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程
論
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制
研
究
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構
想

む
す
ぴ
に
か
え
て

1
　
課
題
の
設
定

一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
教
育
法
学
が
心

中
　
　
　
田

康
　
　
彦

血
を
注
い
で
き
た
国
民
の
教
育
権
論
は
、
国
家
の
公
権
力
的
統
制

と
対
置
さ
れ
る
教
育
関
係
主
体
（
教
師
を
中
心
と
し
た
親
、
子
ど

も
、
住
民
の
総
体
）
の
諸
権
利
の
構
造
化
を
す
す
め
て
き
た
。
ま

た
一
九
八
○
年
代
に
入
ウ
て
か
ら
の
子
ど
も
の
人
権
保
障
を
め
ぐ

る
議
論
は
、
教
師
と
父
母
、
子
ど
も
の
権
利
義
務
関
係
を
明
ら
か

に
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
権
利
論
の
次
元
に
お
け
る
進
展

と
は
対
照
的
に
、
こ
と
制
度
論
の
次
元
に
関
し
て
は
方
法
論
的
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

開
を
み
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
こ
う
し
た
理
論
状
況
や
「
『
教
育
人
権
危
機
体
制
』
の
昂
進
」

が
進
む
現
実
の
中
で
、
あ
る
べ
き
教
育
法
制
を
構
築
す
る
た
め
の

研
究
方
法
論
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
近
年
議
論
さ
れ
る
こ

と
が
少
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
必
要
な
〃
教
育
の
自
律
性
の

（
3
）

確
保
”
と
そ
の
条
件
整
備
に
と
り
く
む
た
め
に
制
度
論
の
課
題
と
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方
法
を
提
示
す
る
こ
と
が
全
体
の
意
図
で
あ
る
。
そ
こ
で
皿
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

教
育
関
係
諸
機
関
の
法
関
係
（
「
第
一
の
教
育
法
関
係
」
）
に
関
わ

る
議
論
の
展
開
を
傭
鰍
し
、
法
制
論
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
の
今

日
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
皿
で
は
、
1
、
隣
接
学
問
領
域
で

あ
る
教
育
行
政
学
、
2
、
教
育
法
解
釈
学
、
3
、
教
育
法
社
会
学
、

に
お
け
る
制
度
研
究
方
法
の
枠
組
み
を
検
討
し
、
w
で
は
そ
れ
ら

を
ふ
ま
え
、
教
育
条
件
整
備
に
関
す
る
制
度
研
究
の
枠
組
み
を
提

示
す
る
。

　
本
稿
で
は
議
論
の
展
開
の
傭
鰍
と
従
来
の
研
究
方
法
の
枠
組
み

の
検
討
を
行
う
が
、
そ
れ
は
制
度
研
究
の
枠
組
み
を
提
示
す
る
前

段
階
の
単
な
る
基
礎
作
業
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
「
『
教
育

人
権
危
機
体
制
』
の
昂
進
」
や
教
育
条
件
整
備
法
制
研
究
の
停
滞

は
、
従
来
の
研
究
の
方
法
論
的
制
約
を
反
映
す
る
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
従
来
の
研
究
の
方
法
論
的
制
約
を
明
ら
か

に
す
る
本
稿
の
作
業
は
制
度
論
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
重
要
な
契

機
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

11

「
第
一
の
教
育
法
関
係
」

を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開

1
　
「
第
一
の
教
育
法
関
係
」
に
お
け
る
制
度
論
の
不
在
の
理
由

教
育
法
学
は
「
教
育
お
よ
び
教
育
制
度
に
固
有
な
法
」
を
扱
う

学
問
と
し
て
形
成
さ
れ
、
国
民
の
教
育
権
論
構
築
の
中
心
的
役
割

を
担
っ
て
き
た
。
し
か
し
一
九
八
○
年
代
初
頭
の
憲
法
学
か
ら
の

　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

疑
問
提
起
に
は
じ
ま
る
、
国
民
の
教
育
権
論
の
閻
題
点
の
指
摘
の

中
で
、
教
師
と
教
育
行
政
当
局
と
の
関
係
（
「
第
一
の
教
育
法
関

係
」
）
に
お
い
て
教
師
の
教
育
権
を
ど
う
保
障
す
る
か
と
い
う
問

題
関
心
は
薄
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
理
由
は
二
点
あ
る
。

　
一
つ
は
、
教
師
に
よ
る
子
ど
も
の
人
権
侵
害
の
実
態
が
一
九
八

○
年
代
に
表
面
化
し
、
子
ど
も
の
人
権
保
障
と
救
済
が
実
践
的
課

題
と
し
て
緊
急
性
を
帯
び
て
浮
上
し
、
学
問
的
関
心
の
重
点
が
教

師
と
子
ど
も
お
よ
ぴ
親
・
父
母
と
の
関
係
（
「
第
二
の
教
育
法
関

係
」
）
に
移
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
人
権
侵
害
の
実
態
と
そ
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

果
と
し
て
の
教
師
不
信
は
、
「
親
の
委
託
に
も
と
づ
く
」
と
さ
れ

る
教
師
の
教
育
権
の
根
拠
の
脆
弱
さ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
教
師

を
子
ど
も
の
学
習
権
の
第
一
次
的
人
権
保
障
主
体
と
措
定
す
る
こ

と
を
困
難
に
し
た
。
そ
し
て
教
師
と
親
・
父
母
お
よ
び
子
ど
も
問

の
緊
張
関
係
や
、
子
ど
も
の
人
権
保
障
主
体
と
し
て
の
親
・
父
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
役
割
を
浮
上
さ
せ
る
主
張
が
な
さ
れ
た
結
果
、
権
利
保
障
主
体

と
し
て
の
教
師
の
地
位
が
相
対
的
に
低
下
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

教
師
の
教
育
権
行
使
の
前
提
が
欠
け
て
い
る
状
況
で
、
学
校
全
体

　
　
　
　
、
、
・
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
、

の
構
造
が
事
実
上
の
強
制
力
（
「
制
度
的
学
校
権
力
」
）
を
権
力
的
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に
発
動
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
状
況
が
恒
常
化
し
て
お
り
、
学
校

教
育
を
非
権
力
的
な
側
面
と
権
力
的
な
側
面
と
を
あ
わ
せ
持
つ
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

在
と
把
握
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
「
第

一
の
教
育
法
関
係
」
の
理
論
構
築
の
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
教
育
に
対
す
る
国
家
統
制
と
の
関
係
で
、
教
師
の
教
育

の
自
由
や
専
門
的
裁
量
を
確
保
す
る
た
め
の
法
制
論
の
不
在
と
い

　
、
　
　
　
、

う
結
果
を
惹
起
し
た
。

　
も
う
一
つ
は
、
教
師
の
教
育
権
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
る
解
釈
論

上
、
教
師
の
教
育
権
と
教
育
の
自
由
の
人
権
性
を
説
得
的
な
形
で

十
分
に
主
張
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
学
の
有
力
説
は

教
師
の
教
育
権
を
「
憲
法
以
下
的
法
規
範
が
創
設
す
る
実
定
法
上

　
（
H
）

の
権
限
」
と
規
定
し
、
法
解
釈
上
の
人
権
性
を
否
定
す
る
。
こ
れ

に
対
し
教
育
法
学
の
通
説
は
人
権
と
職
務
権
限
の
複
合
的
性
格
を

　
　
　
（
u
）

も
つ
と
す
る
。
こ
の
複
合
性
に
つ
い
て
は
、
授
業
実
施
権
以
外
の

側
面
は
「
第
一
の
教
育
法
関
係
」
で
は
人
権
と
し
て
現
れ
、
「
第

二
の
教
育
法
関
係
」
で
は
職
務
権
限
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

区
分
す
る
見
解
が
あ
る
。
明
快
な
反
面
、
区
分
が
や
や
機
械
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

あ
り
、
ま
た
法
解
釈
上
の
根
拠
を
展
開
し
き
れ
て
い
な
い
。
こ
う

し
た
議
論
は
規
範
論
的
人
権
論
の
問
題
で
あ
り
、
制
度
論
の
姐
上

に
直
ち
に
の
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
権
利
は
制
度
を
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
発
想
、
逆
に
い
え
ぱ
制
度
が
存
立
す
る
正

当
性
を
権
利
保
障
に
求
め
る
発
想
の
制
度
論
の
理
論
的
基
盤
は
不

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

安
定
と
な
り
、
結
果
と
し
て
制
度
論
の
停
滞
を
招
来
し
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

2
　
「
第
一
の
教
育
法
関
係
」
に
お
け
る
制
度
論
の
今
日
的
意
義

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
「
第
一
の
教
育
法
関
係
」
に
お
け
る
制

度
論
、
す
な
わ
ち
条
件
整
備
法
制
論
を
た
て
る
意
義
は
何
か
。

　
第
一
に
、
教
育
法
学
が
も
つ
法
解
釈
学
と
法
社
会
学
と
い
う
二

つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
効
性
を
検
証
す
る
の
に
制
度
論
と
い
う
次

元
は
適
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
教
師
は
子
ど
も
の
人
権
保
障
主
体
な
の
か
人
権
侵
害
主
体
な
の

か
、
と
い
う
見
解
の
対
立
は
、
人
権
保
障
主
体
論
に
お
け
る
教
師

の
位
置
づ
け
の
差
異
よ
り
も
、
法
理
念
と
法
現
象
の
ど
ち
ら
か
ら

ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
学
問
的
方
法
論
の
差
異
に
由

来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
師
が
子
ど
も
の
人
権
を
侵
書
し
て
い

る
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
す
れ
ば
教
師
の
教
育
権
を
縮
小
す
る
方

向
で
、
人
権
保
障
主
体
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
理
念
型
か
ら
出
発

す
れ
ぱ
教
師
の
専
門
的
裁
量
を
広
範
に
許
容
す
る
方
向
で
、
制
度

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

が
構
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
後
者
の
立
場
は
教
師
に
よ
る
人
権
侵
害
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と
い
う
事
実
を
過
小
評
価
し
、
主
張
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
く
可
能

性
が
あ
る
が
、
逆
に
過
大
評
価
す
る
と
、
人
権
保
障
主
体
と
し
て

あ
る
べ
き
理
念
型
を
見
失
う
ぱ
か
り
か
、
あ
り
う
べ
き
教
師
像
H

人
権
保
障
主
体
と
し
て
機
能
す
る
可
能
性
ま
で
も
否
定
す
る
危
険

性
が
あ
る
。
あ
る
べ
き
理
念
型
が
現
実
に
成
立
し
て
い
な
い
場
合
、

規
範
的
に
導
か
れ
た
帰
結
と
し
て
の
理
念
型
が
誤
り
な
の
か
、
規

範
的
に
導
こ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
誤
り
な
の
か
、
そ
れ
と
も
阻

害
要
因
の
存
在
あ
る
い
は
成
立
条
件
の
欠
如
と
み
る
べ
き
な
の
か
。

こ
う
し
た
原
因
の
分
析
や
対
応
策
を
追
究
し
、
理
念
型
と
現
実
の

齪
鋸
を
か
み
あ
わ
せ
る
も
の
と
し
て
の
制
度
の
構
想
お
よ
び
評
価

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
法
学
の
学
問
的
方
法
の
特
徴
を
検

証
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
「
第
二
の
教
育
法
関
係
」
に
お
い
て
教
師
が
教
育
責

任
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
「
第
一
の
教
育
法
関
係
」
に
お
け
る

条
件
整
備
と
教
師
の
自
主
性
擁
護
の
た
め
の
制
度
が
必
要
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
教
師
の
勤
務
条
件
の
整
備
が
不
十
分
で
は
教
師

は
教
育
責
任
を
遂
行
で
き
な
い
。
戦
後
の
教
師
管
理
体
制
は
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

五
〇
年
代
以
降
一
貫
し
て
進
行
し
て
い
る
が
、
「
主
体
的
人
問
と

し
て
教
育
権
を
働
か
せ
て
い
る
教
師
に
対
し
の
み
、
子
ど
も
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

権
の
保
障
不
十
分
に
つ
い
て
の
教
育
責
任
を
真
に
問
い
う
る
」
の

で
あ
る
。
子
ど
も
の
人
権
保
障
主
体
と
し
て
教
師
が
措
定
さ
れ
る

余
地
が
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
教
育
責
任
を
果
た
す
た
め
に
必
要
な

教
師
の
教
育
権
と
教
育
の
目
由
が
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
子
ど
も
の
人
権
も
教
師
の
教
育
権
も
制
度
を
媒
介
に
し
て
実

現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
第
二
の
教
育
法
関
係
」
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
教
師
の
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

権
と
教
育
の
自
由
の
範
囲
は
教
育
活
動
領
域
に
よ
っ
て
異
な
る
。

ま
た
教
育
行
政
当
局
に
対
し
て
主
張
さ
れ
る
べ
き
教
師
の
教
育
の

自
由
と
、
親
・
父
母
お
よ
び
子
ど
も
に
対
し
て
主
張
さ
れ
う
る
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

師
の
教
育
の
自
曲
と
で
も
、
そ
の
範
囲
は
異
な
る
。
さ
ら
に
、
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

師
の
事
実
上
の
強
制
力
が
も
つ
権
力
的
な
性
格
と
国
家
権
力
お
よ

び
教
育
行
政
権
に
よ
る
教
師
統
制
の
権
力
的
な
性
格
は
異
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
教
師
と
親
・
父
母
お
よ
ぴ
子
ど
も
の
対
立
・
緊
張

関
係
を
一
面
的
に
強
調
し
、
特
定
の
関
係
・
特
定
の
領
域
に
お
け

る
子
ど
も
の
人
権
侵
書
を
根
拠
に
教
師
の
教
育
権
と
教
育
の
自
由

の
範
囲
を
一
律
に
限
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
個
別
の
関
係
。
こ
と
あ

る
い
は
教
育
活
動
領
域
別
に
教
育
権
の
範
囲
を
確
定
し
て
い
く
必

要
が
あ
ろ
う
。
さ
も
な
い
と
「
第
二
の
教
育
法
関
係
」
に
お
け
る

教
師
の
教
育
権
の
縮
小
が
「
第
一
の
教
育
法
関
係
」
に
お
け
る
教

師
の
教
育
権
の
縮
小
に
直
接
つ
な
が
り
、
国
家
権
力
に
よ
る
教
育

401



一橋論叢　第116巻 第2号　平成8年（1996年）8月号　（116〕

へ
の
介
入
と
教
育
の
自
律
性
の
破
壊
を
招
い
た
り
看
過
し
た
り
す

る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
第
三
に
、
か
り
に
教
師
の
教
育
権
に
法
解
釈
上
の
権
利
性
が
認

め
ら
れ
な
く
て
も
「
第
一
の
教
育
法
関
係
」
に
お
け
る
制
度
論
の

重
要
性
が
減
じ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
否
、

制
度
上
の
制
約
を
大
き
く
受
け
る
存
在
だ
と
す
れ
ぱ
な
お
の
こ
と
、

い
か
な
る
制
約
を
受
け
る
の
か
、
逆
に
い
え
ば
い
か
な
る
制
約
を

受
け
な
い
の
か
、
教
育
権
の
行
使
の
た
め
に
は
い
か
な
る
保
障
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

な
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
制
度
論
の
レ
ベ
ル
で
き
ぴ
し
く
問
わ
れ

て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

III

制
度
研
究
の
視
角
と
方
法
の
枠
組
み

1
　
教
育
行
政
学
に
お
け
る
制
度
研
究
論

　
教
育
法
学
に
お
け
る
制
度
論
の
位
置
を
検
討
す
る
前
に
、
法
制

研
究
を
主
と
し
て
担
っ
て
き
た
隣
接
学
問
領
域
に
お
け
る
制
度
論

の
枠
組
み
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

㈲
　
体
系
化
志
向
の
静
態
的
教
育
制
度
研
究

教
育
行
政
学
か
ら
教
育
制
度
研
究
を
独
自
の
学
と
し
て
成
立
さ

せ
よ
う
と
し
て
、
課
題
と
方
法
を
措
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
が

（
別
）

あ
る
。
桑
原
敏
明
は
教
育
制
度
研
究
を
事
実
学
と
当
為
学
に
区
分

し
、
前
者
に
は
①
歴
史
研
究
、
②
比
較
研
究
、
③
法
解
釈
学
的
研

究
、
④
法
社
会
学
的
研
究
を
、
後
者
に
は
⑤
教
育
条
理
・
制
度
理

念
研
究
、
⑥
制
度
問
題
の
原
因
分
析
と
制
度
改
革
構
想
の
研
究
、

⑦
社
会
工
学
的
手
法
に
よ
る
制
度
改
革
具
体
案
の
構
想
、
⑧
立
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

論
・
実
施
過
程
論
的
研
究
、
を
そ
の
課
題
と
方
法
と
し
て
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

し
か
し
こ
の
整
理
で
は
、
法
規
範
に
裏
づ
け
ら
れ
た
法
制
固
有
の

研
究
で
あ
る
③
④
⑧
が
、
制
度
全
般
の
研
究
の
中
に
無
自
覚
に
う

め
こ
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
⑥
や
⑧
は
事
実
学
に
、
③
は
当
為
学

に
分
類
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
⑥
や
⑧
こ
そ
が
法
社

会
学
的
研
究
の
中
心
を
占
め
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
と
は
別
に
法
社

会
学
的
研
究
が
④
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う

な
研
究
を
想
定
し
て
い
る
の
か
明
確
で
は
な
い
。

　
こ
の
結
果
、
事
実
（
ω
9
コ
）
と
当
為
（
ω
o
＝
彗
）
を
区
分
す
る

意
味
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
て
い
る
。
ご
れ
は
、
研
究
対
象
と
し
て

の
法
制
の
位
置
づ
け
お
よ
び
法
制
研
究
固
有
の
課
題
と
方
法
が
十

分
に
自
覚
化
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
点
は
、
制

度
関
係
主
体
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
こ
と
や
、
政
策
や
運
動
と

の
関
係
づ
け
が
形
式
的
な
も
の
に
と
ど
ま
づ
て
い
る
こ
と
に
表
れ

て
い
る
。
ま
た
、
個
々
の
制
度
を
「
教
育
制
度
」
体
系
の
中
に
位
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置
づ
け
る
こ
と
を
過
度
に
意
識
す
る
こ
と
も

う
視
点
の
欠
如
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

動
態
的
分
析
と
い

　
ω
　
教
育
行
政
の
運
営
対
象
と
し
て
の
教
育
制
度
研
究

　
教
育
行
政
学
で
は
従
来
、
教
育
行
政
概
念
と
教
育
政
策
概
念
の

関
係
は
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
教
育
制
度
に
対
す
る
関
心
は
薄
か

っ
た
。
教
育
制
度
は
教
育
行
政
に
よ
っ
て
管
理
運
営
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
教
育
行
政
と
と
も
に
教
育
政
策
を
実
現
す
る
手
段
と
し

　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

　
政
策
に
重
点
を
お
い
て
き
た
傾
向
を
平
原
春
好
は
一
定
評
価
し

つ
つ
も
、
「
組
織
に
よ
う
て
実
施
さ
れ
る
政
策
実
現
過
程
に
生
起

す
る
行
政
問
題
が
構
成
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
し
、
教
育
行

政
学
研
究
の
課
題
と
し
て
「
制
度
的
側
面
と
と
と
も
に
展
開
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

程
・
運
営
的
側
面
の
行
政
間
題
に
新
し
い
視
野
を
広
げ
る
こ
と
」

を
あ
げ
て
い
る
。
「
制
度
」
と
展
開
過
程
・
政
策
実
現
過
程
と
を

対
置
し
て
お
り
、
「
制
度
」
概
念
自
体
は
専
ら
静
態
的
な
組
織
構

造
的
な
も
の
を
さ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
、

　
こ
う
し
た
課
題
意
識
は
、
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
な
ら
ず

過
程
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
制
度

研
究
は
形
成
、
展
開
、
運
用
と
い
っ
た
動
態
も
射
程
に
い
れ
る
べ

き
だ
と
い
う
制
度
論
の
課
題
と
し
て
引
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

だ
が
そ
こ
で
い
う
過
程
・
運
営
と
は
、
与
え
ら
れ
た
政
策
の
実
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

を
目
的
と
し
た
制
度
が
運
用
主
体
の
要
求
を
受
け
て
生
成
、
変
遷

す
る
受
動
的
過
程
で
あ
う
て
、
制
度
自
体
の
あ
り
よ
う
が
政
策
理

念
の
実
現
や
形
成
に
影
響
す
る
、
と
い
っ
た
観
点
が
欠
落
し
て
い

る
。
ま
た
研
究
対
象
へ
の
接
近
方
法
に
つ
い
て
の
展
開
が
弱
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
㈲
　
教
育
権
論
に
対
置
さ
れ
る
教
育
制
度
研
究

　
　
①
　
教
育
権
論
へ
の
傾
斜
に
対
す
る
批
判

　
ω
の
よ
う
に
教
育
法
学
と
親
和
的
な
研
究
と
は
異
な
り
、
国
民

の
教
育
権
論
に
お
け
る
制
度
研
究
の
あ
り
か
た
を
批
判
的
に
検
討

し
、
新
た
な
制
度
へ
の
接
近
方
法
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
見
解
が

あ
る
。

　
黒
崎
勲
は
、
教
育
制
度
研
究
が
教
育
権
論
す
な
わ
ち
規
範
論
的

法
解
釈
論
を
中
心
と
す
る
教
育
法
学
と
ほ
ぼ
同
義
語
と
な
り
、
教

育
問
題
の
原
因
と
し
て
の
み
教
育
行
政
を
対
象
化
し
て
き
た
結
果
、

教
育
制
度
論
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
乏
し
く
な
っ
た
、
と
い
う
認
識
に

（
蛎
）

た
つ
。
こ
れ
ま
で
の
教
育
権
論
に
対
す
る
黒
崎
の
評
価
は
、
①
テ

ー
マ
が
国
家
と
教
育
に
二
兀
化
さ
れ
て
い
た
、
②
そ
こ
で
国
家
統
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制
の
排
除
の
た
め
の
対
抗
関
係
と
い
う
図
式
が
支
配
的
と
な
る
、

③
領
域
と
し
て
は
、
「
第
一
の
教
育
法
関
係
」
に
専
ら
集
中
し
て

い
た
、
④
論
理
と
し
て
は
法
論
理
、
手
法
と
し
て
は
規
範
論
的
法

解
釈
論
に
依
拠
し
て
き
た
、
⑤
こ
れ
ら
の
特
徴
は
「
自
覚
的
な
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

方
法
的
限
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

　
こ
う
し
た
評
価
は
一
応
肯
定
で
き
る
と
し
て
も
、
「
教
育
法
学

の
方
法
論
的
限
定
を
超
え
て
、
経
験
科
学
と
し
て
教
育
行
政
制
度

　
　
　
　
　
　
（
〃
）

の
問
題
を
論
じ
よ
う
」
と
い
う
点
に
な
る
と
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

規
範
論
的
教
育
権
論
を
中
心
と
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

よ
っ
て
、
教
育
法
学
が
今
後
経
験
科
学
と
し
て
成
立
す
る
可
能
性

ま
で
も
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
黒
崎
は
、
今
橋
盛
勝
の
「
第
一
の
教
育
法
関
係
」
「
第
二
の
教

育
法
関
係
」
と
い
う
構
図
設
定
を
、
国
家
の
教
育
統
制
と
国
民
の

教
育
の
自
由
を
対
置
す
る
図
式
か
ら
抜
け
山
山
し
た
も
の
と
し
て
評

価
す
る
。
抵
抗
理
論
と
し
て
の
教
師
の
教
育
権
を
中
心
と
し
た
論

理
構
成
と
は
必
然
的
に
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
今

橋
の
議
論
で
も
、
同
一
の
法
的
集
団
に
属
す
る
主
体
は
等
し
く
権

利
能
力
を
享
有
す
る
と
措
定
さ
れ
て
お
り
、
能
力
差
は
扱
っ
て
い

な
い
。
一
般
に
事
実
認
識
か
ら
出
発
す
る
教
育
法
社
会
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
と
さ
れ
る
今
橋
の
提
起
も
「
諸
個
人
の
能
力
の
差
異
が
現

　
　
　
　
　
　
　
　
（
舶
）

に
事
実
と
し
て
存
在
す
る
」
こ
と
を
前
提
に
出
発
す
る
黒
崎
の
眼

に
観
念
的
、
規
範
的
と
う
つ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
教
育
権
論
が

「
『
事
実
に
お
い
て
』
と
『
法
に
お
い
て
』
を
峻
別
す
る
法
解
釈
理

　
　
（
”
）

論
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
か
ら
は
、
今
橋
の
議
論
も
「
父
母
の
教

育
権
を
…
法
論
理
化
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
に
よ
づ
て
…
法
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㏄
）

釈
学
の
方
法
を
も
ウ
て
積
極
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
今
橋
の
方
法
論
の
性
格
は
別
途
論
じ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
法

解
釈
理
論
に
つ
い
て
の
黒
崎
の
理
解
を
問
題
に
し
た
い
。
教
育
権

論
が
専
ら
法
解
釈
理
論
に
依
拠
し
た
こ
と
が
、
従
来
の
制
度
論
を

法
解
釈
理
論
に
基
づ
く
も
の
に
限
定
し
て
き
た
の
は
歴
史
的
事
実

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
い
わ
ば
”
権
利
論
へ
の
制
度
論
の
従
属
”
と

で
も
い
え
る
状
況
の
克
服
を
め
ざ
し
て
、
権
利
論
か
ら
相
対
的
に

自
律
し
た
次
元
と
し
て
制
度
論
を
確
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
趣
旨
は

理
解
で
き
る
。

　
し
か
し
、
法
論
理
を
媒
介
と
し
た
権
利
論
を
法
解
釈
学
と
と
ら

え
、
権
利
論
か
ら
の
自
律
H
法
解
釈
学
か
ら
の
自
律
1
1
事
実
分
析

と
し
て
の
教
育
科
学
志
向
、
と
い
う
図
式
化
は
、
権
利
論
と
制
度

論
と
い
う
次
元
設
定
の
問
題
と
、
法
解
釈
学
と
法
社
会
学
と
い
う

方
法
論
の
差
異
の
問
題
と
を
混
同
さ
せ
て
い
る
。
教
育
の
論
理
に
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よ
る
事
実
分
析
の
必
要
性
、
教
育
法
論
理
で
は
解
明
し
え
な
い
テ

ー
マ
に
教
育
学
独
自
の
問
題
設
定
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

る
根
底
に
は
、
法
論
理
化
に
対
す
る
強
い
警
戒
が
あ
る
。
だ
が
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

育
制
度
論
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
規
範
論
的
教
育
権
論
か
ら
は
導
き
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

せ
な
い
と
し
て
も
、
教
育
法
学
に
お
け
る
制
度
論
が
一
様
に
リ
ア

リ
テ
ィ
を
欠
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
教
育
学
独
自
の
問
題
設
定
を
主
張
し
う
る
の
は
、

そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
制
度
論
が
国
家
に
よ
る
教
育
統
制
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

題
を
議
論
の
射
程
外
に
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
議
論
は
、

個
人
の
教
育
要
求
の
組
織
化
の
過
程
と
構
造
を
追
究
し
、
下
か
ら

の
教
育
計
画
の
内
容
と
過
程
と
を
制
度
論
と
し
て
統
合
し
た
も
の

と
い
え
る
。
教
育
行
政
研
究
に
お
け
る
制
度
論
が
と
か
く
行
政
組

織
の
構
造
に
傾
斜
し
が
ち
で
、
個
人
レ
ベ
ル
で
の
教
育
意
思
内
容

を
議
論
の
中
に
き
ち
ん
と
位
置
づ
け
て
こ
な
か
っ
た
、
と
い
う
認

識
の
反
映
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
。

　
制
度
へ
の
接
近
方
法
に
つ
い
て
、
黒
崎
は
「
特
定
の
社
会
的
条

件
の
下
で
、
如
何
な
る
教
育
の
質
の
実
現
を
促
す
も
の
と
な
る
か

と
い
う
分
析
の
観
点
か
ら
」
「
現
実
の
機
能
と
役
割
の
具
体
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

分
析
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
社
会
的
意
義
が
判
断
さ
れ
る
」
と
い

う
、
事
実
か
ら
出
発
す
る
方
法
を
採
用
す
る
。
制
度
自
体
に
教
育

関
係
主
体
の
意
識
や
行
為
を
方
向
づ
け
る
力
が
あ
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
点
で
、
制
度
を
政
策
の
実
現
手
段
あ
る
い
は
受
動
的

過
程
と
位
置
づ
け
る
、
政
策
論
従
属
的
な
制
度
論
と
は
異
な
る
。

ま
た
、
社
会
的
条
件
と
制
度
と
教
育
関
係
主
体
と
を
教
育
意
思
を

軸
に
構
造
化
し
、
機
能
か
ら
制
度
を
評
価
す
る
点
で
、
構
造
と
過

程
と
の
機
械
的
二
分
論
と
も
異
な
っ
て
い
る
。

　
　
②
　
教
育
法
学
に
お
け
る
制
度
研
究
へ
の
示
唆

　
そ
れ
で
は
教
育
法
学
に
お
け
る
制
度
論
と
し
て
は
ど
う
受
け
と

め
れ
ぱ
よ
い
の
か
。

　
黒
崎
は
教
育
法
学
に
お
け
る
制
度
論
の
射
程
を
「
教
育
制
度
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脳
）

題
の
一
部
を
の
み
カ
バ
ー
す
る
も
の
」
と
限
定
す
る
。
し
か
し
逆

説
的
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
限
定
は
教
育
法
学
固
有
の
制
度
論
の

存
立
可
能
性
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
”
国
家
と
教
育
”

な
か
ん
ず
く
国
家
と
教
師
の
教
育
権
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
「
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）

育
権
論
の
抵
抗
理
論
と
し
て
の
意
義
」
を
認
め
、
制
度
論
と
し
て

も
教
育
法
学
に
委
ね
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
規
範
論
か
ら
現
実
の
事
実
分
析
へ
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

　
　
　
、

（
教
育
法
学
で
は
な
い
）
「
教
育
学
の
」
側
面
を
黒
崎
は
強
調
す
る
。

「
教
育
行
政
の
研
究
は
…
規
範
的
な
解
釈
の
論
理
か
ら
は
な
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

現
実
の
生
き
た
教
育
制
度
の
事
実
を
分
析
す
る
教
育
の
科
学
と
し
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・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㏄
）

て
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
（
傍
点
は
筆
者
）
と
あ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

に
、
教
育
権
の
保
障
と
い
う
法
規
範
の
解
釈
で
は
制
度
的
枠
組
み

を
提
出
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
、

　
そ
れ
で
は
法
規
範
は
教
育
行
政
の
制
度
的
枠
組
み
を
規
定
す
る

よ
う
な
制
度
原
理
と
は
な
り
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
制
度
が
人
々

の
行
為
や
意
識
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
枠
組
み
を
規
定

す
る
も
の
が
制
度
原
理
だ
と
す
る
な
ら
ぱ
、
制
度
原
理
に
は
一
定

の
規
範
性
が
当
然
認
め
ら
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
教
育
行
政
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

度
に
お
け
る
規
範
が
す
べ
て
法
規
範
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、

法
的
性
格
が
教
育
行
政
制
度
か
ら
す
ぺ
て
捨
象
さ
れ
る
は
ず
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

い
。
教
育
行
政
制
度
は
教
育
関
係
主
体
の
個
々
の
教
育
意
思
が
直

、接
組
織
化
さ
れ
る
段
階
の
み
に
よ
ウ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
法
原
理
が
反
映
さ
れ
や
す
い
部
分
と
反
映
さ
れ
に
く
い

部
分
が
あ
る
。
単
な
る
教
育
原
理
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

原
理
と
な
っ
て
制
度
を
規
定
し
て
い
る
領
域
、
つ
ま
り
教
育
法
的

な
事
実
分
析
が
必
要
な
部
分
が
存
在
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
黒
崎
の
教
育
権
論
批
判
は
教
育
法
学
に

お
け
る
制
度
論
、
す
な
わ
ち
法
論
理
と
し
て
の
教
育
権
論
を
媒
介

に
し
た
制
度
論
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
射
程

を
限
定
す
る
こ
と
で
、
教
育
学
固
有
の
領
域
と
し
て
の
制
度
論
の

領
域
を
確
立
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
う
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
立
法
機
関
と
教
育
行
政
機
関
の
連
関
あ
る
い
は
教
育
行
政
機

関
内
部
で
の
連
関
な
ど
、
制
度
の
運
用
・
管
理
に
直
接
個
人
が
携

わ
ら
な
い
領
域
で
は
、
古
く
て
新
し
い
主
題
が
依
然
と
し
て
存
在

し
て
い
る
。
対
象
領
域
は
古
典
的
だ
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
新

し
い
方
法
論
に
基
づ
く
制
度
研
究
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
逆

説
的
に
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
　
規
範
論
的
制
度
研
究
論
　
王
教
育
法
解
釈
学
の
視
角
－

　
㈲
　
兼
子
教
育
法
学
に
お
け
る
制
度
と
原
理
の
関
係

　
そ
れ
で
は
教
育
法
学
に
お
い
て
は
制
度
論
が
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
。

　
教
育
法
学
に
お
い
て
制
度
論
と
い
う
次
元
設
定
を
行
っ
て
き
た

の
は
兼
予
仁
で
あ
う
た
。
兼
子
は
『
教
育
法
［
新
版
］
」
の
中
で

法
原
理
・
法
論
理
の
次
元
と
制
度
の
次
元
を
区
分
し
、
①
「
法
規

範
論
理
と
し
て
の
教
育
制
度
」
と
「
現
実
態
と
し
て
の
教
育
制

度
」
と
に
ず
れ
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
、
②
教
育
制
度
の
中
に
は

教
育
法
論
理
か
ら
演
緯
的
に
導
き
だ
さ
れ
る
部
分
と
政
策
的
選
択

や
教
育
要
求
に
基
づ
い
て
生
み
出
さ
れ
る
部
分
と
が
あ
る
、
と
指

　
　
　
（
㎝
）

摘
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
以
上
制
度
論
の
次
元
に
つ
い
て
は
言
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（121）教育条件整備法制研究の方法論的課題

及
し
て
お
ら
ず
、
教
育
法
学
全
体
と
し
て
も
教
育
権
論
の
規
範
的

ア
プ
ロ
ー
チ
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
。
規
範
的
な
論
理
解
釈
か

－
ら
事
実
分
析
へ
、
と
い
う
重
点
の
移
行
を
黒
崎
が
主
張
す
る
の
は

こ
う
し
た
動
向
の
反
映
で
あ
る
。

　
近
年
、
兼
子
は
教
育
法
に
お
け
る
制
度
と
原
理
の
関
係
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

て
再
定
義
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
①
〈
教
育
原
理
〉
と
く
教

育
法
規
範
V
、
理
念
と
法
原
理
の
相
対
的
分
離
、
②
〈
基
本
的
法

原
理
V
と
〈
制
度
原
理
〉
の
次
元
差
、
③
〈
制
度
原
理
〉
と
〈
制

度
論
理
〉
と
い
う
、
法
規
範
に
お
け
る
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
次
元
差
、

④
法
原
理
に
対
す
る
制
度
の
相
対
的
自
律
性
、
を
確
認
す
る
意
義

を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
兼
子
の
議
論
を
要
約
す
れ
ば
以
下
の

よ
う
に
な
る
。

　
教
育
お
よ
び
教
育
学
か
ら
導
か
れ
る
教
育
原
理
を
実
現
し
て
い

く
た
め
の
し
く
み
が
教
育
制
度
で
あ
る
。
体
現
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
教
育
的
価
値
を
示
す
教
育
理
念
（
教
育
原
理
を
含
む
）
を
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

度
化
す
る
規
範
的
要
請
が
あ
る
場
合
、
教
育
法
原
理
と
し
て
受
容

さ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
基
本
的
法
原
理
は
制
度
化
さ
れ
る
以
前
か

ら
「
現
行
法
制
に
あ
る
べ
き
基
本
的
考
え
方
を
は
っ
き
り
さ
せ
る

　
（
3
9
）

も
の
」
と
し
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

化
・
具
体
的
制
度
づ
く
り
が
な
さ
れ
る
」
際
に
制
度
の
中
に
内
在

化
さ
れ
た
も
の
が
制
度
原
理
で
あ
る
。
制
度
の
中
に
は
制
度
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

と
制
度
論
理
が
存
在
す
る
。
制
度
原
理
は
制
度
の
あ
る
べ
き
方
向

、性
を
示
す
法
原
理
で
あ
り
、
制
度
論
理
は
制
度
原
理
を
体
現
化
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仙
）

る
た
め
の
制
度
構
造
の
「
具
体
的
編
成
」
を
規
定
す
る
組
織
論
理
、

し
く
み
づ
く
り
の
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
を
制
度
化
過
程

に
即
し
て
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
一
　
　
法
原
理
レ
ベ
ル
　
　
制
度
的
し
く
み
　
運
用
レ
ベ
ル

　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
レ
ペ
ル

　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
］
「
I
l
」

教
育
原
理
－
基
本
法
原
理
　
制
度
原
理
－
制
度
論
理
　
運
用

r　
〈
教
育
法
規
範
V

制
度

（
論
理
）

　
㈲
　
規
範
論
的
制
度
研
究
論
の
射
程

　
こ
う
し
た
構
造
化
を
行
う
意
味
に
つ
い
て
兼
子
は
「
政
策
立
法

や
行
政
運
用
の
ま
ま
に
具
体
的
な
教
育
制
度
改
革
が
左
右
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

と
い
う
こ
と
を
防
ぐ
の
に
役
立
つ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
制
度
論

の
構
築
と
い
う
点
で
は
さ
ら
に
次
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
だ
と
い
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え
よ
う
。

　
一
つ
は
、
「
法
原
理
の
規
範
的
要
請
は
制
度
づ
く
り
に
あ
っ
て

で
き
る
だ
け
生
か
す
べ
き
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
具
体
的
・
実
際

的
な
制
度
の
し
く
み
は
、
法
原
理
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
引
き
出
さ

れ
る
も
の
ば
－
か
り
で
は
な
く
…
そ
の
限
り
で
法
原
理
に
対
し
相
対

的
自
主
性
を
も
っ
て
い
る
」
と
し
、
法
解
釈
論
と
制
度
論
と
の
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

域
区
分
を
設
定
し
た
点
で
あ
る
。
い
か
な
る
制
度
論
に
お
い
て
も
、

基
底
を
な
す
原
理
の
た
え
ざ
る
確
認
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ

こ
で
確
認
さ
れ
る
べ
き
原
理
は
〈
制
度
原
理
〉
で
あ
っ
て
、
法
解

釈
論
に
お
け
る
〈
基
本
法
原
理
〉
の
確
認
作
業
と
は
別
個
の
も
の

で
あ
る
。
法
解
釈
論
か
ら
み
れ
ぱ
く
制
度
原
理
V
を
切
り
離
す
こ

と
に
よ
っ
て
領
域
の
自
己
限
定
を
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
制
度
論

か
ら
み
れ
ば
法
解
釈
論
と
は
異
な
る
原
理
確
認
作
業
を
制
度
論
固

有
の
課
題
と
し
て
ひ
き
と
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法

解
釈
論
の
下
請
け
と
し
て
専
ら
組
織
編
成
の
技
術
的
問
題
を
担
う

と
い
う
の
で
は
な
く
、
制
度
論
が
固
有
の
次
元
を
も
っ
て
存
立
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
制
度
に
内
在
す
る
法
規
範
を
、
体
現
す
べ
き
価

値
を
示
す
く
制
度
原
理
V
と
、
体
現
化
の
た
め
の
組
織
化
論
理
と

し
て
の
〈
制
度
論
理
〉
に
区
分
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
異
な

る
段
階
の
法
規
範
の
交
錯
を
避
け
た
だ
け
で
は
な
い
。
し
く
み
づ

く
り
が
単
な
る
組
織
編
成
の
技
術
で
は
な
く
、
法
規
範
に
裏
づ
け

ら
れ
た
体
系
化
と
し
て
追
究
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

　
兼
子
の
構
造
化
で
は
、
運
用
段
階
が
〈
制
度
原
理
〉
へ
及
ぼ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
μ
）

影
響
に
つ
い
て
肯
定
し
て
い
る
も
の
の
、
運
用
段
階
や
制
度
形
成

過
程
に
お
い
て
働
く
力
学
・
論
理
を
構
造
化
す
る
こ
と
は
な
く
、

基
本
的
に
は
教
育
原
理
↓
基
本
的
法
原
理
↓
制
度
↓
運
用
と
い
う

直
線
的
な
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
シ
ェ
ー
マ
は
現
実
の

機
能
と
役
割
の
分
析
か
ら
制
度
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
黒
崎
の
問

題
意
識
と
は
対
照
を
な
す
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
こ
の
議
論
が

規
範
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、
〈
法
現
象
V
を
直
接
扱
う
も

の
で
は
な
い
か
ら
だ
が
、
と
も
か
く
制
度
論
固
有
の
領
域
を
規
範

論
か
ら
も
導
き
だ
し
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

小
括

　
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
教
育
条
件
整
備
法
制
研
究
が
停
滞
し
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、

①
深
刻
な
子
ど
も
の
人
権
侵
害
と
い
う
現
実
が
、
教
師
の
教
育
権

80　
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の
擁
護
か
ら
子
ど
も
の
人
権
保
障
・
救
済
へ
と
学
問
的
関
心
の
重

点
を
移
行
さ
せ
た
こ
と
、
②
教
師
の
教
育
権
の
法
的
性
格
に
関
す

る
理
論
的
問
題
点
が
浮
上
し
、
教
師
の
教
育
権
保
障
の
た
め
の
条

件
整
備
と
い
う
制
度
論
の
正
当
性
が
ゆ
ら
い
で
き
た
こ
と
、
が
あ

る
。
し
か
し
こ
う
し
た
状
況
は
む
し
ろ
条
件
整
備
法
制
研
究
を
進

め
る
必
要
性
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
人
権
保
障
の

問
題
は
法
解
釈
上
の
問
題
と
し
て
は
扱
い
き
れ
ず
、
現
実
と
理
論

を
架
橋
す
る
も
の
と
し
て
の
制
度
の
あ
り
よ
う
が
問
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
体
系
化
を
目
的
と
す
る
制
度
研
究
は
制
度
の
動
態
を
把
握
し
き

れ
ず
、
あ
る
べ
き
方
向
が
示
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
制
度
研
究
に

対
し
、
個
人
の
教
育
要
求
の
組
織
化
過
程
に
注
目
す
る
方
法
は
動

態
把
握
と
い
う
点
で
有
効
だ
が
、
そ
れ
は
対
象
領
域
の
設
定
を
変

更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
ま
た
法
の
規
範
的
要
請

か
ら
制
度
原
理
の
確
認
を
行
う
方
法
は
、
あ
る
べ
き
方
向
を
提
示

す
る
う
え
で
有
効
だ
が
、
そ
の
方
法
論
的
特
質
上
、
〃
生
け
る
法
”

の
動
態
分
析
を
行
う
に
は
限
界
が
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
教
育
条
件
整
備
法
制
研
究
は
固
有
の
研
究

対
象
を
失
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
方
法
論
的
制
約
を
受
け
て
い

た
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
方
法
論
上
の
ア

ポ
リ
ア
を
突
破
す
る
た
め
に
は
条
件
整
備
法
制
の
形
成
・
運
用
過

程
で
作
用
す
る
力
学
・
論
理
に
注
目
す
る
方
法
論
が
求
め
ら
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

（
1
）
　
教
育
委
員
会
準
公
選
制
度
、
父
母
の
学
校
参
加
、
学
校
の
情
報

　
公
開
な
ど
、
個
別
領
域
で
は
具
体
的
な
制
度
構
想
に
到
達
し
た
と
評

　
価
で
き
る
も
の
も
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
は
父
母
・
住
民
の
教
育
行
政

参
加
・
学
校
参
加
の
し
く
み
で
あ
り
、
教
師
と
教
育
行
政
機
関
と
の

　
関
係
で
は
な
い
。

（
2
）
　
兼
子
仁
「
会
長
あ
い
さ
つ
－
人
間
教
育
の
最
大
危
機
に
臨
ん

　
で
1
」
　
日
本
教
育
法
学
会
年
報
第
二
十
一
号
『
子
ど
も
の
権
利

条
約
と
教
育
法
』
有
斐
閣
　
一
九
九
二
年
二
頁
。

（
3
）
　
学
校
教
師
の
教
育
の
自
律
性
を
無
条
件
に
前
提
と
す
る
こ
と
に

　
対
し
て
は
一
九
七
〇
年
代
前
半
か
ら
す
で
に
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い

　
る
（
藤
岡
貞
彦
「
住
民
自
治
と
教
育
要
求
」
　
日
本
教
育
法
学
会
隼

報
第
四
号
『
地
域
住
民
と
教
育
法
の
創
造
』
　
有
斐
閣
　
一
九
七
五

年
　
一
〇
＝
丁
一
〇
四
頁
）
。
し
か
し
学
校
不
信
が
学
校
と
父
母
・

住
民
の
結
合
を
著
し
く
困
難
に
し
、
国
家
の
権
力
的
統
制
に
対
抗
す

　
る
麗
論
的
現
実
的
基
礎
が
ゆ
ら
い
で
い
る
現
在
、
当
時
と
は
逆
の
意

味
で
学
校
教
師
の
教
育
の
自
律
性
の
検
討
が
要
請
さ
れ
て
い
る
よ
う

　
に
患
わ
れ
る
。

（
4
）
今
橋
盛
勝
『
教
育
法
と
法
社
会
学
』
　
三
省
堂
　
一
九
八
三
年

　
二
十
五
－
六
頁
。

（
5
）
奥
平
康
弘
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
　
芦
部
信
喜
編
『
憲
法
皿
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．
人
権
②
」
　
有
斐
閣
　
一
九
八
一
年
　
四
一
〇
頁
以
下
。

（
6
）
　
た
と
え
ぱ
今
橋
盛
勝
は
国
民
の
教
育
権
論
の
問
題
点
と
し
て
、

　
①
教
師
の
教
育
権
の
一
面
的
主
張
・
擁
護
、
②
学
習
権
の
観
念
的
主

　
張
、
③
規
範
論
的
法
解
釈
学
へ
の
傾
斜
、
④
文
部
省
の
政
策
批
判
に

　
終
始
し
て
い
る
こ
と
、
を
あ
げ
て
い
る
。
『
教
育
』
第
五
〇
〇
号
、

　
一
九
八
八
年
　
六
一
頁
。

（
7
）
　
堀
尾
輝
久
『
現
代
教
育
の
恩
想
と
構
造
』
　
岩
波
書
店
　
一
九

　
七
一
年
　
三
四
二
頁
。

（
8
）
　
今
橋
前
掲
（
4
）
、
一
七
五
－
一
九
二
頁
。

（
9
）
　
た
だ
し
こ
れ
は
法
現
象
の
認
識
論
レ
ベ
ル
で
の
把
握
で
あ
り
、

　
解
釈
論
か
ら
の
帰
結
で
は
な
い
。
兼
子
仁
「
子
ど
も
の
人
権
と
教
育

　
権
」
　
日
本
教
育
法
学
会
年
報
第
十
九
号
『
子
ど
も
の
人
権
と
教
育

　
権
』
　
有
斐
閣
　
一
九
九
〇
年
　
六
五
頁
。

（
1
0
）
　
馬
場
健
一
「
社
会
の
自
律
領
域
と
法
ω
1
学
校
教
育
と
法
と

　
の
関
わ
り
を
素
材
に
ー
」
『
法
学
論
叢
』
　
第
一
一
七
巻
第
五
号

　
一
九
九
〇
年
　
五
二
頁
。
な
お
、
教
育
法
学
の
視
点
で
は
な
い
が
、

　
学
校
制
度
そ
れ
自
体
が
も
つ
作
用
力
に
着
目
す
る
も
の
と
し
て
、
児

　
美
川
孝
一
郎
「
学
校
論
に
お
け
る
制
度
論
的
水
準
の
問
題
　
　
戦
後

　
臼
本
の
『
学
校
論
』
再
考
に
向
け
て
1
」
『
東
京
大
学
教
育
哲

　
学
・
教
育
史
研
究
室
紀
要
』
第
十
六
号
　
一
九
九
〇
年
六
月
　
八
三

　
頁
。

（
1
1
）
　
奥
平
前
掲
（
5
）
、
四
一
七
頁
。

（
1
2
）
　
兼
子
仁
『
教
育
法
［
新
版
］
』
有
斐
閣
　
一
九
七
三
年
　
二
七

　
三
－
二
七
四
貢
。

（
1
3
）
　
内
野
正
幸
「
教
師
の
教
育
の
自
由
」
　
日
本
教
育
法
学
会
年
報

第
十
八
号
『
教
育
へ
の
権
利
と
教
育
法
』
　
有
斐
閣
　
一
九
八
九
年

　
一
〇
三
頁
。
な
お
、
今
橋
は
教
師
の
教
育
権
を
「
職
務
上
必
要
と
さ

　
れ
、
認
め
ら
れ
る
権
利
・
権
限
」
と
複
合
的
に
定
義
し
、
権
利
性
を

否
定
し
て
は
い
な
い
が
、
区
分
の
基
準
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
今
橋

前
掲
（
4
）
、
三
五
九
⊥
二
六
〇
頁
。

（
1
4
）
内
野
は
「
教
育
の
自
由
を
侵
書
さ
れ
た
教
師
に
対
し
て
出
訴
の

道
を
憲
法
上
保
障
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
観
点
か
ら
」
人
権
説
を
採

用
す
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
法
解
釈
上
の
理
由
と
い
う
よ
り
実

践
的
理
由
で
あ
る
。

（
1
5
）
権
利
と
制
度
の
関
係
づ
け
は
、
「
思
想
や
要
求
は
、
制
度
を
媒

介
と
し
て
は
じ
め
て
支
配
的
な
も
の
と
な
り
う
る
」
と
い
う
認
識
が

教
育
法
学
に
お
い
て
も
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
平
原
春
好
「
第
一
章

教
育
の
制
度
原
理
－
『
教
育
と
法
律
」
を
中
心
に
－
」
　
兼
子

仁
・
永
井
憲
一
・
平
原
春
好
編
『
教
育
行
政
と
教
育
法
の
理
論
』

東
大
出
版
会
　
一
九
七
四
年
　
二
二
五
頁
。

（
1
6
）
従
o
て
規
範
論
的
法
解
釈
学
か
ら
導
か
れ
る
制
度
構
想
と
、
認

識
論
的
法
社
会
学
か
ら
導
か
れ
る
制
度
構
想
と
で
は
差
異
が
生
じ
て

　
く
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
方
法
論
の
確
立
が
重
要

　
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
1
7
）
　
一
九
八
O
年
代
後
半
の
初
任
者
研
修
の
実
施
、
行
政
研
修
の
義

務
づ
け
、
教
職
免
許
法
の
改
正
と
い
っ
た
一
連
の
動
向
は
、
臨
教
蕃

答
申
に
端
を
発
す
る
と
い
う
よ
り
戦
後
の
教
師
管
理
政
策
の
帰
結
と

　
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
8
）
兼
子
前
掲
（
9
）
、
六
〇
頁
。
詳
細
な
教
育
条
理
的
根
拠
に
つ

　
い
て
は
参
照
、
兼
子
前
掲
（
1
2
）
、
二
七
四
－
二
七
八
頁
。
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（
1
9
）
　
市
川
須
美
子
ま
教
科
教
育
と
生
活
指
導
と
い
う
領
域
区
分
に
即

　
し
て
教
師
の
決
定
権
の
有
無
を
判
断
し
、
教
科
教
育
に
お
い
て
は
教

　
師
に
決
定
権
が
あ
る
と
す
る
。
市
川
須
美
子
「
長
髪
禁
止
規
定
と
子

　
ど
も
の
人
権
」
『
季
刊
教
育
法
」
第
六
二
号
　
一
九
八
六
年
春
　
一

　
三
六
－
＝
二
七
頁
。
兼
子
仁
の
「
教
師
教
育
権
に
よ
る
子
ど
も
の
人

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
権
・
学
習
権
の
教
育
内
容
的
保
障
」
「
教
育
行
政
権
・
国
家
の
教
育

　
権
力
に
よ
っ
て
は
子
ど
も
の
人
権
の
教
育
内
容
的
保
障
を
け
っ
し
て

　
真
に
な
し
う
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
表
現
も
同
旨
と
受
け
と
め

　
ら
れ
る
。
兼
子
前
掲
（
9
）
、
六
〇
、
六
四
頁
。

（
2
0
）
　
た
と
え
ば
生
活
指
導
の
領
域
で
、
親
や
子
ど
も
に
対
し
て
は
教

　
師
が
決
定
権
を
主
張
で
き
な
く
て
も
、
教
育
行
政
に
よ
る
権
力
的
強

制
は
拒
否
で
き
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

（
2
1
）
　
真
野
宮
雄
は
こ
う
し
た
課
題
意
識
を
も
ち
な
が
ら
も
、
「
教
育

制
度
学
」
の
確
立
可
能
性
に
つ
い
て
は
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

真
野
宮
雄
「
教
育
制
度
学
の
探
究
」
　
筑
波
大
学
教
育
学
系
教
育
制

度
学
研
究
室
『
教
育
制
度
学
の
探
求
』
　
一
九
九
一
年
三
月
　
一
頁
、

真
野
宮
雄
「
幅
広
い
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
教
育
制
度
を
考
え
る

　
　
　
教
育
制
度
と
教
育
法
の
課
題
　
　
」
『
季
刊
教
育
法
』
一
〇
〇

　
号
　
エ
イ
デ
ル
研
究
所
　
一
九
九
五
年
一
月
　
三
〇
頁
。

（
2
2
）
　
桑
原
敏
明
「
教
育
制
度
学
の
構
想
」
　
筑
波
大
学
教
育
学
系
教

育
制
度
学
研
究
室
前
掲
（
2
1
）
、
十
七
－
十
九
頁
。
桑
原
の
「
教
育

制
度
」
概
念
は
「
教
育
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
社
会
的
に
公
認

　
さ
れ
た
組
織
（
人
と
物
と
の
体
系
的
配
置
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
同
様
の
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
参
照
、
伊
藤
秀
夫
・
吉
本
二

郎
編
著
『
教
育
制
度
論
序
説
』
　
第
一
法
規
　
一
九
六
五
年
、
真
野

　
宮
雄
・
桑
原
敏
明
編
著
『
教
育
権
と
教
育
制
度
』
　
第
一
法
規
　
一

　
九
八
八
年
。

（
2
3
）
　
宗
像
は
教
育
制
度
を
「
教
育
法
規
を
根
幹
と
し
て
こ
れ
に
憤
習

　
も
加
え
、
比
較
的
固
定
化
し
た
教
育
組
織
」
と
し
、
教
育
行
政
を

　
「
教
育
制
度
を
働
か
せ
こ
れ
を
運
営
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
た
。
宗

　
像
誠
也
　
『
教
育
行
政
学
序
説
（
増
補
版
）
』
　
有
斐
閣
　
一
九
六
九

　
年
　
四
貫
。
ま
た
平
原
春
好
は
教
育
制
度
を
「
教
育
に
関
す
る
組
織

　
や
作
用
な
ど
に
つ
い
て
社
会
的
に
公
認
さ
れ
た
体
系
」
と
し
、
教
育

　
政
策
を
「
制
度
を
意
識
的
に
方
向
づ
け
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一

　
定
の
理
念
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
」
も
の
と
し
て
い
る
。
平
原
前
掲

　
（
1
5
）
、
二
三
二
－
二
二
四
頁
。

（
2
4
）
　
平
原
春
好
　
「
教
育
行
政
と
教
育
法
」
　
神
田
修
編
著
　
『
教
育

　
法
と
教
育
行
政
の
理
論
』
　
三
省
堂
　
一
九
九
三
年
　
八
○
－
八
二

　
頁
。

（
2
5
）
　
黒
崎
勲
「
能
力
主
義
教
育
批
判
の
反
省
」
　
牧
柾
名
『
公
教
育

　
の
史
的
形
成
』
　
梓
出
版
社
　
一
九
九
〇
年
　
三
二
一
、
三
二
四
頁
。

（
2
6
）
　
同
三
二
〇
頁
。

（
2
7
）
　
回
二
二
五
頁
。

（
2
8
）
　
同
三
二
三
頁
。

（
2
9
）
　
同
三
二
〇
頁
。

（
3
0
）
黒
崎
勲
「
教
育
権
の
論
理
か
ら
教
育
制
度
の
理
論
へ
」
　
森

　
田
・
藤
田
・
黒
崎
・
片
桐
・
佐
藤
編
『
教
育
学
年
報
－
　
教
育
研
究

　
の
現
在
』
世
織
書
房
　
一
九
九
二
年
　
四
七
頁
。

（
3
1
）
　
同
四
七
貫
。

（
脱
）
　
同
五
〇
頁
。
な
お
、
規
範
的
規
定
に
収
ま
ら
な
い
制
度
の
と
ら
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え
方
を
追
求
し
、
教
育
要
求
の
組
織
化
を
制
度
構
想
の
課
題
と
し
て

掲
げ
る
も
の
と
し
て
参
照
、
荒
井
文
昭
「
教
育
参
加
の
制
度
構
想
に

つ
い
て
考
え
る
」
『
教
育
』
第
五
九
〇
号
　
一
九
九
五
年
八
月
　
一

〇
一
－
一
〇
九
頁
。

（
3
3
）
黒
崎
前
掲
（
3
0
）
、
五
一
－
五
二
頁
。

（
3
4
）
　
同
四
九
頁
。

（
3
5
）
　
同
四
六
頁
。

（
3
6
）
　
同
五
二
頁
。

（
3
7
）
　
兼
子
仁
　
『
教
育
法
［
新
版
］
』
　
有
斐
閣
　
一
九
七
八
年
　
十

七
－
十
八
頁
。
ち
な
み
に
兼
子
は
「
教
育
制
度
」
を
「
教
育
が
行
わ

　
れ
て
い
く
の
に
必
要
な
条
件
と
し
て
社
会
的
に
整
備
さ
れ
て
い
る
べ

　
き
仕
組
み
」
と
定
義
し
て
い
る
。

（
3
8
）
　
兼
子
仁
　
「
教
育
法
学
に
お
け
る
原
理
と
制
度
」
　
神
田
修
編
著

『
教
育
法
と
教
育
行
政
の
理
論
』

四
八
頁
。

三
省
堂
　
一
九
九
三
年

三
四
－

（
3
9
）
　
同
三
六
貫
。

（
4
0
）
　
同
三
八
頁
。

（
4
1
）
　
同
三
七
頁
。

（
4
2
）
　
同
三
八
頁
。

（
4
3
）
　
同
三
七
頁
。

（
4
4
）
　
「
法
全
体
の
し
く
み
と
し
て
は
、
基
本
法
原
理
↓
制
度
原
理
↓

　
制
度
論
理
↓
個
別
運
用
と
い
う
段
階
編
成
に
な
る
。
も
っ
と
も
つ
ね

　
に
全
段
落
が
ト
ソ
プ
ダ
ウ
ン
式
に
動
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
法

　
の
形
成
が
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
に
現
場
運
用
か
ら
出
発
す
る
こ
と
も

　
少
な
く
な
く
、
そ
の
ほ
う
が
民
主
的
で
も
あ
ろ
う
」
　
回
二
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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