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紹介と批評
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『
日
本
の
権
力
の
謎
－
国
家
な
き
国
の
人
と
政
治
1
』

一
、
は
じ
め
に

　
本
書
は
膨
大
な
日
本
政
治
社
会
論
で
あ
る
。
全
体
で
一
六
の
章
に
わ
た

り
．
考
察
の
対
象
は
、
政
治
、
社
会
、
経
済
、
文
化
す
べ
て
を
含
む
．
た

だ
し
、
そ
の
記
述
の
姿
勢
に
専
ら
「
影
の
部
分
を
告
発
す
る
」
と
い
う
特

徴
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
記
述
内
容
に
目
新
し
い
も
の
は
余
り
な
い
。

本
書
は
む
し
ろ
、
そ
の
膨
大
な
脚
注
が
示
す
よ
う
に
、
基
本
的
に
既
存
の

研
究
の
成
果
を
利
用
し
、
世
界
的
史
実
、
著
者
の
個
人
的
体
験
と
知
識
で
、

著
者
独
自
の
主
張
を
断
片
的
に
補
強
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
独
自
性
、

つ
ま
り
本
書
の
最
大
の
特
徴
は
、
日
本
社
会
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
側
面
が
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
著
者
の
言
う
「
日
本
シ
ス
テ
ム
（
夢
㊦
の
冨
審
三
ご
と

の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
著
者
に
言
わ
せ
れ

ば
、
日
本
の
政
治
、
社
会
、
経
済
、
文
化
す
べ
て
が
、
日
本
の
権
力
者
が

緩
や
か
に
織
り
な
す
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
物
で
あ
り
、
か
つ
そ
の

一
部
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
ル
ー
ツ
は
、
明
治

時
代
、
徳
川
時
代
ど
こ
ろ
か
．
時
に
聖
徳
太
子
の
時
代
に
ま
で
遡
る
．

　
こ
う
し
た
一
種
の
決
定
論
的
発
想
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
本
書
の
方

法
論
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
た
と
え
て
言
え
ば
本
書
は
、

日
本
の
形
を
し
た
ジ
グ
ソ
i
・
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
を
、
別
の
形
を
し
た
枠

に
無
理
や
り
埋
め
込
ん
だ
よ
う
な
も
の
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
断
片
的

に
は
（
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
と
し
て
は
）
正
し
い
指
摘
が
多
い
に
し
て
も
、

そ
れ
が
す
べ
て
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
枠
に
押
し
込
ま
れ
て
い
る
た

め
に
、
全
体
像
が
歪
ん
で
見
え
る
の
で
あ
る
。
な
ん
ら
か
の
結
論
が
先
に

あ
る
の
は
い
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
仮
説
的
命
題
と
し
て
捕
え
検
証
す
る

と
い
う
手
続
き
を
一
切
省
い
て
、
結
論
を
主
張
す
る
た
め
だ
け
に
証
拠
と

思
わ
れ
る
も
の
を
脈
絡
な
し
で
断
片
的
に
繋
ぎ
合
わ
せ
る
と
い
う
手
法
は
、

社
会
科
学
研
究
の
初
歩
的
誤
謬
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
た
だ
、
本
書
を
批
評
の
対
象
に
取
り
上
げ
る
よ
り
重
要
な
意
義
は
別
の

と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
著
者
も
、
他
の
研
究
者
に

ょ
る
検
証
を
期
待
し
て
本
書
を
著
し
た
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
む
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し
ろ
、
本
書
の
意
図
は
か
な
り
政
治
的
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
今
目
の
世

界
の
「
日
本
問
題
」
の
根
源
は
、
日
本
国
内
の
権
力
シ
ス
テ
ム
の
在
り
方

に
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
各
国
の
対
日
政
策
の
根
本
的
発
想
転
換
を

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
問
題
は
、
極
め
て
高
度
に
国
際
政

治
的
な
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
本
書
の
方
法
論
の
問
題

と
合
わ
せ
、
本
書
の
持
つ
国
際
政
治
的
意
味
に
つ
い
て
も
批
評
を
加
え
て

み
た
い
。
そ
の
前
に
、
本
書
の
全
体
像
を
つ
か
む
た
め
に
、
若
干
紙
幅
を

割
く
こ
と
に
な
る
が
簡
単
に
内
容
を
要
約
し
て
お
く
こ
と
は
無
駄
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
著
者
は
、
二
五
年
間
日
本
に
在
住
し
、
過
去
一
五
年
間
オ
ラ

ン
ダ
の
新
聞
Z
菊
O
国
彗
号
ヲ
匡
＆
の
東
ア
ジ
ア
特
派
員
を
勤
め
る
オ
ラ

ソ
ダ
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
。

二
、
内
容
紹
介

　
第
一
章
日
本
問
題

　
日
本
は
、
西
洋
と
は
異
な
っ
た
ル
ー
ル
の
ゲ
ー
ム
を
演
じ
、
世
界
を
当

惑
さ
せ
て
い
る
。
な
ぜ
日
本
は
貿
易
黒
字
を
た
め
込
み
、
西
洋
の
産
業
を

破
壊
し
、
世
界
シ
ス
テ
ム
を
撹
乱
す
る
の
か
。
そ
の
謎
を
解
く
鍵
は
、
目

本
に
お
け
る
権
力
の
在
り
方
に
あ
る
．

　
【
紛
ら
わ
し
い
虚
構
】
　
こ
れ
ま
で
西
洋
の
日
本
分
析
が
目
本
の
権
力
に

注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
虚
構
を
信
じ
込
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
日
本
に
も
責
任
あ
る
中
央
政
府
が
存
在
す
る
と
い
う
虚
構
、
お

よ
び
日
本
は
「
自
由
市
場
」
で
あ
る
と
い
う
虚
構
で
あ
る
。
日
本
は
官
僚

組
織
と
経
済
界
の
結
束
に
よ
っ
て
動
く
発
展
指
向
の
資
本
主
義
国
で
あ
り
、

そ
の
経
済
・
貿
易
戦
略
は
世
界
の
自
由
貿
易
体
制
の
撹
乱
要
因
で
あ
る
。

こ
の
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
が
変
容
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
無
理
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
が
日
本
に
お
け
る
権
力
の
在
り
方
と

接
密
に
絡
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
．

　
【
軽
視
さ
れ
て
き
た
権
力
の
役
割
】
　
こ
れ
ま
で
の
日
本
研
究
は
、
あ
ま

り
に
文
化
的
、
社
会
的
要
因
を
強
調
し
過
ぎ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
日
本
政

治
が
文
化
的
要
因
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
議
論
は
、
実
は
そ
の
因
果
関
係

は
逆
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
集
団
指
向
、
協
調
精
神
、
個
人
主
義
の
欠
如
、

訴
訟
の
少
な
さ
等
は
、
究
極
的
に
は
政
治
的
制
度
に
そ
の
源
が
あ
り
、
権

力
者
の
政
治
的
目
的
に
適
う
も
の
で
あ
る
。
多
元
主
義
原
理
が
働
く
国
家

の
権
力
者
と
違
っ
て
、
目
本
の
権
力
者
は
究
極
的
に
は
日
本
の
有
権
者
を

服
従
さ
せ
る
よ
う
に
体
系
的
に
権
力
を
行
使
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
権
力

構
造
に
裏
付
け
ら
れ
た
目
本
の
対
外
経
済
進
出
は
、
国
際
的
に
よ
り
強
大

な
力
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
動
機
に
基
づ
い
て
い
る
．

　
【
日
本
人
に
と
っ
て
の
日
本
問
題
】
　
こ
う
し
た
日
本
は
、
日
本
人
自
身

に
と
っ
て
も
問
題
で
あ
る
．
目
本
の
権
力
の
在
り
方
は
日
本
の
諸
外
国
と

の
対
立
、
諸
外
国
か
ら
の
弧
立
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
．

　
第
二
章
捕
え
所
の
な
い
国
家

　
【
焦
点
の
定
ま
ら
な
い
権
力
】
　
日
本
で
は
、
命
令
系
統
、

政
策
決
定
過
程
の
出
口
と
入
口
、
す
べ
て
不
明
瞭
で
あ
る
．

責
任
の
所
在
、

自
民
党
、
官
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僚
機
構
、
財
界
は
．
い
ず
れ
も
日
本
の
権
力
階
層
の
頂
点
に
位
置
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
ボ
ス
は
存
在
せ
ず
．
お
互
い
が
お
互
い
に
対
す
る
影

響
力
を
保
持
す
る
こ
と
で
秩
序
が
保
た
れ
て
い
る
。
日
本
の
権
力
は
、
自

民
党
、
官
僚
、
財
界
の
他
、
プ
レ
ス
、
農
協
、
警
察
な
ど
の
半
自
立
的
な

い
く
つ
か
の
組
織
の
間
に
拡
散
し
て
お
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
有
権
者
に
責

任
も
負
わ
な
け
れ
ば
、
お
互
い
に
従
属
し
て
い
る
の
で
も
な
い
．

　
【
日
本
シ
ス
テ
ム
】
　
日
本
は
権
力
の
中
心
と
責
任
体
系
を
備
え
た
『
国

家
」
と
い
う
よ
り
、
個
人
の
力
の
及
ば
な
い
「
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
。
宮

僚
組
織
と
経
済
界
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
経
済
界
は
企
業
グ
ル
ー
プ
、

系
列
、
下
請
け
制
度
に
よ
り
統
制
さ
れ
て
い
る
．
こ
う
し
た
「
目
本
シ
ス

テ
ム
」
の
構
成
要
因
は
、
自
ら
の
権
力
維
持
を
何
よ
り
も
優
先
す
る
。
そ

の
内
部
の
権
力
関
係
は
、
そ
の
構
成
要
因
が
絶
え
ず
お
互
い
に
抑
制
し
、

相
互
に
監
視
し
合
う
こ
と
で
保
た
れ
る
．
し
か
し
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
が

ひ
と
た
び
外
の
世
界
に
向
か
う
と
、
ひ
と
つ
の
方
向
に
猛
烈
に
つ
き
進
み
、

そ
こ
に
は
方
向
転
換
を
促
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
存
在
し
な
い
。

　
第
三
章
　
逃
れ
が
た
い
支
配
構
造

　
【
政
治
的
競
争
の
欠
如
】
　
日
本
に
は
現
存
す
る
政
治
秩
序
に
対
す
る
競

争
相
手
が
存
在
し
な
い
．
市
民
運
動
、
圧
力
団
体
、
野
党
な
ど
は
「
日
本

シ
ス
テ
ム
」
に
吸
収
さ
れ
、
そ
の
目
的
に
適
う
よ
う
利
用
さ
れ
て
い
る
．

　
【
農
村
に
お
け
る
日
本
シ
ス
テ
ム
】
　
農
協
は
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
不

可
欠
な
要
素
で
あ
り
、
農
協
な
し
で
は
今
日
の
政
治
社
会
秩
序
が
存
続
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
．
農
協
は
、
伝
統
的
に
中
央
政
府
の
統
制

が
及
び
に
く
か
っ
た
農
民
の
政
治
活
動
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
日
本
の
統
治
者
の
権
力
を
保
障
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
【
労
働
者
に
対
す
る
支
配
】
　
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
は
、
戦
前
の
左
翼
的

活
動
の
弾
圧
の
経
験
、
左
翼
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
硬
直
性
、
米
国
の
占
領
政

策
の
変
更
な
ど
に
助
け
ら
れ
て
、
一
九
五
〇
年
代
に
労
働
運
動
の
脅
威
を

封
じ
込
め
る
の
に
成
功
し
た
．
そ
の
成
功
が
な
け
れ
ば
、
今
日
の
目
本
の

経
済
制
度
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
【
閉
じ
込
め
ら
れ
た
部
外
者
】
　
日
本
に
お
け
る
反
対
勢
力
は
「
日
本
シ

ス
テ
ム
」
に
飼
い
慣
ら
さ
れ
て
い
る
．
日
教
組
の
よ
う
に
徹
底
的
に
「
目

本
シ
ス
テ
ム
」
に
抵
抗
を
続
け
る
組
織
は
疎
外
さ
れ
る
．
そ
う
し
た
日
本

で
は
、
国
民
が
長
期
的
国
家
目
標
を
選
択
す
る
能
力
も
な
け
れ
ば
、
必
要

な
政
策
変
更
を
可
能
に
す
る
政
治
的
制
度
も
な
く
、
そ
こ
に
多
元
主
義
が

機
能
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
．

　
第
四
章
　
シ
ス
テ
ム
の
し
も
べ

　
日
本
の
学
校
、
新
聞
、
暴
力
団
組
織
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
日
本
シ
ス
テ

ム
」
の
し
も
べ
と
し
て
高
度
に
政
治
化
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
共
通

点
を
持
つ
．
プ
レ
ス
や
犯
罪
組
織
な
ど
、
時
に
統
治
者
の
主
流
集
団
を
脅

か
し
得
る
組
織
は
、
権
力
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
下
層
に
位
置
し
て
お
り
、
学

校
の
よ
う
に
比
較
的
弱
い
組
織
は
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
に
完
全
に
従
属
し

て
い
る
．

　
【
屈
従
す
る
教
育
シ
ス
テ
ム
】
　
目
本
の
教
育
制
度
で
は
、
自
発
的
、
論

理
的
、
創
造
的
思
考
は
抑
圧
さ
れ
る
。
日
本
の
学
校
は
、
「
目
本
シ
ス
テ
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ム
」
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
ヘ
日
本
人
を
分
配
す
る
機
械
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。　

【
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
プ
レ
ス
】
　
目
本
の
プ
レ
ス
の
「
反
体
制
的
」
姿
勢

は
表
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
プ
レ
ス
は
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
を
分
析

し
よ
う
と
は
せ
ず
、
そ
れ
が
日
本
人
を
ど
こ
に
導
い
て
い
る
の
か
を
読
者

に
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
批
判
的
観
点
を
持
た
な
い
。
記
者
ク
ラ
ブ
は
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
と
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
の
構
成
要
因
と
の
共
生
を
制
度
化
し

た
も
の
で
あ
る
．
プ
レ
ス
の
論
調
は
い
ず
れ
も
似
た
り
寄
っ
た
り
で
あ
り
、

批
判
的
見
解
は
権
力
者
の
問
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
役
割
を
果
た
す
に
過
ぎ

な
い
。

　
【
暴
力
団
組
織
の
順
応
】
　
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
が
一
見
し
た
と
こ
ろ
部

外
者
で
あ
る
も
の
を
自
ら
の
目
的
に
適
う
よ
う
利
用
す
る
例
は
、
警
察
と

犯
罪
組
織
の
関
係
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
第
五
章
　
統
治
者

　
【
日
本
シ
ス
テ
ム
の
維
持
】
　
日
本
の
支
配
階
級
を
形
成
す
る
官
僚
、
経

済
界
指
導
者
お
よ
び
自
民
党
の
一
部
の
共
通
の
目
的
は
、
自
ら
の
生
存
が

か
か
っ
て
い
る
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
．
そ
の
た

め
の
重
要
な
条
件
は
、
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
参
入
の
基
準
と
統
治
者
間
の
交
流

の
ル
！
ル
を
非
公
式
な
も
の
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人

脈
、
学
歴
、
官
庁
の
業
界
保
護
、
官
僚
の
経
済
界
へ
の
天
下
り
、
官
僚
と

経
済
人
の
自
民
党
か
ら
の
立
候
補
、
経
済
界
の
自
民
党
支
持
な
ど
で
あ
る
．

　
【
構
造
的
腐
敗
】
　
し
か
し
非
公
式
の
人
脈
に
基
づ
く
経
済
界
と
自
民
党

の
癒
着
は
金
権
政
治
、
汚
職
構
造
を
助
長
し
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
構

造
的
腐
敗
を
も
た
ら
す
．

　
【
自
民
党
内
政
争
、
官
僚
、
族
議
員
】
　
自
民
党
内
派
閥
は
首
相
の
座
を

巡
る
争
い
と
補
助
金
の
争
奪
を
行
な
う
組
織
で
あ
り
、
多
元
主
義
的
存
在

で
は
な
い
．
そ
こ
か
ら
誕
生
す
る
日
本
の
首
相
は
、
西
洋
の
い
ず
れ
の
国

の
、
そ
し
て
ア
ジ
ア
の
ほ
と
ん
ど
の
国
の
政
府
の
長
よ
り
も
弱
い
権
力
し

か
持
た
な
い
．
官
僚
は
、
自
民
党
議
員
が
目
本
を
支
配
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
見
せ
な
が
ら
も
、
実
は
官
僚
支
配
を
継
続
し
て
い
る
。
族
議
員
の
登

場
は
、
自
民
党
議
員
の
官
僚
に
対
す
る
優
位
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、

族
議
員
が
そ
こ
に
政
治
的
利
益
を
見
い
出
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ

ぞ
れ
の
統
治
者
が
究
極
的
に
は
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
を
維
持
し
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。

　
第
六
章
服
従
す
る
中
流
階
級

　
【
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
い
う
雛
形
】
　
企
業
が
従
業
員
の
行
動
と
思
考
を
コ

ソ
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
の
結
束
が
強
化

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
雛
形
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
．

　
【
家
族
愛
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
】
　
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
の
企
業
に
対
す
る
忠
誠
は
、

す
べ
て
の
日
本
人
と
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
と
の
理
想
的
な
関
係
を
具
現
し

て
い
る
．
そ
こ
で
は
企
業
は
家
族
に
た
と
え
ら
れ
る
。

　
【
服
従
と
秩
序
】
　
日
本
人
の
忠
誠
心
は
、
信
念
や
抽
象
的
観
念
に
対
し

て
で
は
な
く
、
集
団
や
個
人
に
向
け
ら
れ
る
．
目
本
人
の
忠
誠
は
、
本
質

的
に
は
盲
目
的
服
従
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
う
し
た
関
係
は
、
親
企
業
と
下
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請
け
企
業
の
間
、
企
業
間
の
ラ
ソ
グ
、
職
場
内
で
の
女
性
の
地
位
な
ど
に

も
現
わ
れ
て
い
る
。

　
【
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
文
化
の
創
出
者
】
　
日
本
の
大
衆
文
化
も
「
日
本
シ
ス

テ
ム
」
の
な
か
で
創
出
さ
れ
る
。
商
業
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
媒
体
に
し
て
、

メ
デ
ィ
ア
は
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
宣
伝
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
第
七
章
　
国
民
の
看
護
人

　
【
慈
悲
深
い
権
力
】
　
日
本
の
警
察
は
、
犯
罪
を
取
り
締
ま
る
だ
け
で
は

な
く
、
一
般
市
民
の
日
常
生
活
を
監
視
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
．
警

察
権
力
は
、
国
民
に
慈
悲
の
精
神
で
臨
み
、
国
民
も
警
察
の
秩
序
維
持
に

感
謝
す
る
。
こ
う
し
た
権
力
者
の
慈
悲
の
精
神
は
、
日
本
で
は
当
た
り
前

の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
【
保
護
さ
れ
な
い
人
々
】
　
し
か
し
な
が
ら
、
在
日
朝
鮮
人
な
ど
の
小
数

民
族
や
部
落
民
な
ど
は
、
教
育
、
雇
用
な
ど
で
差
別
を
受
け
、
権
力
者
か

ら
の
慈
悲
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
。
精
神
障
害
者
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

　
緊
急
時
に
警
察
を
統
治
で
き
る
の
は
警
察
だ
け
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
．

彼
ら
は
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
最
強
の
構
成
要
因
で
あ
る
．
警
察
を
真
に

チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
組
織
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
ラ
イ
バ
ル
も
存
在
し
な
い
．

警
察
の
日
本
社
会
で
の
機
能
が
法
律
に
基
づ
い
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、

民
主
主
義
的
原
則
に
基
づ
い
た
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
、
懸
念
の
種
で
あ

る
。

第
八
章
法
律
を
統
制
す
る

　
【
権
力
者
と
法
律
】
　
西
洋
に
は
権
力
は
抑
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
考
え
が
究
極
的
に
存
在
す
る
。
そ
の
現
わ
れ
の
ひ
と
つ
が
法
の
前
で
の

平
等
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
歴
史
的
に
法
律
と
は
為
政
者
に
よ
る
国
民
支

配
の
手
段
で
あ
り
、
国
民
を
保
護
す
る
も
の
と
の
考
え
方
は
な
か
っ
た
。

一
般
的
に
、
こ
う
し
た
発
想
は
今
日
で
も
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
本
来
平
等

を
意
味
す
る
権
利
と
い
う
概
念
も
余
り
な
じ
み
が
な
い
．

　
【
法
的
脅
威
へ
の
対
処
】
　
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
に
は
、
国
民
が
法
的
権

利
を
主
張
す
る
の
を
抑
制
し
、
法
に
訴
え
る
よ
り
も
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」

に
従
わ
せ
る
制
度
が
備
わ
っ
て
い
る
．
例
え
ぽ
弁
護
士
、
裁
判
官
の
数
を

押
さ
え
、
法
律
専
門
家
に
対
す
る
行
政
府
の
監
視
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で

あ
る
．
そ
の
結
果
、
司
法
は
行
政
に
従
属
す
る
．

　
【
裁
判
官
と
し
て
の
検
察
官
】
　
検
察
官
は
有
罪
が
確
実
と
思
わ
れ
る
ケ

ー
ス
し
か
取
り
上
げ
ず
、
そ
の
意
味
で
検
察
官
が
事
実
上
の
裁
判
官
に
な

っ
て
い
る
．
政
治
家
や
官
僚
の
ス
キ
ャ
ソ
ダ
ル
の
摘
発
は
、
検
察
官
が
事

前
に
法
務
大
臣
に
報
告
書
を
提
出
す
る
「
処
分
請
訓
」
制
度
に
よ
っ
て
押

さ
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
目
本
の
検
察
官
は
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」

の
強
力
な
守
護
者
と
な
っ
て
い
る
．

　
第
九
章
　
現
実
の
操
作

　
日
本
で
は
、
現
実
と
理
論
の
乖
離
が
巨
大
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
人
々

は
余
り
そ
れ
を
気
に
し
て
い
な
い
。
形
式
的
現
実
と
事
実
上
の
現
実
の
ギ

ャ
ッ
プ
は
、
日
本
の
権
力
構
造
の
な
か
で
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
維
持
の
た

め
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
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【
矛
盾
の
政
治
的
利
用
】
　
理
論
と
現
実
の
間
の
矛
盾
が
問
題
に
さ
れ
な

け
れ
ば
、
政
治
家
や
官
僚
は
自
ら
の
行
動
を
好
き
な
よ
う
に
正
当
化
し
、

弱
者
を
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
し
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
を
安
泰
に
保
つ
こ
と
が

出
来
る
。
日
本
の
権
力
者
は
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
「
真
実
」
を
操

作
す
る
。
便
宜
的
「
現
実
」
の
創
出
に
は
、
目
本
の
プ
レ
ス
も
一
役
買
っ

て
い
る
。
「
現
実
」
が
競
合
す
る
日
本
社
会
で
は
見
か
け
が
重
要
で
あ
り
、

本
音
と
建
前
の
使
い
分
け
は
、
欺
購
の
社
会
的
容
認
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
【
疎
ん
じ
ら
れ
る
論
理
性
】
　
そ
う
し
た
矛
盾
を
認
識
し
解
決
す
る
の
が

論
理
で
あ
る
が
、
日
本
人
は
そ
う
し
た
論
理
的
思
考
に
促
さ
れ
な
い
。
抽

象
的
思
考
は
そ
れ
自
体
が
目
的
化
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
社
会

現
象
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
記
憶
と
模
倣
を
強
調
す
る
日
本
の

学
校
教
育
が
、
こ
う
し
た
知
的
態
度
を
さ
ら
に
強
化
し
て
い
る
。
そ
こ
で

は
普
遍
的
原
理
を
求
め
よ
う
と
す
る
発
想
は
育
た
ず
、
そ
う
し
た
発
想
を

す
る
知
識
人
は
少
な
い
。
い
た
と
し
て
も
彼
ら
が
現
状
変
革
の
力
と
な
る

こ
と
は
な
い
。

　
第
一
〇
章
文
化
を
装
っ
た
権
力

「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
に
は
強
力
な
権
力
の
中
心
が
な
い
の
に
、
す
べ
て
に

国
民
を
取
り
込
む
こ
と
が
出
来
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
の
答
え
は
、
日

本
人
の
個
人
的
性
向
を
抑
圧
す
る
仕
組
み
の
な
か
に
見
い
出
せ
る
。

　
【
日
本
的
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
】
　
文
化
は
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の

権
力
行
使
の
言
い
訳
に
使
わ
れ
る
。
つ
ま
り
政
治
制
度
の
論
理
的
分
析
が

　
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
を
脅
か
す
と
き
．
「
文
化
」
が
登
場
し
そ
こ
で
議
論

は
止
ま
る
．
そ
れ
は
、
世
界
に
対
す
る
煙
幕
で
あ
り
、
日
本
人
に
集
団
へ

の
忠
誠
を
強
要
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の

文
化
は
、
国
民
の
政
治
社
会
的
現
実
の
認
識
を
雲
ら
せ
、
「
日
本
シ
ス
テ

ム
」
を
強
化
す
る
．

　
【
日
本
的
秩
序
の
条
件
と
し
て
の
正
統
派
的
信
仰
】
　
文
化
へ
の
政
治
的

介
入
が
な
け
れ
ば
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
が
今
日
ま
で
生
き
永
ら
え
る
こ

と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
権
力
へ
の
忠
誠
を
基
本
軸
と
す
る
日
本
的
秩

序
は
、
徳
川
時
代
の
国
学
、
明
治
時
代
の
万
世
一
系
の
天
皇
・
国
体
の
確

立
に
よ
り
正
統
派
的
信
仰
と
な
り
、
そ
れ
は
今
日
で
も
生
き
て
い
る
。

　
【
日
本
人
に
と
っ
て
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
と
優
越
感
】
　
は
や
り
の
「
目
本
人

論
」
は
、
日
本
の
政
治
文
化
に
対
す
る
西
洋
か
ら
の
脅
威
へ
の
防
波
堤
で

あ
り
、
今
日
の
目
本
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
心
概
念
で
あ
る
．
そ
の

意
味
で
「
日
本
人
論
」
は
徳
川
時
代
の
国
学
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
、

軍
国
主
義
を
除
け
ば
戦
前
の
国
体
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
同
じ
で
あ
る
．
こ
う

し
た
日
本
人
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
と
優
越
感
を
強
調
す
る
イ
デ
オ
・
ギ
ー
は
、

国
民
の
権
力
へ
の
屈
従
を
益
々
増
長
す
る
。
目
本
人
は
そ
れ
を
美
徳
と
見

な
す
よ
う
教
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
一
章
　
宗
教
と
し
て
の
「
日
本
シ
ス
テ
ム
』

「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
外
部
に
そ
れ
を
覆
せ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
内
部

か
ら
そ
の
本
質
を
批
判
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
質
的
に

高
潔
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
は
宗
教
で
あ
る
．

　
【
便
宜
的
諸
宗
教
】
　
目
本
人
は
．
神
道
や
仏
教
か
ら
政
治
的
原
則
、
人
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生
観
、
道
徳
的
基
準
を
見
い
出
す
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
宗
教
は
、
個

人
と
社
会
の
調
和
を
促
進
す
る
こ
と
で
、
権
力
者
の
立
場
を
強
化
し
て
い

る
。　

【
仏
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
、
狂
信
者
】
　
も
ち
ろ

ん
日
本
に
お
い
て
も
、
宗
教
の
信
者
や
信
念
の
持
ち
主
は
、
普
遍
的
価
値

や
原
則
を
追
及
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
目
本
の
権
力
者
は
、
歴
史
的
に

そ
う
し
た
兆
候
に
は
極
め
て
敏
感
で
、
徹
底
的
に
弾
圧
し
て
き
た
。

　
【
世
俗
化
の
危
険
性
】
　
今
日
の
権
力
者
は
、
今
の
若
者
が
集
団
へ
の
忠

誠
、
権
力
へ
の
服
従
と
い
う
「
宗
教
心
」
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
為
政
者
は
、
愛
国
心
強
化
の
為
の
道
徳
教
育
の
徹
底

を
図
っ
て
い
る
．
目
本
で
は
、
こ
う
し
た
「
世
俗
化
」
は
外
国
に
よ
っ
て

強
要
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
高
ま
っ
て
い
る
。
「
文
化
的
相
対
主
義
」

を
強
調
す
る
議
論
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
の
徹
底
的
な

「
世
俗
化
」
な
し
で
は
、
日
本
人
が
臣
民
か
ら
真
の
市
民
に
な
る
こ
と
は

出
来
な
い
。

　
第
二
一
章
　
統
治
す
る
権
利

　
【
正
統
性
の
問
題
】
　
支
配
の
正
統
性
は
、
被
支
配
者
層
の
合
意
の
み
な

ら
ず
、
政
治
制
度
を
超
越
し
た
も
の
、
例
え
ば
法
制
度
な
ど
に
よ
っ
て
生

じ
る
も
の
で
あ
る
。
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
は
そ
れ
自
体
が
「
神
聖
」
な
も

の
で
あ
り
、
政
治
シ
ス
テ
ム
が
自
ら
に
政
治
的
正
統
性
を
付
与
す
る
と
い

う
こ
と
は
定
義
上
有
り
得
な
い
以
上
、
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
に
正
統
性
は

存
在
し
得
な
い
。
そ
こ
で
「
日
本
シ
ス
テ
ム
』
は
、
統
治
の
た
め
の
様
々

な
方
策
を
生
み
だ
し
た
。
社
会
で
重
要
な
地
位
を
占
め
る
人
々
に
現
行
の

制
度
が
最
良
で
あ
る
と
思
い
込
ま
せ
る
方
策
、
国
民
向
け
の
情
報
操
作
、

権
力
そ
の
も
の
の
否
認
、
統
治
機
構
の
整
備
、
政
治
の
非
政
治
化
、
制
度

的
反
対
へ
の
非
寛
容
、
脅
迫
に
よ
る
対
立
の
解
消
、
等
で
あ
る
。

　
第
二
二
章
　
儀
式
と
脅
迫

　
【
不
完
全
な
和
】
　
日
本
に
お
け
る
「
和
」
と
は
「
忠
誠
」
と
同
意
語
で

あ
る
．
実
は
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
内
部
の
競
争
は
、
官
僚
の
縄
張
り
争
い

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
激
し
い
。
そ
こ
に
制
度
的
機
能
麻
痺
が
生
じ
、
政
府

の
責
任
回
避
が
起
こ
る
．
「
和
に
よ
っ
て
調
和
が
保
た
れ
る
同
質
社
会
目

本
」
と
い
う
神
話
と
明
白
に
矛
盾
す
る
の
が
、
天
皇
の
地
位
、
紀
元
節
、

靖
国
神
社
、
憲
法
改
正
、
道
徳
教
育
、
自
衛
隊
等
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
は
体
系
的
な
真
実
の
追

及
を
回
避
し
、
存
在
す
る
の
は
右
翼
的
論
調
と
左
翼
的
議
論
の
不
毛
の
対

立
、
そ
し
て
ス
巨
ー
ガ
ン
の
儀
礼
的
繰
り
返
し
だ
け
で
あ
る
。

　
【
儀
式
に
よ
る
秩
序
】
　
目
本
人
は
原
則
や
道
徳
的
規
範
な
ど
の
「
内
な

る
声
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
社
会
的
期
待
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
。

目
常
生
活
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
の
儀
式
化
お
よ
び
社
会
の
階
層
化
に

よ
っ
て
、
対
立
は
、
解
決
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
回
避
さ
れ
抑
制
さ
れ
る
．

そ
こ
で
は
既
成
事
実
や
前
例
の
尊
重
が
真
理
の
追
及
よ
り
も
重
要
視
さ
れ
，

政
治
行
動
は
利
益
の
達
成
を
目
指
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
政
治
的
立

場
を
表
明
す
る
儀
式
に
過
ぎ
な
い
．
日
本
が
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
型
民
主
主

義
」
で
あ
る
と
い
う
の
も
神
話
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
コ
ソ
セ
ン
サ
ス
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は
、
思
考
や
行
動
に
対
す
る
積
極
的
支
持
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
利

害
関
係
者
が
妨
害
行
動
を
採
ら
な
い
と
い
う
状
態
に
過
ぎ
な
い
。
根
回
し

を
省
い
た
行
動
は
「
数
の
奢
り
」
と
非
難
さ
れ
る
が
、
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」

が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
強
者
が
正
義
な
の
で
あ
る
。

　
【
脅
迫
に
よ
る
秩
序
】
　
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
の
構
成
要
素
間
の
均
衡
は
、

そ
の
い
ず
れ
も
が
強
大
に
な
ら
な
い
よ
う
に
相
互
に
監
視
し
合
う
こ
と
で

保
た
れ
て
い
る
。
弱
者
に
対
し
て
は
、
普
遍
的
な
法
や
政
治
原
則
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
脅
迫
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
階
層
化
さ
れ
た
秩
序
を
保

と
う
と
す
る
。
行
政
指
導
も
脅
迫
に
よ
る
強
制
で
あ
る
。
脅
迫
に
よ
り
国

内
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
社
会
で
は
、
外
圧
も
有
効
に
機
能
す
る
。

　
第
一
四
章
　
支
配
強
化
の
一
〇
〇
年

　
【
基
本
的
連
続
性
】
　
日
本
の
権
力
を
理
解
す
る
に
は
、
戦
争
前
か
ら
の

連
続
性
の
視
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
支
配
エ
リ
ー
ト
の
意
志
の
み

な
ら
ず
制
度
の
観
点
か
ら
も
そ
う
で
あ
る
。
占
領
政
策
の
な
か
で
最
も
重

要
な
決
定
は
、
戦
前
の
官
僚
制
度
の
継
続
で
あ
っ
た
。
官
僚
が
再
び
社
会

支
配
の
手
段
を
獲
得
し
、
多
く
の
戦
前
の
経
済
官
僚
、
文
部
官
僚
、
内
務

官
僚
が
戦
後
政
治
の
世
界
で
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
く
な
か
で
、
官
僚

機
構
は
国
民
を
支
配
す
る
と
い
う
精
神
構
造
も
継
承
し
た
．

　
【
支
配
強
化
】
　
今
日
の
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
国

民
総
動
員
運
動
の
目
的
を
達
成
し
た
．
一
九
二
〇
年
代
に
す
ら
存
在
し
た

政
治
的
多
元
主
義
は
、
一
九
三
〇
年
代
と
同
様
姿
を
消
し
た
．
様
々
な
統

治
者
の
利
益
は
そ
れ
ぞ
れ
に
満
た
さ
れ
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
を
変
革
し

よ
う
と
す
る
も
の
は
い
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
三
〇
年
代
の
運
動

に
は
国
防
と
い
う
明
確
な
概
念
が
あ
っ
た
が
、
今
日
の
「
日
本
シ
ス
テ

ム
」
の
在
り
方
と
そ
の
無
制
限
の
経
済
拡
張
に
は
、
明
確
な
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
が
存
在
し
な
い
．
国
内
的
緊
張
関
係
は
封
じ
込
め
ら
れ
る
一
方
で
、

対
外
的
緊
張
が
危
機
的
状
況
に
発
展
す
る
こ
と
は
十
分
に
有
り
得
る
。

　
第
一
五
章
目
本
不
死
鳥

　
【
国
家
安
全
保
障
の
経
済
学
】
　
西
洋
に
追
い
付
く
こ
と
は
明
治
以
来
の

日
本
の
妄
想
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
戦
後
の
荒
廃
か
ら
立
ち
直
っ
た
一
九
五

〇
年
代
に
再
び
蘇
り
、
今
日
ま
で
継
続
し
て
い
る
。
明
治
時
代
の
国
家
安

全
保
障
で
不
可
欠
と
さ
れ
た
の
は
産
業
発
展
で
あ
っ
た
が
，
今
日
の
そ
れ

は
産
業
優
位
性
の
確
保
で
あ
る
。

　
【
動
員
国
家
の
遺
産
】
　
戦
後
の
目
本
に
受
け
継
が
れ
た
戦
時
中
の
経
済

立
法
の
遺
産
は
、
系
列
を
中
心
と
す
る
金
融
政
策
と
新
重
商
主
義
的
貿
易

政
策
で
あ
る
．
自
由
化
は
、
国
際
的
競
争
力
を
獲
得
し
た
産
業
分
野
で
行

な
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
自
由
市
場
は
統
治
者
に
対
す
る
潜
在
的
脅
威
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
系
列
、
流
通
の
よ
う
な
構
造
的
保
護
手
段
が
存
在
す
る
．

官
僚
の
経
済
界
へ
の
直
接
的
統
制
が
弛
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
の
崩
壊
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
く
、
産
業
発
展
全

般
が
官
僚
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
に
変
化
は
な
い
．

　
【
無
敵
日
本
の
創
出
】
　
今
日
の
目
本
の
経
済
拡
張
の
目
的
は
、
市
場
の

拡
大
で
あ
る
．
市
場
拡
大
と
い
う
長
期
的
目
標
の
た
め
に
は
、
か
な
り
の

期
間
に
わ
た
っ
て
利
潤
を
無
視
す
る
こ
と
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
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た
日
本
企
業
に
．
利
潤
を
重
視
す
る
西
洋
の
企
業
は
太
刀
打
ち
で
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
日
本
に
陰
謀
め
い
た
グ
ラ
ン
ド
・
デ
ザ
イ
ソ
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
経
済
的
拡
張
主
義
は
、
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
の
論
理
的
帰
結
で
あ

る
。
日
本
の
統
治
者
は
、
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
を
見
る
の
と
同
じ
考
え
方

で
世
界
を
見
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
、
国
際
的
ル
ー
ル
や
取
り
決

め
は
究
極
的
に
は
信
用
せ
ず
、
安
全
を
保
障
す
る
の
は
権
力
、
す
な
わ
ち

産
業
優
位
性
の
確
保
で
あ
る
と
自
然
に
考
え
る
。
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
が

抱
え
る
最
大
の
欠
陥
は
、
こ
う
し
た
路
線
の
方
向
転
換
を
図
る
能
力
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
不
死
鳥
は
衝
突
へ
の
道
を
つ
き
進
ん
で
い

る
様
に
見
え
る
。

　
第
一
六
章
　
世
界
に
在
っ
て
世
界
に
属
さ
ぬ
国

　
【
政
治
的
選
択
の
欠
如
】
　
今
目
の
日
本
に
変
化
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

議
論
は
、
国
民
を
巻
き
込
ん
だ
議
論
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
国

民
が
変
化
の
選
択
肢
が
存
在
す
る
こ
と
に
す
ら
気
づ
か
さ
れ
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
変
革
の
試
み
は
統
治
者
の
リ
ッ
プ
・
サ
ー
ビ
ス

に
終
わ
る
。

　
【
厄
介
な
対
米
依
存
】
　
ア
メ
リ
カ
の
寛
容
さ
と
保
護
が
な
け
れ
ば
、
日

本
が
新
重
商
主
義
経
済
大
国
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
今
世

紀
の
歴
史
は
、
目
本
が
対
米
関
係
を
重
視
し
な
け
れ
ば
目
本
の
対
外
関
係

は
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
．
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
の
為
政
者

は
、
戦
術
的
に
立
ち
振
る
舞
う
こ
と
は
得
意
だ
が
、
戦
略
的
行
動
を
採
る

こ
と
は
不
得
手
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
日
米
関
係
を
今
日
の
状
態

ま
で
悪
化
さ
せ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
．
彼
ら
は
、
日
米
摩
擦
へ
の
儀

式
的
対
応
と
空
約
束
が
、
国
際
関
係
に
お
い
て
も
重
要
な
起
爆
剤
で
あ
る

期
待
感
の
高
ま
り
と
欲
求
不
満
の
増
大
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
に
、
気

づ
い
て
い
な
い
．
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
摩
擦
の
原
因
で
あ
る
「
日
本
シ
ス
テ

ム
」
の
構
造
的
保
護
主
義
か
ら
注
意
を
そ
ら
す
た
め
に
、
現
実
を
操
作
す

る
。

　
【
被
害
者
意
識
と
孤
立
感
】
　
対
外
摩
擦
は
目
本
人
の
被
害
者
意
識
を
増

長
す
る
。
目
本
人
は
、
対
外
要
求
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
代
償
を
払
う
こ

と
だ
と
考
え
る
。
国
内
で
権
力
の
行
使
の
事
実
を
否
認
す
る
目
本
の
統
治

者
は
、
対
外
関
係
に
お
い
て
も
権
力
の
行
使
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
。
そ

こ
で
権
力
の
行
使
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
公
式
な
や
り
方
を
公
に

し
、
法
律
や
規
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
「
目
本

シ
ス
テ
ム
」
の
存
続
を
危
う
く
す
る
。
こ
う
し
た
日
本
の
統
治
構
造
は
、

日
本
の
国
際
的
孤
立
を
深
め
て
い
る
。
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
が
真
の
近
代

的
立
憲
国
家
に
変
わ
る
た
め
に
は
、
真
の
革
命
に
近
い
権
力
の
再
編
成
が

必
要
な
の
か
も
知
れ
な
い
．

三
、
批

評

O
方
法
論
の
問
題

　
著
者
は
、
「
目
本
問
題
」
が
世
界
に
と
っ
て
も
日
本
に
と
っ
て
も
問
題
で

あ
る
の
は
、
権
力
老
が
緩
や
か
に
形
成
す
る
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
に
そ
の

源
泉
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
権
力
構
造
に
権
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力
の
中
心
は
存
在
し
な
い
が
、
様
々
な
社
会
集
団
お
よ
び
国
民
全
体
を
支

配
す
る
能
力
は
強
大
で
あ
る
。
日
本
の
権
力
者
は
、
そ
う
し
た
「
日
本
シ

ス
テ
ム
」
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
権
力
の
温
存
を
図
る
の
み

で
、
必
要
な
国
家
目
標
の
変
革
を
促
進
す
る
意
志
も
能
力
も
な
い
。
以
上

が
著
者
が
本
書
で
主
張
す
る
基
本
的
命
題
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
を
注
意
深
く
読
め
ば
、
こ
の
命
題
は
主
張
さ
れ

る
の
み
で
分
析
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
．
通
常
社
会

科
学
的
分
析
に
は
、
命
題
を
仮
説
と
し
て
提
示
し
、
そ
れ
を
検
証
す
る
議

論
を
冷
静
に
客
観
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
仮

説
を
証
明
す
る
た
め
の
手
続
き
、
つ
ま
り
分
析
枠
組
み
が
重
要
に
な
る
．

し
か
し
あ
る
命
題
を
主
張
す
る
こ
と
が
目
的
の
場
合
に
は
、
そ
の
命
題
は

最
初
か
ら
結
論
で
あ
り
、
議
論
は
往
々
に
し
て
我
田
引
水
に
な
り
が
ち
で

あ
る
。

　
そ
う
し
た
本
書
の
問
題
点
は
、
日
本
の
「
異
質
」
な
側
面
を
専
ら
対
立

図
式
で
描
く
と
い
う
、
本
書
の
基
本
的
方
法
論
に
現
わ
れ
て
い
る
。
著
者

が
日
本
の
「
特
異
性
」
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
比
較
の
軸
と
す
る
も
の

（
つ
ま
り
「
特
異
」
で
は
な
く
「
正
常
」
な
も
の
）
は
、
基
本
的
に
は
西

洋
の
文
化
、
価
値
観
、
政
治
制
度
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
問
題
に
よ
っ
て
は
様
々
な
国
家
の
様
々
な
時
代
を
比
較
の

対
象
に
し
、
時
に
ス
タ
ー
リ
ソ
・
ソ
連
を
持
ち
出
し
、
時
に
ギ
リ
シ
ャ
の

都
市
国
家
を
登
場
さ
せ
、
時
に
古
代
中
国
、
イ
ン
ド
に
言
及
す
る
。
そ
し

て
そ
の
記
述
は
、
時
に
は
著
者
の
長
年
に
わ
た
る
日
本
で
の
体
験
に
基
づ

き
、
時
に
は
利
用
可
能
な
文
献
を
利
用
し
、
時
に
は
著
者
の
歴
史
的
、
同
臨

時
代
的
知
識
を
動
員
し
、
時
に
は
他
の
識
者
に
語
ら
せ
る
と
い
う
形
で
、

か
な
り
恣
意
的
に
展
開
さ
れ
る
。
本
書
が
、
目
本
社
会
の
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
現
象
を
日
本
の
権
力
構
造
、
す
な
わ
ち
著
者
の
言
う
「
日
本
シ
ス
テ

ム
」
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
と
い
う
、
部
分
的
に
は
力
強
い
が
全
体
的
に

は
か
な
り
大
雑
把
な
議
論
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
、
先
に
あ

る
結
論
を
対
立
図
式
で
装
飾
す
る
と
い
う
方
法
論
上
の
陥
穽
に
本
書
が
陥

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
目
本
の
政
治
制
度
に
権
力
の
中
心
が
な
く
変
革
能
力
に
欠
け
る
と
い
う

こ
と
は
、
特
に
新
し
い
主
張
で
は
な
い
。
本
書
の
目
新
し
さ
は
、
日
本
の

政
治
社
会
制
度
を
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
と
名
付
け
、
そ
れ
を
決
定
論
的
に

把
握
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
本
書
は
，
そ
う
し
た
日
本
政
治
の
体

質
を
動
か
ぬ
「
真
実
」
と
す
る
立
場
か
ら
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
を
解
剖

す
る
こ
と
に
力
点
を
お
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」

の
実
体
が
様
々
な
角
度
か
ら
「
暴
露
」
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
が
比
較
対
象
を
恣
意
的
に
選
択
す
る
こ
と
で
行
な
わ
れ
て
い
る
た
め

に
、
そ
こ
か
ら
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
の
全
体
的
構
造
は
あ
ま
り
明
瞭
に
浮

か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。

　
著
者
は
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
の
構
成
要
因
と
し
て
、
自
民
党
、
官
僚
機

構
、
経
済
界
、
農
協
、
プ
レ
ス
、
警
察
、
教
育
制
度
、
そ
し
て
暴
力
団
組

織
ま
で
を
含
め
て
い
る
が
、
日
本
シ
ス
テ
ム
の
中
枢
を
な
す
自
民
党
、
官

僚
機
構
、
経
済
界
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
ピ
ラ
、
・
・
ッ
ド
の
頂
点
に
位
置

す
る
も
の
は
お
ら
ず
お
互
い
が
お
互
い
に
影
響
力
を
行
使
し
つ
つ
抑
制
を

き
か
せ
て
い
る
と
言
う
以
外
に
は
、
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
は
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し
な
い
。
む
し
ろ
、
「
そ
れ
に
は
政
治
的
中
心
が
な
い
．
に
も
か
か
わ
ら

ず
国
内
的
に
は
ほ
と
ん
ど
必
ず
敵
対
集
団
を
取
り
込
む
こ
と
に
成
功
す
る
。

日
本
シ
ス
テ
ム
は
捕
え
所
が
な
い
．
…
：
そ
れ
は
法
的
な
形
態
を
有
せ
ず
、

ま
し
て
や
法
的
に
正
当
化
で
き
る
も
の
で
も
な
い
．
」
（
四
九
頁
）
と
述
べ
、

「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
の
不
気
味
さ
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
は
、
プ
レ
ス
や

暴
力
団
組
織
を
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
下
層
に
位
置
づ
け

る
か
と
思
え
ば
、
教
育
制
度
を
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
に
従
属
す
る
存
在
と

み
な
し
、
警
察
を
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
最
強
の
構
成
員
で
あ
る
と
論
ず
る
．

こ
う
し
て
、
ど
の
構
成
要
素
が
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
主
体
で
あ
り
ま
た

客
体
で
あ
る
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
実

体
は
ま
さ
に
混
沌
と
し
て
く
る
。

［
著
者
が
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
理
由
は
、
こ
れ

ま
で
の
国
家
と
い
う
概
念
で
日
本
を
捕
え
る
の
は
西
側
に
と
っ
て
混
乱
の

元
で
あ
る
と
著
者
が
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
国
家
と
い
う
概
念
が
誤
解
を

招
く
理
由
は
、
西
洋
の
人
々
が
国
家
と
い
う
言
葉
を
聞
く
時
、
そ
こ
に
権

力
の
中
心
が
存
在
し
必
要
な
国
家
目
標
の
転
換
を
図
る
能
力
が
あ
る
と
考

え
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
に
は
そ
の
い
ず
れ
も
存
在

し
な
い
か
ら
で
あ
る
（
四
三
頁
）
。
そ
う
い
う
日
本
は
「
国
家
」
と
い
う
よ

り
個
人
の
力
が
及
ば
な
い
「
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
必
要
な
国

家
目
標
の
変
革
を
リ
ー
ド
す
る
権
力
の
中
心
は
存
在
せ
ず
、
「
シ
ス
テ
ム
」

の
構
成
要
因
は
専
ら
「
シ
ス
テ
ム
」
維
持
を
通
し
て
自
ら
の
権
力
の
温
存

を
図
る
の
み
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

　
そ
こ
に
は
、
主
張
と
し
て
の
命
題
を
展
開
す
る
本
書
が
抱
え
る
も
う
ひ

と
つ
の
重
要
な
問
題
、
す
な
わ
ち
概
念
規
定
上
の
問
題
が
存
在
す
る
．
著

者
の
国
家
の
定
義
は
、
権
力
の
中
心
が
存
在
し
変
革
能
力
を
備
え
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
の
議
論
の
出
発
点
が
、
日
本
に
は
権

力
の
中
心
も
変
革
能
力
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、

日
本
は
国
家
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
の
「
為
に
す
る
定

義
」
に
他
な
ら
な
い
．
こ
う
し
て
、
日
本
を
特
殊
化
す
る
た
め
の
比
較
軸

と
し
て
、
便
宜
的
に
定
義
さ
れ
た
概
念
ま
で
が
利
用
さ
れ
る
。

　
こ
の
種
の
為
に
す
る
議
論
は
、
本
書
の
至
る
所
に
散
見
さ
れ
る
。
例
え

ば
著
者
は
、
「
日
本
に
多
元
主
義
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
多
元
主
義

の
元
々
の
意
味
を
奪
う
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。
そ
れ
は
「
政
策
決
定
過

程
に
お
け
る
多
元
主
義
と
は
、
国
民
が
そ
の
代
表
を
通
じ
て
、
国
家
の
長

期
的
目
標
を
選
択
す
る
能
力
を
意
味
す
る
」
が
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
に

は
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
．
つ
ま
り
「
日
本
シ
ス
テ
ム
の
本

質
的
特
徴
は
…
…
全
般
的
政
策
を
変
更
す
る
政
治
的
道
具
が
欠
如
し
て
い

る
こ
と
に
あ
る
」
（
八
O
頁
）
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
政

治
的
正
統
性
に
関
す
る
議
論
も
、
政
治
的
正
統
性
が
存
在
す
る
た
め
に
は

「
統
治
者
を
も
支
配
す
る
、
政
治
制
度
を
超
越
す
る
も
の
（
例
え
ば
法
制

度
）
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
権
力
者
を
超
越
す
る

（
チ
ェ
ッ
ク
す
る
）
制
度
が
欠
け
て
い
る
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
に
は
、
政

治
的
正
統
性
は
存
在
し
な
い
と
言
い
切
る
（
二
九
七
頁
）
。
し
か
し
、
日
本

の
国
民
が
政
治
参
加
の
機
会
を
奪
わ
れ
て
お
り
、
日
本
で
は
法
制
度
が
正

常
に
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
主
張
は
、
ま
さ
に
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の

特
徴
と
し
て
本
書
が
繰
り
返
し
強
調
す
る
議
論
で
あ
る
．
そ
の
主
張
の
内
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容
を
概
念
規
定
に
使
用
し
日
本
に
そ
の
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
の
誤
り
を

説
く
の
は
、
ま
さ
に
為
に
す
る
議
論
の
典
型
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
た
だ
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
方
法
論
上
の
問
題
は
、
著
者

に
と
っ
て
さ
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
．
本
書
が
重

要
な
影
響
力
を
持
つ
と
す
れ
ば
（
そ
の
兆
候
は
既
に
現
わ
れ
て
い
る
）
、

そ
れ
は
む
し
ろ
そ
の
主
張
と
し
て
の
命
題
が
持
つ
国
際
政
治
的
イ
ソ
パ
ク

ト
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

⇔
　
処
方
箋
の
非
常
現
実
性

　
著
者
は
、
現
在
の
ま
ま
で
は
西
洋
諸
国
の
日
本
に
対
す
る
敵
対
的
対
応

は
増
大
し
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
結
果
は
世
界
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
う
し
た
「
日
本
問
題
」
の
源
泉
で
あ
る
（
と
著

者
が
考
え
る
）
日
本
の
権
力
に
関
す
る
考
察
が
必
要
で
あ
る
、
と
主
張
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
著
者
の
結
論
が
日
本
の
権
力
構
造
を
静
的
な
も
の

と
し
て
、
決
定
論
的
に
捕
え
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
結
論
は
日
本

と
世
界
の
間
に
懸
念
さ
れ
る
悪
循
環
を
益
々
助
長
す
る
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
著
者
の
論
理
に
従
う
か
ぎ
り
、
日
本
が
そ
の
悪
循
環
か
ら

抜
け
出
す
道
は
、
諸
外
国
が
日
本
に
対
し
て
圧
力
を
か
け
変
化
を
強
要
す

る
か
、
日
本
国
民
が
権
力
に
対
し
て
反
逆
す
る
か
し
か
な
い
。
著
者
が
日

本
に
は
革
命
に
近
い
も
の
が
必
要
だ
と
言
い
な
が
ら
も
、
日
本
の
一
般
市

民
に
そ
れ
だ
け
の
「
期
待
」
を
か
け
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
，

著
者
の
考
察
か
ら
導
か
れ
る
処
方
箋
は
、
日
本
に
対
す
る
諸
外
国
の
圧
力

行
使
を
正
当
化
す
る
。

　
国
際
政
治
経
済
的
に
日
本
に
変
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
通
り

で
あ
り
、
そ
の
変
化
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
出
来

る
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
著
者
の
指
摘
す

る
通
り
で
あ
ろ
う
．
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
が
自
ら
変
革
で
き
な
い
と
い

う
断
定
の
下
に
、
そ
し
て
後
述
す
る
相
対
主
義
の
否
定
の
下
に
、
日
本
に

圧
力
行
使
を
続
け
る
こ
と
は
果
た
し
て
現
実
的
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
を
述

べ
れ
ば
、
現
在
の
日
本
が
世
界
か
ら
．
そ
し
て
日
本
の
国
内
か
ら
も
期
待

さ
れ
る
政
策
の
確
立
を
十
分
に
行
な
え
な
い
の
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ

の
重
要
な
理
由
が
あ
る
。

　
ひ
と
つ
に
は
、
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
を
重
視
す
る
日
本
の
政
策
決
定
過

程
が
、
本
質
的
に
変
化
を
起
こ
し
難
く
し
て
い
る
．
著
者
自
ら
も
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
「
コ
ン
セ
ソ
サ
ス
」
は
、
必
ず
し
も
決
定

過
程
へ
の
参
画
者
の
政
策
に
対
す
る
積
極
的
合
意
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
こ
で
重
要
視
さ
れ
る
の
は
、
特
定
の
政
策
に
利
害
関
係
を
有
す

る
組
織
、
人
々
が
す
べ
て
そ
の
決
定
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
り
、
公

式
、
非
公
式
の
手
段
を
通
じ
て
「
コ
ソ
セ
ソ
サ
ス
」
と
い
う
見
か
け
上
の

形
式
を
整
え
る
こ
と
で
あ
る
．
そ
う
し
た
「
コ
ソ
セ
ソ
サ
ス
」
が
ひ
と
た

び
形
成
さ
れ
る
と
、
そ
の
決
定
の
実
施
過
程
は
極
め
て
ス
ム
ー
ズ
で
あ
る

こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
「
コ
ソ
セ
ソ
サ
ス
」
が
形
成
さ
れ
な
い
ま
ま

に
見
き
り
発
車
を
し
た
政
策
の
実
施
過
程
は
、
様
々
な
妨
害
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
．
そ
う
し
た
「
コ
ン
セ
ソ
サ
ス
形
成
」
は
往
々
に
し
て
時
間
が

か
か
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
著
者
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
変
化
の
遅
さ
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は
、
既
得
権
益
を
守
ろ
う
と
す
る
権
力
者
の
動
機
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

権
力
者
が
緩
や
か
に
形
成
す
る
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
な
せ
る
業
で
あ
る
．

そ
し
て
、
そ
こ
で
の
「
コ
ン
セ
ソ
サ
ス
形
成
」
は
、
日
本
が
対
外
的
行
動

を
回
避
す
る
た
め
の
便
利
な
言
い
訳
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
言
う
（
三

三
七
頁
）
．
し
か
し
な
が
ら
、
権
力
者
の
動
機
と
政
治
シ
ス
テ
ム
の
力
学
は

必
ず
し
も
一
致
し
な
い
．
（
著
者
は
、
日
本
が
世
界
に
対
す
る
時
に
は
そ

れ
が
一
致
す
る
の
が
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
の
実
体
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、

説
得
力
の
あ
る
論
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
）
そ
れ
以
上
に
、
日
本
国
内

で
は
、
対
外
関
係
に
関
す
る
様
々
な
利
害
関
係
が
交
錯
し
て
い
る
。
著
者

の
言
う
よ
う
に
対
外
行
動
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
人
も
い
れ
ば
、
逆
に
積

極
的
に
対
外
的
要
請
に
応
え
よ
う
と
す
る
人
も
い
る
．

　
著
者
は
、
国
内
的
文
脈
に
お
い
て
は
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
内
の
利
害
対

立
状
況
を
認
め
る
も
の
の
、
ひ
と
た
び
視
点
が
対
外
関
係
に
移
る
と
「
日

本
シ
ス
テ
ム
」
は
一
丸
と
な
っ
て
外
に
向
か
う
、
と
す
る
（
四
八
頁
）
．
あ

た
か
も
、
そ
こ
で
は
「
コ
ン
セ
ソ
サ
ス
」
形
成
の
必
要
は
な
く
、
「
コ
ソ

セ
ソ
サ
ス
形
成
」
を
口
実
に
対
外
行
動
を
引
き
伸
ば
す
と
い
う
「
コ
ソ
セ

ン
サ
ス
」
が
初
め
か
ら
存
在
す
る
、
と
で
も
言
い
た
げ
で
あ
る
。
し
か
し

一
般
論
と
し
て
も
個
別
的
イ
ッ
シ
ュ
ー
に
関
し
て
も
、
日
本
の
対
外
政
策

を
め
ぐ
る
「
コ
ソ
セ
ソ
サ
ス
形
成
」
の
過
程
で
重
要
な
対
立
が
存
在
す
る

こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
今
日
の
日
本
に
お
け
る
国
際
政
治
経
済
政
策
の
変
化
が
な
か
な
か
進
ま

な
い
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
「
コ
ソ
セ
ン
サ
ス
形
成
」
を
重
視
す
る
目

本
の
政
策
決
定
過
程
に
、
そ
も
そ
も
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
形
成
が
極
め
て

困
難
な
問
題
が
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
経
済
大

国
に
な
り
国
際
シ
ス
テ
ム
の
主
要
な
構
成
要
因
に
な
っ
た
今
日
の
日
本
に

求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
の
繁
栄
を
築
い
た
戦
略
そ
の
も
の
の
再
考

な
の
で
あ
る
．
今
目
の
目
本
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
生
産
サ
イ
ド
優
先
の

行
政
政
策
に
せ
よ
、
発
展
指
向
型
の
対
外
経
済
政
策
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は

様
々
な
既
得
権
益
の
も
た
れ
あ
い
の
構
造
が
確
立
し
て
お
り
、
そ
こ
に
改

革
の
メ
ス
を
い
れ
る
こ
と
は
如
何
な
る
政
治
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
も
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
．
そ
れ
は
、
著
者
が
正
し
く
指
摘
を
す
る
よ
う
に
、
権

力
の
中
心
が
分
か
り
難
い
日
本
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
は
、
一
層
因

難
な
の
で
あ
る
．
も
ち
ろ
ん
こ
の
問
題
は
、
日
本
人
自
ら
が
認
識
し
、
改

革
に
取
り
組
む
べ
き
問
題
で
あ
る
．
（
こ
う
言
う
と
、
そ
う
し
た
議
論
は

日
本
の
政
治
権
力
者
の
思
う
壷
で
あ
る
、
と
い
う
著
者
の
声
が
聞
こ
え
て

き
そ
う
で
あ
る
。
）

　
日
本
に
対
す
る
外
圧
行
使
と
い
う
本
書
が
示
唆
す
る
処
方
箋
が
懸
念
さ

れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
国
際
関
係
に
お
け
る
相
対
主
義
の

否
定
の
上
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
．
本
書
は
、
西
洋
の
文
化
、
制

度
を
、
日
本
の
文
化
、
制
度
を
非
難
す
る
た
め
の
対
立
軸
と
し
て
設
定
す

る
点
に
お
い
て
、
国
際
関
係
に
お
け
る
相
対
主
義
を
否
定
す
る
．
文
化
的

要
因
を
強
調
す
る
こ
と
は
国
民
の
権
力
へ
の
服
従
を
強
い
る
た
め
の
便
法

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
文
化
的
相
対
主
義
」
の
主
張
は
、
「
日
本
シ
ス

テ
ム
」
を
益
々
強
化
す
る
こ
と
に
な
り
権
力
者
の
思
う
壷
で
あ
る
、
と
い

う
の
が
著
者
の
議
論
で
あ
る
（
二
九
三
ー
二
九
四
頁
）
．
こ
の
議
論
は
、
日
本

文
化
の
変
革
な
し
に
は
日
本
は
国
際
社
会
で
の
責
任
あ
る
「
国
家
」
に
は
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な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
れ
は
著
者
自
ら
が
認
め
て

い
る
よ
う
に
「
文
化
的
相
対
主
義
」
の
否
定
で
あ
る
。

　
恐
ら
く
著
者
は
、
そ
う
し
た
主
張
の
攻
撃
性
に
は
気
づ
い
て
い
る
。
と

い
う
よ
り
む
し
ろ
意
図
的
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た

攻
撃
的
態
度
を
正
当
化
す
る
の
は
、
「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
展
開
す
る
経

済
活
動
は
国
際
秩
序
の
不
安
定
要
因
で
あ
り
、
「
目
本
シ
ス
テ
ム
」
に
そ

の
方
向
転
換
を
図
る
能
力
も
意
志
も
な
い
こ
と
は
、
世
界
秩
序
を
崩
壊
さ

せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
本
書
の
、
そ
し
て
著
者
の
数
年

来
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
本
書
が
諸
外
国
で
広
く
、
共
感
を
も
っ
て
読
ま

れ
て
い
る
ひ
と
つ
の
大
き
な
理
由
は
、
そ
う
し
た
意
識
が
根
底
で
共
有
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
．
つ
ま
り
、
日
本
に
自
ら
変
革
を
遂
げ
る
意
志

も
能
力
も
な
い
以
上
、
相
対
主
義
を
否
定
し
て
で
も
日
本
へ
の
圧
力
行
使

を
続
け
る
こ
と
は
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
日
本
の
た
め
で
あ
り
世
界
の
た
め
で

あ
る
、
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

　
実
は
こ
の
認
識
は
、
本
書
の
意
義
を
考
え
る
う
え
で
の
本
質
的
な
問
題

を
提
起
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
世
界
に
お
け
る
「
目
本
問
題
」
の
根
本
的

原
因
は
果
た
し
て
本
当
に
日
本
に
お
け
る
権
力
の
在
り
方
に
あ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
書
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
本
書
の
主
張
の
所
与
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
前
提
が
間
違
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
本
書
は
、
人
間
が
利

潤
追
及
の
最
大
化
を
求
め
な
い
と
い
う
前
提
の
下
に
、
経
済
原
論
を
書
ぎ

改
め
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
．
確
か
に
日
本
に
お
け
る
政
治
シ

ス
テ
ム
が
、
摩
擦
の
解
決
を
不
必
要
に
こ
じ
ら
せ
て
い
る
側
面
は
あ
る
．

し
か
し
そ
の
問
題
を
議
論
す
る
こ
と
と
、
そ
の
側
面
を
前
提
に
目
本
政
治

論
を
組
み
立
て
る
こ
と
は
、
根
本
的
に
異
な
っ
た
知
的
試
み
で
あ
る
。
さ

ら
に
は
、
そ
う
し
た
根
本
的
問
題
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
文
化
的
相
対

主
義
を
も
否
定
す
る
著
者
の
議
論
は
、
良
く
て
単
な
る
個
人
的
欲
求
不
満

の
は
け
口
を
求
め
た
も
の
、
悪
く
て
「
文
化
帝
国
主
義
」
と
化
し
て
し
ま

う
。　

詳
説
す
る
紙
幅
は
な
い
が
評
者
の
考
え
を
簡
潔
に
述
べ
れ
ば
、
今
日
の

目
本
と
欧
米
諸
国
の
間
に
存
在
す
る
摩
擦
は
、
一
九
六
〇
年
代
末
以
来
の

国
際
シ
ス
テ
ム
変
動
の
極
め
て
重
要
な
一
部
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日

本
を
め
ぐ
る
摩
擦
の
解
決
は
、
現
在
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
新
し
い
国
際
秩
序

の
在
り
方
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
悪

い
の
は
目
本
で
は
な
い
と
い
う
、
目
本
人
が
好
ん
で
行
な
う
議
論
も
「
日

本
異
質
論
」
と
同
様
不
毛
の
議
論
で
あ
る
。
目
本
が
「
日
本
異
質
論
」
に

対
し
て
示
す
べ
き
議
論
は
、
新
し
い
国
際
秩
序
形
成
を
念
願
に
お
い
た
も

の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
「
目
本
異
質
論
」
は
益
々

勢
い
づ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
目
本
と
諸
外
国
の
間
の
摩
擦
が
国
際
シ
ス
テ
ム
上
の

問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
摩
擦
解
消
の
為
に
は
主
権
国
家
間
の
相
対
主
義

の
原
則
が
再
び
思
い
起
こ
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
書
が
盛
ん
に
攻
撃

す
る
日
本
の
異
質
性
も
、
本
書
が
処
方
箋
と
し
て
暗
示
す
る
外
圧
に
よ
っ

て
よ
り
も
、
日
本
が
国
際
秩
序
形
成
に
責
任
あ
る
大
国
と
し
て
参
加
す
る

過
程
に
お
い
て
の
方
が
、
変
革
さ
れ
る
可
能
性
は
は
る
か
に
高
い
と
思
わ

れ
る
．
日
本
を
世
界
か
ら
切
り
離
す
「
日
本
異
質
論
」
は
、
日
本
と
欧
米
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諸
国
の
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
す
る
だ
け
で
な
く
、
問
題
の
本

質
的
解
決
を
益
々
困
難
に
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
は
、
「
目
本
不
死
鳥
」
が
衝
突
へ
の
道
を
遭
進
し
て
い
る
と
い
う
が
、

目
本
を
衝
突
へ
と
向
か
わ
せ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
「
目
本
異
質
論
」
な

の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
谷
芳
秀

紹介と批評
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