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報
告
二

「
主
権
的
国
民
国
家
」

|
|
|
旬
。
忠

O
ロO
駒
山
凶
可

C
m
g
g
の

東アジア文化と近代法(13)

日
本
に
お
い
て
経
済
が
大
き
く
発
展
し
た
の
は
一
九
六
0
年
代

以
降
、
だ
が
、
そ
の
時
そ
れ
と
関
連
す
る
重
要
な
思
想
的
・
理
論
的
問
題
と

し
て
「
大
衆
社
会
」
論
が
提
起
さ
れ
、
流
行
の
論
題
と
な
っ
た
。
経
済
発

展
が
農
村
部
な
ど
の
旧
世
界
に
潜
ん
で
い
た
人
々
を
都
市
に
連
れ
出
し
、

都
市
化
の
進
展
と
社
会
の
大
衆
化
を
促
進
し
た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
で
は
、

こ
の
「
大
衆
社
会
」
問
題
は
〈
市
民
的
政
治
文
化
〉
の
可
能
性
問
題
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
「
量
と
し
て
の
大
衆
」
の
「
質
と
し
て
の
市
民
」

へ
の
転
換
に
思
想
的
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

日
本
・
韓
国
は
も
と
よ
り
、
今
や
爆
発
的
な
大
衆
の
登
場
が
見
ら
れ
る
中

国
に
と
っ
て
も
焦
眉
の
課
題
が
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

s 

の
超
克
と
市
民
的
政
治
文
化

『
大
衆
の
反
乱
』

に
即
し
て
i
|
|

β、
7 

弘

道

井

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
大
衆
社
会
」
問
題
が
一
九
二

0
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
提
起
さ
れ
た
と
き
に
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
危
険
性
と
の
関
連
に
主
た

る
関
心
が
お
か
れ
て
い
た
。
こ
の
危
険
は
い
ま
だ
完
全
に
過
去
の
も
の
に

な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
こ
に
は
①
「
大
衆
社
会
」

か
ら
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
」
と
②
「
大
衆
社
会
」
か
ら
〈
市
民
的
政
治
文
化
〉

へ
と
い
う
二
義
的
可
能
性
が
潜
ん
で
お
り
、
こ
の
二
義
的
可
能
性
は
依
然

と
し
て
現
代
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

、つな
uそ

れ
だ
け
に
、
②
の
可
能
性

|
l
「
大
衆
社
会
」
に
ひ
そ
む
〈
市
民

的
政
治
文
化
〉
へ
の
可
能
性
|
|
を
現
実
性
に
転
換
さ
せ
て
い
く
課
題
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は
、
①
の
可
能
性
を
ふ
さ
ぐ
と
い
う
意
味
を
同
時
に
も
っ
て
お
り
、
そ
の

課
題
を
担
お
う
と
す
る
者
に
課
せ
ら
れ
た
責
任
に
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。

現
に
、
九
・
一
一
の
同
時
多
発
テ
ロ
以
降
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
急
激
な
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
が
見
ら
れ
、
異
質
者
の
排
除
を
求
め
る
排
外
主
義

的
な
大
衆
意
識
の
高
揚
と
い
う
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
独
善

が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
「
国
益
」
ゆ
え
の
「
国
家
の
論
理
」
の
優
先

か
ら
|
|
例
え
ば
自
国
内
の
少
数
派
の
弾
圧
の
た
め
の
有
利
な
地
歩
が

得
ら
れ
る
と
の
判
断
か
ら
|
|
ア
メ
リ
カ
を
支
持
し
た
諸
国
に
お
い
て

も
、
類
似
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
二
義
的
可
能
性
は
依
然
と
し
て
現
実
的

な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
こ
の
よ
う
な
点
に
も
注
意
を
払
い
な
が
ら
、

0
5宮
の
名
著
『
大

衆
の
反
逆
』
に
注
目
し
、
そ
れ
に
批
判
的
な
吟
味
を
加
え
て
み
よ
う
と
思

う
。
そ
こ
で
は
、
「
大
衆
社
会
」
が
苧
む
こ
の
よ
う
な
こ
義
的
可
能
性
の

問
題
が
、
〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
没
落
〉
と
〈
主
権
的
国
民
国
家
の
終
需
〉
と

に
聞
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
議
論
を
、
「
大
衆
社
会
」
か
ら
〈
市

民
的
政
治
文
化
〉
へ
の
可
能
性
の
現
実
化
と
い
う
実
践
的
課
題
に
焦
点
を

お
い
て
読
み
解
い
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
現
代
東

ア
ジ
ア
の
法
哲
学
的
課
題
の
一
端
に
鋭
く
触
れ
る
こ
と
に
も
な
る
筈
だ
か

資

ら
で
あ
る
。

二
O
世
紀
の
国
家
思
想
史
は
、
〈
主
権
的
国
民
国
家
の
終
駕
〉

論
の
生
成
と
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
総
括
可
能
な
一
面
を
も
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
二

O
世
紀
前
半
を
一
面
に
お
い
て
代
表
し
た
の
包

ω
n
F
E
R
の

国
家
学
は
、
〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
〉
の
陸
路
へ
の
逢
着
と
そ
の
没
落
に
、

ま
た
氾
濫
す
る
大
衆
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
と
い
う
こ
と
と
直
接
に
関
わ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
二
九
年
の
論
文
「
国
家
倫
理
と
多
元
的
国
家
」

を、

M
n
F
Eロ
は
〈
主
権
的
国
民
国
家
の
終
罵
〉
論
か
ら
論
じ
は
じ
め
て
、

次
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

北法53(4・168)1154 
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一
九
一
五
年
の
関
口
同
町
田
円
切
R
W
R
の
論
文
，
J
z
e
2
5色
町
田
宮
町
(
信
頼
喪

失
し
た
国
家
)
3

の
表
題
は
、
今
日
の
欧
米
で
の
支
配
的
な
「
国
家
の
評

価
」
を
象
徴
し
て
い
る
。
「
外
交
的
権
威
」
や
「
内
政
的
秩
序
」
が
危
機

的
事
態
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
英
米
な
ど
の
強
固
で
す
ら
、
伝
統
的
な
国

家
観
念
に
厳
し
い
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

で
は
、
サ
ン
デ
イ
カ
リ
ス
ト
が
既
に
一
九
O
七
年
に
「
国
家
は
死
ん
だ
」

と
の
命
題
を
掲
げ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
ピ
ス
マ
ル
ク
帝
国
の
崩
壊
と
国
家
・

政
府
の
観
念
の
失
墜
以
来
、
危
機
は
公
然
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
〈
主

権
的
統
一
体
〉
と
い
う
旧
来
の
国
家
観
念
の
破
壊
を
試
み
る
国
家
論
・
国

際
法
の
著
作
は
枚
挙
し
き
れ
ぬ
ほ
ど
多
数
に
上
る
。

こ
う
し
て
、
国
家
学
の
領
域
に
お
い
て
、
今
世
紀
初
頭
よ
り
主
権
的
国

民
国
家
が
衰
退
か
ら
終
駕
へ
の
局
面
に
入
っ
た
と
の
主
張
が
公
然
と
現
れ
、



第
一
次
大
戦
以
後
に
は
そ
れ
が
支
配
的
な
も
の
に
す
ら
な
っ
た
。
自
己
完

結
性
と
至
高
性
を
も
っ
た
主
権
問
家
群
の
併
存
・
措
抗
か
ら
な
る
国
際
関

係
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
〈
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
体
制
〉
に
亀
裂
が
生
じ
、

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と
を
越
え
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
治
が

胎
動
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
同
時
期
、
哲

学
で
は
〈
西
欧
の
没
落
〉
が
語
ら
れ
て
い
た
が
、
以
上
の
議
論
は
そ
の
〈
西

欧
の
没
落
〉
論
の
国
家
学
ヴ

7
1
ジ
ョ
ン
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な

、ν

東アジア文化と近代法(13)

と
こ
ろ
で
∞
♀
自
己
の
こ
の
「
国
家
倫
理
と
多
元
的
国
家
」
の
執
筆
意
図

は
、
「
主
権
国
家
終
鷲
」
論
の
中
で
も
最
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
「
多
元
的

国
家
論
」

l
l
そ
れ
は
ラ
ス
キ
に
人
格
的
に
代
表
さ
れ
る
ー
ー
を
批
判

し
、
「
主
権
国
家
の
復
権
」
を
国
家
学
的
に
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

そ
の
意
図
は
や
が
て
ナ
チ
ス
と
結
び
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
的
nF富岡田同は、

「
民
主
主
義
」
と
「
大
衆
」
の
関
係
を
〈
ハ
イ
ル
・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
を
叫
ぶ

こ
と
に
お
い
て
ル
ソ

l
的
な
一
般
意
志
を
表
明
す
る
均
質
的
で
一
体
的
な

国
民
〉
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
ナ
チ
ス
的
に
統
合
し
、
そ
れ
を
挺
子
に
「
主

権
国
家
の
復
権
」
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。

。
ユ
由
加
担
(
宮
田
和
。
コ
刊
明
白
可
。
由
開
閉
刊
円
)
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
没
落

と
主
権
的
国
民
国
家
の
終
駕
が
同
時
的
に
語
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
状
況
の

5 
3 

中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
復
興
の
た
め
に
む
し
ろ
〈
主
権
的
国
民
国
家
の
終

鷲
〉
論
を
積
極
的
に
承
認
し
た
。

ω
n
F
5
5
と
は
反
対
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
主
権
的
諸
国
家
は
も
は
や
命
運
が
尽
き
た
と
見
て
、
そ
れ
を
い
わ
ば

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
」
へ
と
統
合
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
復
興
を
は
か
ろ
う
と
す
る
展
望
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
支
配
を
や
め
た
」
。
し
か
し
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
に
代
替

す
る
能
力
が
他
に
な
い
限
り
、
そ
の
支
配
の
終
罵
は
「
歴
史
の
世
界
」
の

「
混
沌
状
態
」
で
し
か
な
い
。
こ
の
「
悲
観
的
な
結
論
」
を
避
け
よ
う
と

す
れ
ば
、
現
在
の
危
機
を
む
し
ろ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
文
字
通
り
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
た
ら
し
め
る
」
た
め
の
、
い
い
意
味
で
の
危
機
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
主
権
的
諸
国
家
の
併
存
か
ら
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
限

界
に
達
し
た
が
、
そ
れ
は
〈
統
一
的
な
政
治
的
・
経
済
的
共
同
体
と
し
て

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〉
の
可
能
性
へ
と
踏
み
出
す
も
の
と
捉
え
返
す
べ
き
だ
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
。
再
開
明
白
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義

の
立
場
に
立
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
文
化
に
指
導
的
な
能
力
を
認
め
な

い
。
こ
の
点
を
見
誤
つ
て
は

e

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
留
保
し
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
越
え
た
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
〈
主
権
的
国
民
国
家
の

終
駕
〉
を
承
認
し
た
上
で
、
そ
の
こ
と
と
そ
れ
に
原
因
を
も
っ
〈
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
没
落
〉
と
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
い
か
な
る
未
来
を
切
り
開

北法53(4・169)1155 



料

く
こ
と
に
な
る
の
か
を
語
ろ
う
と
す
る
。
am唱
の
観
点
は
、
現
代
の
東

ア
ジ
ア
の
立
場
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
も
。
再
開
個
曲
の
こ
の
展
望
は
、
「
反
乱
す
る
大
衆
」
の
批

判
を
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
そ
の

展
望
は
、
「
反
乱
す
る
大
衆
」
を
不
断
に
新
た
な
秩
序
形
成
を
め
ざ
す
「
市

民
」
と
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
も
の
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
0
3
0加
担
の
展
望
は
、
い
わ
ば

E
U
と
い
う
形
で
実
現
を
見
た
。

。
込
町
宮
の
「
大
衆
」
批
判
は
E
U
と
い
う
形
で
の
「
主
権
的
国
民
国
家
」

の
克
服
・
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
」
の
実
現
と
い
う
文
脈
の
中
で
現
代
と

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
ま
た
∞

nFEロ
と
対
立
す

る
多
元
主
義
と
親
縁
性
を
も
ち
、
そ
の
点
か
ら
も
現
代
市
民
論
の
核
心
的

な
論
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。

現
在
の
東
ア
ジ
ア
で
は
、
「
大
衆
の
反
乱
」
が
、
。
号
官
の
眼
に
映
っ

た
一
九
二
0
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
大
衆
の
反
乱
」
以
上
の
規

模
と
速
度
と
で
進
行
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
見
る
と
き
、
こ
の

。
耳
目
明
白
の
展
望
に
は
、
現
代
の
東
ア
ジ
ア
に
対
し
て
は
な
は
だ
示
唆
的

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
古
び
る
こ
と
の
な
い
議
論
だ
と
い
え
る
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

資

5 
4 

」
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
、
。
『
同
町
関
白
の
議
論
の
骨
格

北法53(4・170)1156

を
再
現
し
て
お
こ
う
。

①
第
一
次
大
戦
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
、
「
み
ず
か
ら
の
生
存
」
に
つ

い
て
の
管
理
能
力
を
も
た
ず
「
社
会
を
支
配
す
る
」
能
力
を
も
た
な
い
「
大

衆
」
が
氾
濫
し
、
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
「
社
会
的
勢
力
の
中
枢
」
に
躍
り
出

た
。
「
専
門
職
」
知
識
人
も
、
現
代
で
は
狭
い
知
的
活
動
の
中
で
凡
庸
化

し
た
「
大
衆
L

の
一
員
に
す
ぎ
な
い
。

②
「
大
衆
」
の
登
場
・
氾
濫
・
反
乱
は
、
実
は
、
人
間
の
「
生
命
力
と

可
能
性
」
の
「
増
加
」
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
積
極
的
な

意
味
が
苧
ま
れ
て
い
る
。
「
世
界
と
生
」
が
大
き
な
可
能
性
に
関
か
れ
た

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
凡
庸
な
人
間
」
た
る

大
衆
の
「
心
は
閉
じ
」
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
「
慢
心
し
た
坊
ち

ゃ
ん
」
の
よ
う
に
「
凡
庸
の
権
利
」
を
あ
ら
ゆ
る
「
公
共
的
な
生
」
に
押

し
つ
け
て
い
る
。

③
今
進
行
し
て
い
る
の
は
「
生
の
減
少
」
と
い
う
「
絶
対
的
な
没
落
」

な
の
で
は
な
い
。
進
行
し
つ
つ
あ
る
の
は
、
実
際
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
国

家
」
と
「
文
化
」
と
い
う
「
歴
史
の
二
次
的
な
要
素
」
の
「
没
落
」
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
新
た
な
「
生
命
力
と
可
能
性
」
の
更
な
る

発
展
を
保
障
し
う
る
容
器
で
は
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
大

衆
の
反
逆
は
・
:
人
類
の
新
し
い
、
前
例
の
な
い
組
織
へ
の
移
行
で
も
あ
り



う
る
が
:
・
人
類
の
運
命
の
破
局
で
も
あ
り
う
る
」
。
そ
の
二
者
択
一
の
前

に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
現
代
は
「
〈
危
機
の
時
代
ど
で

あ
る
。

東アジア文化と近代法 (13)

④
現
代
の
「
最
大
の
危
険
」
は
、
か
く
し
て
「
国
家
」
に
あ
る
。
そ
の

媛
小
さ
は
「
潜
在
力
の
規
模
」
と
均
衡
し
て
お
ら
ず
、
「
衰
退
、
無
力
の

感
覚
」
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
「
知
的
生
活
」
の
面
で
も
、
今
日
の
す

ぐ
れ
た
知
識
人
は
誰
も
自
国
内
で
の
「
息
苦
し
き
」
を
覚
え
て
お
り
「
自

分
の
国
籍
を
絶
対
的
な
限
界
」
と
感
じ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
「
伝
統

的
な
国
家
観
念
」
に
固
執
し
た
た
め
に
死
ん
だ
「
偉
大
な
文
明
」
の
一
例

に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

⑤
「
国
家
」
の
危
険
は
「
国
家
に
よ
る
す
べ
て
の
:
・
自
発
性
の
吸
収
」

と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
大
衆
は
国
家
に
依
拠
し
一
体
化
し
て

い
る
。
か
く
し
て
「
社
会
」
は
「
奴
隷
化
」
し
、
「
生
」
は
「
官
僚
化
」

さ
れ
る
。
「
民
族
」
は
「
国
家
」
と
い
う
「
機
械
」
を
養
う
「
肉
」
と
な

る
。
こ
の
危
機
の
時
代
に
、
「
理
由
」
に
基
づ
く
「
正
当
化
」
と
「
説
得
」

の
営
み
を
拒
否
し
て
「
ひ
た
す
ら
自
分
の
考
え
を
押
し
つ
け
る
タ
イ
プ
の

人
間
」

H

「
大
衆
」
を
組
織
し
た
の
が
サ
ン
デ
イ
カ
リ
ズ
ム
や
フ
ァ
シ
ズ

ム
で
あ
る
。

⑥
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
「
共
存
形
式
」
は
、
本
来
的
に
は
、
「
会
話
か
ら

科
学
を
経
て
議
会
に
い
た
る
ま
で
」
、
「
客
観
的
な
規
範
の
尊
重
」
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
「
共
存
形
式
」
に
こ
そ
自
由
民
主
主
義
の
核
心
が
あ
り
、

近
代
の
文
化
と
国
家
は
こ
の
よ
う
な
「
共
存
形
式
」
を
通
し
て
克
服
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
が
〈
知
的
指
導
層
と
大
衆
の
有

機
的
結
合
〉
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
の
〈
政
治
的
共
同
性
の
脱
国
家
化

と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
」
へ
の
国
家
規
模
の
拡
大
〉
で
あ
る
。

⑦
政
治
的
共
同
体
を
「
血
縁
関
係
」
な
ど
の
自
然
的
同
質
性
を
基
礎
に

し
た
「
共
生
関
係
」
と
見
る
の
は
誤
り
だ
。
「
血
や
言
語
が
国
民
国
家
を

つ
く
る
」
の
で
は
な
い
。
逆
に
国
民
国
家
が
血
や
言
語
の
差
異
を
な
く
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
政
治
的
共
同
体
は
「
宿
命
的
」
で
「
改
革

不
能
」
な
「
伝
統
的
共
同
体
」
な
の
で
は
な
く
、
「
行
動
す
る
未
来
の
共

同
体
」
で
あ
る
。
政
治
的
共
同
体
と
は
「
自
然
社
会
を
越
え
た
も
の
」
で

あ
り
、
「
混
血
的
」
で
「
多
言
語
的
」
で
あ
る
。
自
然
的
な
も
の
・
所
与

的
な
も
の
を
政
治
的
共
同
体
の
基
盤
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ

う
な
開
か
れ
た
政
治
の
あ
り
方
を
拒
否
す
る
と
い
う
意
味
で
反
「
政
治
的
」

で
あ
る
。

⑧
そ
れ
は
、
同
時
に
政
治
的
共
同
体
の
多
元
性
の
強
調
に
つ
な
が
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
想
像
し
て
い
る
超
国
家
(
H
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
l
今
井
)

で
は
、
現
在
の
複
数
性

(
H
多
元
性
)
が
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い

し
、
な
く
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
・
:
純
粋
に
動
的
な
国
家
観
念
は
、
今
ま

で
常
に
西
欧
の
生
命
で
あ
っ
た
あ
の
複
数
性
が
永
久
に
活
性
を
持
ち
続
け
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料

る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
」
。

資

以
上
の
よ
う
な
。
吉
宮
の
議
論
を
、
私
は
、
既
に
示
唆
し
た

よ
う
に
〈
市
民
論
〉
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の

時
、
決
定
的
に
重
要
な
の
が
、
「
政
治
的
共
同
体
」
形
成
に
二
つ
の
原
理

が
あ
る
と
す
る
理
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
政
治
的
共
同
体
を
「
血
縁
関

係
」
な
ど
の
自
然
的
同
質
性
を
基
礎
に
し
て
形
成
さ
れ
る
「
共
生
関
係
」

と
見
る
の
か
、
間
そ
の
よ
う
な
〈
自
然
性
〉
の
克
服
を
め
ざ
す
と
こ
ろ
に

成
立
す
る
新
た
な
「
共
生
」
へ
の
合
意
と
共
同
行
動
を
そ
の
基
礎
と
見
る

の
か
、
こ
の
二
つ
の
原
理
を
想
定
し
た
上
で
、
。
号
宮
は
、
「
政
治
的
共

同
体
」
の
革
新
は
常
に
第
二
の
原
理
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
て
き
た
と
考
え

て
い
る
。
例
え
ば
、
地
中
海
世
界
に
お
け
る
都
市
国
家
の
成
立
は
、
「
地

質
的
・
植
物
的
」
な
自
然
的
「
宇
宙
」
の
な
か
に
「
市
民
的
空
間
」
を
形

成
し
、
「
一
緒
に
住
も
う
と
す
る
合
意
」
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

立
し
た
。
「
自
由
民
主
主
義
」
の
起
源
に
は
、
「
敵
と
と
も
に
生
き
る
!

反
対
者
と
と
も
に
統
治
す
る
!
」
と
い
う
寛
容
へ
の
決
意
が
あ
っ
た
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る

0

0
5官
は
、
「
手
続
き
、
規
範
、
礼
節
、
非
直
接
的
方
法
、
正
義
、
理

性
」
は
「
文
明
」
の
た
め
に
「
創
造
」
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
一
連
の
も
の
は
「
共
生
へ
の
意
志
」
を
基
礎
に
お
き
、
そ
れ
を
可
能
に

s 
5 

す
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
共
生
へ
の
意

志
」
を
も
ち
、
そ
れ
ら
一
連
の
も
の
を
創
造
し
、
継
承
し
、
再
創
造
し
、

「
寛
容
」
の
中
で
「
共
生
」
し
て
い
こ
う
と
す
る
人
間
こ
そ
が
市
民
な
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
。
号
唱
は
、
「
文
明

n
z
z
g
gロ
」
は
《

n
Eふ

つ
ま
り
「
市
民
」
と
い
う
概
念
に
起
源
を
も
っ
て
い
る
。
「
都
市
、
共
同

体
、
共
同
生
活
」
が
可
能
に
な
る
の
は
こ
の
令
王
国
》
を
基
礎
と
し
て
で

あ
る
、
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
手
続
き
、
規
範
、
礼
節
、
非
直

接
的
方
法
、
正
義
、
理
性
」
に
は
「
隣
人
を
考
慮
に
入
れ
」
、
そ
れ
を
「
極

限
ま
で
押
し
進
め
」
ょ
う
と
す
る
「
決
意
」
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を

集
大
成
し
た
の
が
「
自
由
民
主
主
義
」
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
。
号
唱
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
「
凡
庸
な
人
間
」
た
る

大
衆
の
「
心
」
の
「
閉
鎖
」
性
を
開
き
、
大
衆
を
自
然
的
同
質
性
を
基
礎

に
し
た
「
国
民
国
家
」
か
ら
解
き
放
ち
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
」
へ
と

向
か
わ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
大
衆
の
反
乱
」

は
肯
定
的
な
方
向
を
指
し
示
し
、
「
主
権
的
国
民
国
家
」
の
危
機
は
「
主

権
的
国
民
国
家
」
の
克
服
を
通
し
て
克
服
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
没
落
は

そ
の
復
権
へ
と
向
か
わ
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
「
超
国
家
」
で
は
、
現
在
の
複
数
性

(
H

多
元
性
)
が
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
し
、
な
く
な
っ
て
は
な
ら
な

い
。
「
純
粋
に
動
的
な
国
家
観
念
は
、
今
ま
で
常
に
西
欧
の
生
命
で
あ
っ

北法53(4・172)1158 



た
あ
の
複
数
性
が
永
久
に
活
性
を
持
ち
続
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
」
と
い

う
。
ロ
お
曲
の
言
葉
を
思
い
出
そ
う
。
こ
こ
で
は
、

0
2
a
白
の
こ
の
展
望

は
、
回
n
F
S
F
円
円
が
宿
敵
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
多
元
論
と
つ

な
が
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
こ
の

よ
う
な
思
想
史
的
・
原
理
論
的
次
元
の
問
題
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

も
し
今

0
5宮
が
現
在
の

E
U
を
見
た
ら
、
彼
は
そ
こ
に
自
ら
の
思

想
の
完
成
形
態
を
見
て
喜
ぶ
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
む
し
ろ
彼
は
、
そ
れ
を

永
続
的
な
過
程
の
ほ
ん
の
第
一
歩
と
見
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

東アジア文化と近代法(13)

こ
こ
十
数
年
来
、
日
本
に
お
い
て
は
、
市
民
運
動
が
き
わ
め
て

重
要
な
意
味
を
も
っ
に
至
っ
た
。
私
は
、
そ
の
重
要
な
意
味
に
着
服
し
て
、

〈
市
民
的
政
治
文
化
〉
と
い
う
言
葉
を
作
っ
た
。
西
欧
列
強
に
開
国
を
強

要
さ
れ
て
以
来
の
日
本
は
、
国
民
的
存
亡
の
危
機
を
、
富
国
強
兵
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
も
と
、
官
僚
の
上
か
ら
の
急
速
な
国
民
国
家
の
形
成
に
よ
っ
て
切

り
抜
け
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
に
は
典
型
的
な
〈
官

僚
的
政
治
文
化
〉
が
成
立
し
た
。
〈
市
民
的
政
治
文
化
〉
と
い
う
概
念
は
、

こ
の
〈
官
僚
的
政
治
文
化
〉
に
対
抗
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
べ
き
方
向
性

を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
提
起
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
こ
の
〈
官
僚
的
政
治
文
化
〉
は
、
天
皇
を
頂
点
に

5 
6 

お
く
〈
家
族
的
国
家
観
v

と
親
和
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
〈
家
族
的

国
家
観
〉
は
現
在
の
北
朝
鮮
の
金
正
日
体
制
と
大
き
く
類
似
し
た
一
面
を

も
つ
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な
天
皇
を
頂
点
に
お
く
〈
家
族
的
国
家
観
〉

と
〈
官
僚
的
政
治
文
化
〉
と
の
重
畳
関
係
は
、
儒
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

日
本
的
現
れ
と
し
て
の
意
味
を
色
濃
く
も
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
東
ア

ジ
ア
的
特
質
を
示
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
考
え
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
「
大
衆
」
の

登
場
は
、
一
方
で
は
〈
家
族
的
国
家
観
〉
が
成
立
す
る
よ
う
な
血
縁
的
・

地
縁
的
基
礎
を
も
っ
政
治
的
共
同
体
を
乗
り
越
え
る
可
能
性
を
示
し
な
が

ら
、
他
方
で
は
そ
れ
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
新
た
な
国
家
主
義
に
集
約
さ

れ
か
ね
な
い
と
い
う
危
険
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
問
題

が
漸
次
〈
市
民
的
政
治
文
化
〉
の
可
能
性
の
問
題
に
移
行
し
て
き
た
と
い

う
こ
と
は
、
日
本
社
会
の
成
熟
を
示
す
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
の
二
義
的
可
能
性
が
完
全
に
消
失
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
国

に
お
い
て
は
、
い
っ
そ
う
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
に
、
中
国
に
お
い
て
は
、
〈
市
民
的
政
治
文
化
〉
の

可
能
性
の
問
題
は
い
っ
そ
う
の
緊
急
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

~ti去53(4 ・ 173) 1159 

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
東
ア
ジ
ア
の
文
脈
に
お
い
て
そ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
否
定
し
な
が
ら
。

5
宮
を
読
む
と
い
う
こ
と



料

は
、
き
わ
め
て
深
い
意
味
を
も
つ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
。
耳
目
明
白

は
、
川
政
治
的
共
同
体
を
「
血
縁
関
係
」
な
ど
の
自
然
的
同
質
性
を
基
礎

に
し
て
形
成
さ
れ
る
「
共
生
関
係
」
と
見
る
の
か
、
凶
そ
の
よ
う
な
〈
自

然
性
〉
を
克
服
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
「
共
生
」
へ
の
合
意
と
共
同
行

動
を
そ
の
基
礎
と
見
る
の
か
と
い
う
二
つ
の
原
理
を
想
定
し
た
上
で
、
「
政

治
的
共
同
体
」
の
革
新
は
常
に
第
二
の
原
理
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
て
き
た

と
考
え
た
。
そ
し
て
、
国
民
国
家
を
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
第
二
の
原
理

に
よ
っ
て
革
新
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
見
て
い
た
。
こ
の
視
点
は
、
東
ア
ジ

ア
の
伝
統
を
背
負
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
は
、
二
乗
化
さ
れ
た
意
味
を

も
っ
て
迫
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
日
本
・
中
国
・
韓
国
の
共
通

の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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