
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

へーゲル『法哲学』における「外面的国家」の本来
の国家への移行についての考察 : 全体性の視点

竹原, 良文
九州大学法学部教授

https://doi.org/10.15017/1445

出版情報：法政研究. 29 (1/3), pp.273-285, 1963-02-28. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
』
に
お
け
る
「
外
面
的
国
家
」
の

本
来
の
国
家
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
考
察

全
　
体
　
性
　
の
　
視
　
点

竹

原

良

文

論説
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
・
政
治
思
想
に
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
『
法
哲
学
』
（
O
霊
昌
巳
ぎ
一
①
昌
α
興
℃
ゴ
ぎ
ω
o
℃
三
①
◎
窃
幻
Φ
。
算
ω
）
は
、
有

機
体
説
の
立
場
か
ら
自
由
主
義
を
批
判
し
、
保
守
主
義
を
擁
護
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
、
ま
た
事
実
全
体
主
義
に
思
想
上
の
根
拠
を
与
え

て
き
た
。
し
か
し
論
理
的
思
考
の
点
か
ら
考
察
す
る
と
き
、
彼
の
国
家
論
、
こ
と
に
市
民
社
会
か
ら
国
家
へ
の
移
行
の
問
題
は
、
社
会
学

・
経
済
学
の
関
数
と
し
て
の
み
そ
の
対
象
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
現
代
政
治
学
の
傾
向
に
対
し
、
学
的
系
列
と
し
て
の
そ
の
特
殊
性
。
独

自
性
を
承
認
せ
し
あ
る
に
足
る
、
重
要
な
視
点
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
私
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
市
民
社
会
が
特
殊
性
の
諸
契
機
の
相
互

連
関
に
よ
っ
て
、
司
法
・
警
察
・
経
済
行
政
の
よ
う
な
国
家
的
機
能
を
い
と
な
む
有
機
的
全
体
性
を
内
部
に
形
成
し
、
現
実
態
（
≦
一
マ

察
。
拝
①
一
一
）
と
し
て
の
本
来
の
政
治
的
国
家
に
先
行
す
る
段
階
を
つ
く
り
あ
げ
、
論
理
過
程
と
し
て
国
家
そ
の
も
の
へ
止
揚
さ
れ
移
行
し

て
行
く
に
当
っ
て
示
さ
れ
る
概
念
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
全
体
性
（
］
ワ
A
）
一
山
一
一
酔
似
甘
）
の
視
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
（
ω
一
件
一
一
一
〇
ゴ
閃
①
一
得
）
の
理
念
の
特
殊
性
一
区
別
の
段
階
で
あ
る
市
民
社
会
は
、
　
『
独
立
的
個
別
者
と
し
て
の
成
員
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う

合
、
し
た
が
っ
て
一
個
の
形
式
的
普
遍
性
を
な
し
た
結
合
』
で
あ
っ
て
、
各
個
人
の
欲
望
か
ら
成
立
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
吊
身
及
び
財
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
産
の
保
護
の
た
め
に
法
制
（
閑
①
6
鐸
ω
〈
①
門
富
ω
ω
琶
α
q
）
及
び
特
殊
的
・
一
般
的
利
害
の
た
め
の
外
面
的
秩
序
か
ら
生
じ
て
い
る
意
味
に
お

説　
　
い
て
、
分
裂
で
あ
り
、
現
象
で
あ
る
。
　
〔
一
五
七
節
、
三
一
二
節
、
以
下
数
字
を
も
っ
て
示
す
〕
有
機
的
全
体
性
を
も
つ
よ
う
に
組
織
化
さ
れ
た

論　
　
市
民
社
会
が
外
面
的
国
家
（
鋤
q
ω
ω
Φ
円
＝
0
7
Φ
『
　
Q
O
酔
鋤
9
Ω
一
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
直
接
的
、
自
然
的
人
倫
で
あ
る
家
族
の
原
理
が
失
わ
れ
て
、
独
立
自
噂
の
個
人
は
自
ら
の
労
働
に
よ
っ
て
自
ら
の
欲
望
を
満
足
せ
し
め

　
　
る
自
己
目
的
的
存
在
あ
る
い
は
自
利
を
追
求
す
る
個
別
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
他
者
は
す
べ
て
自
ら
に
と
っ
て
無
に
ひ
と
し

　
　
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
個
別
性
は
特
殊
的
規
定
性
、
区
別
を
得
て
、
他
者
と
の
一
定
の
限
定
さ
れ
た
関
係
に
入
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
は
じ
め
て
客
観
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
個
人
は
他
の
同
じ
よ
う
な
特
殊
者
で
あ
る
他
者
の
労
働
、
欲
望
の
満
足
を
手
段
と
し
て
自
己
目

　
　
的
を
達
成
し
う
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
市
民
社
会
の
原
理
は
こ
の
よ
う
に
他
者
と
の
相
互
依
存
関
係
を
自
ら
の
反
省
的
規
定
と
し
て
含

　
　
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
区
別
は
主
と
奴
の
分
裂
的
関
係
（
『
現
象
学
』
）
を
個
人
と
他
者
と
の
あ
い
だ
に
結
ば
し
め
る
が
、
か
よ
う
な
相
互

　
　
関
係
は
偶
然
性
を
こ
え
て
必
然
的
不
可
分
離
的
な
組
織
へ
外
在
化
せ
ら
れ
る
。
市
民
社
会
が
内
面
的
な
も
の
と
外
面
的
な
も
の
の
分
裂
と

　
　
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
人
倫
の
理
念
は
直
接
性
（
自
然
的
家
族
的
精
神
）
か
ら
特
殊
へ
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

　
　
の
否
定
と
し
て
、
外
在
化
さ
れ
た
現
象
と
し
て
自
ら
を
明
か
に
し
て
い
る
。
　
『
人
倫
的
な
る
も
の
は
こ
こ
で
は
そ
の
両
極
に
分
裂
し
て
失

　
　
わ
れ
、
家
族
の
直
接
的
全
一
性
は
多
様
性
に
分
散
し
て
い
る
。
実
在
性
は
こ
こ
で
は
概
念
の
外
面
性
で
あ
り
、
解
消
で
あ
り
、
自
由
に
な

　
　
っ
て
定
在
し
て
い
る
諸
契
機
の
独
立
性
で
あ
る
。
市
民
社
会
に
お
い
て
は
特
殊
性
と
普
遍
性
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、

　
　
ま
さ
に
そ
れ
故
に
両
者
は
相
互
に
結
び
合
わ
さ
れ
、
制
約
せ
ら
れ
て
い
る
。
各
人
は
ま
さ
に
他
者
に
反
対
の
こ
と
を
な
す
よ
う
に
見
え
、

　
　
他
者
を
自
ら
か
ら
遠
ざ
け
て
お
く
ご
と
に
よ
っ
て
の
み
自
ら
存
在
し
う
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
し
か
も
な
お
そ
れ
ぞ
れ
他
者
を
自
ら
の
条

　
　
件
と
し
て
も
っ
て
い
る
』
（
一
八
四
、
注
）

　
　
　
こ
の
よ
う
に
労
働
、
交
換
の
経
済
的
過
程
に
お
じ
て
自
利
的
目
的
が
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
欲
望
の
体
系
が
成
立
し
、
抽
象
的
法
の
外
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面
的
普
遍
的
諸
関
係
が
、
契
約
、
財
産
関
係
の
私
法
的
範
疇
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。
　
（
ヘ
ー
ゲ
ル
が
経
済
的
諸
範
疇
を
直
に
抽

　
　
象
的
法
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
然
法
思
想
に
お
け
る
自
然
権
、
契
約
の
観
念
に
影
響
さ
れ
、
経
済
学
を
正
し
く
評
価
し
て
い

　
　
な
か
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
）
相
互
の
対
立
を
ふ
く
み
な
が
ら
、
な
お
ま
さ
に
そ
れ
故
に
相
互
依
存
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
人
倫
の
理
念

　
　
の
外
在
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
有
機
的
体
系
こ
そ
、
司
法
・
警
察
・
経
済
統
制
の
諸
機
能
を
い
と
な
む
外
的
国
家
（
野
口
Q
a
ω
①
門
Φ
『
　
ω
梓
鋤
p
Ω
一
）
、
悟

　
　
性
国
家
（
＜
①
噌
ω
富
民
。
。
ω
冨
讐
）
、
あ
る
い
は
Z
o
↓
ω
δ
彗
〔
や
む
を
え
な
い
、
緊
急
時
に
お
け
る
ζ
a
①
H
簿
。
円
と
し
て
の
国
家
の
意
味
で
あ
ろ
う

　
　
か
Q
一
八
五
、
注
〕
で
あ
る
Q
　
〔
一
八
三
〕

　
　
　
こ
の
よ
う
な
外
面
的
国
家
は
現
実
態
で
あ
る
本
来
の
国
家
へ
の
移
行
を
自
ら
の
内
的
必
然
性
と
し
て
ふ
く
む
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

　
　
な
外
在
化
さ
れ
た
現
．
象
で
あ
る
市
民
社
会
が
特
殊
性
か
ら
そ
の
否
定
と
し
て
普
遍
性
へ
復
帰
す
る
反
省
的
契
機
と
し
て
、
す
な
わ
ち
内
面

　
　
化
の
移
行
過
程
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
、
内
面
性
、
潜
在
的
な
、
可
能
性
と
し
て
の
、
単
に
そ
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
普
遍
性
が

　
　
現
れ
て
く
る
。
市
民
社
会
の
否
定
的
精
神
で
あ
る
内
面
的
国
家
理
念
一
市
民
社
会
を
止
揚
し
て
自
ら
の
規
定
と
し
て
自
己
内
に
措
定
す
る

　
　
内
在
的
普
遍
的
理
念
こ
そ
、
本
来
の
国
家
の
端
初
と
し
て
直
接
性
と
し
て
自
ら
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
現
実
態
と
し
て
の
国
家
を
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
客
観
的
実
体
的
統
一
と
し
て
顕
在
せ
し
め
る
人
倫
的
精
神
こ
そ
、
　
主
観
的
自
由
を
本
質
と
し
て
い
る
自
己
意
識
、
　
す
な
わ
ち
政
治
的
徳

　
　
（
弓
。
一
三
ω
9
Φ
↓
＝
σ
q
①
口
α
）
、
政
治
的
志
操
（
切
。
留
出
ω
o
げ
Φ
O
①
玖
昌
昌
β
昌
ひ
q
）
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
民
族
精
神
一
公
共
的
善
と
公
共
的
自

　
　
由
を
追
求
し
て
や
ま
な
い
積
極
的
意
志
こ
そ
、
市
民
社
会
の
原
理
に
よ
勺
て
失
わ
れ
た
古
典
的
世
界
の
愛
国
的
公
共
の
精
神
を
再
び
と
り

　
　
も
ど
す
内
面
性
の
源
動
力
で
あ
っ
て
、
外
面
性
と
の
同
一
性
を
自
ら
に
保
ち
、
そ
れ
を
自
ら
の
内
的
規
定
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
て
、
個
人
の
独
立
自
主
の
極
点
を
完
成
し
、
自
ら
有
機
的
諸
系
列
を
区
分
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
政
治
的
体
制
、
す
な
わ
ち
君
主
権
、

説　
　
統
治
権
、
立
法
権
の
区
別
、
官
僚
的
階
層
、
国
会
、
代
議
制
な
ど
の
有
機
的
構
成
を
客
観
的
、
実
体
的
に
形
成
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら

論　
　
な
い
。
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論説
　
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
市
民
社
会
に
お
け
る
外
面
的
有
機
的
体
系
の
形
成
か
ら
、
そ
の
本
来
の
国
家
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
特
殊

性
に
お
け
る
外
面
性
と
内
面
性
の
相
互
連
関
、
現
実
態
と
し
て
の
政
治
的
憲
法
の
成
立
と
高
次
の
統
一
的
実
体
性
の
形
成
の
諸
行
程
を
論

理
的
に
考
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
諸
区
分
、
反
省
的
移
行
、
現
実
態
形
成
の
諸
契
機
、
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
重
要
な
カ

テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
全
体
性
（
↓
9
巴
紫
馨
）
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
は
、
　
彼
の
政
治
理
論
を
理
解
す
る
上
に
か
く
こ
と
が
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
依
存
性
の
思
想
と
と
も
に
、
　
『
…
部
分
を
も
っ
ぱ
ら
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
哲
学
的

見
解
』
　
（
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ウ
）
　
〔
二
六
一
〕
に
つ
い
て
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
関
心
を
払
っ
て
い
る
か
ら
。

　
市
民
社
会
か
ら
国
家
へ
の
移
行
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
的
実
証
的
事
実
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
近
代
国
家
の
確

立
の
論
理
性
の
問
題
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
国
家
は
即
自
的
に
は
人
倫
と
と
も
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論

で
あ
る
。
た
だ
彼
の
場
合
に
お
い
て
は
主
客
同
一
性
の
原
理
か
ら
古
代
や
中
世
は
い
ま
だ
直
接
的
不
完
全
な
形
式
に
お
い
て
存
在
し
た
に

す
ぎ
な
い
し
、
内
面
的
国
家
原
理
は
い
ま
だ
区
別
せ
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
直
接
性
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
『
…
直
接
的
人
倫
が
、
市
民
社
会
の
分
裂
を
通
し
て
、
そ
の
真
の
根
拠
と
し
て
自
ら
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

す
国
家
へ
発
展
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
発
展
の
み
が
国
家
の
概
念
の
科
学
的
証
明
で
あ
る
。
国
家
は
自
ら
真
の
根
拠
と
し
て
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
的
概
念
の
行
程
に
お
い
て
は
結
果
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
の
媒
介
と
仮
象
は
ひ
と
し
く
直
接
性

へ
止
揚
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
現
実
態
に
お
い
て
は
国
家
一
般
は
む
し
ろ
端
緒
で
あ
り
、
そ
の
内
部
で
は
じ
め
て
家
族
は
市
民
社
会
へ
完
成

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
両
契
機
へ
分
裂
す
る
の
は
国
家
の
理
念
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
…
』
　
〔
二
五
六
〕
し
た
が
っ
て
外
面
的
国
家

の
政
治
国
家
へ
の
移
行
の
問
題
は
、
一
個
の
円
環
を
な
す
哲
学
の
内
在
的
発
展
の
段
階
一
1
学
問
の
系
列
！
か
ら
要
請
さ
れ
る
論
理
的
過
程

と
関
連
す
る
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
の
一
部
門
の
成
果
は
、
よ
り
高
次
の
段
階
の
直
接
的
発
端
、
出
発
点
な
の
で
あ
る
か
ら
（
例
え
ば
法
の

概
念
は
そ
の
生
成
の
点
か
ら
見
れ
ば
法
学
に
先
行
す
る
部
門
の
結
果
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
外
面
的
国
家
は
国
家
の
直
接
性
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の
証
明
で
あ
り
、
前
提
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
〔
二
〕

　
　
　
こ
の
よ
う
な
主
体
的
観
念
性
と
し
て
把
握
せ
ら
れ
た
外
面
国
家
は
、
悟
性
国
家
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
抽
象
的

　
　
悟
性
的
思
惟
の
所
産
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
国
家
観
は
単
に
個
人
的
・
特
殊
的
利
益
の
外
的
形
式
的
一
致
点
に
共
通
性
を
求
め
る
社
会

　
　
契
約
論
の
立
場
に
と
ど
ま
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
客
観
的
精
神
の
内
的
必
然
的
発
展
に
対
す
る
洞
察
を
か
い
で
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら

　
　
な
い
。

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
法
に
関
す
る
カ
ン
ト
宿
六
定
一
『
私
の
自
由
あ
る
い
は
恣
意
を
制
限
し
て
、
そ
れ
が
一
般
的
法
則
に
従
っ
て
何
人
の
恣
意

　
　
と
も
共
存
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
主
要
契
機
で
あ
る
。
』
1
の
内
容
に
つ
い
て
、
　
そ
れ
が
自
由
意
志
の
具
体
化
を
内
容
と
し
な
が

　
　
ら
、
単
に
制
限
と
い
う
消
極
的
形
式
的
規
定
に
と
ど
ま
り
、
　
自
由
の
理
念
の
把
握
か
ら
き
わ
め
て
遠
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
〔
二
九
〕
・
形
而
上
学
的
哲
学
に
お
い
て
は
無
規
定
的
自
由
と
規
定
さ
れ
限
定
さ
れ
た
自
由
と
の
二
つ
の
契
機
が
一
面
的
固
定
的
に
相
対
立

　
　
す
る
二
律
背
反
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
両
契
機
の
相
互
関
連
性
を
概
念
の
内
在
的
運
動
の
契
機
と
し
て
把
握
す
る

　
　
思
考
方
法
が
か
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
い
ま
だ
思
弁
的
弁
証
法
的
思
惟
に
到
達
し
て
い
な
い
悟
性
的
認
識
の
所
産
で
あ
っ
て
、

　
　
こ
の
よ
う
な
意
識
は
単
に
現
象
の
領
域
に
と
ど
ま
っ
て
、
本
質
、
実
体
の
認
識
を
敢
て
し
ょ
う
と
し
な
い
自
己
意
識
の
第
一
の
段
階
で
あ

　
　
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
悟
性
的
認
識
の
段
階
に
お
け
る
社
会
契
約
論
は
、
国
家
の
内
的
規
定
に
混
乱
を
も
た
ら
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
抽
象
的
、

　
　
形
式
的
契
約
を
国
家
構
成
の
基
礎
に
求
め
る
こ
と
は
、
国
家
意
思
の
共
通
性
を
根
拠
ず
け
る
仮
説
か
ら
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

　
　
契
約
関
係
は
全
く
偶
然
的
恣
意
か
ら
出
発
し
て
い
る
点
に
お
い
て
支
配
服
従
関
係
と
質
的
に
相
異
し
て
い
る
。
　
『
け
だ
し
人
聞
は
も
と
も

説　
　
と
そ
の
自
然
的
面
か
ら
し
て
国
家
の
公
民
で
あ
る
か
ら
、
国
家
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
、
個
人
の
恣
意
に
存
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で

論　
　
あ
る
。
人
間
の
理
性
的
規
定
は
、
国
家
の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
に
あ
り
、
も
し
国
家
が
な
お
存
在
し
な
い
場
合
に
も
、
国
家
を
建
設
し
よ
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論説
う
と
す
る
理
性
の
要
求
は
現
存
す
る
の
で
あ
る
。
国
家
の
一
員
と
な
る
か
、
も
し
く
は
国
家
を
脱
し
去
る
か
に
対
す
る
許
可
を
与
え
る
も

の
は
ま
さ
．
に
国
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
個
人
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
か
く
て
国
家
は
恣
意
を

前
提
と
し
た
契
約
に
も
と
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
国
家
を
も
っ
て
万
人
の
恣
意
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
言
う
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
誤
謬
で
あ
り
（
各
人
が
国
家
の
う
ち
に
在
る
べ
き
こ
と
こ
そ
、
む
し
ろ
各
人
に
と
っ
て
絶
対
に
必
然
的
で
あ
る
。
…
』

〔
七
五
、
注
〕
と
述
べ
て
、
社
会
契
約
論
を
批
判
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
社
会
契
約
論
の
到
達
し
た
政
治
的
認
識
は
い
わ
ば
悟
性
国
家

の
段
階
で
あ
っ
て
、
国
家
そ
れ
自
体
の
外
而
的
形
式
の
統
一
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
ま
だ
不
完
全
な
、
真
な
ら
ざ
る
、
規

定
性
の
一
側
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
悟
性
的
思
惟
は
こ
の
よ
う
な
一
面
性
を
固
持
し
て
、
概
念
の
内
在
的
展
開
、
そ
の
他
者
へ
の
移
行
過
程
に
関
す
る
理
性
的
、
弁
証
法
的

思
考
を
放
棄
し
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
弁
証
法
的
思
惟
に
と
っ
て
、
外
面
的
国
家
は
内
面
的
原
理
で
あ
る
普
遍
的
人

倫
的
精
神
が
自
ら
を
外
在
化
し
、
分
裂
し
相
対
立
す
る
規
定
性
の
結
果
と
し
て
転
倒
さ
れ
た
外
面
性
の
世
界
に
現
象
七
て
い
る
と
こ
ろ
に

形
成
せ
ら
れ
て
い
る
。
思
惟
規
定
に
と
っ
て
悟
性
的
認
識
は
理
性
的
思
惟
の
進
行
過
程
の
先
行
段
階
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
の

理
念
が
特
殊
性
、
区
別
の
過
程
に
お
い
て
自
ら
を
客
観
化
せ
し
め
、
対
象
化
せ
し
め
る
と
き
、
個
人
的
利
害
関
係
を
主
と
す
る
欲
望
の
休

系
が
市
民
社
会
原
理
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
る
が
、
個
人
相
互
間
の
対
立
関
係
は
こ
の
原
理
に
反
省
し
て
、
内
面
的
人
倫
の
特
殊
性
か

ら
普
遍
性
へ
の
内
面
化
の
運
動
の
契
機
を
生
み
だ
し
て
く
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
潜
在
的
、
否
定
的
契
機
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
人
倫
の

規
定
性
i
最
一
、
同
等
、
公
共
性
の
理
念
は
、
再
び
普
遍
性
を
回
復
し
、
現
実
態
の
国
家
へ
反
省
的
に
移
行
す
る
。
市
民
社
会
の
国
家
へ
の
移

行
に
お
け
る
飽
迄
的
実
体
の
無
限
の
形
式
の
二
契
機
と
七
て
ヘ
ー
ゲ
ル
縁
、
：
『
ω
自
己
意
識
の
対
自
的
存
在
で
、
あ
る
自
己
内
存
在
（
ぎ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ω一

Z
ゲ
。
・
9
昌
）
に
ま
で
い
た
る
無
限
の
区
別
と
、
②
教
養
（
啓
蒙
）
の
中
に
あ
る
普
遍
性
の
形
式
、
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
が
法
律
、

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
い

制
度
の
中
に
、
思
惟
せ
ら
れ
た
意
志
の
う
ち
に
有
機
的
全
体
性
と
し
て
客
観
的
か
つ
現
実
的
で
あ
る
思
想
の
形
式
』
　
〔
二
五
六
〕
を
あ
げ
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て
い
る
。
古
典
ギ
リ
シ
・
ヤ
精
神
は
直
接
性
あ
る
い
は
無
媒
介
性
と
し
て
い
ま
だ
個
別
者
の
自
己
意
識
に
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ

　
　
て
、
そ
れ
は
外
在
化
の
過
程
に
お
い
て
は
じ
め
て
客
観
性
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
法
の
理
念
は
む
し
ろ
否
定
せ
ら
れ
、
そ
の
内
面

　
　
的
原
理
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
今
や
人
倫
精
神
は
そ
の
主
体
に
復
帰
し
、
主
体
と
客
体
の
同
一
性
を
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
回

　
　
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
質
・
の
外
在
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
外
面
性
す
な
わ
ち
現
象
と
内
面
性
あ
る
い
は
本
質
と
の
同
一
性
の
形
式
に

　
　
　
　
　
　
ド
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
お
い
て
、
現
実
性
が
生
成
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
外
面
的
国
家
の
現
実
態
と
し
て
の
国
家
へ
の
移
行
に
関
し
て
、
外
面
性
と
内
面
性
の
相
互
連
関
の
論
理
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
に

　
　
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
き
わ
め
て
難
解
で
あ
っ
て
、
私
の
無
力
で
は
か
え
っ
て
誤
解
の

　
　
危
険
性
を
も
た
ら
す
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
敢
え
て
こ
の
論
理
性
の
問
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
現
象
の
世
界
と
本
質
の

　
　
世
界
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
立
性
を
放
棄
し
て
、
本
質
的
相
関
に
お
い
て
形
式
的
統
一
を
完
成
す
る
と
考
え
て
い
る
。
、
『
本
質
的
相
関
は
、

　
　
二
つ
の
自
立
的
な
全
体
性
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
の
両
面
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
…
…
そ
れ
は
一
つ
の
転
倒
し
た
世
界
と
い

　
　
う
形
で
の
対
立
で
あ
る
。
即
ち
本
質
的
相
関
の
そ
れ
ぞ
れ
の
面
は
一
個
の
全
体
性
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
全
体
性
は
本
質
上
対
立
存
在

　
　
と
し
て
、
自
己
の
彼
岸
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
実
存
は
む
し
ろ
自
己
自
身
の
実
存
で
は
な
く
て
、
自
己

　
　
の
他
者
の
実
存
で
あ
る
。
故
に
本
質
的
相
関
は
そ
れ
自
身
の
中
に
お
い
て
破
壊
さ
れ
た
も
の
…
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
自
己
止

　
　
揚
態
は
、
そ
れ
が
自
己
と
そ
の
他
者
と
の
統
一
で
あ
る
こ
と
、
・
即
ち
全
体
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
。
…
』
　
（
大
論
学
、
中
、
F
一
八

　
　
一
－
二
頁
）

　
　
　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
相
関
の
最
後
の
過
程
に
お
い
て
内
面
と
外
面
の
相
関
と
、
そ
の
統
一
で
あ
る
現
実
性
へ
の
移
行
が
行
わ
れ
る
。
こ

説　
　
の
段
階
に
お
い
て
は
内
面
と
外
面
は
相
互
に
移
行
し
て
、
各
々
の
規
定
は
そ
の
反
対
の
規
定
へ
直
接
転
倒
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
内
面

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・
・

　
　
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
本
質
は
全
く
外
面
的
な
、
非
体
系
的
土
ハ
通
性
（
O
Φ
ヨ
①
ぎ
。
・
9
Ω
。
h
岳
。
蒔
虫
け
）
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
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論説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

直
接
的
同
一
性
、
あ
る
い
は
一
方
の
同
一
性
の
他
方
の
同
一
性
へ
の
転
倒
は
、
一
つ
の
全
体
性
の
両
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
本
質
と
現
象
と
の
絶
対
的
統
一
、
絶
対
的
全
体
性
で
あ
る
現
実
態
が
成
立
す
る
。
〔
同
、
一
九
九
－
二
〇
六
頁
〕

　
こ
の
よ
う
に
国
家
に
先
行
す
る
市
民
社
会
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
外
面
的
国
家
は
、
本
質
的
内
面
性
と
相
互
に
移
行
し
あ
い
、
現
実

的
全
体
性
へ
外
在
化
し
て
自
ら
本
来
の
政
治
的
国
家
の
直
接
性
、
始
源
を
根
拠
づ
け
る
の
で
あ
る
。
事
物
そ
の
も
の
の
独
自
の
内
在
的
発

展
形
態
は
つ
ね
に
先
行
す
る
段
階
の
成
果
を
出
発
点
と
す
る
一
つ
の
円
環
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。
市
民
社
会
に
お
い
て
む

し
ろ
否
定
的
契
機
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
公
共
善
、
公
共
的
自
由
は
、
こ
こ
に
政
治
国
家
原
理
に
転
化
す
る
。

　
市
民
社
会
の
有
機
的
体
系
で
あ
る
外
面
的
国
家
の
全
体
性
は
、
客
観
的
実
体
性
、
有
機
的
組
織
の
形
式
で
あ
る
国
家
へ
移
行
し
て
、
本

来
の
国
家
の
直
接
的
全
体
性
を
根
拠
づ
け
る
。
国
家
精
神
の
内
面
的
自
己
意
識
は
こ
の
よ
う
な
全
体
的
精
神
の
自
己
展
開
の
諸
形
態
と
し

て
現
れ
て
く
る
。
　
『
…
精
神
に
お
い
て
は
、
一
切
の
相
異
る
も
の
が
理
念
的
な
も
の
と
し
て
、
　
か
つ
一
個
の
統
一
と
し
て
の
み
存
在
す

る
。
国
家
は
か
く
て
精
神
的
な
も
の
と
し
て
、
自
己
の
一
切
の
契
機
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
個
別
性
は
同
時
に
霊
性
で
あ
り

活
動
的
原
理
で
あ
り
、
一
切
の
区
別
を
自
己
の
う
ち
に
包
含
す
る
主
権
で
あ
る
。
』
　
〔
二
七
五
〕
現
実
に
は
君
主
権
の
中
に
そ
の
実
体
的

統
一
を
見
い
だ
し
た
観
念
的
全
体
性
一
国
家
主
権
は
、
民
族
精
神
が
自
ら
反
省
し
、
諸
契
機
の
区
分
と
有
機
的
秩
序
と
を
内
的
必
然
的
に

生
み
出
し
て
ゆ
く
前
提
で
あ
り
、
国
家
合
理
性
の
源
泉
で
あ
る
。
ル
ソ
ウ
は
一
般
意
志
（
＜
o
δ
ヨ
ひ
α
q
9
爾
巴
①
）
を
、
私
的
利
益
を
目
的

と
す
る
個
人
の
総
計
に
ほ
か
な
ら
な
い
総
体
の
意
志
（
＜
O
一
〇
コ
一
ひ
　
α
Φ
　
一
〇
鮮
ω
）
か
ら
区
別
し
、
政
治
体
の
根
拠
を
一
般
意
志
に
求
め
た
け
れ

ど
も
、
ル
ソ
ウ
の
理
解
し
た
全
体
性
は
い
ま
だ
外
面
的
で
あ
っ
て
、
　
『
…
即
対
自
的
に
理
性
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
し
に
、
単
に
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

個
別
的
意
志
か
ら
意
識
さ
れ
た
も
の
と
し
て
生
ず
る
共
通
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
…
。
』
　
〔
二
五
八
〕
し
た
が
っ

て
ル
ソ
ゥ
は
社
会
契
約
論
を
主
張
し
、
悟
性
的
憲
法
の
見
解
以
上
に
出
で
ず
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
過
程
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
無
秩
序
と
回

切
の
権
威
の
否
定
と
に
帰
着
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
こ
の
よ
う
に
全
体
性
は
国
家
の
内
面
的
精
神
原
理
と
し
て
そ
の
政
治
的
憲
法
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
民
社

　
　
会
的
秩
序
の
中
で
形
成
せ
ら
れ
た
全
体
性
は
、
国
家
的
全
体
性
に
綜
合
せ
ら
れ
て
、
そ
の
実
体
的
全
体
者
の
部
分
と
し
て
区
分
せ
ら
れ
て

　
　
い
る
。
市
民
社
会
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
全
体
性
に
対
す
る
部
分
の
関
係
は
、
部
分
の
関
係
を
全
体
が
形
成
す
る
、
あ
る
い
は
全
体
が
な

　
　
け
れ
ば
部
分
は
存
在
し
な
い
よ
う
な
形
式
で
表
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
は
単
に
外
面
的
で
あ
り
、
部
分
は
そ
れ
に
全
く
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
関
心
で
あ
る
よ
う
な
形
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
　
『
…
部
分
は
全
体
の
中
で
の
み
そ
の
自
立
性
を
も
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
全
体
は
ま
た
同
時
に
部
分
と
は
異
る
他
の
自
立
性
で
あ
る
』
　
（
大
論
理
学
、
中
、
一
八
五
頁
）
よ
う
な
関
係
が
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も

　
　
点
し
て
い
る
。
本
来
の
国
家
の
全
体
性
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
外
面
的
全
体
性
は
国
家
の
全
内
容
を
形
成
す
る
そ
の
属
性
と
し
て
現
れ

　
　
て
い
る
。
　
国
家
的
全
体
性
は
、
属
性
が
そ
の
内
容
と
存
立
を
そ
れ
か
ら
受
け
と
る
絶
対
的
全
体
性
と
し
て
措
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
〔
同
、
二
一
四
頁
〕
こ
こ
に
国
家
の
有
機
的
組
織
が
形
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
感
受
性
に
比
せ
ら
れ
る
家
族
、
昂
奮
に
当
る
も
の
と
し

　
　
て
の
市
民
社
会
に
対
し
て
、
国
家
が
『
自
ら
に
お
い
て
有
機
的
に
組
織
さ
れ
た
対
自
的
な
神
経
系
統
』
に
類
比
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る

　
　
〔
二
⊥
ハ
三
、
補
漁
退
〕
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
有
機
的
全
体
性
に
関
す
る
理
論
は
、
力
学
的
機
械
論
を
中
心
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
合
理
的
啓
蒙
思
想
に
対
す
る
批
判
の

　
　
中
で
準
備
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
・
ロ
ッ
ク
的
力
学
理
論
が
、
そ
の
本
来
の
学
問
的
系
列
の
限
界
を
こ
え
て
生
命
、
有

　
　
機
体
の
領
域
に
ま
で
適
用
せ
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
は
す
で
に
あ
る
い
は
物
活
論
、
あ
る
い
は
目
的
論
の
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
は
じ

　
　
め
て
い
た
が
、
デ
ィ
ド
ロ
は
自
然
の
生
成
、
変
化
の
運
動
過
程
を
綜
合
的
に
理
解
す
る
必
要
を
強
調
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中

　
　
で
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ウ
の
『
法
の
精
神
』
が
試
み
た
思
考
方
法
、
す
な
わ
ち
全
体
的
歴
史
的
過
程
か
ら
事
物
の
運
動
を
理
解
す
る
思
惟
は
著

説　
　
し
い
注
意
を
ひ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ウ
ィ
ッ
は
彼
の
戦
争
理
論
の
構
想
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ウ
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
こ
と

論　
　
が
著
し
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ウ
に
つ
い
て
、
『
真
の
史
学
的
見
解
、
純
粋
に
哲
学
的
な
立
場
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を
示
し
て
い
ろ
。
す
な
わ
ち
立
法
一
般
お
よ
び
立
法
の
特
殊
的
諸
規
定
を
孤
立
的
抽
象
的
に
考
察
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
一
個
の
全
体
性

説　
　
の
依
存
的
モ
メ
ン
ト
と
し
て
、
あ
る
国
民
や
あ
る
時
代
の
性
格
を
形
成
せ
る
他
の
一
切
の
諸
規
定
と
の
連
関
忙
お
い
て
考
察
す
る
立
場
で

論　
あ
る
。
』
と
賞
讃
し
て
い
る
。
〔
三
〕
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
が
社
会
生
理
学
の
立
場
か
ら
、
産
業
制
度
の

　
完
成
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
産
業
制
度
は
、
偶
然
に
よ
っ
て
も
困
ま
た
あ
り
き
た
り
に
よ
っ
て
も
、
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
招
来
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
ア
・
プ
リ
ォ
ツ
に
構
成
さ
れ
、
全
体
と
し
て
創
案
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
し
か
る
後
に
そ
れ
を
実
行

　
　
に
移
す
』
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
管
理
組
織
を
実
現
す
べ
き
条
件
は
、
す
で
に
全
産
業
部
門
を
互
い
に
結
び
つ
け
て

　
　
い
る
銀
行
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
準
備
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
彼
は
指
摘
し
て
い
る
〔
O
舞
Φ
6
｝
二
ω
8
Φ
℃
o
犀
一
ρ
o
Φ
負
①
ω
ぎ
α
＝
ω
＃
凶
2
。
・
〕
。

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
有
機
体
論
に
近
い
立
場
を
と
り
、
全
体
性
の
視
点
を
特
に
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
産
業
革
命

　
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
の
外
圧
に
対
決
す
る
民
族
的
立
場
の
所
産
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
る
。
主
観
的
欲
望
の
充
足
、
客

　
槻
化
が
、
外
物
、
す
な
わ
ち
他
人
の
欲
望
や
意
志
の
所
有
、
所
産
と
、
そ
れ
を
媒
介
す
る
活
動
と
労
働
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
対
す

　
る
悟
性
的
考
察
か
ら
国
家
経
済
学
ま
た
は
民
族
経
済
学
（
ω
δ
鉾
ω
α
吋
8
0
巨
ρ
Z
舞
一
回
目
巴
α
屏
8
0
昌
①
）
が
出
発
し
、
次
い
で
欲
望
の
集

　
団
の
相
関
関
係
や
運
動
を
、
そ
の
質
的
お
よ
び
量
的
規
定
と
複
雑
化
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
に
論
及
し
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ

　
　
て
い
る
。
　
『
そ
れ
は
近
代
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
学
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
科
学
の
発
展
は
、
思
想
が
（
ス
ミ
ス
、
セ
イ
、
リ
カ
ル
ド

　
参
照
）
ま
つ
自
己
の
眼
前
に
見
る
多
く
の
個
別
性
か
ら
、
事
物
の
単
純
な
諸
原
理
を
、
す
な
わ
ち
事
物
の
う
ち
に
働
き
事
物
を
支
配
す
る

　
悟
性
を
、
い
か
に
し
て
見
い
だ
す
か
と
い
う
興
味
あ
る
過
程
を
示
し
て
い
る
。
』
　
（
一
八
九
）
こ
の
見
解
は
よ
う
や
く
胎
動
し
つ
つ
あ
っ

　
た
ド
イ
ツ
産
業
革
命
に
対
す
る
予
感
の
表
明
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
の
熱
烈
な
支
持
者
で
あ
っ
た
経
済
理
論
家
フ
ェ
リ

　
　
エ
は
、
生
産
に
直
接
関
与
す
る
指
導
者
と
し
て
政
府
の
役
割
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
彼
の
理
論
こ
そ
リ
ス
ト
の

　
民
族
経
済
学
の
主
要
な
源
泉
で
あ
っ
た
に
注
意
す
れ
ば
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
支
配
の
賞
讃
者
で
あ
っ
た
こ
と
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乏
之
も
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
企
図
し
た
と
こ
ろ
も
そ
れ
か
ら
余
り
遠
く
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
フ
ラ
ツ
ス
革
命
は
そ
の
悟
性
的
国
家
の
樹
立
の
方
向
に
お
い
て
、
自
ら
恣
意
的
主
観
性
に
お
ち
入
り
、
無
政
府
を
結
果
す
る
に
至
っ
た

　
　
が
、
そ
れ
は
個
人
的
利
害
関
係
を
目
的
と
す
る
外
面
的
国
家
の
立
場
か
ら
出
で
ず
、
そ
の
思
想
に
固
着
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
破
綻
の
原
因

　
　
が
あ
っ
た
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
批
判
し
て
い
る
。
．
そ
し
て
ボ
ナ
パ
ル
ト
的
中
央
集
権
国
家
と
そ
の
官
僚
組
織
の
確
立
に
、
ド
イ
ツ
民
族
国
家
の

　
典
型
を
見
い
出
し
て
い
る
。
統
治
権
の
主
要
な
課
題
が
職
務
分
担
で
あ
り
、
上
か
ら
の
強
力
な
行
政
的
指
導
が
集
中
、
簡
易
化
さ
れ
る
必

　
　
要
が
あ
る
と
論
じ
て
、
　
『
一
：
こ
の
よ
う
な
支
配
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
て
、
今
日
な
・

　
　
お
フ
ラ
ン
ス
に
存
在
し
て
い
る
。
』
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
当
情
の
後
進
的
ド
イ
ツ
の
国
制
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
か
ら
見
れ
ば
、
全
《
不
満
足
き
わ
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
　
『
も
は
や
何
ら
の
国
．

　
　
家
で
は
な
い
。
』
　
『
ド
イ
ソ
公
法
の
原
則
は
そ
れ
故
に
国
家
（
一
般
）
の
概
念
、
あ
る
い
は
規
定
せ
ら
れ
た
憲
法
、
君
主
政
な
ど
か
ら
導

　
　
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
国
法
は
原
理
に
関
す
る
科
学
で
は
な
し
に
、
私
法
の
様
式
に
従
っ
て
得
ら
れ
た
国
法
の
も
っ
と
も

　
　
雑
多
な
土
地
台
帳
で
あ
る
。
立
法
・
司
法
・
宗
教
・
軍
事
上
の
権
力
は
、
私
人
の
財
産
の
よ
う
に
全
く
雑
多
に
、
無
秩
序
な
様
式
で
、
不

　
　
等
な
部
分
に
分
割
さ
れ
、
結
合
せ
ら
れ
て
い
る
。
』
（
＜
臼
富
ψ
ω
o
ロ
σ
q
α
①
ω
b
Φ
耳
ω
n
ゴ
①
昌
幻
Φ
凶
。
げ
9
コ
Φ
尋
①
建
q
ω
α
q
o
σ
q
Φ
げ
①
低
く
●
O
●
ζ
o
一
富
け

　
　
お
ω
9
ω
・
Q
。
）
こ
の
よ
う
な
私
法
原
理
に
も
と
つ
く
外
面
的
国
家
は
政
治
的
徳
性
、
民
族
精
神
の
原
理
に
も
と
つ
く
本
来
の
国
家
へ
上
か

　
　
ら
の
革
命
に
よ
っ
て
転
化
せ
ら
れ
ね
ば
な
ち
な
い
。
か
よ
う
な
民
族
的
特
性
こ
そ
法
の
原
理
に
実
定
的
要
素
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
で

　
　
あ
る
。
家
族
原
理
の
他
の
原
理
へ
の
移
行
は
、
民
族
へ
の
拡
大
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
　
〔
一
八
一
〕
、

　
　
　
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論
に
お
け
る
全
体
性
は
、
歴
史
的
実
践
的
課
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
強
調
せ
ら
れ
た
一
つ
の
視
点
で
あ

説
る
が
・
そ
れ
は
ま
た
政
治
理
論
あ
る
い
は
国
家
論
に
と
っ
て
轟
な
示
唆
を
与
え
る
論
理
的
カ
テ
ゴ
ー
と
し
て
も
注
目
せ
ら
れ
る
価
値

論　
　
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
批
判
に
お
い
て
、
　
余
り
忙
も
思
弁
的
論
理
構
造
の
中
に
国
家
論
を
組
み
こ
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み
、
有
機
体
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
体
系
を
絶
対
化
し
、
プ
ロ
シ
ャ
的
保
守
主
義
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
提
供
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ

説　
　
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
が
資
本
論
に
お
い
て
展
開
し
た
論
理
は
方
法
論
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
適
用
で
あ
っ

論　
　
て
、
単
純
な
価
値
形
態
で
あ
る
商
品
の
分
析
か
ら
、
反
省
関
係
と
し
て
の
貨
幣
へ
、
さ
ら
に
そ
の
資
本
へ
の
転
化
の
自
己
内
的
発
展
を
追

　
　
等
し
、
剰
余
価
値
、
資
本
蓄
積
の
法
則
を
通
し
て
実
現
せ
ら
れ
る
全
体
的
有
機
的
連
関
の
形
成
の
理
解
に
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

　
　
の
よ
う
な
資
本
主
義
的
社
会
体
制
の
成
立
は
、
国
家
の
領
域
に
移
行
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
性
格
を
決
定
す
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
　
こ
の
意
味
で
国
家
の
階
級
性
は
、
　
国
家
自
体
の
も
つ
全
体
性
あ
る
い
は
公
共
性
に
表
現
せ
ら
れ
る
合
理
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
し

　
　
に
、
か
え
っ
て
こ
の
よ
う
な
全
体
性
を
通
っ
て
実
体
化
さ
れ
た
自
己
の
市
民
社
会
的
属
性
を
根
拠
と
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

　
　
う
。

　
　
　
そ
し
て
こ
の
全
体
性
の
視
点
は
、
ま
さ
に
政
治
学
の
特
殊
性
を
方
法
論
的
に
要
求
す
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
現
代
の
全
体

　
論
（
国
。
＝
ω
お
）
は
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
普
遍
的
理
念
の
歴
史
的
自
己
展
開
、
一
つ
の
決
定
論
で
あ
る
よ
り
も
、
　
ゲ
シ
タ
ル
ト
心
理
学
あ
る
い

　
　
は
生
物
学
に
お
け
る
科
学
論
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゲ
シ
タ
ル
ト
心
理
学
に
お
い
て

　
　
は
、
全
体
論
は
単
な
る
堆
積
と
い
う
よ
り
も
組
織
的
構
造
と
し
て
事
物
を
示
す
、
事
物
の
特
別
な
性
質
の
考
察
を
基
本
的
課
題
と
す
る
ζ

　
　
と
で
あ
り
、
ホ
ー
ル
デ
ン
に
は
じ
ま
る
全
体
論
的
生
物
学
は
機
械
論
的
細
胞
の
研
究
よ
り
も
系
統
的
発
生
の
歴
史
性
や
有
機
的
機
能
系
の

　
　
全
体
性
を
重
視
し
て
い
る
。

　
　
　
（
注
）
国
．
幻
．
℃
8
℃
Φ
び
月
ゲ
①
℃
Q
く
①
ユ
網
o
h
＝
一
ω
8
ユ
。
δ
β
P
ω
●
ρ
陣
け
一
9
。
・
ヨ
o
h
国
。
一
陣
ω
∋
・
A
・
マ
イ
ヤ
ー
（
木
村
雄
吉
訳
）
、
生
物
学
思
想
の

　
　
　
　
危
機
と
転
回
点

　
　
　
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
体
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
ポ
パ
ー
の
言
う
歴
史
主
義
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
今
日
の
全
体
論
の
意
味
に
お
い

　
　
て
理
解
せ
ら
れ
る
面
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
し
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
政
治
学
の
入
口
が
個
々
の
政
治
人
間
の
心
理
像
よ
り
も
む
し
ろ
民
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族
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
今
中
次
週
博
士
の
見
解
を
、
一
そ
う
論
理
的
に
証
明
し
う
る
見
解
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　　

@〔�｣
煩
わ
し
さ
を
ほ
と
ん
ど
省
略
し
た
蛮
法
哲
学
し
に
つ
い
て
は
帯
同
峯
一
愚
壁
塗
（
創
一
兀
社
）
を
参
昭
酷
し
た
こ
と
を
特
に
．
、
と
〕

論説
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