く
り
方
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇

一
三
年
一
〇
月
、
二
一
八
頁
）

鎌

田

厚

志

は
じ
め
に

民
主
主
義
は
、
歴
史
上
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た１

）
。
近
年
の
日

本
の
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、「
政
治
的
麻
痺２

）
」と
も
呼
ば
れ
る
政
治
の

停
滞
が
長
期
に
渡
っ
て
継
続
し
、
多
く
の
人
が
苛
立
ち
や
失
望
を
抱
い

て
い
る
。

こ
う
し
た
、
い
わ
ば
民
主
主
義
の
危
機
と
も
言
え
る
状
況
の
中
で
、

本
書
は
、「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
思
想
を
一
つ
の
導
き
手
と
し
て
、
困

難
な
状
況
に
陥
っ
た
現
代
民
主
主
義
の
再
生
を
は
か
る
」
と
い
う
意
図

の
も
と
、
民
主
主
義
の
モ
デ
ル
を

ル
ソ
ー
型

か
ら

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
型

へ
転
換
す
る
こ
と
を
大
胆
に
提
起
し
、
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、

民
主
主
義
へ
の
不
信
が
募
る
現
代
に
あ
っ
て
、
あ
え
て
民
主
主
義
を
擁

護
す
る
こ
と
に
挑
戦
し
て
い
る
。

著
者
は
、
本
書
を
、
以
前
に
著
者
が
執
筆
し
た
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル

平

等
と
不
平
等
の
理
論
家
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
七
年
）
と

『

私

時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
に
続

く
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
三
部
作
」
の
三
冊
目
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

『

私

時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
に
お
い
て
、
著
者
は
現
代
民
主
主
義

の
抱
え
る
困
難
を
指
摘
し
つ
つ
、「
私
」
と
真
摯
に
各
自
が
向
き
合
い
、

「
私
」
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
私
た
ち
」
へ
と
向
か
う
道
を
展
望

し
、デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
希
望
を
見
出
す
た
め
の
道
を
模
索
し
て
い
た
が
、

本
書
で
は
よ
り
大
胆
に
希
望
の
あ
り
か
を
探
り
、
示
し
て
い
る
。

一

本
書
の
内
容

本
書
は
、
冒
頭
の
「
は
じ
め
に
」
と
四
つ
の
章
と
末
尾
の
「
お
わ
り

に
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

は
じ
め
に
」の
冒
頭
で
、
著
者
は
、
少
子
高
齢
化
と
低
成
長
の
も
と

で
負
担
の
再
配
分
が
迫
ら
れ
る
「
収
縮
時
代
の
民
主
主
義
」
の
困
難
さ

を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
民
主
主
義
の
本
質
を
「
自
分
た
ち
の
社

会
の
問
題
を
、
自
分
た
ち
で
考
え
、
自
分
た
ち
の
力
で
解
決
し
て
い
く

こ
と
」、
つ
ま
り「
自
分
た
ち
の
力
で
、
自
分
た
ち
の
社
会
を
変
え
て
い

く
こ
と
」
だ
と
述
べ
る
。

こ
の
民
主
主
義
の
本
質
理
念
に
照
ら
し
、
ル
ソ
ー
的
な
発
想
と
市
場

モ
デ
ル
の
両
方
に
つ
い
て
著
者
は
疑
問
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
ル
ソ
ー
と
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そ
の
背
景
に
あ
る
主
権
論
に
お
け
る
、
一
つ
の
優
越
的
な
意
志
が
存
在

す
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
に
は
抑
圧
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
一
般
意

志
を
抜
き
に
民
主
主
義
を
構
想
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
と
問

う
。
次
に
、
現
代
に
お
い
て
流
行
す
る
市
場
モ
デ
ル
で
政
治
を
語
る
こ

と
に
対
し
、
上
記
の
民
主
主
義
の
本
質
の
理
念
を
放
棄
す
る
時
、
人
は

無
力
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
問
う
。

そ
の
う
え
で
、
人
間
と
は
必
ず
し
も
一
つ
の
明
確
な
意
志
を
前
提
に

は
で
き
ず
、
む
し
ろ
多
様
な
情
念
に
突
き
動
か
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、

意
志
と
は
事
後
的
に
発
見
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
問
う
。
こ
の
視

点
か
ら
民
主
主
義
を
捉
え
な
お
す
こ
と
を
著
者
は
提
起
し
、
そ
の
手
が

か
り
と
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
参
照
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

第
１
章
「
民
主
主
義
の
経
験
」
で
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
参
照
し
つ
つ
、

ア
メ
リ
カ
の
出
発
点
に
は
民
主
主
義
の
「
種
子
」、
つ
ま
り
「「
地
方
自

治
」
の
習
慣
」
と
「「
人
民
主
権
」
の
教
義
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を

著
者
は
指
摘
す
る
。
民
主
主
義
と
は
、
移
民
社
会
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に

お
い
て
、
名
も
無
い
人
々
が
実
際
に
経
験
し
た
こ
と
や
そ
の
際
の
感
覚

で
あ
り
、
そ
う
し
た
原
初
的
な
平
等
の
感
覚
の
経
験
は
、
制
度
と
し
て

の
民
主
主
義
が
確
立
し
て
い
く
中
で
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
と
き
と

し
て
復
活
し
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。

著
者
は
、
ハ
イ
エ
ク
と
ア
レ
ン
ト
に
お
け
る
原
初
の
平
等
関
係
で
あ

る
「
イ
ソ
ノ
ミ
ア
」
へ
の
着
目
や
、
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
お

け
る
強
烈
な
理
想
主
義
と
個
人
主
義
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
「
経
験
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
考
察
す
る
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
も
の
ご
と
の
本
質
が
日
常
経
験

の
背
後
に
あ
る
と
は
考
え
ず
、「
経
験
」
や
「
実
験
」
が
重
要
視
さ
れ
る
。

経
験
と
は
、
人
々
が
他
者
と
と
も
に
、
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
世
界
と
か

か
わ
っ
て
い
く
過
程
（
プ
ロ
セ
ス
）
で
あ
る
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
の
一
人
、
ホ
ー
ム
ズ
は
、
経
験
と
は
「
人
間
と

そ
の
環
境
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
る
す
べ
て
」
で
あ
り
、
社
会
的
な
も

の
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
経
験
は
個
人
の
主
観
よ

り
先
行
す
る
と
考
え
、
他
の
個
人
と
切
り
離
さ
れ
た
抽
象
的
な
個
人
の

要
求
を
前
提
に
社
会
を
捉
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
た
。

デ
ュ
ー
イ
は
、
民
主
的
社
会
と
は
一
人
ひ
と
り
の
個
人
が
さ
ま
ざ
ま
に

実
験
し
経
験
を
深
め
る
こ
と
を
許
容
す
る
社
会
で
あ
る
と
考
え
、
学

校
・
職
場
・
政
治
的
制
度
に
支
え
ら
れ
て
人
々
が
と
も
に
行
為
し
経
験

を
共
有
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
主
張
し
た
。

さ
ら
に
著
者
は
、
藤
田
省
三
の
議
論
を
参
照
す
る
。
藤
田
は
、
敗
戦

直
後
の
日
本
が
持
っ
て
い
た
「
明
る
さ
」
を
、
鋳
型
に
人
を
は
め
こ
む

現
代
社
会
と
対
比
し
、
や
り
直
し
の
た
め
の
出
発
点
と
し
て
の
「
戦
後

の
経
験
」
を
説
い
た
。
原
初
的
自
由
と
民
主
主
義
の
経
験
が
、
高
度
経

済
成
長
の
中
で
風
化
し
た
こ
と
と
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
敗
戦
直
後

の
「
経
験
」
の
想
起
に
藤
田
が
努
め
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。
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第
２
章
「
近
代
政
治
思
想
の
隘
路
」
で
は
、
自
分
を
示
す
こ
と
を
恐

れ
、
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る
こ
と
に
消
極
的
な
人
間

像
が
近
代
政
治
思
想
に
お
い
て
前
提
に
な
っ
て
き
た
こ
と
の
問
題
を
著

者
は
指
摘
す
る
。

著
者
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
「
緩
衝
材
で
覆
わ
れ
た
自
己
」

の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
近
代
的
人
間
像
は
決
し
て
自
明
の
も
の
で
は

な
く
、
歴
史
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
近

代
に
お
い
て
、
人
間
の
内
と
外
が
分
断
さ
れ
、
宗
教
と
政
治
も
分
離
さ

れ
、
政
治
は
「
や
せ
こ
け
た
概
念
」
に
な
り
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
社
会

契
約
論
は
登
場
し
た
。

さ
ら
に
、
著
者
は
、
近
代
政
治
思
想
に
お
け
る
「
依
存
へ
の
恐
怖
」

と
い
う
特
徴
を
指
摘
す
る
。
近
代
政
治
思
想
に
は
、
政
治
を
担
う
市
民

は
自
律
し
た
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
者
へ
の
依
存
か
ら
の
脱
却

が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
や
、
ハ
イ
エ
ク
、

ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
に
も
依
存
へ
の
忌
避
が
見
ら
れ
た
。

そ
の
う
え
で
、「
依
存
へ
の
恐
怖
」に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
し
て
、

ケ
ア
の
倫
理
学
の
存
在
を
著
者
は
指
摘
す
る
。
人
間
は
他
者
の
支
援
を

必
要
と
し
、「
依
存
」
は
人
間
と
い
う
存
在
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
。

子
ど
も
や
高
齢
者
、
障
害
者
な
ど
を
手
助
け
す
る
ケ
ア
の
活
動
は
、
自

立
し
た
個
人
の
モ
デ
ル
の
近
代
政
治
思
想
で
は
位
置
を
占
め
る
こ
と
が

で
き
ず
、「
私
」の
領
域
に
ケ
ア
の
問
題
が
封
印
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
人
間
が
も
つ
脆
弱
性
が
見
失
わ
れ
た
、
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

依
存
が
忌
避
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
著
者
は
主
権
国
家
の
問
題
を
挙

げ
る
。
つ
ま
り
、
権
力
を
集
中
し
た
国
家
と
、
封
建
的
諸
関
係
か
ら
切

り
離
さ
れ
た
諸
個
人
が
向
き
合
い
、
両
者
を
媒
介
す
る
論
理
と
し
て
社

会
契
約
論
が
構
築
さ
れ
て
き
た
と
い
う
特
有
の
事
情
を
指
摘
す
る
。
さ

ら
に
、
身
の
ま
わ
り
の
諸
個
人
へ
の
依
存
を
嫌
う
こ
と
が
、
実
は
国
家

や
多
数
者
に
対
す
る
よ
り
大
き
な
依
存
へ
と
結
び
つ
く
と
い
う
ト
ク

ヴ
ィ
ル
が
指
摘
し
た
パ
ラ
ド
ク
ス
に
著
者
は
あ
ら
た
め
て
留
意
す
る
。

著
者
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
、
相
互
依
存
的
な
自
由
を
提
起
し
、

依
存
と
自
由
の
緊
張
関
係
を
自
覚
し
つ
つ
、
い
か
な
る
依
存
を
ど
の
程

度
ま
で
認
め
る
か
、
繊
細
な
思
考
の
必
要
を
提
起
す
る
。

第
３
章
「
習
慣
の
力
」
で
は
、
習
慣
と
は
、
単
に
パ
タ
ー
ン
化
し
た

行
動
様
式
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
時
間
を
か
け
て
形
成
さ
れ
、
身

体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
格
や
人
柄
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
習
慣
に
対
す
る
議
論
は
、
中
世
以
来
の

伝
統
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
習
慣
に
つ
い

て
の
議
論
と
し
て
、
著
者
は
パ
ー
ス
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
デ
ュ
ー
イ
を
参

照
す
る
。

パ
ー
ス
は
、
混
沌
と
し
た
宇
宙
に
秩
序
が
生
ま
れ
る
の
は
習
慣
の
力

に
よ
る
と
す
る
。
習
慣
と
は
、
個
別
的
な
偶
然
性
を
全
体
的
な
秩
序
へ

と
媒
介
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
な
状
況
に
応
じ
て
変
化
し
成
長
す
る
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力
だ
と
さ
れ
る
。
習
慣
と
は
、
過
去
か
ら
の
し
が
ら
み
よ
り
は
む
し
ろ
、

未
来
に
お
け
る
行
動
と
の
関
連
で
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、「
こ
の
よ

う
に
行
動
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
だ
と
い
う
。
習
慣
は
た
え
ず

修
正
さ
れ
、
信
念
は
経
験
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
。
習
慣
は
社
会
的
な

信
念
と
し
て
人
々
に
共
有
さ
れ
、
受
け
継
が
れ
て
い
く
と
さ
れ
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
い
て
は
、
そ
の
信
念
が
人
々
の
い
か
な
る
行
動
を

生
み
出
し
、
い
か
な
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
が
肝
心
だ
と
さ
れ
る
。

「
信
じ
よ
う
と
す
る
意
志
」「
信
じ
よ
う
と
す
る
権
利
」が
擁
護
さ
れ
る
。

信
念
が
現
実
化
す
る
に
あ
た
り
、
習
慣
が
重
要
な
役
割
を
持
つ
。
人
間

の
行
為
の
ほ
と
ん
ど
は
、
習
慣
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
人
生
の

成
功
は
い
か
に
有
益
な
習
慣
を
身
に
つ
け
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
さ

れ
る
。

デ
ュ
ー
イ
に
お
い
て
は
、
習
慣
と
は
機
械
的
な
反
復
で
は
な
く
、
状

況
に
対
応
す
る
た
め
の
「
道
具
」
で
あ
り
、
習
慣
が
そ
の
人
の
欲
望
や

活
動
を
生
み
出
す
と
さ
れ
る
。
習
慣
は
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
不
可
分
で
あ
り
、
習
慣
の
変
革
は
個
人
の
行
動
を
変
化
さ
せ
、
社
会

を
変
革
す
る
梃
子
と
な
る
。デ
ュ
ー
イ
は
、「
実
験
と
し
て
の
民
主
主
義
」

の
鍵
は
習
慣
だ
と
し
た
。人
間
は
自
ら
の
環
境
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
、

環
境
を
変
え
る
こ
と
で
、
自
ら
の
習
慣
を
変
化
さ
せ
、
成
長
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
習
慣
は
成
長
・
発
展
し
、
社
会
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
介
し
て
他
の
人
々
へ
伝
播
す
る
。

こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
可
変
的
な
習
慣
を
重
視
す

る
社
会
や
民
主
主
義
へ
の
見
方
は
、
議
会
制
民
主
主
義
と
は
異
質
で
あ

り
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
調
整
と
も
異
質
で
あ
る
と
著
者
は
指
摘

す
る
。
社
会
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
な
る
の
は
、
必
ず
し
も
一
人
ひ
と
り
の
個

人
で
は
な
く
、
個
人
と
個
人
と
の
関
係
で
あ
り
、
習
慣
や
行
為
を
介
し

て
結
び
つ
い
た
人
と
人
と
の
動
態
的
な
つ
な
が
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
つ
な
が
り
が
民
主
主
義
を
構
成
す
る
と
い
う
信
念
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
こ
う
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
発
想
の
事
例
と

し
て
、
著
者
は
、
ハ
イ
エ
ク
に
お
け
る
習
慣
の
集
積
と
し
て
の
社
会
観

や
、
ネ
グ
リ
╱
ハ
ー
ト
が

共

を
発
展
さ
せ
る
鍵
を
習
慣
に
求
め
て

い
る
こ
と
や
、
デ
ュ
ヒ
ッ
グ
が
ロ
ー
ザ
・
パ
ー
ク
ス
の
影
響
に
つ
い
て

「
習
慣
の
力
」
を
通
じ
て
分
析
し
て
い
る
事
例
を
挙
げ
る
。

さ
ら
に
、
著
者
は
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
転
回
」に
言
及
し
、
ウ
ェ
ブ
の
発

展
で
原
子
化
し
た
個
人
が
社
会
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
る
こ
と

に
着
目
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ブ
と
い
う
習
慣
に
よ
っ
て
、
人
々
が
無
意
識

に
結
び
つ
き
、
影
響
を
受
け
、
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
現

実
を
、
著
者
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
も
し
れ
な
い
し
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
か
も

し
れ
な
い
と
留
保
し
つ
つ
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
」
を
通
じ
て
発

展
し
た
現
代
の
「
民
主
主
義
の
習
慣
」
の
行
方
に
注
目
し
て
い
る
。

第
４
章
「
民
主
主
義
の
種
子
」
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
日
本
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で
「
社
会
を
変
え
る
」
と
い
う
言
葉
が
政
治
に
対
す
る
失
望
を
背
景
に

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。
こ
の
動
き

は
、「
ど﹅
の﹅
よ﹅
う﹅
に﹅
社
会
を
変
え
る
か
」（
傍
点
原
文
）
に
つ
い
て
高
度

に
自
覚
的
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
自
覚
の
も
と
、
社
会
を
変
え
て
い
る

事
例
を
著
者
は
挙
げ
る
。

ま
ず
、
著
者
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
病
児
保
育
を
展
開
す

る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
駒
崎
弘
樹
氏
の
事
例
を
挙
げ
、
実
際

に
社
会
問
題
解
決
の
た
め
の
新
た
な
習
慣
を
つ
く
り
だ
し
、
他
に
波
及

し
て
い
る
例
を
そ
こ
に
見
る
。
駒
崎
氏
は
、
行
政
が
見
放
し
手
を
出
せ

ず
に
い
る
領
域
を
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
が
カ
バ
ー
す
べ

き
だ
と
主
張
し
、「
投
票
に
よ
ら
な
い
社
会
改
革
」の
可
能
性
を
模
索
し
、

自
分
た
ち
の
力
で
社
会
変
革
の
「
習
慣
」
を
生
み
出
し
て
い
こ
う
と
し

て
い
る
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。

次
に
、
著
者
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
事
例
と
し
て
、
島
根
県
の
隠

岐
諸
島
に
あ
る
海
士
町
を
挙
げ
る
。
海
士
町
は
人
口
の
一
割
が
Ｉ
タ
ー

ン
（
新
た
に
移
住
し
て
き
た
人
）
で
あ
り
、
あ
え
て
他
の
市
町
村
と
合

併
せ
ず
、
少
子
高
齢
化
と
過
疎
化
が
進
む
中
、
島
民
全
体
で
危
機
意
識

を
共
有
し
、
住
民
同
士
の
徹
底
し
た
議
論
な
ど
を
通
じ
て
地
域
を
活
性

化
し
、
人
が
つ
な
が
る
た
め
の
新
し
い
し
く
み
と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
」
を
住
民
参
加
に
よ
り
作
成
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。

三
つ
め
に
、
著
者
は
、
岩
手
県
釜
石
市
の
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復

興
の
事
例
を
挙
げ
る
。
企
業
が
生
き
残
り
の
た
め
に
地
元
と
の
関
係
を

積
極
的
に
強
化
し
て
い
る
事
例
や
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
担
い
手
の
若
者
の
生
き

方
に
触
れ
つ
つ
、
土
地
に
縛
り
付
け
ら
れ
る
の
で
な
く
、
あ
ら
た
め
て

「
故
郷
」
を
選
び
直
し
、
地
域
と
の
結
び
つ
き
の
な
か
に
自
分
の
存
在

意
義
を
見
出
す
タ
イ
プ
の
主
体
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
と
著
者
は
指
摘

す
る
。
そ
こ
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
地
域
お
こ
し
」
と
は
異
質
な
要
素
を

含
む
新
た
な
主
体
と
そ
の
理
念
が
生
れ
つ
つ
あ
る
と
展
望
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
例
を
通
じ
て
、
主
体
は
所
与
で
は
な
く
結
果
で
あ
り
、

相
互
の
接
触
の
中
で
多
様
な
習
慣
が
伝
達
さ
れ
る
こ
と
を
著
者
は
指
摘

し
て
い
る
。

お
わ
り
に
」
で
は
、
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
お
け
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ

ム
の
思
想
的
影
響
や
ロ
ー
テ
ィ
に
お
け
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
デ
ュ
ー
イ

の
継
承
を
参
照
し
つ
つ
、
政
治
の
役
割
は
す
で
に
潜
在
的
に
人
々
が
望

ん
で
い
る
も
の
を
言
葉
を
通
じ
て
目
に
見
え
る
よ
う
に
表
現
し
、
一
人

ひ
と
り
の
「
よ
り
よ
い
も
の
」
へ
の
変
革
の
「
希
望
」
を
社
会
全
体
の

変
革
へ
と
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
に
あ
る
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
著
者
は
、
一
般
意
志
の
存
在
を

前
提
に
そ
の
実
現
を
図
る

ル
ソ
ー
型

民
主
主
義
と
は
異
な
り
、
人
々

が
行
為
の
後
に
な
っ
て
自
分
の
意
志
を
発
見
す
る
と
い
う
契
機
と
、
行

為
を
通
じ
て
人
々
が
自
ら
の
意
志
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
に

注
意
を
促
す
。
こ
の
行
為
を
通
じ
た
実
験
と
、
そ
れ
に
よ
る
習
慣
の
形
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成
や
変
革
が
、
現
代
日
本
の
各
地
で
い
ま
起
こ
っ
て
お
り
、
新
た
な「
民

主
主
義
の
習
慣
」
が
地
域
社
会
や
若
い
世
代
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る

と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。

二

本
書
の
意
義

ま
ず
、
本
書
の
意
義
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を

日
本
の
民
主
主
義
再
生
の
た
め
に
大
胆
に
参
照
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら

れ
る
。
日
本
に
お
け
る
西
洋
政
治
思
想
の
研
究
は
、
戦
前
は
ド
イ
ツ
を
、

戦
後
は
英
仏
を
中
心
と
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

る
。
鶴
見
俊
輔
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
哲
学
（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
）
が

紹
介
さ
れ
た
後
も３

）
、
今
日
に
至
る
ま
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
人
口
に

膾
炙
し
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
う
し
た
日
本
の
状
況
の
中
で
、
本
書
は
、

今
後
民
主
主
義
の
知
的
リ
ソ
ー
ス
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
選
択
に
関

し
て
、
大
き
な
刺
激
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

二
番
目
に
、
本
書
の
意
義
と
し
て
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る

「
経
験
」
や
「
習
慣
」
の
議
論
を
丹
念
に
辿
り
、
孤
立
し
た
個
人
で
も

な
く
、
共
同
体
を
実
体
化
す
る
議
論
で
も
な
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
お
け
る
習
慣
そ
の
も
の
を
基
盤
と
し
た
相
互
依
存
的
な
人
間
像
を

提
起
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
個
人
と
集
団
の
い
ず

れ
か
に
偏
る
ア
ポ
リ
ア
を
回
避
す
る
た
め
に
有
益
な
指
針
と
な
る
と
思

わ
れ
る
。

三
番
目
の
意
義
と
し
て
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
人
間
観
や
習
慣
論

を
明
晰
に
整
理
し
た
上
で
、
最
近
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
や
地
域

社
会
の
実
践
を
敏
感
に
捉
え
、
こ
れ
ら
の
事
例
を
新
た
な
「
習
慣
」
と

し
て
政
治
思
想
的
に
意
味
を
見
出
し
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
現
代
日
本
に
お
け
る
希
望
の
あ
り
か
を
示
す
貴
重
な

試
み
と
思
わ
れ
る
。

三

本
書
の
問
題
点

上
記
の
意
義
を
確
認
し
た
上
で
、
読
み
手
で
あ
る
私
の
理
解
不
足
か

も
し
れ
な
い
が
、
以
下
の
三
つ
の
点
が
疑
問
と
し
て
残
る
。

一
つ
め
の
疑
問
は
、「
経
験
」
や
「
習
慣
」
に
つ
い
て
参
照
す
る
知
的

伝
統
を
ア
メ
リ
カ
に
置
く
際
、
民
主
主
義
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
経
験

が
「
原
初
経
験
」
に
限
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

自
分
た
ち
が
社
会
や
国
を
つ
く
る
と
い
う
感
覚
や
経
験
、
あ
る
い
は

政
治
権
力
に
対
す
る
抵
抗
の
経
験
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
原
初
経
験

の
み
に
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ハ
ワ
ー
ド
・
ジ
ン
が
描
く
草
の
根

の
抵
抗
の
歴
史４

）
や
、
色
川
大
吉
に
よ
る
明
治
自
由
民
権
運
動
の
研
究５

）
、

小
熊
英
二
に
よ
る
戦
後
民
主
主
義
の
研
究６

）
な
ど
は
、
私
た
ち
が
民
主
主
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義
と
い
う
も
の
を
考
察
し
、
あ
る
い
は
発
揮
す
る
際
に
、
大
き
な
参
考

と
な
る
経
験
の
鉱
脈
を
示
し
て
い
る
。
原
初
経
験
に
の
み
民
主
主
義
の

立
脚
点
を
置
く
と
、こ
う
し
た
歴
史
が
生
か
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

二
つ
め
の
疑
問
点
は
、
本
書
で
提
案
さ
れ
る
民
主
主
義
の
つ
く
り
手

や
希
望
の
考
察
事
例
が
、「
シ
ス
テ
ム
化
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
場
所
や
領

域
」
つ
ま
り
「
余
地７

）
」
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、
国
家
レ
ベ
ル
の
民
主

主
義
や
政
治
に
つ
い
て
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
問
い
が
残
る

こ
と
で
あ
る
。

著
者
は
『

私

時
代
の
デ
モ
ラ
ク
シ
ー
』
で
は
国
レ
ベ
ル
の
民
主
主

義
の
孕
む
問
題
を
指
摘
し
て
い
た
が
、
本
書
に
限
っ
て
言
え
ば
、
冒
頭

で
負
担
を
配
分
す
る
収
縮
時
代
の
民
主
主
義
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る

の
に
、
国
レ
ベ
ル
で
の
負
担
の
再
配
分
を
ど
う
す
る
か
、
こ
の
問
題
に

ど
う
対
処
す
る
か
と
い
う
事
柄
が
十
分
に
見
え
て
こ
な
い
。

た
と
え
ば
、
湯
浅
誠
氏
は
、「
最﹅
善﹅
を﹅
求﹅
め﹅
つ﹅
つ﹅
、
同﹅
じ﹅
く﹅
ら﹅
い﹅
の﹅
熱﹅

心﹅
さ﹅
で﹅
最﹅
悪﹅
を﹅
回﹅
避﹅
す﹅
る﹅
努﹅
力﹅
を﹅
す﹅
る﹅
」（
傍
点
原
文
）こ
と
を
主
張
し
、

そ
の
こ
と
を
「
近
く
か
ら
広
げ
つ
つ
、
遠
く
と
架
橋
す
る
」
と
も
言
い

換
え
、
現
実
の
政
策
の
調
整
過
程
に
で
き
る
限
り
コ
ミ
ッ
ト
し
、
負
担

の
再
配
分
が
最
悪
の
形
で
の
し
か
か
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
努
力
を

重
視
し
て
い
る８

）
。

現
代
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
は
、「
余
地
」に
お
け
る
新
た
な
習
慣

形
成
と
と
も
に
、
国
政
レ
ベ
ル
で
の
最
悪
を
避
け
る
た
め
の
不
断
の
努

力
も
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
後
者
の
努
力
に
お

い
て
は
、
政
党
政
治
に
関
連
し
た
「
経
験
」
や
「
習
慣
」
を
涵
養
し
て

い
く
こ
と
も
重
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
三
の
疑
問
は
、
民
主
主
義
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
り
立
た

せ
る
た
め
に
は
、
な
ん
ら
か
の
前
提
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
、
著
者
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
何

ら
か
の
共
通
の
属
性
や
、
前
も
っ
て
共
通
の
価
値
観
を
持
つ
こ
と
は
必

ず
し
も
不
可
欠
で
は
な
い
と
述
べ
る９

）
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
著
者
も

今
後
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
空
間
に
お
い
て
、
は
た
し
て

ど
の
程
度
ま
で
円
滑
な
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
有
意
義
な
習

慣
の
伝
播
が
成
り
立
つ
か
は
現
状
で
は
疑
問
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
上
に
お

け
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
根
拠
の
な
い
情
報
や
極
論
の
蔓
延
は
、
健
全

な
議
論
の
育
成
を
妨
げ
、
か
え
っ
て
世
論
を
極
端
な
も
の
に
誘
導
し
煽

動
す
る
危
険
を
持
っ
て
い
る
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ウ
ェ
ブ
な
ど
の
ネ
ッ
ト
上
の
空
間
が
民
主
主
義
に
資

す
る
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
礼
節
や
マ
ナ
ー
が
必
要
に
な
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
限
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
対
他
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視

し
、
そ
の
実
際
の
経
験
に
基
づ
い
た
民
主
主
義
を
追
求
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
逆
説
的
に
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
た
め
の
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一
定
の
作
法
や
型
が
重
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
礼
節
や

作
法
は
、
民
主
主
義
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
民
主
主
義
に
先
立
つ
政
治

思
想
の
伝
統
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る10

）
。
民
主
主
義
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
る
ほ
ど
、
そ
れ
ら
の
民
主
主
義
に
先
立
つ
礼
節

な
ど
の
伝
統
の
発
掘
が
重
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

以
上
の
疑
問
点
が
読
み
手
で
あ
る
私
の
理
解
力
不
足
の
た
め
存
在
す

る
と
し
て
も
、
本
書
は
は
る
か
に
そ
れ
を
上
回
る
有
意
義
な
刺
激
や
希

望
を
与
え
て
く
れ
る
。

著
者
は
、
本
書
を
出
版
し
た
の
と
同
じ
年
に
大
学
生
向
け
の
教
科
書

と
し
て
『
西
洋
政
治
思
想
史
』（
有
斐
閣
ア
ル
マ
、
二
〇
一
三
年
）
を
出

版
し
て
い
る
。
そ
の
本
の
中
で
は
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
西

洋
政
治
思
想
の
歴
史
を
、
該
博
な
見
識
を
駆
使
し
、
生
き
生
き
と
わ
か

り
や
す
く
叙
述
し
て
い
る
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
西
洋
政
治
思
想
研
究

を
背
景
に
、
真
っ
向
か
ら
現
代
の
抱
え
る
問
題
に
対
し
て
取
り
組
ん
で

い
る
。
西
洋
政
治
思
想
史
研
究
と
現
代
政
治
学
あ
る
い
は
現
代
政
治
へ

の
実
践
的
な
提
言
は
、
今
日
、
分
離
し
が
ち
で
あ
る
。
本
書
は
あ
え
て

そ
の
架
橋
に
挑
ん
で
い
る
点
で
、
多
く
の
示
唆
に
富
み
、
大
き
な
勇
気

を
与
え
る
一
冊
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
今
後
、
民
主
主
義
を
つ

く
っ
て
い
く
た
め
に
、
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
一
冊
で
あ
る
こ
と
を

疑
わ
な
い
。

注（
１
）
民
主
主
義
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
わ
か
り

や
す
く
整
理
し
た
も
の
と
し
て
は
、
杉
田
敦
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」、

古
賀
敬
太
編
『
政
治
概
念
の
歴
史
的
展
開
』
第
六
巻
、
晃
洋
書
房
、

二
〇
一
三
年
、
が
あ
る
。

（
２
）
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
「
日
本
の
た
ど
る
政
治
的
麻
痺
へ
の
道
｜
｜
置
き

去
り
に
さ
れ
た
民
主
的
希
望
」、『
思
想
』
九
三
八
号
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
二
年
六
月
。

（
３
）
鶴
見
俊
輔
『
ア
メ
リ
カ
哲
学
』
世
界
評
論
社
、
一
九
五
〇
年
。

（
４
）
ハ
ワ
ー
ド
・
ジ
ン
『
民
衆
の
ア
メ
リ
カ
史
』
上
下
巻
、
猿
谷
要
監

修
・
富
田
虎
男
ほ
か
訳
、
明
石
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。

（
５
）
色
川
大
吉
『
明
治
の
文
化
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
。
同

『
新
編

明
治
精
神
史
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
。

（
６
）
小
熊
英
二
『

民
主

と

愛
国

｜
｜
戦
後
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
公
共
性
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（
７
）『
民
主
主
義
の
つ
く
り
方
』、
二
〇
六
頁
。

（
８
）
湯
浅
誠
『
ヒ
ー
ロ
ー
を
待
っ
て
い
て
も
世
界
は
変
わ
ら
な
い
』、

朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
二
〇
〜
二
二
頁
。

（
９
）『
民
主
主
義
の
つ
く
り
方
』、
一
三
九
頁
。

（
10
）
木
村
俊
道
『
文
明
と
教
養
の

政
治

近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
以
前

の
政
治
思
想
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
三
年
。
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