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『
政
治
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
』

　
一
般
市
民
は
も
と
よ
り
、
学
者
、
知
識
人
に
し
て
も
現
実
の
政
治
あ
る
い
は

国
家
権
力
に
つ
い
て
本
当
に
な
に
を
知
り
、
ま
た
政
治
に
参
加
し
影
響
を
お
よ

ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
信
じ
ら
れ
な
い
程
に
、
み
ず

か
ら
の
蒙
昧
さ
を
、
エ
リ
ュ
ー
ル
の
い
う
「
政
治
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
を
告

白
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
箇
所
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
（
一
六
五
頁
）
、
わ
れ
わ
れ
の
政
治
へ
の
コ
、
・
・
ッ
ト
メ
ン
ト
は
O
壕
＆
。
§
＆

息
。
。
§
ミ
§
§
の
水
準
で
な
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
も
．
徒
空
に
こ
れ
を
否
定

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
著
者
は
先
ず
こ
う
述
べ
る
、
「
日
ご
と
に
、
政
治
と

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
関
す
る
科
学
的
、
論
争
的
、
訓
戒
的
、
哲
学
的
な
諸
研
究
が
あ

ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
こ
と
ご
と
く
が
ー
と
り
わ
け
私
自
身

の
も
の
で
も
ー
人
間
の
こ
う
し
た
活
動
、
政
治
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る

わ
れ
わ
れ
の
愛
着
と
、
わ
れ
わ
れ
に
俳
徊
す
る
恐
怖
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で

　
　
　
紹
介
と
批
評

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
は
言
葉
の
ほ
か
に
何
も
残
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
心
の
底
で
よ
く
承
知
し
て
い
る
か
ら
だ
」
（
六
ー
七

頁
）
と
。
シ
ニ
カ
ル
な
言
い
方
だ
が
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
．
本
書
は
、
エ
リ
ュ
ー

ル
の
言
葉
に
し
た
が
え
ぽ
、
科
学
的
で
も
哲
学
的
で
も
な
く
、
あ
ま
り
真
剣
に
な

ら
れ
て
は
迷
惑
で
あ
る
と
い
う
が
、
し
か
し
真
実
を
語
つ
て
い
る
も
の
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち

　
現
代
に
お
け
る
政
治
的
状
況
を
、
本
書
の
序
論
「
政
治
化
（
琶
§
国
畳
自
）
」
に

よ
つ
て
把
握
し
て
み
よ
う
。
エ
リ
ュ
ー
ル
の
い
う
政
治
化
現
象
と
は
、
一
切
の

問
題
が
政
治
的
な
も
の
に
な
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
国
家
ぞ
の

も
の
の
成
長
拡
大
の
現
象
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活

の
中
心
と
な
つ
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
国
家
の
完

全
性
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
自
発
的
に
受
容
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
今

日
、
国
家
と
は
た
ん
な
る
上
部
構
造
で
は
な
く
i
無
制
約
的
な
経
済
力
が
自

由
主
義
的
国
家
を
疑
し
め
て
い
た
十
九
世
紀
に
は
マ
ル
ク
ス
的
分
析
は
妥
当
で

あ
つ
た
ろ
う
ー
、
実
際
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
と
い
う
も
の
が
究
極
的
に
は
国

家
の
機
能
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
見
解
を
抱
い
て
さ
え
い
る
。
政
治
的
決
定
に

す
べ
て
が
依
存
し
、
政
治
へ
の
情
熱
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
如
何
を
問
わ
ず
、

現
代
的
人
間
の
政
治
化
へ
の
不
可
避
性
を
顕
著
な
も
の
に
し
て
い
る
。

　
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
は
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
。
第
一
章
「
必

然
的
な
も
の
と
一
時
的
な
も
の
」
は
、
現
代
国
家
に
お
け
る
政
治
的
決
定
機
能

を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
例
証
し
て
み
せ
る
。
要
す
る
に
、
政
治
的

決
定
は
も
は
や
政
治
的
原
理
や
思
想
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
政
治
も
し
く
は
政
治
家
は
、
特
殊
専
門
的
な
技
術
の
領
域
に
移
行
し
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
「
政
治
が
依
然
と
し
て
可
能
性
の
技
術
と
定
義
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
　
（
五
六
三
）



　
　
　
紹
介
と
挑
評

に
せ
よ
、
今
日
、
何
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
よ
い
よ
権
威
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ク
ニ
シ
ア
ソ

て
決
定
す
る
も
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
技
術
者
で
あ
る
」
（
三
八
頁
）
。
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
化
（
け
8
ぎ
9
。
讐
N
暮
一
自
）
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
に
従
属
せ
し
め
て
ゆ
く
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
政
策
決
定
を
想
起
せ
よ
。

他
方
で
わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
的
決
定
と
い
う
も
の
が
つ
ね
に
一
時
的
で
あ
る
こ

と
を
知
る
。
そ
れ
が
技
術
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
変
動
的
か
つ
断
絶
的
で
あ

り
、
そ
う
し
た
性
質
が
政
治
的
世
界
に
幻
覚
を
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
政
治
が
如
何
な
る
価
値
か
ら
も
独
立
し
て
作
用
す
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
な
つ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
な
か
で
の
個
人
、
あ
る
い
は
市
民
の
精
神
的
自

律
性
は
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
国
家
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
教
育
と

訓
練
と
を
市
民
的
徳
性
と
し
て
要
求
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
．
た
と
え
個
人

が
政
治
に
参
加
し
う
る
に
し
て
も
、
政
治
の
自
律
化
に
埋
没
さ
せ
ら
れ
ざ
る
を

得
な
い
（
第
二
章
「
政
治
の
自
律
性
」
）
。
こ
の
こ
と
は
、
情
報
ー
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
と
世
論
形
成
の
関
連
を
み
れ
ぽ
い
つ
そ
う
明
瞭
と
な
ろ
う
（
第
三
章
「
イ
メ

ー
ジ
の
世
界
の
政
治
」
）
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
政
治
問
題
が
そ
れ
自
体
で

存
在
し
、
情
報
が
そ
の
問
題
を
世
論
に
提
示
す
る
か
の
よ
ラ
に
思
考
し
が
ち
で

あ
る
．
だ
が
実
際
に
は
、
国
家
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
媒
介
と
し
て
事
実
な
る

も
の
を
伝
播
し
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
が
そ
の
周
辺
に
世
論
を
形
成
し
て
ゆ
く
の

だ
。
そ
し
て
世
論
の
情
緒
的
反
応
を
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
利
用
し
つ
つ
、
政
治
問

題
を
創
造
す
る
わ
け
で
あ
る
。
世
論
は
そ
の
問
題
を
め
ぐ
つ
て
結
集
し
、
間
題

の
解
決
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
政
治
の
イ
メ
ー

ジ
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
政
治
・
技
術
の
本
質
は
、
あ
る
価

値
判
断
を
と
も
な
つ
た
も
の
で
は
け
つ
し
て
な
く
、
共
産
主
義
、
ナ
チ
ズ
ム
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
　
　
（
五
六
四
）

は
じ
め
、
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
も
つ
と
も
特
徴
的
に
見
出
さ
れ
る
も
の
な

の
で
あ
る
。

　
で
は
、
か
か
る
国
家
権
力
を
ど
の
よ
う
に
し
て
コ
ン
ト
ロ
！
ル
で
き
る
の

か
。
以
下
、
第
四
章
「
国
家
の
コ
ジ
ト
戸
ー
ル
」
、
第
五
章
「
直
接
参
加
」
、
第

六
章
「
政
治
的
解
決
」
は
い
ず
れ
も
そ
の
試
み
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
は
、
す

べ
て
政
治
的
イ
リ
ュ
！
ジ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
．
第
一
に
、
市
民
が
政
治
権
力
を

コ
ソ
ト
巨
ー
ル
で
ぎ
る
と
い
う
観
念
、
そ
れ
は
か
つ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
：
が
議
会

や
代
表
制
に
賦
与
し
て
い
た
も
の
で
あ
つ
て
、
現
在
で
は
ま
つ
た
く
廃
れ
た
、

致
命
的
な
危
険
性
で
あ
る
。
現
代
国
家
は
ま
さ
に
官
僚
と
行
政
σ
巨
大
な
、
複

雑
多
岐
な
装
置
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
官
僚
機
構
が
巨
大
化
す
れ

ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
有
効
な
知
識
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
配
す
る
ー
－
実
際

に
そ
れ
を
指
導
す
る
ー
有
効
な
力
を
も
つ
こ
と
は
そ
れ
だ
け
不
可
能
と
な

る
コ
彼
が
わ
ず
か
の
人
事
異
動
を
行
つ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
現
実
に
何
も
の

も
変
え
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
行
政
上
の
構
造
の
も
つ
錘
は
あ
ま
り
に
重
い
」

（
一
五
三
頁
）
。
官
僚
制
の
全
能
性
を
ま
え
に
し
て
、
市
民
は
無
力
で
あ
り
、
そ

の
浸
透
し
が
た
き
神
秘
性
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
。
カ
フ
カ
の
『
城
』
と
『
裁

判
』
は
、
国
家
で
は
な
く
官
僚
制
に
関
す
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ

は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
も
か
く
、
《
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
V
は
官
僚
国
家

に
対
し
て
役
立
た
な
い
。

　
第
二
の
政
治
的
イ
リ
ュ
！
ジ
ョ
ン
は
、
市
民
と
し
て
個
人
が
直
接
政
治
に
参

加
す
る
場
合
で
あ
る
。
か
か
る
自
己
主
張
あ
る
い
は
態
度
が
、
す
で
に
述
べ
た

政
治
の
現
実
に
対
し
て
無
能
な
も
の
で
あ
り
、
不
条
理
へ
の
非
合
理
的
な
飛
躍

に
ほ
か
な
ら
な
い
ヒ
と
は
言
を
倹
た
な
い
。
生
活
水
準
が
上
昇
し
、
政
府
の
統



治
形
態
が
よ
り
自
由
に
蹴
れ
ば
、
市
民
の
政
治
参
加
が
し
だ
い
に
多
く
な
り
、

彼
が
政
治
的
に
成
熟
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
注
意
す
べ
き
こ
と

は
、
国
家
の
政
治
的
機
能
が
増
大
し
組
織
化
さ
れ
、
経
潴
が
計
画
化
さ
れ
る

に
い
た
れ
ば
、
む
し
ろ
逆
に
、
．
政
治
的
に
成
熟
し
た
市
民
の
ラ
デ
ィ
ガ
ル
な
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

見
の
不
一
致
を
排
除
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
の
政
治
的
成

熟
、
す
な
わ
ち
国
家
へ
の
参
加
と
忠
誠
心
と
を
証
明
す
る
よ
う
求
め
る
か
ら

だ
．
現
代
国
家
と
い
う
も
の
は
個
人
の
強
力
な
自
律
性
の
生
存
を
許
容
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
党
派
、
組
合
、
運
動
な
ど
、
中
間
項
に
よ
つ
て
市
民
が
政
治
に
有

効
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
．
「
あ
る
党
委
員
会
の
活
動
に
参
与
し
た

り
、
ま
た
は
集
会
に
出
席
し
て
い
る
か
ら
政
治
生
活
に
参
加
し
て
い
る
と
思
つ

て
い
る
市
民
は
、
も
つ
と
も
憐
む
べ
き
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ソ
に
屈
服
し
て
い
る
。

彼
は
党
活
動
と
真
の
政
治
的
事
件
へ
の
参
加
と
を
混
同
し
て
い
る
」
（
一
六
八

ー
一
六
九
頁
）
。
著
者
は
サ
ル
ト
ル
流
の
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
痛
烈
に

非
難
す
る
。
実
存
主
義
者
と
現
象
学
者
は
現
実
忘
却
の
奇
妙
な
行
動
に
終
始
し

て
い
る
。
人
間
に
お
け
る
真
実
な
る
も
の
に
関
係
づ
け
、
真
実
な
る
も
の
に
み
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
　
ル
　
エ
　
ッ
　
ト

か
ら
を
コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
す
る
精
神
的
な
爪
先
旋
回
は
、
擬
似
現
実
の
人
為

的
創
造
に
よ
つ
て
現
実
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
方
法
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い

ふ
ら
だ
。
あ
る
党
派
な
り
集
団
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
特
権
に

甘
え
て
、
政
治
の
真
の
間
題
か
ら
逃
れ
去
る
こ
と
こ
そ
偽
り
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
で
あ
る
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
政
党
で
あ
れ
組
合
で
あ
れ
、
組
織
と
い
う

も
の
に
随
伴
す
る
官
僚
化
、
寡
頭
化
の
傾
向
を
熟
知
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
粗
織
指
導
者
た
ち
が
、
自
分
の
権
力
維
持
ぽ
か
グ
を
顧
慮
す
る
と
い
う

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

傾
向
を
明
白
に
認
め
る
で
あ
ろ
う
．

　
す
べ
て
の
問
題
は
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
故
に
政
治
的
に
解
決
可
能

で
あ
る
。
政
治
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ

ン
の
第
三
の
側
面
と
は
こ
れ
で
あ
る
．
こ
こ

で
エ
リ
ュ
ー
ル
は
、
ソ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
い
う
人
間
の
宗
教
的
疎
外
と
の
類

比
を
用
い
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
つ
ま
り
、
今
日
入
び
と
は
自
分
が
実
現
不

可
能
な
も
の
を
政
治
へ
と
投
射
し
、
政
治
に
み
ず
か
ら
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
。
こ
れ
は
政
治
化
さ
れ
た
人
間
の
奇
態
な
、
空
疎
な
慰
め
ご
と
だ
。
内
面
的

葛
藤
を
政
治
の
ト
：
タ
ル
な
責
任
と
代
置
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
あ
た
か
も
個

人
的
責
任
を
回
避
し
て
い
る
か
㊧
如
く
振
舞
う
。
政
治
は
、
宗
教
と
異
な
つ

て
、
善
と
か
悪
、
人
生
の
意
味
、
並
義
と
か
自
由
の
責
任
と
い
つ
た
パ
ー
ソ
ナ

ル
な
問
題
を
取
り
扱
い
、
絶
対
駒
に
解
決
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
そ
も
そ

も
政
治
と
は
く
解
決
V
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
巨
数
学
的
間
題
に
は
解
決
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
政
治
的
問
題
は
、
所
与
の
事
実
が
矛
盾
し
て
い
る
場

合
ギ
つ
ま
り
解
決
不
可
能
な
場
合
に
の
み
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
．
「
政
治
的
問

題
は
和
解
を
の
み
認
め
る
が
」
解
決
で
は
け
つ
し
て
な
い
。
．
－
；
．
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
現
代
の
人
間
は
ま
す
ま
す
解
決
を
要
求
す
る
。
ま
す
ま
す
技
術
者
た
ち

は
、
社
会
の
間
題
が
正
確
な
解
決
む
認
め
る
正
確
な
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
ら
を
定
式
化
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
〈
解
決
V
の
つ
の
り
ゆ
く
神
話

は
、
わ
れ
わ
れ
の
良
心
か
ら
、
す
べ
て
の
真
の
政
治
的
努
力
の
相
対
的
な
、
つ

ま
り
限
定
的
な
性
質
を
漸
次
と
り
除
い
て
ゆ
く
」
（
一
九
〇
頁
）
。

　
正
義
、
自
由
、
真
理
の
諸
価
値
ー
こ
れ
ら
は
今
日
国
家
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

と
し
て
使
用
さ
れ
る
と
き
、
物
質
的
財
の
平
等
な
分
配
に
よ
る
幸
福
、
物
質
的

な
生
活
水
準
の
上
昇
と
余
暇
、
事
実
と
一
致
す
る
正
確
さ
、
と
い
う
も
の
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
　
　
（
五
六
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

じ
で
あ
る
が
ー
を
実
現
す
る
こ
と
を
国
家
に
期
待
す
る
の
は
よ
“
が
、
そ
の

こ
と
は
政
治
権
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
目
的
と
ま
つ
た
く
逆
方
向
に

は
た
ら
く
こ
と
を
見
間
違
え
て
は
な
ら
な
い
。
個
人
が
政
治
化
さ
れ
れ
ば
さ
れ

る
ほ
ど
、
彼
は
一
切
の
問
題
を
政
治
的
問
題
と
み
な
し
、
政
治
行
動
に
重
要
性

を
付
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
時
に
彼
は
、
国
家
に
ま
す
ま
す
志
向
し
て
、
一
よ

り
以
上
の
権
力
を
国
家
に
あ
た
え
る
よ
う
に
な
る
。
か
く
し
て
、
政
治
の
呪
縛

の
も
と
に
あ
る
個
人
は
、
す
べ
て
を
政
治
化
し
つ
つ
、
国
家
を
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル

す
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
つ
て
国
家
権
力
の
領
域
が
不
断
に
拡
大
化
す
る
こ
と
を

ノ
！
マ
ル
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
．

　
と
す
れ
ば
、
《
解
決
V
へ
の
方
途
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
（
第
七
章
「
脱
政
治

化
（
魯
客
ま
藍
ぎ
ロ
）
と
緊
張
」
）
。
脱
政
治
化
あ
る
い
は
没
政
治
主
義
（
騨
客
一
三
馨
）

と
は
、
エ
リ
ュ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
私
生
活
へ
の
逃
行
で
あ
り
、
瀬
怠
か
怯
儒
に

よ
る
諦
観
の
態
度
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
す
べ
て
が
政
治
だ
と
い
う
こ
と
を
拒

絶
す
る
だ
け
で
、
政
治
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
同
様
に
不
条
理
な
こ
と
だ
。
そ
れ

故
に
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
が
か
か
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
か
ら
の
脱
出
で
あ
る
と

す
れ
ぽ
、
他
の
視
角
か
ら
問
題
状
況
を
見
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
政
治
と
は

生
の
、
猶
予
な
き
生
の
間
題
だ
四
一
七
九
八
年
に
お
け
る
根
本
的
な
過
誤
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

国
家
に
対
す
る
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
が
国
家
に
見
出
さ
れ
得
る
、
そ
し
て
後
者
は
自

己
規
制
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
た
り
得
る
、
と
信
じ
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
国
家
は
乗
り

越
え
が
た
き
障
碍
に
出
会
う
場
合
に
の
み
退
く
と
い
う
こ
と
を
、
経
験
は
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
こ
の
障
碍
は
た
だ
人
間
た
る
の
み
、
国
家
か
ら
独
立
し
て
組

織
さ
れ
た
市
民
た
る
の
み
で
あ
る
。
だ
が
ひ
と
度
組
織
さ
れ
る
な
ら
、
市
民
は

脱
政
治
化
し
か
つ
再
政
治
化
（
器
琶
崔
邑
す
る
た
め
に
、
真
に
デ
モ
ク
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
　
　
　
（
五
六
六
）

シ
ー
的
態
度
を
所
有
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
態
度
こ
そ
、
彼
が
イ
リ
ュ

ー
ジ
ョ
ン
か
ら
解
放
さ
れ
る
帰
結
た
り
得
る
の
で
あ
る
」
（
二
〇
二
頁
）
と
、
強

調
さ
れ
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
先
ず
、
政
治
を
適
切
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
置
く
よ
う
努

力
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
政
治
を
神
話
か
ら
解
放
し
、
政
治
を
非
ド
ラ
マ
化
す

る
こ
と
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
市
民
が
さ
ま
ざ
ま
な
正
統
性
理
論
や
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
の
玩
弄
物
と
な
ら
ぬ
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
に
と

つ
て
は
、
真
正
な
緊
張
関
係
を
国
家
の
な
か
に
つ
く
り
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
エ
ル
ユ
ー
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
間
の
心

理
学
的
な
社
会
へ
の
適
応
と
か
、
人
間
関
係
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
愚
劣
さ
を
鋭
く

つ
く
。
政
治
生
活
に
お
い
て
も
個
人
生
活
に
お
い
て
も
、
環
境
に
適
応
さ
せ
よ

う
と
す
る
こ
と
は
政
治
の
エ
ソ
ト
ロ
ピ
ー
を
増
大
さ
せ
．
生
を
減
少
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
政
治
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ソ
の
決
定
的
役
割
を
果
さ
せ
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
．
わ
れ
わ
れ
の
目
指
す
の
は
機
械
化
さ
れ
た
完
全
な
単
一
社
会
と

い
つ
た
も
の
で
は
な
く
、
緊
張
を
内
包
し
た
ヴ
ァ
イ
タ
ル
な
そ
れ
で
あ
る
。
「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
断
え
問
な
き
征
服
に
よ
つ
て
み
ず
か
ら
を
拡
大
す
る
。
そ
れ

　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
う

は
ノ
ー
マ
ル
な
、
ナ
チ
ュ
ラ
ル
な
、
自
然
発
生
的
体
制
で
は
な
い
」
（
一
二
七
頁
）
。

し
た
が
つ
て
、
国
家
か
ら
ま
つ
た
く
独
立
し
た
、
ま
た
国
家
に
対
立
す
る
よ
う

な
集
団
i
政
治
的
、
経
済
的
、
芸
術
的
、
学
術
的
、
宗
教
的
等
の
集
合
体

ー
を
確
立
す
る
こ
と
が
根
本
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
国
家
の
否
定
で
は
な

く
、
国
家
以
外
の
何
も
の
か
で
あ
り
、
い
わ
ば
新
し
い
ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
を
可

能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
制
度
の
問
題
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な



壕
今
日
の
問
題
は
、
政
治
が
ま
さ
に
人
間
を
破
壊
し
去
り
、
し
か
も
人
臨
な

く
し
て
は
何
ご
と
も
な
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
最
後
の
第
八
章
「
人

間
と
デ
モ
ク
ラ
シ
i
」
は
人
間
の
復
権
に
言
及
さ
れ
る
。
政
治
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
、
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
進
歩
し
て
き
た
し
、

今
後
も
進
歩
し
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
と
も
に
権
威
主
義
的
傾
向
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち

の
危
険
性
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
も
し
も
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
新
し
い
政
治
的

疎
外
を
ど
う
克
服
で
き
る
か
。
「
今
日
、
人
間
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
創
作
す
る

こ
と
、
そ
れ
と
調
和
の
と
れ
た
よ
う
な
類
い
の
人
間
を
願
望
し
、
ま
た
そ
う
い

う
人
間
を
選
択
す
る
こ
と
は
よ
り
い
つ
そ
う
困
難
で
あ
る
」
（
二
三
一
二
頁
）
。
だ

が
、
人
間
は
真
に
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
エ
リ
ュ
ー
ル
は
、
人
間
が
可

ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

能
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
。
そ
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
i
的
人
問
」
と
は

如
何
な
る
も
分
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
著
者
は
つ
ぎ
の
作
品
で
探
究
す
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
合
理
的
－
合
理
主
義
的
で
は
な
い
ー
人
間

と
尊
敬
と
い
う
こ
と
に
触
れ
る
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
。
尊
敬
と
は
、
少
数
意
見
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
ア
ロ
ロ
グ

の
評
価
お
よ
び
意
見
の
対
話
と
い
う
二
つ
の
態
度
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
知
識
人
の
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
や
政
治

化
さ
れ
た
政
治
的
行
動
と
は
違
つ
た
レ
ヴ
ェ
ル
で
思
考
し
、
行
動
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
第
一
に
取
り
組
ま
ね
ぽ
な
ら
ぬ
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
当

然
の
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
在
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
橿
念
や
前
提
を

間
い
返
す
こ
と
で
あ
る
。

「
こ
れ
ら
の
常
套
句
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
現
実
の
発
展
に
よ
つ
て
知
ら

ぬ
問
に
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
忍
び
こ
ん
だ
、
そ
の
社
会
を
正
当
化
す
べ
く
目
論

ま
れ
た
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
つ
て
わ
れ
わ
れ
が
余
り
多
く
の
苦
悩
も
な
く
社
会

　
　
　
紹
介
と
批
評

に
適
応
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
基
本
附
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
麻
酔
薬
で
あ
る
ψ

こ
れ
ら
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
、
・
そ
の
上
に
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
壮
麗
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
や
教
義
さ
え
も
樹
立
し
よ
う
と
す
る
無
意
識
的
な
土
台
を
あ
た
え
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
、
人
間
は
幸
福
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
か
、
人
間
は

善
性
で
あ
る
と
か
、
す
べ
て
の
も
の
は
物
質
で
あ
る
と
か
、
歴
史
は
あ
る
方
向

を
も
ち
、
容
赦
な
く
そ
れ
に
従
つ
て
い
る
と
か
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
中
性
で
あ

つ
て
人
間
の
支
配
の
も
と
に
置
か
れ
る
と
か
、
道
徳
的
進
歩
は
物
質
的
進
歩
に

必
然
的
に
従
う
と
か
、
民
族
は
価
値
が
あ
る
と
か
、
も
は
や
言
葉
で
は
な
く
行

為
だ
と
か
、
労
働
は
徳
で
あ
る
と
か
、
生
活
水
準
の
上
昇
は
そ
れ
自
体
善
で
あ

る
と
か
、
等
々
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
と
意
識
の
無
数
の
側
面
に
わ
た
る
も
の
で

あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
真
実
の
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
た
め

に
は
、
そ
れ
ら
は
踏
み
に
じ
ら
れ
、
曝
露
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．
こ
の
レ
ヴ
ェ

ル
で
問
題
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
た
ん
に
知
的
遊
戯
で
は
な
く
、
陰
険
な
批
判
で

も
な
く
、
ま
た
自
己
の
良
心
を
検
討
す
る
た
め
の
ひ
ね
く
れ
た
探
索
で
も
な
い
。

む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
信
念
が
わ
れ
わ
れ
を
把
え
、
信
服
さ

せ
、
行
動
に
駆
り
立
て
よ
う
と
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
ヘ
の
途
を
開
い
て
し
ま
う

の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
う
ち

に
こ
れ
ら
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の

存
在
の
社
会
的
弱
点
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
傷
つ
ぎ
易
い
中
心
点
で
あ
る
」

（
二
三
九
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
和
重
）

一
二
七

（
五
六
七
）


