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『
新
興
諸
国
の
政
治
発
展
に
お
け
る
軍
隊
』

　
政
治
学
の
現
代
的
理
論
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
政
治
制
度
が
　
「
政
治

的
」
に
、
内
実
を
も
つ
た
時
間
的
経
験
を
へ
た
上
で
、
制
度
化
し
き
つ
て
し
ま

つ
た
り
、
あ
る
い
は
伝
統
化
し
た
り
し
た
現
代
的
な
問
題
状
況
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ぽ
、
政
治
過
程
が
、
社
会
の
最
深
部
に
ま
で
到
達
し
た
上
で
、
社
会
の
構

成
員
が
そ
の
過
程
か
ら
疎
外
さ
れ
た
り
、
無
関
心
を
表
明
し
て
し
ま
つ
た
こ
と

か
ら
生
じ
た
糊
度
的
形
骸
化
状
況
で
あ
る
。
だ
か
ら
制
度
は
現
代
的
に
は
、
社

会
変
動
を
ま
さ
に
そ
の
水
準
で
支
え
き
れ
ず
、
ま
た
社
会
の
発
展
に
必
要
な
変

動
を
創
出
す
る
能
力
を
も
喪
失
す
る
。

　
こ
の
観
点
に
立
つ
た
時
、
新
興
諸
国
の
制
度
的
問
題
状
況
は
ど
の
よ
う
に
把

握
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
，
新
興
諸
国
の
政
治
過
程
の
特
殊
性
に
か
ん
し
て
は
、

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
た
と
え
ぽ
、
霊
9
導
巧
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）
し
か
し
、
こ
う
し
た
指
摘
だ
け
で
は
、
新
興
諸
国
の
政
治

的
現
実
、
す
な
わ
ち
変
動
を
常
態
と
す
る
政
治
状
況
へ
の
分
析
的
手
段
の
推
敲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

に
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
新
興
諸
国
へ
の
理
論
的
接
近
に
よ
り
有
効
な
分
析
概

念
の
意
義
が
で
て
く
る
。
私
が
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
、
新
興
諸
国
分
析
の
方
法

を
論
じ
て
き
た
結
果
、
制
度
を
実
体
概
念
と
と
ら
ず
、
む
し
ろ
集
団
と
し
て
概

念
化
す
る
態
度
を
う
ち
だ
し
た
の
も
、
右
の
認
識
に
た
い
す
る
私
自
身
の
姿
勢

の
表
明
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
私
は
、
官
僚
制
、
政
党
、
軍
隊
を
新
興
諸
国

の
権
力
集
団
と
し
て
礎
定
し
、
そ
の
三
者
の
対
立
、
提
携
と
い
つ
た
諸
関
係
か

ら
、
政
治
状
況
の
確
認
可
能
性
を
提
出
し
た
。

　
こ
の
方
法
か
ら
す
る
と
、
私
が
追
求
し
て
き
て
い
る
比
較
政
治
学
の
理
論
枠

組
で
あ
る
政
治
体
系
論
に
は
、
そ
の
ま
ま
に
は
接
触
し
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
．

し
か
し
、
新
興
諸
国
の
場
合
、
政
治
過
程
は
社
会
の
最
深
部
に
達
し
な
い
ま
ま

に
政
策
的
出
力
と
要
請
的
入
力
の
環
が
成
立
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
G

・
A
・
ア
ー
モ
ソ
ド
が
い
う
入
力
か
ら
出
力
へ
の
転
換
過
程
の
分
析
が
当
分
は

重
要
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
私
の
権
力
集
団
に
照
準
す
る
意
図
の
意
義
が
で
て

く
る
。

　
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
本
書
は
、
右
の
私
の
問
題
意
識
σ
重
要
な
一
部
に
つ
い

て
の
論
考
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
軍
隊
と
い
つ
た
場
合
に

は
、
た
だ
ち
に
、
制
度
な
い
し
組
織
と
し
て
の
軍
隊
な
の
か
、
軍
部
エ
リ
ー
下

が
問
題
な
の
か
、
と
い
5
問
題
が
提
出
さ
れ
よ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ

の
国
の
政
治
担
当
者
は
、
と
く
に
新
興
諸
国
に
あ
つ
て
は
、
　
「
政
治
」
エ
リ
！

ト
で
あ
る
．
そ
し
て
そ
の
エ
リ
』
ト
層
を
構
成
す
る
の
は
、
政
党
、
官
僚
制
、
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軍
隊
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
エ
リ
ー
ト
を
エ
リ
ー
ト
で
論
じ
て
し
ま

え
な
い
と
こ
ろ
に
、
新
興
誘
国
の
エ
リ
ー
ト
論
の
む
ず
か
し
さ
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
た
と
え
ぽ
軍
部
エ
リ
ー
ト
は
、
そ
の
国
の
軍
隊
の
も
つ
特
殊
な
性
質
が

反
映
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
新
興
諸
国
に
共
通
し
た
軍
隊
の
特
性

も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
特
異
性
と
類
似
性
を
き
わ
め
る
比
較
政
治
学

の
基
本
的
問
題
意
識
が
共
有
さ
れ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
著
者
は
、
新
興
諸
国
の
政
治
発
展
に
お
け
る
軍
隊
の
間
題
が
提
出
さ
れ
る
正

当
な
理
由
を
、
権
威
と
実
力
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
を
も
つ
軍
隊
が
、
正
当
な
政
府

の
機
構
の
一
部
で
あ
る
、
と
す
る
現
実
的
認
識
に
求
め
る
．
そ
し
て
新
興
諸
国

　
　
　
　
ノ
ビ
ル
　
ミ
リ
タ
リ
イ
ロ
リ
レ
ぼ
ン
ヨ
ソ
ズ

に
お
け
る
軍
　
民
　
関
　
係
の
諸
相
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
軍
隊
の
政
治
的

近
代
化
能
力
に
か
ん
す
る
仮
説
セ
ッ
ト
が
提
出
で
き
よ
う
と
考
え
る
．
し
か
し

そ
の
姿
勢
は
、
現
代
の
軍
隊
に
よ
る
政
治
介
入
の
意
義
を
評
価
す
る
こ
と
に
力

点
を
お
く
の
で
は
な
く
て
、
今
後
の
研
究
に
よ
つ
て
立
証
さ
れ
、
ま
た
論
駁
さ

れ
る
た
め
の
理
論
的
一
般
化
の
提
出
へ
の
努
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
国
内
政
治
に
た
い
す
る
軍
隊
の
介
入
を
推
進
す
る
軍
隊
の
特
性
、
お
よ
び
、

有
効
な
政
治
指
導
者
層
の
供
給
に
か
ん
し
て
軍
隊
の
も
つ
能
力
、
こ
の
二
つ
の

問
題
が
、
新
興
諸
国
の
政
治
発
展
に
お
け
る
軍
隊
の
比
較
分
析
の
対
象
と
し

て
、
著
者
に
よ
つ
て
提
出
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
間
題
は
、
問
題
と
し
て
は
別

個
の
も
の
で
あ
る
が
、
「
新
興
諸
国
の
軍
隊
が
、
政
治
権
力
を
蓄
積
し
、
ま

た
政
治
権
力
を
獲
得
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
組
織
的
、
職
業
的
性
質
は
、
統

治
能
力
を
効
果
的
に
限
定
し
て
い
る
性
質
と
同
じ
で
あ
る
」
（
㌘
一
）
点
に
大
き

　
　
　
　
紹
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と
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く
か
か
わ
る
か
ら
、
著
者
は
、
む
し
ろ
新
興
諸
国
に
お
け
る
軍
隊
の
比
較
分
析

の
戦
略
と
し
て
は
、
軍
民
関
係
、
歴
史
的
・
経
済
的
次
元
、
お
よ
び
社
会
構
造

と
の
関
係
に
重
点
を
お
ぎ
な
お
す
こ
と
を
主
張
す
る
。

　
新
興
諸
国
と
既
成
諸
国
に
お
け
る
軍
民
関
係
を
比
較
分
析
す
る
に
あ
た
つ
て

の
基
礎
と
な
る
も
の
は
、
貴
族
主
義
、
民
主
主
義
、
全
体
主
義
の
三
つ
の
モ
デ

ル
で
あ
る
。
貴
族
主
義
モ
デ
ル
は
歴
史
的
に
は
、
工
業
化
が
十
分
に
社
会
変
動

の
要
因
と
し
て
作
動
す
る
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
成
立
す
る
。
こ

の
モ
デ
ル
に
あ
つ
て
は
、
貴
族
集
団
は
軍
人
集
団
に
合
致
し
、
利
益
的
に
も
一

体
化
し
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、
軍
人
は
、
家
柄
と
か
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
点
で
支

配
集
団
と
共
有
す
る
も
の
の
体
現
者
で
あ
る
か
ら
、
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

支
配
集
団
の
文
民
に
依
存
し
て
も
差
つ
か
え
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
軍
人
は
す

で
に
政
府
の
一
部
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
保
守
的
な
政
治
的
見
解
を
展
開
す
る
．

　
対
照
的
に
成
立
す
る
の
が
民
主
主
義
モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
文
民
の
政
治
エ
リ
ー
ト
と
軍
人
エ
リ
ー
ト
が
区
分
さ
れ

る
。
政
治
の
ル
ー
ル
は
、
軍
隊
の
機
能
と
権
力
行
使
に
か
ん
す
る
明
確
な
規
定

に
依
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
軍
隊
の
政
治
関
与
は
排
除
さ
れ
る
。
軍
人
は
職
業

と
し
て
成
立
す
る
の
だ
し
、
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
「
職
業

軍
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
以
外
の
何
ら
か
の
重
要
な
意
味
を
も
つ
た

社
会
的
、
－
政
治
的
役
割
を
も
つ
と
い
う
こ
と
と
は
両
立
し
が
た
い
。
」
（
P
ω
）
し

た
が
つ
て
、
職
業
倫
理
か
ら
し
て
も
（
議
会
主
義
と
い
う
制
度
的
な
意
味
ば
か
り

で
な
く
）
、
文
民
の
政
治
的
優
位
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し

て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
ば
、
民
主
主
義
モ
デ
ル
は
、
一
つ
の
歴
史
的
現

実
で
は
な
く
し
て
、
政
治
的
な
政
策
の
対
象
な
の
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
貴
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
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五
四
一
）



主
義
モ
デ
ル
か
ら
民
主
主
義
モ
デ
ル
ヘ
の
発
展
過
程
が
失
敗
し
た
場
合
に
、
全

体
主
義
モ
デ
ル
が
で
て
く
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
中
央
集
権
的
で
権
威
主
義
的

な
一
党
制
政
治
体
制
に
よ
る
軍
隊
の
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
依
存
し
た
形
で

成
立
す
る
。

　
こ
う
し
た
軍
民
関
係
の
類
型
化
は
、
軍
像
が
、
そ
の
国
の
経
済
的
、
社
会

的
、
政
治
的
変
動
に
た
い
し
て
よ
り
瓜
範
囲
に
組
み
い
れ
ら
れ
て
い
る
新
興
諸

国
の
軍
民
関
係
の
分
析
に
は
適
用
で
き
な
い
．
そ
こ
で
著
者
は
、
新
興
諸
国
の

政
治
的
現
実
か
ち
、
e
権
威
主
義
的
ー
個
人
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
⇔
権
威
主
義

的
－
大
衆
政
党
、
匂
民
主
主
義
的
な
競
合
的
お
よ
び
準
競
合
的
体
制
、
㊨
文
民

ー
軍
人
連
立
、
㈲
軍
部
寡
頭
－
政
治
、
の
五
型
式
を
識
別
す
る
。
は
じ
め
の
三
つ

の
型
に
あ
り
て
は
、
軍
隊
は
そ
の
国
の
主
権
の
マ
ー
ク
と
し
て
の
役
割
に
限
定

き
れ
る
。
そ
の
場
合
第
一
の
型
は
、
近
代
化
過
程
に
の
り
だ
し
た
ぽ
か
り
の
諸

国
に
見
い
だ
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ガ
ー
ナ
、
マ
リ
、
ギ
ニ
ア

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
礁
議
会
制
度
は
有
効
性
を
も
た
ず
、
政
治
権
力
は
、

強
力
な
個
人
的
リ
！
ダ
ー
シ
ツ
プ
下
に
お
か
れ
る
一
党
制
に
よ
つ
て
担
当
さ
れ

る
。
第
二
の
型
は
、
議
会
制
や
警
察
が
、
ま
だ
小
規
模
で
実
効
性
を
も
た
な
い

軍
隊
に
十
分
対
抗
し
て
機
能
で
き
る
型
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
軍
隊
は
、
た
と

え
ば
旧
仏
領
西
ア
フ
リ
カ
諸
倒
に
お
け
る
如
く
、
将
校
団
の
民
族
化
も
達
成
で

ぎ
ず
、
限
定
的
な
役
割
し
か
演
じ
え
な
い
。
第
三
の
型
は
、
軍
隊
が
民
主
主
義

的
諸
制
度
に
よ
つ
て
、
そ
の
機
能
を
軍
事
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

軍
隊
の
政
治
活
動
の
範
囲
が
拡
大
し
て
、
文
民
の
指
導
者
層
が
、
軍
部
の
消
極

的
、
積
極
的
支
持
に
よ
つ
て
の
み
政
権
を
担
当
す
る
水
準
に
達
し
て
い
る
状
況

が
第
四
の
型
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
軍
隊
は
沸
政
党
と
か
官
僚
制
を
維
持
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
　
　
　
（
五
四
二
）

点
で
、
積
極
的
な
政
治
的
ブ
据
ッ
ク
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
軍
隊

は
、
政
党
と
政
治
集
団
と
の
間
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
、
だ
が
顕
在
的
な
審
判

者
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
限
り
で
は
、
軍
隊
に
よ
つ
て
支
持
さ
れ
て
軍
事
政
権
が

成
立
し
て
も
、
そ
れ
は
文
民
に
政
権
を
返
還
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
管
理
政

府
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ビ
ル
マ
や
パ
キ
ス
タ
ン
で
成
立
し
た
軍
事
政
権
の

初
期
の
意
悩
に
、
そ
れ
縁
明
白
で
あ
る
．
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
管
理
政
府
は
不

安
定
で
あ
り
、
と
り
も
な
お
さ
ず
軍
民
連
立
体
系
そ
の
も
の
が
常
に
不
安
定
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
不
安
定
さ
か
ら
、
第
五
の
軍
部
寡
頭
制
へ
の
道
が

ひ
ら
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
政
治
の
主
導
権
は
完
全
に
軍
部
の
手
に
移
り
、
市
民

の
政
治
活
動
は
抑
圧
さ
れ
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
に
軍
民
関
係
を
類
型
化
し
て
し
ま
う
と
、
軍
隊
が
固
定
的
に
と
ら

え
ら
れ
る
可
能
性
が
で
て
く
る
。
著
者
が
、
「
基
本
的
前
提
は
、
軍
隊
が
、
政

治
変
動
の
不
完
全
な
代
行
機
関
と
し
て
、
政
治
権
力
の
掌
握
を
ふ
く
む
政
治
的

介
入
の
あ
ら
ゆ
る
水
準
で
機
能
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
サ
刈
）
と

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
新
興
諸
国
に
お
け
る
政
治
変
動
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス

の
担
い
手
と
し
て
の
軍
隊
の
意
義
は
固
定
的
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に

著
者
が
追
加
的
な
軍
民
関
係
を
提
出
す
る
意
味
が
あ
る
。
現
実
的
に
は
、
ト
軍
部

が
政
権
獲
得
後
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
軍
事
政
権
か
ら
国
家
指
導
者
が

供
給
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
大
衆
的
な
政
治
的
基
盤
を
必
要
と
す
る

認
識
が
生
ず
る
は
ず
で
あ
る
。
「
軍
隊
は
、
そ
の
直
接
的
な
監
督
下
で
、
軍
の

機
構
の
所
属
員
に
よ
つ
て
、
あ
る
い
は
文
民
と
の
提
携
組
織
を
通
じ
て
、
広
範

囲
の
政
治
機
構
を
発
達
さ
せ
よ
う
と
す
る
．
」
（
P
。
。
）
こ
の
過
程
は
、
軍
部
エ

　
　
　
　
シ
ビ
リ
ア
ナ
イ
ゼ
　
シ
ヨ
ン

リ
ー
ト
の
文
　
民
’
化
に
も
通
じ
て
こ
よ
う
。
し
か
し
、
軍
部
ニ
リ
ー
ト
の
文
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民
化
現
象
は
、
新
興
諸
国
で
は
か
れ
ら
を
市
民
社
会
が
の
み
こ
ん
で
い
く
過
程

で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
全
体
が
軍
隊
化
す
る
過
程
と
し
て
と
ら
え
ね
ば
な
ら

な
い
と
こ
ろ
に
、
新
興
諸
国
の
、
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
秘
密
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。

　
右
に
指
摘
し
た
問
題
は
、
分
析
の
前
提
に
な
る
問
題
意
識
と
し
て
成
立
す
る

が
、
実
際
の
分
析
対
象
は
ま
ず
は
じ
め
に
、
新
興
諸
国
に
お
い
て
特
殊
に
成
立

し
て
い
る
軍
隊
組
織
の
歴
史
的
、
経
済
的
要
因
と
し
て
提
出
さ
れ
る
。
歴
史
的

要
因
を
検
討
す
る
に
当
つ
て
は
、
文
化
的
－
地
理
的
な
地
域
分
類
が
き
め
手

に
な
る
。
著
者
は
、
そ
れ
ら
地
域
内
で
の
顕
著
な
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
植

民
地
支
配
の
影
響
に
も
と
づ
い
た
歴
史
的
統
一
性
を
強
調
し
て
、
南
・
東
南
ア

ジ
ア
、
中
東
・
北
ア
フ
リ
カ
、
サ
．
ハ
ラ
以
南
の
ア
フ
リ
カ
を
そ
れ
に
当
て
る
。

第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
軍
隊
の
博
物
学
で
あ
り
、
非
植
民
地
軍
、
旧
植
民
地

軍
、
民
族
解
放
軍
（
独
立
以
後
に
軍
隊
と
し
て
編
成
さ
れ
た
も
の
を
ふ
く
む
）
め

範
疇
に
よ
る
．

こ
の
分
類
基
準
に
は
、
軍
隊
の
政
治
的
役
割
と
独
立
以
後
の
期

間
と
い
う
時
間
的
経
過
が
付
加
さ
れ
る
。
ま
痕
そ
の
国
の
人
口
お
よ
び
経
済

と
軍
隊
の
規
模
と
の
関
係
も
組
み
合
わ
さ
れ
る
。

　
軍
隊
の
比
較
分
析
で
有
効
な
の
は
、
右
の
点
で
は
類
似
し
て
い
て
も
、
軍
民

関
係
の
点
で
い
ち
じ
る
し
い
差
異
を
示
し
て
い
る
、
だ
と
え
ば
イ
ン
ド
と
パ
キ

ス
タ
ン
、
ナ
イ
ジ
土
リ
ア
と
ガ
L
ナ
、
モ
官
ッ
ゴ
、
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
の
よ
う

な
一
、
対
の
国
家
の
比
較
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
社
会

構
造
と
軍
隊
組
織
に
か
ん
す
る
一
般
的
な
前
提
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
第

一
は
、
新
興
諸
国
は
例
外
な
く
近
代
化
目
標
を
選
択
し
て
お
り
、
そ
の
近
代
化

計
画
は
操
作
さ
れ
た
上
で
設
置
さ
れ
る
と
同
時
に
、
伝
統
的
な
社
会
構
造
の
急

激
な
変
動
計
画
を
と
も
な
つ
て
い
る
。
こ
ゐ
文
脈
か
ら
す
る
と
噛
・
新
興
諸
国
に

　
　
　
　
紹
介
と
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評

お
け
る
軍
隊
ば
、
　
一
般
的
に
は
、
類
似
し
た
政
治
的
噂
経
済
的
、
社
会
的
必
要

条
件
に
直
面
し
て
い
る
社
会
で
機
能
し
て
い
る
、
と
い
え
る
．
第
二
は
、
そ
れ

以
外
の
制
度
（
組
織
）
と
較
べ
る
と
、
軍
隊
に
は
共
通
の
組
織
的
特
性
が
あ
る
、

と
い
う
仮
定
で
あ
る
。
こ
の
特
性
か
ら
、
軍
が
政
治
権
力
を
行
使
す
る
能
力
が

規
定
さ
れ
も
し
、

・
限
、
定
も
さ
れ
よ
覧
。
こ
う
し
た
視
角
は
、
軍
隊
の
組
織
的
構

ヤ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヨ
　
　
　
　
ヘ
　
　
も
び
　
へ
　
　
う
　
　
へ
　
　
　
　
ち

成
、
技
能
構
造
ど
特
殊
職
業
傾
向
、
社
会
的
補
充
と
教
育
、
専
門
職
業
的
・
政

治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
、
社
会
的
凝
集
性
、
政
治
介
入
と
い
つ
た
項
目
で
吟
味
さ

れ
、
第
二
章
「
軍
隊
の
内
部
構
造
」
を
形
成
す
る
の
だ
が
、
筆
者
の
問
題
意
識

が
動
態
論
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
章
は
一
応
省
略
し
て
、
第
三
章
「
軍
隊
と
社

会
」
に
進
む
こ
と
に
し
よ
う
。

　
最
初
に
と
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
．
軍
隊
の
社
会
的
・
経
済
的
機
能
で
あ
る
。
そ

の
場
合
、
「
軍
隊
の
政
治
的
役
割
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
政
治
変
動

に
た
い
し
て
軍
隊
は
、
影
響
を
及
ぼ
す
だ
け
の
経
済
的
、
社
会
的
機
能
を
有
し
て

い
る
」
（
サ
胡
）
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
軍
隊
の
も
つ
社
会
的
、
経
済

的
機
能
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
、
政
治
変
動
へ
の
効
果
と
い
う
難
間
に
立
ち
向

お
う
と
著
者
は
し
て
い
る
。
経
済
発
展
に
た
い
し
て
軍
隊
は
ど
の
よ
う
な
直
接

的
、
間
接
的
貢
献
を
は
た
し
う
る
か
。
第
幽
に
、
技
術
的
、
管
理
的
技
能
の
訓

練
場
と
し
宅
の
軍
隊
と
．
，
第
二
膜
軍
隊
が
企
業
を
動
か
す
こ
と
で
、
そ
れ
み

ず
か
ら
の
必
要
を
み
た
し
た
り
、
市
民
社
会
の
要
求
を
み
た
す
機
能
が
あ
げ
ら

れ
る
。
第
一
の
訓
練
機
能
は
容
易
に
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
確
か
に
こ

の
機
能
は
、
新
興
諸
国
に
と
づ
て
大
き
な
意
義
を
も
つ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

第
⇒
次
大
戦
中
に
旧
植
民
本
国
に
よ
つ
て
動
員
さ
れ
た
植
民
地
原
住
民
が
、
近

代
化
に
適
合
し
た
墓
礎
釧
練
を
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
独
立
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五
　
　
　
（
五
四
主
）
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を
達
成
し
、
戦
争
状
態
が
終
息
し
、
し
か
も
徴
兵
制
が
と
ら
れ
て
い
な
い
国
家

が
多
い
現
状
か
ら
す
る
と
、
訓
練
し
た
人
間
は
民
間
に
あ
つ
て
活
動
す
る
ど
こ

ろ
で
は
な
く
、
軍
隊
内
で
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
「
政
府
お
よ
び
政

治
指
導
者
は
、
青
年
が
兵
役
に
つ
い
て
職
業
軍
人
に
な
つ
て
ゆ
く
と
は
期
待
で

き
な
く
て
も
、
軍
隊
で
の
規
律
が
近
代
化
に
は
適
切
な
も
の
だ
と
考
え
る
」

（
》
o
。
N
）
こ
と
か
ら
、
政
府
あ
る
い
は
民
間
の
水
準
で
の
別
個
の
訓
練
計
画
が

必
要
に
な
る
。
著
者
が
、
「
軍
隊
の
技
術
訓
練
へ
の
貢
献
は
重
要
で
は
あ
る
が
、

誇
張
さ
る
べ
き
で
は
な
い
」
（
層
ま
）
と
指
摘
し
て
い
る
点
が
、
こ
の
問
題
の
意

味
あ
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
第
二
の
問
題
は
、
右
の
問
題
に
も
関
係
が
あ
る
が
、
軍
自
体
が
そ
の
国
の
経
済

の
重
要
な
担
い
手
に
な
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ビ
ル
マ
に
典
型
的
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
軍
隊
へ
の
物
資
供
給
を
中
心
と
し
た
U
Φ
騰
霞
8
の
貧
証
8
一
器
葺
暮
①

が
ビ
ル
マ
経
済
開
発
公
社
を
併
合
す
る
こ
と
で
、
軍
隊
は
、
鉄
鋼
、
製
薬
、
セ

メ
ン
ト
、
お
よ
び
造
船
企
業
分
野
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
退

役
・
現
役
の
将
校
が
こ
の
種
の
経
営
者
集
団
を
構
成
す
る
に
い
た
る
。
し
か

も
、
軍
事
目
的
か
ら
、
公
共
事
業
、
道
路
、
技
術
計
画
な
ど
に
軍
が
貢
献
す
る
点

も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
軍
隊
の
貢
献

は
、
根
本
的
な
開
発
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
象
徴
的
な
側
面
に

あ
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
経
済
的
役
割
で
指
摘
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
軍
が
政
治
的
提
携
者

と
し
て
活
動
し
う
る
能
力
が
、
そ
の
も
つ
経
済
的
基
盤
に
依
存
す
る
、
す
な
わ

ち
「
そ
れ
が
自
由
に
で
き
る
経
済
的
資
源
量
に
比
例
し
て
、
そ
の
も
つ
国
内
政

治
の
分
野
は
大
き
く
な
る
」
（
や
ミ
）
点
で
あ
る
．
こ
の
逆
、
政
治
参
加
度
が
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六
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四
〉

大
す
れ
ば
経
済
活
動
も
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
も
成
立
す
る
。
し
か
し
、
こ
の

逆
の
状
況
が
、
軍
に
よ
る
直
接
的
な
政
治
権
力
の
掌
握
に
ま
で
達
す
る
と
、
軍

が
経
済
体
制
を
指
導
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
る
点
で
変
質
し
て
く
る
。
政
権

獲
得
直
後
で
は
、
軍
部
エ
リ
ー
ト
が
軍
隊
と
い
う
組
織
的
特
性
を
利
用
し
、
効

果
を
あ
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
腐
敗
し
た
文
民
政
権
を
粛
清
す
る
姿
勢
で

政
治
を
担
当
で
ぎ
る
．
し
か
し
、
経
済
成
長
の
率
に
し
て
も
、
そ
れ
が
集
中
す
る

特
定
の
分
野
に
し
て
も
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
効
果
の
点
で
は
、
先
行
政

権
に
代
つ
た
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
ま
た
、
新
興
諸

国
に
お
い
て
過
度
な
ま
で
に
官
僚
制
化
さ
れ
て
い
る
企
業
活
動
に
軍
部
が
介
入

す
る
こ
と
も
．
か
え
つ
て
、
軍
の
有
効
性
を
そ
ぐ
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
軍
隊
の
社
会
的
機
能
が
新
興
諸
国
で
と
く
に
間
題
に
な
る
の
は
、
軍
隊
が
国

民
的
一
体
感
を
養
成
す
る
機
能
を
担
い
う
る
機
関
だ
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
一

般
的
に
は
こ
の
機
能
は
、
「
新
興
諸
国
の
そ
れ
以
外
の
制
度
に
較
べ
る
と
、
軍

隊
に
あ
つ
て
は
、
処
遇
が
平
等
な
可
能
性
が
ず
つ
と
大
き
い
。
そ
の
結
果
、
団

結
と
社
会
的
連
帯
意
識
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
」
（
質
。
。
一
）
点
に
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
．
し
か
し
、
こ
の
社
会
化
機
関
と
し
て
の
軍
隊
は
、
前
述
し
た
よ
う
に

徴
兵
制
を
前
提
と
し
た
場
合
に
、
よ
り
効
果
的
に
な
る
の
だ
が
、
現
在
で
は
志

願
兵
制
が
多
い
こ
と
か
ら
一
般
的
に
そ
の
効
果
を
過
大
に
評
価
し
て
は
な
る
ま

い
．
た
だ
、
軍
隊
的
な
教
育
組
織
が
必
要
と
さ
れ
る
点
で
、
こ
う
し
た
効
．
果
の

普
及
は
想
定
さ
れ
え
よ
う
。
こ
う
し
た
諸
点
を
考
慮
に
い
れ
た
場
合
に
、
ど
の

よ
う
な
条
件
が
あ
れ
ば
、
近
代
化
過
程
に
よ
つ
て
軍
隊
が
大
衆
に
支
持
さ
れ
、

あ
る
い
は
そ
の
逆
が
成
立
す
る
か
が
指
摘
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
社
会
的
、
経
済
的
な
軍
隊
の
機
能
を
検
討
す
る
だ
け
で
は
、
現
代
の
新
興
諸
国



に
お
け
る
軍
隊
の
政
治
変
動
に
た
い
す
る
意
味
あ
い
は
了
解
で
ぎ
な
い
。
著
者

が
「
政
治
介
入
」
の
機
構
を
論
ず
る
の
は
、
ヒ
の
論
脈
に
立
ち
い
ろ
う
と
す
る
意

図
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
軍
部
が
政
治
に
介
入
す
る
契
機
の
一
つ
は
、
社
会
的
動

員
の
緊
急
性
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
動
員
は
説
得
あ
る
い
は
聲
制
に
よ
ら
ね
ば

な
る
ま
い
．
強
制
手
段
は
非
常
時
な
い
し
は
全
体
主
義
体
制
以
外
に
は
と
れ
な

い
か
ら
、
説
得
が
問
題
に
な
る
。
し
た
が
つ
て
、
軍
隊
は
大
衆
的
な
政
治
的
基

盤
を
備
え
て
い
な
い
か
ぎ
ヴ
、
説
得
手
段
を
有
効
に
行
使
し
え
な
い
こ
と
に
な

る
。
軍
部
寡
頭
支
配
体
制
が
成
立
し
て
い
て
も
、
部
分
的
な
支
配
体
制
に
す
ぎ

な
い
場
合
が
多
い
の
は
、
大
衆
的
基
盤
に
よ
つ
た
説
得
の
溝
路
が
欠
け
て
い
る

か
ら
で
あ
る
．
し
か
ら
ぽ
、
こ
の
種
の
「
基
盤
」
を
軍
隊
が
確
保
す
る
の
に
影

響
す
る
要
因
は
何
か
．
軍
人
精
神
の
中
に
ふ
く
ま
れ
る
活
動
主
義
、
禁
欲
主

義
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
確
か
に
「
大
衆
」
の
意
義
の
確
認
に
プ
ラ
ス
に
働

く
ρ
し
か
し
、
こ
の
「
大
衆
」
意
識
は
、
軍
部
エ
リ
ー
ト
の
状
況
規
定
に
大
ぎ

く
作
用
し
て
く
る
．
こ
の
状
況
規
定
か
ら
実
は
、
軍
隊
か
ら
軍
部
寡
頭
制
へ
の

転
換
の
契
機
が
で
て
く
る
の
だ
が
、
そ
の
「
政
権
獲
得
」
型
が
、
政
治
権
力
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
ザ
　
イ
　
ソ
　
ド

の
計
画
的
追
求
型
と
し
て
の
「
企
画
さ
れ
た
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
」
で
は
な
く
て
、

市
民
的
制
度
の
虚
弱
性
か
ら
軍
部
の
側
で
権
ガ
の
拡
充
を
は
か
り
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ア
ク
テ
イ
ブ

市
民
の
側
で
軍
部
の
役
割
を
拡
充
し
よ
う
と
す
る
「
反
応
的
、
・
・
リ
タ
リ
ズ
ム
」

で
あ
る
の
が
新
興
諸
国
で
一
般
的
だ
と
い
う
点
に
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
こ

こ
で
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
民
政
治
家
の
要
請
に
軍

部
エ
リ
！
ト
が
反
応
し
、
軍
隊
が
反
応
し
、
大
衆
が
反
応
す
る
だ
け
の
「
説
得
」

の
ル
ー
ト
が
ひ
ら
か
れ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
純
粋
型
に
近
い
も
の
が
現

実
に
生
起
す
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
「
企
画
型
」
要
素
が
ふ
く
ま
れ
る
の
で
は

　
　
　
　
紹
介
乏
批
評

あ
る
が
。
）

　
軍
の
政
治
的
介
入
の
契
機
は
、
何
ら
か
の
議
会
型
市
民
政
治
体
系
の
存
在
と

無
縁
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
新
興
諸
国
が
独
立
し
て
か
ら
軍
部
寡
頭
制
が
成

立
す
る
ま
で
に
は
、
だ
い
た
い
、
文
民
政
府
が
成
立
し
て
い
た
。
そ
し
て
市
民

政
治
家
が
、
有
効
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
か
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
樹
立
す
る
の

に
失
敗
し
、
軍
隊
の
役
割
を
過
度
な
ま
で
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
軍
部

エ
リ
ー
ト
の
政
治
権
力
へ
の
意
識
も
増
大
す
る
。
大
衆
は
説
得
さ
せ
ら
れ
る
以

前
に
、
納
得
し
、
待
望
す
る
よ
う
に
な
る
。
ク
ー
デ
タ
ー
が
成
功
す
る
か
否
か

は
、
こ
の
状
況
の
内
部
に
ひ
そ
む
大
衆
的
支
持
の
均
衡
状
態
で
あ
る
。
し
か

し
、
ク
！
デ
タ
ー
に
成
功
し
て
政
権
を
担
当
し
て
も
、
軍
部
寡
頭
制
は
、
党
派

主
義
的
傾
向
を
本
質
的
に
包
摂
す
る
。
そ
れ
は
軍
人
に
つ
き
も
の
の
等
級
－
権

力
意
識
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
党
派
性
に
加
う
る
に
、
こ
の
支
配
体
制
で
の

市
民
的
政
治
集
団
に
た
い
す
る
抑
制
策
に
対
抗
す
る
勢
力
の
成
立
が
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
本
質
的
内
在
要
因
に
た
い
し
て
、
軍
部
寡
頭
制
は
ス
パ
イ
工
作
と
警

察
力
の
利
用
に
よ
つ
て
対
抗
す
る
。
こ
こ
に
不
信
感
の
サ
イ
ク
ル
が
成
立
す
る
。

企
画
型
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
方
は
、
少
く
と
も
反
応
型
よ
り
も
、
大
衆
的
政
治
機
関

を
発
達
さ
せ
る
こ
と
で
、
大
衆
の
支
持
を
獲
得
し
て
こ
の
不
信
感
の
サ
イ
ク
ル

を
断
ち
き
ろ
う
と
い
う
積
極
さ
を
も
つ
て
い
る
。
（
た
と
え
ば
、
ナ
セ
ル
の
社
会

主
義
連
合
は
そ
れ
で
あ
る
。
）

　
軍
隊
が
政
治
に
介
入
し
、
政
治
を
担
当
す
る
機
構
は
、
新
興
諸
国
に
お
け
る

対
外
問
題
の
も
つ
重
み
や
、
ひ
い
て
は
国
連
と
の
か
か
わ
り
、
そ
し
て
外
国
で

の
将
校
訓
練
に
か
ん
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
軍
隊
の
役
割
は
結

局
は
、
「
政
治
的
均
衡
」
、
の
問
題
に
関
連
し
て
論
し
ら
れ
ね
ば
意
味
が
な
く
な
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紹
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る
。
そ
の
楊
合
、
古
典
的
民
主
主
義
理
論
で
は
」
軍
隊
が
政
治
的
に
中
立
で
あ

る
こ
と
で
均
衡
が
成
立
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
現
在
の
政
治
理
論

家
は
、
「
民
主
主
義
的
同
意
の
理
論
に
は
、
軍
隊
を
も
包
摂
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
」
G
」
8
）
と
い
う
意
味
あ
い
で
、
軍
隊
の
「
政
治
的
中
立
性
」
を
再
定
式
化
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、
民
主
主
義
理
論
に
た
い
す
る
偽
装
さ
れ
た
対
抗
物
で
あ
る

場
合
が
多
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
軍
民
関
係
の
民
主
主
義
型
に
か
ん
す
る
政
治

理
論
は
、
新
興
諸
国
の
政
治
目
標
に
も
適
応
性
を
も
つ
と
い
え
る
。
問
題
な
の

は
、
「
軍
隊
の
政
治
活
動
は
、
そ
の
社
会
で
成
立
す
る
過
程
に
あ
る
諸
価
値
に

た
い
し
て
、
軍
隊
が
基
本
的
に
信
従
し
て
い
る
態
度
を
表
現
す
る
も
の
な
の

か
」
（
う
一
8
）
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
は
、
新
興
諸
国
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

お
け
る
規
範
的
概
念
の
導
入
が
必
要
に
な
つ
て
く
る
。
著
者
は
、
政
治
発
展
と

　
ぬ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
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ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

か
政
治
的
近
代
化
概
念
に
は
、
西
欧
の
政
治
的
経
験
の
遺
産
と
し
て
の
進
歩
の

理
念
の
強
調
が
ふ
く
ま
れ
、
ま
た
現
行
の
政
治
制
度
の
「
妥
当
性
」
を
肯
定
す

る
の
に
役
だ
つ
点
で
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
。
そ
の
種
の
概
念
に
は
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
、
道
徳
的
、
組
織
的
課
題
が
ふ
く
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
意

味
で
妥
当
な
概
念
と
し
て
E
・
シ
ル
ズ
の
後
見
制
民
主
主
義
が
え
ら
ば
れ
る
。

し
か
し
、
軍
隊
の
政
治
目
的
と
実
践
を
評
価
す
る
基
礎
と
し
て
は
、
「
政
治
体

系
が
社
会
的
、
経
済
的
変
動
を
生
み
だ
す
能
力
を
ふ
く
む
が
、
そ
の
基
本
的
次

元
と
し
て
、
強
制
の
極
少
化
が
ふ
く
ま
れ
る
」
　
（
夢
一
8
山
）
よ
う
な
基
準
の

セ
ッ
ト
に
よ
る
こ
と
が
、
必
要
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
規

範
の
内
容
は
、
広
範
囲
に
わ
た
る
内
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
、
組
織
集
団

間
の
さ
ま
ざ
ま
な
交
渉
を
認
め
る
大
衆
的
政
治
組
織
の
発
達
で
あ
る
。
こ
の
政

治
発
展
に
達
す
る
軍
民
関
係
は
一
つ
の
モ
デ
ル
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
る
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ま
い
。
と
，
も
あ
れ
、
こ
の
文
脈
か
ら
し
た
場
合
、
現
在
の
新
興
諸
国
の
状
況
が

移
行
的
で
あ
る
と
す
る
認
識
は
誤
つ
て
は
い
な
い
．
か
く
し
て
著
者
は
、
「
新

興
諸
国
の
軍
隊
は
、
西
欧
の
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
政
治
化
さ
れ
て
お
り
、
政
治
的

活
動
家
の
幹
部
に
も
な
り
う
る
。
補
充
、
教
育
の
過
程
、
そ
し
て
職
業
的
団
結

心
が
そ
れ
に
と
も
な
つ
て
生
れ
て
く
る
こ
と
は
す
べ
て
、
軍
隊
の
政
治
化
を
支

え
る
機
能
を
は
た
す
。
履
歴
に
し
て
も
、
精
神
教
育
に
し
て
も
、
軍
人
は
よ
り

広
い
国
家
的
利
益
と
の
一
体
感
に
導
か
れ
る
。
だ
が
軍
隊
は
、
適
切
な
イ
デ
オ

戸
ギ
ー
を
も
た
な
い
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
国
家
主
義
的
で
あ
り
、
集
団
的
で
政

治
的
な
企
図
へ
の
志
向
を
も
つ
が
、
将
校
は
、
組
織
化
さ
れ
た
政
治
、
と
く
に

党
派
的
な
政
治
集
団
に
よ
つ
て
実
践
さ
れ
る
組
織
化
さ
れ
た
政
治
に
は
懐
疑
的

で
あ
り
、
ま
た
敵
意
す
ら
も
つ
て
い
る
。
か
れ
ら
が
政
治
の
意
味
を
学
ぶ
の

は
、
実
際
の
経
験
に
よ
る
の
で
あ
る
。
軍
人
の
も
つ
内
部
的
団
結
心
で
さ
え

も
、
指
導
集
団
と
し
て
の
政
治
家
と
の
曲
体
感
を
犠
牲
に
し
て
購
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
…
…
新
興
諸
国
に
お
い
て
欠
如
し
て
い
る
の
は
、
政
治
家
と
軍
人
と
の

問
の
相
互
信
頼
の
基
盤
で
あ
る
。
」
（
サ
一
黛
）
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本
書
が
「
比
較
分
析
」
と
い
う
意
味
で
、
新
興
諸
国
に
お
け
る
最
も
重
要
な

政
治
制
度
の
一
つ
で
あ
る
軍
隊
を
全
面
的
に
分
析
す
る
意
義
を
強
調
す
る
点
で

は
、
私
は
ま
つ
た
く
賛
成
で
き
る
。
と
く
に
著
者
が
軍
隊
お
よ
び
軍
人
の
社
会

学
的
分
析
で
定
評
の
あ
る
研
究
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
提
出
さ
れ

た
諸
研
究
に
は
欠
如
し
て
い
た
諸
特
性
の
指
摘
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
種
の
先
進
諸
国
の
政
治
組
織
の
研
究
者
が
、
新
興

諸
国
の
問
題
に
と
り
組
ん
だ
初
期
の
研
究
が
お
か
す
基
礎
視
角
の
設
定
の
不
備



を
本
書
も
有
し
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
比
較
分
析
が

静
態
的
だ
と
い
う
指
摘
は
た
え
ず
行
わ
れ
で
い
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
お
く

に
し
て
も
、
新
興
諸
国
に
お
い
て
最
も
活
力
を
ひ
め
て
い
る
組
織
集
団
の
動
態

が
本
書
で
は
ほ
と
ん
ど
う
か
が
え
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
軍
隊
や

軍
部
エ
リ
ー
ト
が
政
治
に
介
入
す
る
型
は
、
企
画
型
と
反
応
型
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
る
に
し
て
も
、
軍
部
エ
リ
ー
ト
が
政
治
エ
リ
！
ト
に
な
つ
て
い
く
過
程
、

す
な
わ
ち
そ
の
変
質
の
動
態
が
、
政
治
発
展
の
コ
；
ス
と
ど
の
よ
う
に
か
ら
み

あ
つ
て
、
社
会
変
動
に
関
連
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
軍
部
寡
頭
制
は
い
つ
ま

で
そ
の
性
質
を
確
保
し
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
よ
つ
て
「
軍
部
」
と
い
う
形
容
辞

を
失
う
の
か
．
ま
た
本
書
の
論
脈
に
は
登
場
し
な
い
政
党
官
僚
制
文
民
官
原

制
、
軍
部
官
僚
制
の
関
連
は
ど
う
か
。
新
興
諸
国
の
「
発
展
の
比
較
政
治
学
」

が
、
す
で
に
静
態
的
「
分
析
」
を
何
と
か
し
て
脱
し
て
、
変
動
論
的
志
向
を
と

ろ
う
と
し
て
い
る
時
、
「
軍
隊
」
だ
け
を
論
じ
き
た
り
、
論
じ
さ
つ
て
も
意
義

は
あ
ま
り
な
い
。
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
る
理
解
が
ま
さ
に
比
較

研
究
に
よ
つ
て
生
気
を
と
り
戻
す
こ
と
に
な
る
。
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