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ﾍ
　
し
　
が
　
き

　
　
　
現
代
国
際
政
治
の
特
徴
の
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
国
際
政
治
の
上
で
あ
ま
り
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
大
衆
－
！
労

　
働
者
、
農
民
、
そ
の
他
の
「
庶
民
」
、
植
民
地
の
人
民
i
が
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
‘
歴
史
が
現

　
代
に
さ
し
か
か
る
ま
で
大
衆
は
国
際
政
治
の
客
体
に
は
な
り
え
て
も
、
そ
れ
が
国
際
政
治
の
主
体
と
し
て
な
ん
ら
か
の
役
割
を
演
ず
る
こ

　
　
と
は
、
き
わ
め
て
稀
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
歴
史
が
現
代
に
入
る
と
と
も
に
事
態
は
変
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
は
大
衆
は
国
際
政
治
の
た
だ

　
単
な
る
客
体
た
る
こ
と
を
や
め
、
国
際
政
治
の
主
体
と
し
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
役
割
の

説
重
要
性
は
、
日
を
追
う
て
高
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
現
代
国
際
政
治
の
こ
う
し
た
特
徴
は
・
わ
れ
わ
れ
が
国
際
政
治
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ

論　
　
て
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
に
辿
っ
て
き
た
足
跡
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
一
層
よ
く
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
国
際
政
治
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の
主
体
が
誰
で
あ
っ
た
か
と
い
ヶ
こ
と
を
規
準
に
し
て
、
国
際
政
治
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
が
現
代
の
入
口
に
さ
し
か

説　
　
か
る
ま
で
b
に
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
段
階
を
経
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

論　
　
　
一
、
王
や
貴
族
だ
け
が
国
際
政
治
の
主
体
と
し
て
振
舞
つ
た
時
代

　
　
　
二
、
国
民
が
、
実
質
的
に
は
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
が
、
国
際
政
治
の
主
体
と
し
て
活
躍
し
た
時
代

　
　
　
こ
れ
ら
二
つ
の
時
代
の
国
際
政
治
は
、
そ
れ
ぞ
れ
現
代
の
そ
れ
と
は
異
っ
た
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
そ

　
　
れ
ら
を
明
か
に
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
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二
、
王
や
貴
族
だ
け
が
国
際
政
治
の
主
体
と
し
て
振
舞
つ
た
時
代

　
国
際
政
治
が
国
際
社
会
の
成
立
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
理
解
す
る
よ
う
な
意
味

で
の
国
際
社
会
が
成
立
し
た
の
は
、
十
六
世
紀
以
降
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
統
一
が
破
れ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
に
主
権
国
家
が
あ
ら
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
ろ
の
国
際
関
係
は
今
日
の
そ
れ
と
は
ひ
じ
ょ
う
に
異
っ
た
特
徴
を
も
っ
て

い
た
。
そ
の
こ
ろ
の
国
家
は
絶
対
王
政
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
統
治
構
造
を
も
っ
た
国
家
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
国
家
に
お
い
て
は
、
国

家
と
王
と
は
別
々
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
　
「
朕
は
国
家
で
あ
る
」
と
い
う
ル
イ
十
四
世
の
こ
と
ば
は
何
よ
り
も
よ
く
、
こ

の
間
の
事
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
が
、
同
じ
こ
と
は
ド
イ
ツ
国
家
を
「
大
僧
上
と
王
侯
」
か
ら
成
る
と
考
え
て
い
た
ル
ー
テ
ル
の
思
想
の

な
か
か
ら
も
、
そ
れ
を
窺
い
し
る
こ
と
が
で
き
た
。
絶
対
王
政
の
国
家
で
は
、
国
家
は
単
に
王
の
私
領
に
す
ぎ
ず
、
王
の
利
害
が
国
家
の

利
害
で
あ
り
、
王
権
の
伸
張
が
そ
の
ま
ま
国
権
の
伸
張
を
意
味
し
た
。
そ
こ
で
は
王
は
地
上
に
お
け
る
神
の
代
表
者
と
し
て
無
制
限
の
権

利
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
国
民
は
ま
っ
た
く
無
権
利
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
政
治
の
重
要

な
課
題
は
、
　
王
や
宮
廷
の
利
益
の
た
め
に
い
か
に
し
て
国
民
か
ら
多
く
を
搾
り
と
る
か
に
お
か
れ
、
　
国
民
の
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
な



　
　
ど
、
少
し
も
眼
中
に
お
か
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
同
じ
よ
う
な
理
由
で
、
こ
の
こ
ろ
の
国
際
関
係
も
ま
た
王
た
ち
の
間
の
個
人
的
な
関
係
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
国
際
関
係
と
い

　
　
う
の
は
一
つ
の
国
家
と
他
の
国
家
と
の
国
民
間
の
関
係
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
　
王
家
と
王
家
、
　
宮
廷
と
宮
廷
と
の
関
係
を
意
味
し

　
　
た
。
し
た
が
っ
て
国
際
政
治
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
複
数
国
家
間
の
国
民
と
国
民
と
の
間
に
お
こ
な
わ
れ
る
政
治
で
は
な
く
て
、
王
家
と

　
　
王
家
、
宮
廷
と
宮
廷
と
の
間
に
お
こ
な
わ
れ
る
政
治
を
意
味
し
た
。
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
宮
廷
で
は
一
般
に
「
フ
ラ
ン
ス
語
が
用
い

　
　
ら
れ
、
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
、
高
帽
、
競
馬
、
賭
事
、
ホ
ウ
イ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
風
の
趣
味
が
宮
廷
を
支
配
し
て
い
た
。
そ

　
　
し
て
諸
国
の
王
や
貴
族
た
ち
は
血
縁
、
婚
姻
等
に
よ
っ
て
往
々
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
諸
国
の
宮
廷
は
共
通
の
言
語
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
共
通
の
生
活
様
式
、
血
の
繋
が
り
を
も
っ
た
と
こ
ろ
の
一
つ
の
国
際
的
社
交
界
を
形
づ
く
っ
て
い
た
。
」
　
当
時
も
外
交
官
の
派
遣
は
お
こ

　
　
な
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
上
記
の
国
際
的
社
交
界
に
出
入
し
て
、
王
の
た
め
に
働
く
の
が
任
務
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
資
格

　
　
も
重
三
ら
こ
の
よ
う
な
社
交
界
の
雰
囲
気
に
ふ
さ
わ
し
い
条
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
容
姿
端
麗
な
こ
と
、
貴
族
的
教

　
　
養
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
、
酒
が
た
く
さ
ん
飲
め
て
、
し
か
も
酒
乱
の
癖
が
な
い
こ
と
、
女
色
に
惑
わ
さ
れ
な
い
こ
と
、
権
謀
術
数
に
長
け

　
　
て
い
る
こ
と
、
弁
説
が
さ
わ
や
か
な
こ
と
と
い
っ
た
よ
う
な
条
件
が
、
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
っ
た
。
外
交
官
の
主
要
な
任
務
は
駐
在
国
の

　
　
宮
廷
に
働
き
か
け
て
、
こ
れ
を
自
国
の
王
に
と
っ
て
有
利
な
方
向
に
誘
導
す
る
こ
と
や
、
駐
在
国
の
軍
備
、
宮
廷
内
部
の
力
関
係
、
そ
の

　
　
他
の
機
密
を
探
っ
て
こ
れ
を
自
国
の
王
に
通
報
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
ま
だ
駐
在
国
の
国
民
に
直
接
働
き
か
け
て
、

　
　
国
民
の
世
論
を
自
分
の
方
に
都
合
の
い
い
方
向
に
ひ
っ
ぱ
っ
て
ゆ
く
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
、
外
交
官
の
任
務
の
な
か
に
は
な
か
っ

　
　
た
。
国
民
が
完
全
に
政
治
か
ら
し
め
だ
さ
れ
、
外
交
が
国
民
の
手
の
と
ど
か
な
い
と
こ
ろ
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
状
態
の
も
と
で
は
、
そ

説　
　
ん
な
こ
と
は
無
用
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
相
手
の
王
や
宮
廷
を
い
か
に
し
て
抱
き
こ
む
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
か
ら
（
王

論　
　
家
と
王
家
と
の
間
の
婚
姻
は
し
ば
し
ば
外
交
の
重
要
な
手
段
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
外
交
が
「
閏
房
外
交
」
（
b
d
o
ロ
α
o
ヰ
U
ぢ
δ
ヨ
潜
身
）25　（2－4●351）　451



　
　
の
名
で
よ
ば
れ
た
の
も
隅
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
国
家
聞
に
な
ん
ら
か
の
条
約
が
結
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
守
ら
れ
る
か
ど

説　
　
う
か
は
、
国
民
が
そ
れ
を
支
持
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
王
家
と
王
家
と
の
血
の
繋
が
り
、
な
い
し
は
王
た
ち
の
騎
士
道
的

論　
名
誉
心
の
方
に
、
よ
り
多
く
か
か
っ
て
い
た
。
国
家
間
に
紛
争
が
お
こ
り
、
そ
れ
が
外
交
的
手
段
に
よ
っ
て
解
決
ざ
れ
な
い
場
合
に
は
戦

　
　
争
が
お
こ
っ
た
が
、
戦
争
も
亦
今
日
の
そ
れ
と
は
い
ち
じ
る
し
く
異
っ
て
い
た
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
一
般
の
国
民
と
は
無
関
係
に
お
こ

　
　
な
わ
れ
た
か
む
で
あ
る
。
戦
争
は
王
た
ち
の
軍
隊
と
軍
隊
と
の
間
に
お
こ
な
わ
れ
允
が
、
軍
隊
は
ど
こ
の
国
の
ぞ
れ
も
傭
兵
制
度
に
も
と

　
　
ず
い
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
　
将
校
は
貴
族
層
の
出
身
者
に
よ
っ
て
充
当
さ
れ
た
が
、
兵
士
は
す
べ
て
傭
兵
で
あ
っ
た
。
　
し
か
も
、
そ
れ

　
　
は
、
か
な
ら
ず
し
も
自
国
民
の
間
か
ら
で
な
く
、
し
ば
し
ば
外
国
人
の
間
か
ら
傭
い
い
れ
ら
れ
た
。
傭
兵
は
給
料
や
死
傷
し
た
場
合
の
補

　
　
償
金
な
ど
で
ひ
じ
ょ
う
に
金
が
か
か
っ
た
の
で
、
む
や
み
や
た
ら
に
兵
士
を
ふ
や
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
上
こ
れ
ら
の
兵
士
た

　
　
ち
の
モ
ラ
ル
は
き
わ
め
て
低
か
っ
た
。
も
と
も
と
給
料
目
当
の
兵
士
達
で
あ
っ
た
か
ら
、
給
料
が
わ
る
か
っ
た
り
．
、
服
務
条
件
が
き
び
し

　
す
ぎ
た
ゆ
す
る
と
、
す
ぐ
脱
走
し
た
。
殊
に
敗
戦
の
場
合
な
ど
、
か
れ
ら
は
わ
れ
先
に
と
脱
走
し
た
。
敗
戦
の
た
め
に
た
く
さ
ん
の
兵
士

　
　
を
殺
し
た
り
、
た
く
さ
ん
の
兵
士
に
逃
げ
ら
れ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
は
王
た
ち
に
と
っ
て
大
変
な
損
害
で
あ
っ
て
、
軍
隊
の
再
建
が
な
か

　
　
な
が
容
易
で
な
か
っ
た
の
で
、
王
た
ち
は
な
る
べ
く
な
ら
戦
わ
ず
し
て
勝
つ
道
を
も
と
め
た
。
ま
た
止
む
な
く
戦
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合

　
　
で
も
、
適
当
な
潮
時
を
み
つ
け
て
和
を
講
じ
、
な
る
べ
く
損
害
を
少
く
す
る
よ
う
に
心
掛
け
た
。
こ
ん
な
わ
け
で
戦
争
が
国
土
や
国
民
の

　
す
べ
て
を
そ
の
渦
中
に
捲
き
こ
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
戦
場
に
な
っ
た
地
域
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
と
こ

　
　
ろ
で
は
国
民
は
戦
争
の
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。
　
「
無
皐
の
民
に
は
自
国
が
戦
争
し
て
い
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
も
い

　
　
け
な
い
」
と
い
っ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
の
こ
と
ば
は
、
こ
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
に
お
い
て
の
み
は
じ
め
て
理
解
し
う
る
こ
と
ば
に

　
　
す
ぎ
な
か
っ
た
。
戦
争
が
一
般
の
国
民
と
無
関
係
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
わ
り
に
、
講
和
も
亦
一
般
の
国
民
と
無
関
係
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
　
王
た
ち
は
国
民
に
た
い
し
て
は
な
ん
ら
の
相
談
も
な
し
に
、
そ
の
領
土
を
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
住
民
と
と
も
に
、
や
っ
た
り
、
と
っ
た
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り
し
た
。
そ
こ
で
国
土
や
国
民
は
ま
る
で
王
の
私
有
財
産
の
ご
と
く
処
分
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
自
ら
を
国
家
の
「
第
一
の
召
使
」
と
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
　
ん
だ
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
の
よ
う
な
開
明
的
な
君
主
の
場
合
で
さ
え
も
、
か
わ
り
な
か
っ
た
。

　
　
　
同
じ
こ
と
は
国
家
の
経
済
政
策
に
つ
い
て
も
い
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
こ
ろ
の
経
済
政
策
は
後
に
マ
ー
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
と
い
う
名
で

　
　
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
マ
ー
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
の
目
的
も
亦
国
民
の
福
利
を
増
進
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
国
家
の
権
力
、
換
言
す
れ

　
　
ば
王
の
権
力
を
増
強
す
る
点
に
あ
っ
た
。
商
業
は
そ
れ
が
国
民
に
富
を
も
た
ら
す
か
ら
で
な
く
、
国
庫
を
豊
か
に
し
、
王
の
戦
力
の
増
強

　
　
に
役
立
っ
た
め
に
奨
励
さ
れ
た
。
「
マ
ー
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
は
、
国
内
で
は
中
世
的
秩
序
の
統
一
性
の
基
礎
に
横
わ
っ
て
い
た
経
済
的
割
拠
主

　
　
義
、
地
方
的
市
場
、
諸
種
の
制
限
規
則
を
打
破
し
、
国
家
を
経
済
の
単
位
に
し
、
商
業
や
製
造
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
国
土
の
全
域
に
わ

　
　
た
っ
て
国
家
の
不
可
分
の
権
力
を
主
張
し
た
。
国
外
で
は
そ
れ
は
富
を
ふ
や
す
こ
と
、
そ
れ
故
に
又
他
国
と
の
関
係
に
お
い
て
国
力
を
増

　
　
為
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
富
一
そ
れ
は
も
っ
と
も
簡
単
な
形
で
は
金
銀
塊
と
考
え
ら
れ
て
い
た
　
　
は
、
輸
出
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

　
　
た
。
こ
の
時
代
に
一
般
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
社
会
に
関
す
る
静
的
な
考
え
の
な
か
で
は
、
輸
出
市
場
は
量
的
に
固
定
し
て
い
て
、
全
体

　
　
と
し
て
拡
大
し
に
く
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
、
一
つ
の
国
，
家
に
と
っ
て
市
場
を
拡
張
し
、
富
を
ふ
や
す
唯
一
の
道
は
、
必
要
な
場
合
に
は

　
　
貿
易
戦
争
を
お
こ
な
っ
て
、
そ
れ
を
他
の
国
家
か
ら
奪
い
と
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
わ
け
で
戦
争
は
マ
ー
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
の
究
極
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
じ

　
　
目
的
と
な
り
、
政
策
の
手
段
と
な
っ
た
。
」
　
し
か
し
、
戦
争
は
た
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
お
こ
な
わ
れ
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
代
は

　
　
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
勢
力
が
ア
ジ
ア
や
ア
メ
リ
カ
大
陸
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域
に
は
み
だ
し
て
い
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
新

　
　
航
路
や
新
大
陸
の
発
見
は
航
海
技
術
の
発
達
と
相
ま
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ソ
バ
人
の
眼
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
に
向
け
さ
せ
、
こ
の
こ
ろ
ア

　
　
ジ
ア
や
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
多
く
の
地
域
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
た
め
の
植
民
地
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
植
民
地
の
争
奪
を
め
ぐ
っ
て
ヨ
ー

説　
　
ロ
ツ
パ
諸
国
の
間
に
は
、
激
し
い
斗
争
が
く
り
か
え
さ
れ
、
植
民
地
の
人
民
も
窪
し
ば
し
ば
こ
の
西
谷
の
そ
ば
杖
を
く
っ
た
が
、
そ
れ
に

論　
　
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
面
争
の
結
末
は
い
つ
の
場
合
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
利
害
関
係
を
中
心
と
し
て
決
定
さ
れ
た
。
植
民
地
の
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論説
人
民
は
ヨ
…
ロ
ツ
パ
人
の
斗
争
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
か
れ
ら
自
身
が
斗
争
の
立
役
者
と
な
る
こ
と
は
き
わ
め

て
稀
で
あ
っ
た
。

　
（
一
）
　
岡
義
武
著
「
国
際
政
治
史
」
三
一
頁
。

　
（
二
）
　
O
霞
さ
国
・
頃
ご
Z
⇔
江
。
ロ
巴
δ
ヨ
曽
ロ
島
〉
津
①
5
お
昏
9
即
ω
●

　
（
三
）
　
O
母
さ
国
．
出
こ
o
b
・
9
甘
’
勺
・
α
・
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三
、
国
民
、
実
質
的
に
は
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
が
、
国
際
政
治
の
主
体
と
し
て
活
躍
し
た
時
代

　
一
七
八
九
年
忌
ラ
ン
ス
に
大
革
命
が
お
こ
り
、
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
に
ひ
き
い
ら
れ
た
国
民
が
ル
イ
十
六
世
の
絶
対
王
政
を
打
ち
倒
し
て
、

か
れ
ら
自
身
の
政
権
を
樹
立
す
る
と
、
国
際
政
治
の
歴
史
の
上
に
も
新
し
い
頁
が
開
か
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
他
の
国
家
と
の
関
係
は
、
も

は
や
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
王
家
と
王
家
、
宮
廷
と
宮
廷
と
の
関
係
で
は
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
草
命
の
け
っ
か
フ
ラ
ス
ソ
で
は
王

権
が
打
倒
さ
れ
、
す
べ
て
の
権
力
が
国
民
の
手
に
集
中
さ
れ
、
国
民
の
意
思
に
も
と
ず
い
て
政
治
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め

に
、
国
際
社
会
に
は
一
大
異
変
が
生
じ
た
。
そ
れ
ま
で
王
権
一
色
に
ぬ
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
た
国
際
社
会
の
均
質
性
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
打

ち
破
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
国
際
政
治
は
一
つ
の
新
し
い
段
階
に
は
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
新
し
い
段
階
に

も
つ
き
の
二
つ
の
時
期
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
．
要
で
あ
っ
た
。

　
．
ω
、
第
一
期
　
　
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
十
九
世
紀
の
前
半
に
わ
た
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
フ
ラ
ン
ス
に
生
れ
た
共
和
制
、
な
い

し
国
民
主
権
の
国
家
が
封
建
的
な
君
主
国
の
包
囲
攻
撃
を
う
け
て
、
悪
戦
苦
淫
し
た
点
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。

　
回
、
第
二
期
　
　
十
九
世
紀
の
後
半
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
に
至
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
国
民
、
と
く
に
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
が

政
治
の
上
で
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と
な
り
、
各
地
に
共
和
国
が
出
現
し
、
君
主
国
も
亦
こ
れ
ま
で
の
絶
対
王
政
か
ら
立
憲
君



　
　
主
政
に
変
質
し
、
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
が
国
際
政
治
の
上
で
主
役
を
演
じ
た
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
。

　
　
　
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
王
権
に
た
い
す
る
国
民
の
勝
利
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
主
達
は
こ
れ
を
対
岸
の
火

　
　
事
と
し
て
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
こ
れ
を
王
権
一
般
の
危
機
と
し
て
受
け
と
り
、
烈
々
た
る
敵
意
を
燃
や
し
た
。

　
　
こ
の
こ
と
は
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宮
廷
が
、
同
じ
こ
と
ば
を
話
し
、
相
互
に
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
臣
下
の
服
従
を
確
保
す
る
と

　
　
い
う
点
で
土
ハ
通
の
利
害
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
き
わ
め
て
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
シ
ャ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
両
国

　
　
が
軍
隊
を
さ
し
向
け
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
鎮
圧
に
の
り
だ
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
が
、
ひ
と
た
び
戦
争
が
は
じ
ま
る
と
、
そ
れ
は

　
　
こ
れ
ま
で
の
戦
争
と
は
い
ち
じ
る
し
く
性
質
の
異
っ
た
戦
争
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
王
と
王
と
の
戦
争
で
は
な
く
、
王
と
国
民
と
の
戦
争
、

　
　
換
言
す
れ
ば
搾
取
す
る
も
の
と
搾
取
さ
れ
る
も
の
、
自
由
を
抑
圧
す
る
も
の
と
，
抑
圧
さ
れ
る
も
の
と
の
戦
争
と
な
っ
た
か
ら
で
あ

　
　
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
国
際
的
規
模
に
お
い
て
戦
わ
れ
た
階
級
面
争
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
戦
争
は
君
主
た
ち
に
と
っ
て
勝
手
の
ち

　
　
が
つ
た
戦
争
と
な
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
編
成
さ
れ
た
革
命
軍
は
、
こ
れ
ま
で
の
軍
隊
と
ま
っ
た
く
性
質
を
異
に
す

　
　
る
軍
隊
で
あ
っ
た
。
王
た
ち
の
軍
隊
が
給
料
目
当
の
傭
兵
か
ら
成
っ
て
い
た
の
に
た
い
し
、
フ
ラ
ン
ス
軍
は
自
由
を
守
る
た
め
に
自
ら
の

　
　
意
思
に
も
と
ず
い
て
馳
せ
参
じ
た
志
願
兵
か
ら
成
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
二
つ
の
軍
隊
の
間
に
は
、
モ
ラ
ル
の
点
で
格
段
の
ち
が
い
が

　
　
あ
っ
た
。
王
た
ち
の
軍
隊
で
は
、
貴
族
で
な
け
れ
ば
将
校
に
な
れ
な
か
っ
た
の
に
た
い
し
、
フ
ラ
ン
ス
軍
の
場
合
に
は
、
貴
族
で
あ
ろ
う

　
　
と
な
か
ろ
う
と
、
能
力
さ
え
あ
れ
ば
将
校
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
べ
て
は
能
力
本
位
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が
軍
隊
の
指
揮
能
力
を
高

　
　
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
馳
た
。
又
王
た
ち
の
軍
隊
は
ひ
じ
ょ
う
に
金
の
か
か
る
傭
兵
制
度
で
あ
っ
た
か
ら
、

　
　
よ
ほ
ど
の
財
政
的
余
裕
が
な
い
か
ぎ
り
、
大
兵
力
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
軍
の
場
合
は
国
民
が
そ
の
気
に

，
説

　
　
な
り
さ
え
ず
れ
ば
、
大
兵
力
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
現
に
フ
ラ
ン
ス
は
一
七
九
八
年
徴
兵
制
度
を

論　
　
採
用
し
て
、
た
ち
ま
ち
の
中
に
大
兵
力
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
　
軍
隊
の
こ
の
よ
う
な
性
格
の
ち
が
い
が
ま
た
戦
術
の
ち
が
い
を
生
み
だ
し
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た
。
王
た
ち
の
軍
隊
で
は
一
度
大
損
害
を
蒙
る
と
、
兵
力
の
補
充
が
な
か
な
か
容
易
で
な
か
っ
た
の
で
、
思
い
き
っ
た
作
戦
が
で
き
な
か

説　
　
つ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
軍
の
場
合
に
は
兵
力
の
補
充
は
容
易
で
あ
っ
た
か
ら
、
思
い
き
っ
た
作
戦
に
出
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
二
に
フ
ラ
ン

論　
　
ス
の
革
命
政
府
は
外
国
に
た
い
し
て
働
き
か
け
る
場
合
、
そ
の
国
の
王
や
貴
族
に
た
い
し
て
で
な
く
、
直
接
国
民
に
よ
び
か
け
た
。
相
手

　
　
国
の
国
民
に
た
い
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
諸
原
則
を
宣
伝
し
、
そ
れ
ら
の
国
民
を
王
権
に
た
い
す
る
反
抗
に
駆
り
立
て
た
こ
と
が
、
す
な

　
　
わ
ち
そ
れ
で
あ
っ
た
。
さ
い
し
ょ
お
粗
末
な
装
備
や
戦
争
に
不
慣
れ
の
た
め
に
プ
ロ
シ
ャ
H
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
合
軍
に
破
れ
て
い
た
フ

　
　
ラ
ン
ス
軍
が
後
に
は
プ
ロ
シ
ヤ
ー
ー
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
を
打
破
っ
て
、
か
え
っ
て
こ
れ
ら
の
国
土
奥
深
く
進
攻
し
え
た
の
も
、
実
は
フ
ラ

　
　
ン
ス
軍
が
多
く
の
点
で
王
た
ち
の
軍
隊
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
そ
れ
ま
で
国
際
政

　
　
治
の
客
体
に
す
ぎ
な
か
っ
た
国
民
を
、
国
際
政
治
の
主
体
と
し
て
前
面
に
押
し
だ
し
た
。
し
か
し
、
国
民
が
国
際
政
治
の
主
体
と
し
て
ひ

　
　
ろ
く
み
と
め
ら
れ
み
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、
そ
の
後
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
迂
余
曲
折
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
革
命
フ
ラ

　
　
ソ
ス
を
包
む
厳
し
い
環
境
は
フ
ラ
ン
ス
自
身
の
政
局
に
も
幾
変
転
を
も
た
ら
し
て
、
一
七
九
九
年
に
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ク
ー
デ
タ
ー
、
つ

　
　
い
で
一
八
〇
四
年
に
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
皇
帝
即
位
と
い
っ
た
よ
う
な
事
態
を
生
み
だ
し
て
、
共
和
国
フ
ラ
ン
ス
を
君
主
国
に
逆
転
さ
せ

　
　
た
。
そ
れ
で
も
チ
ポ
レ
オ
ン
の
場
合
に
は
、
君
主
は
君
主
で
も
人
民
投
票
に
も
と
ず
く
君
主
で
あ
っ
て
、
絶
対
王
政
の
君
主
と
は
異
っ
て

　
　
い
た
。
イ
ー
・
エ
ッ
チ
・
カ
ー
は
こ
の
間
の
事
情
を
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
と
比
較
し
な
が
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
一

　
　
　
　
「
い
ま
な
お
本
格
的
君
主
制
の
時
代
に
属
し
て
い
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
は
、
か
れ
の
臣
下
を
自
分
の
野
望
を
み
た
す
た
め
の
手

　
　
　
段
と
考
え
、
母
国
の
こ
と
ば
や
文
化
を
軽
蔑
し
、
プ
ロ
シ
ャ
を
国
家
の
も
の
と
考
え
な
い
で
、
自
分
の
家
族
の
領
地
と
考
え
て
い
た
。

　
　
　
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
解
放
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
国
民
か
ら
選
ば
れ
、
委
任
を
う
け
た
も
の
と
し
て
の
ポ
ー
ズ
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
　
を
近
代
民
族
主
義
の
最
高
の
宣
伝
家
た
ら
し
め
た
。
か
れ
は
い
ろ
ん
な
意
味
に
お
い
て
〃
民
衆
的
な
ル
独
裁
者
で
あ
っ
た
。
」

　
　
　
し
か
し
、
の
ち
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
イ
ギ
リ
ス
と
の
斗
争
に
敗
れ
、
フ
ラ
ン
ス
が
反
動
的
な
ウ
イ
ー
ン
体
制
に
屈
服
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
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か
ら
は
、
一
時
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
の
復
活
と
い
う
事
態
さ
え
も
お
こ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
で
さ
え
も
か
っ

　
　
て
の
絶
対
王
政
そ
の
ま
ま
の
復
活
で
は
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
こ
の
王
朝
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
打
倒
し
た
連
合
諸
国
の
諒
解
の
も
と
に

　
　
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
原
動
力
で
あ
っ
た
国
民
の
上
層
部
に
参
政
権
を
あ
た
え
る
こ
と
に
よ
り
、
第
二
の
革
命
の
勃
発
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た

　
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
一
度
点
火
さ
れ
た
自
由
の
焔
は
そ
の
後
も
消
え
る
こ
と
な
く
、
一
八
三
〇
年
に
は
フ

　
　
ラ
ン
ス
に
七
月
革
命
、
一
八
四
八
年
に
は
一
一
月
革
命
が
お
こ
り
、
革
命
の
波
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
ひ
ろ
が
り
、
革
命
、
反
革
命
の
動
乱

　
期
を
経
て
、
十
九
世
紀
の
五
〇
年
代
の
終
り
に
な
る
と
、
各
地
に
拾
頭
し
た
国
民
の
力
の
前
に
、
さ
し
も
猛
威
を
ふ
る
っ
た
反
革
命
の
砦

　
　
ウ
イ
ー
ン
体
制
も
つ
い
に
崩
壊
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
各
地
に
政
治
の
民
主
化
が
進
行
し
、
か
っ
て
の
絶
対
王
政
は
立

　
憲
君
主
政
へ
の
改
装
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、
共
和
制
は
国
家
の
政
治
形
態
と
し
て
も
は
や
珍
ら
し
い
形
態
で
は
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
こ
う
い
う
風
に
政
治
体
制
の
民
主
化
が
進
行
す
る
と
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
国
際
政
治
の
様
相
も
黒
変
っ
て
き
た
。
絶
対
王
政
時
代
に

　
　
は
国
家
は
王
個
人
と
同
一
視
さ
れ
、
国
土
は
王
の
私
領
に
す
ぎ
ず
、
王
の
利
害
が
国
家
の
利
害
で
あ
り
、
王
権
の
伸
張
が
そ
の
ま
ま
国
権

　
　
の
伸
張
を
意
味
し
た
が
、
こ
ん
ど
は
国
家
に
は
国
民
の
意
思
と
い
う
も
の
が
新
た
に
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
国
家
は
王
個
人
と
は

　
　
別
個
の
も
の
と
な
り
、
国
土
は
王
の
私
領
で
は
な
く
な
り
、
国
家
の
利
害
は
王
の
利
害
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
王
権
の
伸
張
は

　
　
か
な
ら
ず
し
も
国
権
の
伸
張
を
意
味
し
な
く
な
っ
た
。
王
の
権
力
は
憲
法
の
制
限
を
う
け
て
、
も
は
や
絶
対
で
は
な
く
な
り
、
国
民
は
憲

　
　
法
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
保
証
さ
れ
て
、
も
は
や
無
権
利
で
は
な
く
な
っ
た
。
立
憲
君
主
政
の
も
と
で
は
、
王
は
か
っ
て
の
絶
対
王
政
時

　
　
代
の
王
の
よ
う
に
、
国
民
に
た
い
し
勝
手
気
儘
に
負
担
を
課
し
、
勝
手
気
儘
に
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
又
国
民
を
勝
手

　
　
気
儘
に
処
罰
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
。
国
家
の
性
格
が
こ
う
い
う
風
に
変
っ
て
く
る
と
、
国
際
関
係
も
も
は
や
王
た
ち
の
間
の
個

説　
　
人
的
関
係
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
く
な
っ
た
。
　
国
家
と
国
家
と
の
関
係
は
、
そ
こ
に
国
民
の
意
思
が
介
入
す
る
た
め
に
、
王
家
と
、
王

論　
　
家
、
宮
廷
と
宮
廷
と
の
関
係
と
は
、
性
質
の
異
っ
た
も
の
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
国
際
政
治
の
性
質
も
ま
た
変
っ
て
き
た
。
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そ
れ
は
も
は
や
王
家
と
王
家
、
宮
廷
と
宮
廷
と
の
間
に
お
こ
な
わ
れ
る
政
治
で
は
な
く
な
り
、
王
や
宮
廷
と
は
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
国

家
間
の
政
治
と
な
っ
た
か
ち
で
あ
る
。
国
際
政
治
の
性
質
が
変
る
と
、
ま
た
外
交
の
性
質
も
変
っ
た
。
国
民
が
政
治
を
動
か
す
大
き
な
力

と
な
っ
た
状
態
の
も
と
で
は
、
外
交
も
ま
た
宮
廷
と
宮
廷
の
交
渉
だ
け
で
そ
れ
を
お
し
す
す
め
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
つ
だ
。
宮
廷
間
の

婚
姻
は
も
は
や
外
交
の
正
常
な
手
段
で
は
な
く
な
っ
た
。
君
主
が
外
国
の
君
主
と
約
束
し
た
こ
と
で
も
、
そ
れ
が
政
府
の
承
認
を
得
ら
れ

な
い
と
き
に
は
、
取
消
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
も
と
で
は
、
外
交
官
も
ま
た
王
や
宮
廷
に
受
け
が
い
い
だ
け
で

は
駄
目
で
あ
っ
た
。
王
や
宮
廷
に
ど
ん
な
に
受
け
が
よ
く
て
も
、
そ
の
人
が
王
や
宮
廷
と
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
国
家
を
代
表
す
る
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
場
合
に
は
、
外
交
官
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
外
交
官
た
る
た
め
に
は
、
王
に
た
い
す
る
忠
誠
心
と
は
区
別
さ

れ
た
意
味
で
の
愛
国
心
、
換
言
す
れ
ば
民
族
主
義
的
な
意
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
外
交
官
の
資
格
と
と
も
に
、
そ
の

任
務
の
上
に
も
変
化
が
お
こ
っ
た
。
外
交
官
は
も
は
や
駐
在
国
の
王
や
宮
廷
を
相
手
に
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
っ
た
。
国
民
が
、
政

治
の
上
で
大
き
な
力
を
も
ち
は
じ
め
た
状
態
の
も
と
で
は
、
駐
在
国
の
国
民
に
直
接
働
き
か
け
て
、
こ
れ
を
自
国
に
と
っ
て
有
利
な
方
向
．

に
ひ
っ
ぱ
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
な
る
と
印
刷
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
新
聞
が
世
論
の
形
成
に
重

要
な
役
割
を
演
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
新
聞
を
巧
み
に
操
縦
す
る
こ
と
も
ま
た
外
交
官
の
重
要
な
仕
事
と
な
っ
た
。
国
の
政
治
が
国

民
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
戦
争
も
ま
た
絶
対
王
政
時
代
の
そ
れ
と
は
ひ
じ
ょ
う
に
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
と
な
っ

た
。
か
っ
て
の
戦
争
は
一
般
の
国
民
と
は
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
く
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
こ
ろ
の
戦
争
に
な
る
と
、
そ
う
は
ゆ
か
な
く

な
っ
た
。
戦
争
を
す
る
か
し
な
い
か
は
国
民
自
身
の
決
定
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
し
、
ひ
と
た
び
戦
争
が
お
こ
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
が

大
き
な
惨
害
を
う
け
る
こ
と
は
明
か
で
あ
っ
た
。
兵
制
の
改
革
に
よ
っ
て
か
っ
て
の
傭
兵
制
は
徴
兵
制
な
い
し
志
願
兵
制
に
か
わ
り
、
軍

隊
の
規
模
は
昔
と
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
し
、
兵
器
の
発
達
に
よ
っ
て
戦
争
の
惨
害
は
戦
場
だ
け
で
な
く
、
銃

後
に
ま
で
お
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
争
は
も
は
や
国
民
の
犠
骨
な
し
に
は
お
こ
な
い
得
な
く
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
す
る
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か
、
し
な
い
か
、
亡
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
、
何
時
、
ど
ん
な
条
件
で
や
め
る
か
は
、
王
の
専
断
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
国
民
自
身
に

　
　
よ
っ
て
決
定
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

　
　
　
し
か
し
、
こ
こ
で
国
民
と
い
っ
て
も
、
国
民
の
名
に
お
い
て
実
際
に
政
治
を
支
配
し
、
政
治
を
動
か
し
た
の
は
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
！
で
あ

　
　
っ
て
、
大
衆
で
な
か
っ
た
。
国
民
の
代
表
機
関
は
議
会
で
あ
っ
た
が
、
議
員
選
挙
の
た
め
の
選
挙
権
や
被
選
挙
権
に
億
財
産
上
の
制
限
が

　
附
さ
れ
て
い
た
し
、
　
こ
う
し
た
制
限
が
と
り
除
か
れ
た
場
合
で
も
選
挙
制
度
は
一
般
に
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
に
都
合
よ
く
つ
く
ら
れ
て
い

　
　
た
。
そ
の
た
め
に
議
会
は
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
の
代
表
者
た
ち
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
国
民
が
国
の
実
権
を
握
っ
た
と

　
　
こ
ろ
で
は
、
政
府
は
議
会
の
多
数
党
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
か
ら
、
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
は
議
会
の
多
数
党
を
通
じ
て
政

　
　
府
そ
の
も
の
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
国
の
外
交
政
策
の
指
導
権
も
亦
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
の
手
に
握
ら
れ
た
。
し

　
　
か
し
、
一
口
に
国
民
と
い
っ
て
も
、
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
の
階
級
的
利
益
と
労
働
者
や
農
民
の
そ
れ
と
で
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
か
っ
た
の

　
　
で
、
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
が
国
の
外
交
政
策
を
指
導
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
全
体
の
利
益
を
追
及
す
る
か
の
ご
と
き
ポ
ー
ズ
を

　
と
り
な
が
ら
、
実
は
執
拗
に
自
分
自
ら
の
階
級
的
利
益
を
追
及
し
た
。
と
き
に
よ
る
と
労
働
者
や
農
民
そ
の
他
一
般
大
衆
の
利
益
に
反
す

　
　
る
よ
う
な
外
交
を
お
こ
な
う
こ
と
も
珍
ら
し
く
な
か
っ
た
が
、
そ
ん
な
場
合
に
は
大
衆
か
ら
の
反
撃
を
お
そ
れ
て
、
か
れ
ら
は
事
実
を
隠
蔽

　
　
し
た
り
、
歪
曲
し
た
り
、
捏
造
し
た
り
、
外
交
文
書
に
勝
手
に
手
を
加
え
て
自
分
に
都
合
の
い
い
と
こ
ろ
だ
け
を
発
表
し
た
り
し
た
。
そ
れ

　
　
で
も
新
聞
そ
の
他
宣
伝
機
関
の
多
く
が
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
状
態
の
も
と
で
は
、
か
れ
ら
は
巧
み
に
そ
れ
を
と

　
　
り
つ
く
ろ
っ
て
、
自
分
に
都
合
の
い
い
世
論
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
は
又
か
れ
ら
の
階
級
支
配
が
本
質
的

　
　
に
は
労
働
者
や
農
民
の
階
級
的
利
益
と
相
容
れ
な
い
こ
と
を
し
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
兵
士
の
大
半
が
労
働
者
や
農
民
の
出
身
者
か
ら
成

説　
　
っ
て
い
る
軍
隊
に
た
い
し
、
警
戒
を
怠
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
が
軍
隊
を
政
治
に
干
与
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
の
は
、
そ
の

論　
　
た
め
で
あ
っ
た
。
兵
士
た
ち
が
階
級
意
識
を
も
っ
て
動
き
だ
し
た
瞬
間
に
、
軍
隊
は
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
に
と
っ
て
使
え
な
く
な
る
か
ら
で
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、

　
　
あ
っ
た
。
形
式
上
は
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
も
労
働
者
も
農
民
も
国
民
と
し
て
の
権
利
に
お
い
て
は
平
等
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
そ

説　
　
こ
に
打
消
し
が
た
い
不
平
等
が
あ
り
、
国
民
の
名
に
お
い
て
お
こ
な
れ
る
政
治
も
、
実
は
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
の
階
級
的
利
益
に
も
と
ず
く

論　
　
政
治
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
本
国
の
労
働
者
や
農
民
の
利
益
さ
え
も
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
植
民
地
人
民
の
利
益
が
考

　
　
慮
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
十
九
世
紀
の
末
葉
か
ら
二
十
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
帝
国
主
義
時

　
　
代
」
を
現
出
し
、
世
界
の
全
域
に
わ
た
っ
て
植
民
地
獲
得
競
争
の
お
こ
な
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
掲
げ
ら

　
　
れ
た
「
自
由
、
平
等
、
博
愛
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
、
植
民
地
に
ま
で
は
及
ば
な
か
っ
た
。
い
な
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
植
民
地
の
人
民
は
こ
の

　
　
時
代
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
精
神
と
は
お
よ
そ
正
反
対
の
精
神
に
よ
っ
て
取
扱
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
政
治
の
実
権
が
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー

　
　
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
世
界
で
は
、
形
式
上
の
平
等
は
容
易
に
実
質
上
の
不
平
等
に
変
え
ら
れ
た
。
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
と
労
働
者
は
国
民

　
　
と
し
て
形
式
上
は
平
等
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
質
上
は
平
等
で
も
な
ん
で
も
な
か
っ
た
よ
う
に
、
大
国
と
小
国
も
形
式
上
は
主

　
権
平
等
の
原
則
に
も
と
ず
い
て
平
等
と
さ
れ
な
が
ら
、
実
質
上
は
平
等
で
も
な
ん
で
も
な
か
っ
た
。
大
国
の
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
は
い
ろ
い

　
　
ろ
な
方
法
を
用
い
て
、
小
国
の
大
国
へ
の
従
属
を
強
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
資
本
主
義
の
発
展
は
社
会
の
階
級
分
化
を
促
進
し
、
一
方
で
は
労
働
者
階
級
の
政
治
的
成
長
を
促
し
た
。
労
働
者
階
級
が
政

　
治
的
に
成
長
し
て
く
る
と
か
れ
ら
の
中
の
先
進
的
分
子
は
国
際
的
な
組
織
を
つ
く
っ
て
国
際
政
治
へ
の
働
き
か
け
を
試
み
る
よ
う
に
な
つ

　
　
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
シ
ヤ
革
命
が
お
こ
る
ま
で
は
労
働
者
階
級
の
国
際
政
治
に
お
よ
ぼ
す
え
い
き
ょ
う
は
き
わ
め
て
限
ら
・

　
　
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
（
一
）
　
O
舘
さ
国
・
属
壱
○
弓
．
9
計
ア
。
。
．

25　（2・一4・360）　460

四
、
大
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際
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主
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と
し
て
新
た
に
登
場
し
た
時
代



　
　
　
一
九
一
七
年
ロ
シ
ヤ
に
十
月
革
命
が
お
こ
る
と
、
国
際
政
治
の
歴
史
の
上
に
は
ま
た
新
し
い
時
代
が
や
っ
て
き
た
。
ロ
シ
ヤ
の
労
働
者

　
　
や
農
民
が
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
；
や
地
主
の
手
か
ら
政
権
を
奪
っ
て
、
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
権
を
樹
立
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
他
の
国
々
の
政
権

　
　
が
こ
と
ご
と
く
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
や
地
主
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
世
界
中
に
一
大
波
紋
を
ま
き
お
こ
し
た
。
ロ
シ
ヤ
と
他
の
国

　
　
家
と
の
関
係
は
も
は
や
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
国
家
権
力
を
握
っ
た
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
と
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
関
係
で
は
な
く
な
り
、
国

　
　
家
権
力
を
握
っ
た
労
働
者
階
級
と
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
関
係
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
国
内
の
階
級
関
係
を
国
家
と
国
家
と

　
　
の
関
係
に
お
い
て
再
現
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ロ
シ
ヤ
革
命
は
国
際
政
治
の
歴
史
を
新
し
い
段
階
に
ふ
み
．

　
　
こ
ま
せ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
ロ
シ
ヤ
革
命
以
来
今
日
ま
で
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も
亦
つ
ぎ
の
二
つ
の
時
期
を
区

　
　
別
す
る
こ
と
が
重
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
第
一
期
　
ロ
シ
ヤ
革
命
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
。

　
　
　
こ
の
時
期
の
特
徴
は
、
ソ
連
の
労
働
者
階
級
が
資
本
主
義
諸
国
の
労
働
者
階
級
や
植
民
地
の
人
民
に
よ
び
か
け
、
か
れ
ら
の
支
持
の
も

　
　
と
に
そ
の
政
権
を
維
持
し
、
社
会
主
義
の
建
設
を
お
し
す
す
め
た
点
に
あ
る
。

　
　
　
第
二
期
　
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
今
日
ま
で
。

　
　
　
革
命
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
に
波
及
し
、
た
く
さ
ん
の
社
会
主
義
国
家
が
あ
ら
わ
れ
、
社
会
主
義
が
一
つ
の
世
界
組
織
と
な
り
、

　
　
社
会
主
義
国
相
互
の
間
に
新
し
い
国
際
関
係
が
発
展
し
は
じ
め
た
時
期
で
あ
る
。

　
　
　
十
月
革
命
の
け
っ
か
、
ロ
シ
ヤ
に
つ
く
ら
れ
た
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
権
が
そ
れ
ま
で
存
在
し
た
世
界
の
い
か
な
る
国
の
政
府
と
も
そ
の
性
格

　
　
を
異
に
す
る
こ
と
は
、
革
命
の
直
後
こ
の
政
府
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
「
平
和
の
布
告
」
が
何
よ
り
も
よ
ぐ
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
た
。
ソ
ヴ

説　
　
エ
i
卜
政
府
は
こ
の
「
布
告
」
の
な
か
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
や
地
主
の
利
益
の
た
め
に
始
め
ら
れ
た
世
界
再
分
割

論　
　
の
た
め
の
戦
争
と
規
定
し
、
こ
の
よ
う
な
戦
争
を
継
続
す
る
こ
と
は
交
戦
国
の
人
民
や
植
民
地
下
民
の
苦
悩
を
増
す
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
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論　説

即
刻
や
め
る
べ
き
こ
と
、
又
や
め
る
に
当
っ
て
は
無
併
合
、
無
賠
償
の
原
則
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
わ

れ
わ
れ
が
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
府
が
そ
の
主
張
を
実
行
に
移
す
に
当
っ
て
、
ツ
ァ
ー
政
府
時
代
の
秘
密
条
約
を

公
表
し
、
そ
の
無
効
を
宣
言
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
「
平
和
の
布
告
」
は
の
べ
て
い
る

　
　
「
政
府
（
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
府
）
は
秘
密
外
交
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
交
渉
を
全
国
民
の
面
前
で
完
全
に
公
然
と
お
こ
な

　
う
確
固
た
る
意
向
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
、
　
一
九
一
七
年
二
月
か
ら
十
月
二
十
五
日
ま
で
に
地
主
と
資
本
家
の
政
府
が
確
認
ま
た
臆
締

　
結
し
た
す
べ
て
の
秘
密
条
約
を
全
部
公
表
す
る
こ
と
に
た
だ
ち
に
着
手
す
る
。
こ
れ
ら
の
秘
密
条
約
の
全
内
容
は
、
大
多
数
の
場
合
そ

　
う
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
ロ
シ
ヤ
の
地
主
と
資
本
家
に
利
益
と
特
権
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
り
、
大
ロ
シ
ヤ
入
の
併
合
地
を
引
き
と
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
ま
た
は
増
加
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
政
府
は
こ
れ
を
無
条
件
に
即
時
無
効
で
あ
る
こ
と
を
声
明
す
る
。
」

　
こ
れ
に
よ
っ
て
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
府
は
こ
れ
ま
で
帝
政
ロ
シ
ヤ
の
た
め
に
半
植
民
地
的
状
態
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
た
隣
接
諸
国
（
ト
ル

コ
、
イ
ラ
ン
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
中
国
な
ど
）
を
不
平
等
条
約
か
ら
解
放
し
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
入
民
の
間
に
多
く
の
支
持
者
を
獲
得

し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
「
平
和
の
布
告
」
は
又
交
戦
諸
国
の
労
働
者
た
ち
に
た
い
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
呼
び
か
け
た
一

　
　
「
ロ
シ
ヤ
の
労
農
臨
時
政
府
は
、
す
べ
て
の
交
戦
国
の
政
府
と
国
民
に
こ
の
講
和
提
案
を
す
る
と
と
も
に
、
と
く
に
、
人
類
の
も
つ

　
と
も
先
進
的
な
三
つ
の
民
族
、
こ
の
戦
争
に
参
加
し
た
三
大
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
自
覚
し
た
労
働
者
諸
君
に
も
呼

　
び
か
け
る
。
こ
れ
ら
の
国
の
労
働
者
は
進
歩
と
社
会
主
義
の
大
業
に
最
大
の
貢
献
を
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動

　
の
偉
大
な
手
本
、
　
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
お
こ
な
っ
た
世
界
史
的
意
義
を
も
っ
た
一
連
の
革
命
が
そ
う
で
あ
り
、
最
後

　
に
、
ド
ィ
ッ
で
は
社
会
主
義
者
取
締
法
に
た
い
す
る
英
雄
的
な
た
た
か
い
、
ド
イ
ツ
の
大
衆
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
組
織
を
つ
く
り
だ
す
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と
い
う
、
全
世
界
の
労
働
者
の
手
本
に
な
る
、
長
期
に
わ
た
る
頑
強
な
規
律
あ
る
活
動
が
そ
う
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
英
雄
的
行

　
　
　
為
と
歴
史
的
創
造
活
動
の
こ
れ
ら
す
べ
て
の
手
本
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
つ
ぎ
の
こ
と
の
保
障
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
上
記
の
国
々
の
労
働
者
は
、
戦
争
の
恐
怖
と
そ
の
結
果
か
ら
人
類
を
解
放
す
る
と
い
う
、
い
ま
か
れ
ら
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
任
務
を
理

　
　
　
解
し
、
そ
し
て
そ
の
全
面
的
な
、
断
乎
た
る
、
献
身
的
な
精
力
的
活
動
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
平
和
の
大
業
を
、
そ
れ
と
と
も
に
勤

　
　
　
労
被
搾
取
住
民
大
衆
を
あ
ら
ゆ
る
隷
属
と
あ
ら
ゆ
る
搾
取
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
大
業
を
、
成
功
裏
に
最
後
ま
で
遂
行
す
る
の
を
た
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
　
　
け
る
の
で
あ
ろ
う
。
」

　
　
　
こ
れ
を
も
っ
て
み
れ
ば
、
　
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
府
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
勢
力
に
依
存
し
て
、
　
そ
の
政
策
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
か

　
　
は
、
あ
ま
り
に
も
明
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ブ
ル
ヂ
ョ
ァ
ジ
；
が
こ
れ
ま
で
搾
取
の
対
象
と
し
て
き
た
植
民
地
の
人
民
、
後
進
諸
民
族
、

　
　
労
働
者
階
級
、
農
民
に
よ
び
か
け
、
そ
の
勢
力
を
糾
合
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
世
界
中
の
ブ
ル
ヂ
ョ
ァ
ジ
ー
か
ら
か
れ
ら
の

　
　
支
配
と
脅
す
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
、
ひ
じ
ょ
う
な
敵
意
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
の

　
　
敵
意
は
や
が
て
ロ
シ
ヤ
革
命
に
た
い
す
る
国
際
的
な
武
力
干
渉
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
が
、
こ
の
干
渉
は
革
命
化
し
た
ロ
シ
ヤ
人
民
の
強

　
　
力
な
抵
抗
に
あ
っ
て
、
つ
い
に
失
敗
に
帰
し
た
。
ロ
シ
ヤ
の
革
命
軍
は
装
備
こ
そ
干
渉
軍
に
比
し
て
お
粗
末
で
あ
っ
た
が
、
モ
ラ
ル
の
点
で

　
　
は
干
渉
軍
よ
り
も
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
い
た
。
干
渉
軍
は
い
つ
れ
も
政
治
に
干
与
す
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
、
自
分
が
な
ん
の
た
め
に
戦
っ

　
　
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
兵
士
た
ち
か
ら
成
っ
て
い
た
の
に
た
い
し
、
革
命
軍
は
政
治
教
育
を
施
さ
れ
、
自
分
が
何
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る

説
　
か
を
よ
く
弁
え
た
階
級
意
識
に
燃
え
た
兵
士
た
ち
か
ら
成
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
ロ
シ
ヤ
の
革
命
軍
は
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
府
の
時

論　
　
び
か
け
に
答
え
た
世
界
中
の
革
命
的
労
働
者
や
被
圧
迫
諸
民
族
、
植
民
地
人
民
の
支
持
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ソ
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壬ム
酬」 記

ヴ
ェ
ー
ト
政
府
の
地
位
は
確
固
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
れ
ま
で
国
際
政
治
の
舞
台
の
上
で
は
滅
多
に
重
要
な
役
割
を

あ
た
え
ら
れ
な
か
っ
た
労
働
者
や
農
民
、
植
民
地
の
入
民
が
国
際
政
治
の
舞
台
の
上
に
躍
り
出
る
チ
ャ
ン
ス
を
あ
た
え
ら
れ
た
。
そ
れ
と

と
も
に
世
界
中
の
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
政
府
に
と
っ
て
は
油
断
の
な
ら
ぬ
事
態
が
お
こ
っ
た
。
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
政
府
が
国
際
政
治
の
分
野
で
国
民
的

利
益
の
名
に
か
く
れ
て
、
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
の
階
級
的
利
益
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
と
、
つ
ぎ
の
瞬
間
に
は
ソ
ヴ
ュ
ー
ト
政
府
に
よ
っ
て

そ
の
仮
面
を
ひ
き
は
が
れ
、
自
国
の
大
衆
に
そ
の
正
体
を
曝
露
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
わ
け
で
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
府
の
活

動
が
世
界
に
な
る
に
つ
れ
て
、
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
の
世
論
操
作
は
段
々
に
困
難
に
な
っ
て
き
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
は
世
界
再
分
割
の
た

め
の
戦
争
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敗
戦
国
の
領
土
や
植
民
地
を
公
然
と
分
割
す
る
と
非
難
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
、
連
合

国
の
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
は
「
委
任
統
治
制
度
」
と
い
っ
た
よ
う
な
ゴ
マ
化
し
の
手
段
を
考
え
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
又
ソ
ヴ
ェ
ー
ト

政
府
が
ト
ル
コ
や
イ
ラ
ン
に
お
け
る
帝
政
ロ
シ
ヤ
の
権
益
を
自
ら
放
棄
し
た
け
っ
か
は
、
資
本
主
義
諸
国
も
亦
こ
れ
ら
の
国
々
と
の
不
平

等
条
約
を
廃
棄
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
　
こ
う
い
う
風
に
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
権
の
出
現
は
、
　
い
ろ
い
ろ
な
形
で
国
際
政
治
の
上
に
え
い

き
ょ
う
を
与
え
は
じ
め
た
。
し
か
し
、
え
い
き
ょ
う
を
与
え
た
と
い
っ
て
も
、
革
命
が
ロ
シ
ヤ
一
国
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
聞
は
、
そ
れ
に

も
自
ら
限
界
が
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
な
る
と
、
事
態
は
さ
ら
に
変
っ
て
き
た
。
革
命
は
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
に
ひ
ろ
が
り
、
社
会
主

義
を
め
ざ
す
国
々
が
た
く
さ
ん
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
政
治
に
た
い
す
る
労
働
者
や
農
民
の
発
言
権
が
さ
ら
に
一
段
と
強
く

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
で
は
社
会
主
義
は
一
国
の
組
織
で
は
な
く
、
世
界
的
な
組
織
と
な
っ
た
。
そ
し
て
社
会
主
義
国
相
互
の
間
に

は
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
関
係
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
型
の
国
際
関
係
が
発
展
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
主
義
に
も
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と
ず
く
国
際
関
係
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
資
本
主
義
国
間
の
関
係
が
資
本
そ
れ
自
身
の
も
っ
て
い
る
性
格
を
反
映
し
て
、
優

　
　
勝
劣
敗
、
　
弱
肉
強
食
の
関
係
に
あ
る
の
に
反
し
て
、
　
無
私
的
な
相
互
援
助
に
よ
っ
て
社
会
主
義
の
実
現
を
期
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

　
　
て
、
資
本
主
義
的
な
国
際
関
係
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
安
定
性
を
も
つ
た
国
際
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
な
か
に
あ
る
社
会
主

　
　
義
諸
国
の
経
済
建
設
の
テ
ン
ポ
は
、
資
本
主
義
諸
国
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
早
い
の
で
、
今
で
は
世
界
工
業
生
産
高
の
四
〇
％
が
、
社

　
会
主
義
世
界
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済
力
の
上
昇
は
必
然
的
に
国
際
政
治
に
た
い
す
る
労
働
者
階
級
の
発
言
権
を

　
　
強
め
ず
に
は
お
か
な
い
。

　
　
　
加
う
る
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
な
る
と
、
植
民
地
人
民
の
発
言
権
も
亦
い
ち
じ
る
し
く
強
く
な
っ
た
。
こ
の
戦
争
の
け
っ
か
植
民
地

　
　
の
統
治
機
構
が
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
破
壊
さ
れ
、
植
民
地
領
有
国
の
力
が
弱
っ
た
た
め
に
、
各
地
に
植
民
地
人
民
の
独
立
運
動
が
お
こ
り
、

　
　
今
ま
で
は
戦
前
の
植
民
地
や
半
植
民
地
の
総
面
積
九
一
九
〇
平
方
キ
ロ
の
う
ち
二
七
九
八
万
平
方
キ
ロ
、
す
な
わ
ち
そ
の
約
三
分
の
一
、

　
　
そ
の
総
人
口
十
五
億
の
う
ち
十
三
億
、
す
な
わ
ち
そ
の
約
五
分
の
四
が
帝
国
主
義
の
支
配
か
ら
或
い
は
脱
し
、
あ
る
い
は
脱
し
よ
う
と
し

　
　
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
新
に
解
放
さ
れ
て
国
際
政
治
の
舞
台
に
登
場
し
て
き
た
植
民
地
入
民
の
声
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ

　
　
た
。
し
か
し
、
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
植
民
地
人
民
の
声
だ
け
で
は
な
い
。
原
子
兵
器
の
発
達
は
、
地
球
上
に
住
む
人

　
　
間
の
一
人
一
入
の
運
命
に
ま
で
決
定
的
な
え
い
き
ょ
う
を
も
た
ら
す
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
の
で
、
今
で
は
何
で
も
な
い
普
通
の
人
々
ま

　
　
で
が
、
戦
争
か
平
和
か
と
い
う
問
題
に
益
々
介
入
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
原
子
戦
争
に
反
対
し
、
原
子
兵
器
の
実
験
禁

説
　
止
を
ざ
け
ぶ
こ
の
「
庶
民
」
の
声
は
、
国
際
政
治
の
上
で
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
要
因
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

論　
　
　
大
衆
は
こ
の
よ
う
に
し
て
今
日
国
際
政
治
の
重
要
な
主
体
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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（
一
）
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
第
二
十
六
巻
（
大
月
書
店
版
）
二
五
〇
一
・
二
五
一
頁
。

、
説

　
　
（
二
）
　
同
上
、
二
五
一
t
二
五
二
頁
。

論
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