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韓国における「民主」と「共和」

韓
国
に
お
け
る
「
民
主
」
と
「
共
和
」國　

　

分　
　

典　
　

子

一
、
は
じ
め
に

二
、「
民
国
」
と
「
民
本
」

三
、
日
本
に
お
け
る
「
民
本
」
と
「
民
主
」

四
、
初
期
の
「
共
和
」
の
用
法

五
、
韓
国
に
お
け
る
共
和
制
へ
の
転
換

六
、
中
国
に
お
け
る
「
共
和
国
」

七
、
趙
素
昴
の
「
民
国
」

八
、
お
わ
り
に一

、
は
じ
め
に

　

大
韓
民
国
は
一
九
四
八
年
の
建
国
以
来
、「
民
主
共
和
国
」
で
あ
る
こ
と
を
憲
法
で
謳
っ
て
い
る
。「
大
韓
民
国
」
の
名
称
は
、
一

九
一
九
年
に
大
韓
民
国
臨
時
政
府
が
成
立
し
た
と
き
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
一
八
九
七
年
か
ら
名
乗
っ
て
い
た
「
大
韓
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帝
国
」
の
国
号
と
決
別
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
民
主
」
と
「
共
和
」
の
意
味
理
解
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
両
者
が
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
た
り
、
明
確
に
区
別
さ
れ
ず
に
用

い
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日
本
と
中
国
に
お
け
る
「
民
主
」
と
「
共
和
」
の
用
法
を
分
析
し
た
陳
力
衛
に
よ
れ
ば
、

「
民
主
」
は
中
国
語
由
来
の
近
代
訳
語
、「
共
和
」
は
日
本
語
由
来
の
近
代
訳
語
で
こ
れ
ら
は
当
初
、
同
じ
概
念
を
指
し
て
い
た
と
も

い
わ
れ
て
い
る（1
（

。
東
ア
ジ
ア
に
入
っ
て
き
た
西
洋
の
文
献
の
翻
訳
で
最
初
に
「
民
主
」
が
現
れ
る
の
は
、「
人
民
の
統
治
」
と
い
う

意
味
で
こ
の
語
を
用
い
た
『
万
国
公
法
』
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
の
よ
う
で
あ
る
が（2
（

、
そ
こ
で
の
漢
訳
に
お
い
て
、republican 

［form
 of governm

ent
］
が
「
係
民
主
之
」
に（3
（

、dem
ocratic character

が
「
民
主
之
権
」
に
訳
さ
れ（4
（

、「
民
主
之
国
」
と
訳
さ

れ
た
の
は
、dem

ocratic republic

で
あ
っ
た（5
（

。
ち
な
み
に
、「
大
韓
民
国
」
の
英
語
名
は
、
周
知
の
と
お
り
、Republic of 

K
orea

で
あ
る
。

　

韓
国
で
は
従
来
、「
民
主
共
和
国
」
の
「
民
主
」
の
部
分
に
関
心
が
集
ま
り
、「
共
和
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
分
析
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
近
年
、
筆
者
の
専
門
と
す
る
憲
法
学
の
分
野
で
も
、
欧
米
の
共
和
主
義
の
議
論
を
採
り
入
れ
つ
つ
、
韓
国

の
「
共
和
国
」
概
念
を
分
析
す
る
研
究
が
現
れ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
は
現
代
に
お
い
て
国
家
観
を
ど
う
構
築
す
る
べ
き
か

を
主
た
る
視
点
と
す
る
も
の
で
、
筆
者
も
先
に
こ
う
し
た
現
代
韓
国
の
憲
法
論
に
お
け
る
「
共
和
国
」
の
意
味
理
解
に
つ
い
て
若
干

の
考
察
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
の
共
和
主
義
の
議
論
以
前
に
、
韓
国
の
国
家
形
成
過
程
に
お
い
て
「
共

和
」
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
「
民
主
」
の
概
念
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
の
か
、
今
日
の
西
洋

的
な
共
和
主
義
理
解
と
の
接
点
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
韓
国
の

み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
の
国
家
観
を
理
解
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
、
本
稿
の
小
論
で
そ
の
よ
う
な
歴

史
的
考
察
が
充
分
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
今
後
の
研
究
の
足
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
既
存
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
大

韓
民
国
に
お
け
る
「
民
主
」
と
「
共
和
」
が
も
つ
意
味
を
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
概
念
の
形
成
の
文
脈
で
促
え
、
今
後
の
方
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向
性
を
模
索
し
て
み
た
い
。
な
お
、
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
資
料
の
う
ち
、

い
ま
だ
筆
者
が
原
典
を
確
認
で
き
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
二
次
資
料
に
よ
る
引
用
に
止
ま
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

確
認
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
す
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

二
、「
民
国
」
と
「
民
本
」

　

前
述
の
よ
う
に
、
一
九
一
九
年
以
降
、
韓
国
は
「
大
韓
民
国
」
を
名
乗
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
民
国
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
こ

の
と
き
に
初
め
て
韓
国
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
史
学
者
の
李
泰
鎭
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
一
八
世
紀
に
「
民
国

政
治
思
想
」
が
台
頭
し
て
い
た（7
（

。『
英
祖
実
録
』
の
中
に
「
民
国
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
最
も
早
い
の
で
は
な
い

か
と
さ
れ
て
い
る（8
（

。
そ
こ
で
の
用
語
法
は
、
君
主
制
国
家
と
対
峙
す
る
意
味
で
の
民
主
制
国
家
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
搾
取
さ
れ

疲
弊
す
る
民
に
目
を
向
け
、
民
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
民
あ
っ
て
の
国
で
あ
り
邦
あ
っ
て
の
民
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
用

い
ら
れ
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
民
国
」
の
思
想
の
基
礎
を
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、『
書
経
』
に
み
ら
れ
る

「
民
惟
邦
本
」
に
端
を
発
す
る
と
い
わ
れ
る
民
本
思
想
で
あ
る（9
（

。

　

但
し
、
朝
鮮
王
朝
時
代
を
み
て
も
「
民
惟
邦
本
」
は
次
第
に
変
化
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
前
・
中
期
に
は
単
な
る
統
治
の
客
体
と
し
て
の
民
を
保
護
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
で
あ
っ
た
（
李
泰
鎭
に
よ
れ
ば
、

「
王
と
両
班
官
僚
た
ち
」
の
「
統
治
が
危
機
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
必
ず
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
警
句
と
し
て
の
意
味
」
を
も
つ
も
の
で
あ

り
、「
国
の
主
は
、
国
王
と
両
班
官
僚
た
ち
」
で
あ
っ
た（

（（
（

（
も
の
が
、
一
八
世
紀
に
入
っ
て
官
吏
の
不
正
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
う
し
た
官
吏
か
ら
民
を
守
る
の
が
君
主
の
役
目
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
現
れ
る
。
そ
う
し
た
新
た
な
「
小
民
保
護
論
」
の
下
で
英

祖
の
時
代
に
「
民
国
」
の
語
が
現
れ
た
と
い
う
の
が
先
の
李
泰
鎭
の
指
摘
で
あ
っ
た（（（
（

。
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こ
の
点
で
、
一
八
世
紀
に
な
っ
て
王
が
両
班
の
権
力
を
弱
め
つ
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
主
た
ち
と
同
様
、
中
央
集
権
的
な
啓
蒙
専

制
君
主
へ
と
転
換
し
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
民
本
主
義
の
考
え
方
は
、
そ
の
後
、
韓
末
の
時
代
に
な
る
と
、
開
化
派
の
思
想
の

中
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

開
化
派
の
朴
泳
孝
は
、
当
時
の
朝
鮮
王
朝
に
改
革
の
必
要
性
を
訴
え
た
、
有
名
な
一
八
八
九
年
の
建
白
書
の
な
か
で
姜
太
公
の

「
邦
国
非
帝
王
之
邦
国
、
乃
人
民
之
邦
国
而
帝
王
治
邦
国
之
職
也
、
故
邦
国
之
利
者
得
邦
国
、
擅
邦
国
之
利
者
失
邦
国
」（

（（
（

や
『
書
経
』

の
「
民
維
邦
本
」（

（（
（

と
い
う
こ
と
ば
を
引
用
し
、
国
際
関
係
、
法
、
経
済
、
衛
生
、
軍
備
、
教
育
、
政
治
、
自
由
の
八
つ
の
論
点
に
つ

い
て
種
々
の
提
案
を
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
政
治
の
部
分
で
は
、「
正
政
治
、
使
民
国
有
定
」（

（（
（

と
し
て
、
県
会
の
制
度
を
設
け
、
民

に
民
の
事
柄
を
議
論
さ
せ
る
必
要
性
を
も
述
べ（（（
（

、
ま
た
自
由
に
つ
い
て
は
、「
天
降
生
民
、
億
兆
同
一
、
而
禀
有
所
不
可
動
之
通
義
、

其
通
義
者
、
人
之
自
保
生
命
、
求
自
由
、
希
幸
福
是
也
」
と
天
賦
人
権
思
想
を
表
明
し
て
い
る（（（
（

。

　

開
化
派
の
中
で
も
西
洋
的
な
国
家
観
を
最
も
直
接
的
に
受
容
し
た
と
考
え
ら
れ
る
徐
載
弼
に
な
る
と
、「
人
民
が
国
の
主
人
で
あ

る
」（

（（
（

と
し
て
、「
当
初
国
家
が
生
ま
れ
た
本
意
は
い
ろ
い
ろ
な
人
が
議
論
し
て
全
国
に
い
る
人
民
の
た
め
に
各
部
署
の
仕
事
を
設
け

る
こ
と
で
あ
る
。
各
部
署
の
官
員
も
民
の
た
め
に
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
民
が
政
府
に
税
を
納
め
る
の
も
、
民
が
自
己
の
た
め

に
納
め
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」（

（（
（

と
社
会
契
約
論
的
な
理
解
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
思
想
は
近
代
的
な
人
権
や
国
家
と
国
民
の
関
係
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
朝
鮮
王
朝
の
立
憲
国
家
化
を
目
指
す
も
の
で

あ
っ
た
。
但
し
、
徐
載
弼
に
し
て
も
、
こ
の
時
代
の
立
論
は
君
主
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
国
と
い
う
も
の
は
大
き
く
て

も
小
さ
く
て
も
、
ひ
と
つ
の
場
所
に
い
ろ
い
ろ
な
人
が
集
ま
り
住
む
の
で
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
々
が
政
府
無
く
し
て
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
政
府
を
新
設
し
、
政
府
と
民
を
み
な
率
い
る
職
務
は
君
主
が
有
す
る
。
そ
し
て
君
主
を
頭
と
す
る
」（

（（
（

と
、

「
頭
」
と
し
て
の
君
主
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
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三
、
日
本
に
お
け
る
「
民
本
」
と
「
民
主
」

　
『
書
経
』
の
「
民
惟
邦
本
」
を
端
緒
と
す
る
と
さ
れ
る
民
本
思
想
は
、
も
ち
ろ
ん
朝
鮮
の
み
で
発
達
し
た
も
の
で
は
な
く
、
中
国

は
も
と
よ
り
日
本
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る（（（
（

。
日
本
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
大
正
期
に
民
本
主
義
を
め
ぐ
る
論
争
が
起
こ
っ
た（（（
（

。

井
上
哲
次
郎
は
、「
日
本
の
近
来
の
思
想
界
を
瞥
見
す
る
に
、
い
ろ
い
ろ
矛
盾
し
た
こ
と
が
あ
」
る
と
し
て
、
そ
の
ひ
と
つ
に
君
主

国
の
な
か
に
民
主
思
想
が
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る（（（
（

。
井
上
は
、「
民
惟
邦
本
」
に
言
及
し
、

憲
法
一
条
が
「
万
世
一
系
の
天
皇
之
を
統
治
す
」
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、「
民
主
と
云
ふ
こ
と
は
日
本
の
従
来
の
歴
史
上
か
ら
見
て

決
し
て
如
字
的
に
了
解
し
て
言
ふ
べ
き
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
憲
法
に
よ
つ
て
亦
然
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
古
来
『
民
は
惟
れ
邦
の

本
な
り
、
本
固
け
れ
ば
、
邦
寧
し
』
と
云
ふ
よ
う
に
民
本
と
云
ふ
意
味
に
解
釈
す
る
の
は
差
支
な
い
。
さ
う
し
て
昔
よ
り
一
層
臣
民

の
権
利
を
重
ん
ず
べ
き
で
あ
る
、
是
れ
は
時
勢
の
変
化
の
為
め
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
元
来
君
主
立
憲
政
体
と
雖
も
、

是
れ
は
日
本
国
民
を
成
し
て
居
る
所
の
此
臣
民
の
為
め
に
、
即
ち
臣
民
の
福
利
の
為
め
に
斯
様
な
こ
と
に
制
定
さ
れ
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。
さ
う
し
て
上
御
一
人
の
平
素
軫
念
遊
ば
さ
る
る
の
は
実
に
下
臣
民
の
権
利
の
福
利
の
増
進
如
何
に
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
こ

と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
其
点
か
ら
言
へ
ば
民
本
主
義
と
言
つ
て
も
宜
い
の
で
あ
り
ま
す
」（

（（
（

と
、
民
本
主
義
概
念
を
媒
介
に
、
民
主
主

義
と
君
主
主
義
の
調
和
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
上
杉
慎
吉
は
井
上
の
民
本
主
義
理
解
を
正
し
い
と
し
つ

つ
も
、
む
し
ろ
民
本
主
義
と
民
主
主
義
の
区
別
を
重
視
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
す
で
に
美
濃
部
達
吉
を
批
判
し
て
い
た（（（
（

か
れ
は
、

「
君
主
は
国
権
の
主
体
な
り
と
云
ふ
こ
と
は
倫
理
上
民
本
君
本
何
れ
な
り
や
と
云
ふ
こ
と
に
は
関
係
は
な
い
統
治
権
存
在
の
倫
理
的

理
由
よ
り
云
へ
ば
民
本
で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
と
も
其
の
意
味
を
ば
直
ち
に
国
権
の
主
体
は
君
主
に
非
ず
と
云
ふ
こ
と
は
出
来

ぬ
」（

（（
（

と
し
、「『
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
』
と
云
ふ
語
は
民
主
の
意
に
も
民
本
の
意
に
も
用
ゐ
ら
る
西
洋
で
は
建
国
の
態
様
上
民
主
即
ち
民
本

と
解
せ
ら
る
る
の
で
あ
ら
う
か
と
も
思
ふ
が
彼
等
が
自
分
の
国
は
君
主
国
な
れ
ど
も
『
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
』
な
り
な
ど
云
ふ
場
合
は
民
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本
の
意
と
も
解
せ
ら
る
る
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
ゾ
ヴ
エ
レ
ン
テ
ィ
』『
フ
ォ
ル
ク
ス
、
ズ
フ
エ
レ
ニ
テ
イ
ト
』
と
云
ふ
は
民
主
に
し
て

民
本
の
意
に
非
ず（（（
（

」
と
「
民
本
」
は
主
権
の
問
題
で
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
て
、
日
本
の
民
本
主

義
者
と
し
て
名
高
い
吉
野
作
造
は
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。

　

吉
野
は
、D

em
ocracy

の
翻
訳
に
つ
い
て
「
少
く
と
も
二
つ
の
異
つ
た
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
や
う
に
思
ふ（（（
（

」
と
し
て
、「
国

家
の
主
権
は
法
理
上
人
民
に
在
り
」
と
い
う
意
味
と
、「
国
家
の
主
権
の
活
動
の
基
本
的
の
目
標
は
政
治
上
人
民
に
在
る
べ
し
」
と

い
う
意
味
の
二
つ
を
挙
げ
た
。
か
れ
は
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
に
は
別
の
訳
語
を
当
て
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
後
者
の
意
味
に
つ
い
て

「
民
本
主
義
」
と
訳
し
た
の
で
あ
っ
た（（（
（

。
そ
し
て
、「
民
主
主
義
」
に
つ
い
て
は
「
文
字
の
示
す
が
如
く
、『
国
家
の
主
権
は
人
民
に

在
り
』
と
の
理
論
上
の
主
張
で
あ
る
。
さ
れ
ば
我
国
の
如
き　

一
天
万
乗
の
陛
下
を
国
権
の
総そ
う

攬ら
ん

者
と
し
て
戴
く
国
家
に
於
て
は
、

全
然
通
用
せ
ぬ
考
で
あ
る
」
と
し
た
の
で
あ
っ
た（（（
（

。
か
れ
のdem

ocracy

理
解
は
、
基
本
的
に
上
杉
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
方

向
性
と
し
て
は
美
濃
部
と
類
似
し
て
い
た
。「
法
律
論
か
ら
の
民
主
化
論
で
あ
る
美
濃
部
の
天
皇
機
関
説
の
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を

政
治
論
と
し
て
発
展
さ
せ
た
の
が
、
吉
野
作
造
で
あ
る（（（
（

」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
吉
野
は
「
民
主
主
義
」
で
は
な
く
「
民
本
主
義
」

と
い
う
言
い
方
で
「
主
権
の
君
主
に
在
り
や
人
民
に
在
り
や
は
之
を
問
ふ
所
で
は
な
い（（（
（

」
と
し
て
主
権
の
所
在
の
問
題
を
回
避
し
、

井
上
と
同
様
、
民
本
主
義
が
君
主
制
と
矛
盾
し
な
い
と
い
う
点
を
強
調
し
た
。
ま
た
、
代
議
政
治
も
強
く
主
張
し
、
歴
史
の
発
展
と

と
も
に
民
本
主
義
に
よ
る
政
治
が
変
化
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
民
本
主
義
の
主
張
に
変
遷
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
た（（（
（

。
民

本
主
義
は
革
命
を
指
向
す
る
「
過
激
主
義
」
と
は
相
い
れ
な
い
が
、
立
憲
主
義
に
則
っ
た
形
の
社
会
主
義
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
で

は
な
い
と
考
え
て
い
た（（（
（

点
で
は
、
美
濃
部
よ
り
も
先
端
的
な
思
想
を
も
っ
て
も
い
た
。

　

以
上
の
論
争
の
主
た
る
論
点
は
民
本
主
義
を
主
権
の
所
在
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
か
否
か
に
あ
っ
た
が
、
井
上
や
吉
野
も
民
本
主

義
が
立
憲
君
主
制
と
親
和
的
で
あ
る
、
否
、「
民
主
」
で
は
な
く
「
民
本
」
と
い
う
概
念
を
使
う
こ
と
で
立
憲
君
主
制
を
そ
の
中
に

含
ま
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
点
に
お
い
て
は
上
杉
と
違
い
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
先
に
み
た
朝
鮮
開
化
派
よ
り
時
代
は
下
る
も
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の
の
、
君
主
制
の
近
代
化
論
と
い
う
点
で
は
、
こ
う
し
た
日
本
の
民
本
主
義
の
考
え
方
は
開
化
派
の
議
論
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
松
本
三
之
介
は
、
吉
野
作
造
が
「
民
本
主
義
は
政
治
上
の
主
義
で
あ
っ
て
法
律
上
の
説
明
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
点
に
つ

い
て
、「
吉
野
が
憲
政
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
『
法
律
論
』
と
『
政
治
論
』
と
を
区
別
し
た
の
は
、
天
皇
親
政
と
い
う
法
的

〝
タ
テ
マ
エ
〟
に
よ
っ
て
、
官
僚
支
配
と
い
う
政
治
の
現
実
を
、
お
お
い
か
く
そ
う
と
す
る
藩
閥
の
論
理
に
有
効
に
対
抗
す
る
た
め

の
、
き
わ
め
て
実
際
的
な
思
考
方
法
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
吉
野
は
、
法
的
タ
テ
マ
エ
論
に
ま
ど
わ
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
藩
閥
官
僚
支
配
の
現
実
を
正
し
く
直
視
し
、
こ
れ
を
批
判
す
る
立
場
を
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
し
て

い
る（（（
（

。
こ
の
こ
と
は
明
治
憲
法
の
下
で
ど
こ
ま
で
近
代
的
立
憲
主
義
を
貫
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
議
会
制
度
を
定
着
で
き
る
か
と
い

う
問
題
で
も
あ
っ
た
。

　

同
様
の
こ
と
が
開
化
期
の
朝
鮮
に
も
あ
て
は
ま
る
。
既
存
の
君
主
制
の
中
で
ど
こ
ま
で
実
質
的
な
民
主
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る

か
が
当
時
の
朝
鮮
近
代
化
の
課
題
で
あ
っ
た
。
開
化
期
の
朝
鮮
に
お
い
て
は
、「
民
本
」
か
「
民
主
」
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
取
り

立
て
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
日
本
の
民
本
主
議
の
論
争
に
照
ら
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
か
れ
ら
の
主
張
は
そ
も

そ
も
君
主
制
打
倒
の
意
図
ま
で
は
も
た
ず
に
国
民
の
政
治
参
加
を
可
能
に
す
る
方
向
性
の
模
索
で
あ
っ
た
こ
と
、
君
主
制
と
の
対
立

云
々
を
問
題
に
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
但
し
、
朝
鮮
に
お
い
て
も
、
議
会
設
立
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
朴
泳
孝
も
す
で
に
「
県
会
」
の
設
立
を
建
議
し
て
い
た
が
、
徐
載
弼
が
主
筆
を
務
め
た
『
独
立
新
聞
』
お
よ
び
独

立
協
会
の
活
動
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

　

独
立
協
会
は
一
八
九
八
年
一
〇
月
二
八
日
か
ら
六
日
間
に
わ
た
っ
て
官
民
共
同
会
を
開
催
し
、「
献
議
六
条
」
を
採
択
し
、
高
宗

の
裁
可
を
要
請
し
た
。「
献
議
六
条
」
は
、
一
条
が
外
国
人
に
依
存
せ
ず
に
官
民
が
協
力
し
て
専
制
皇
権
を
強
固
に
す
る
こ
と
を
述

べ
る
一
方
、
二
条
以
下
で
は
、
政
府
と
外
国
人
の
間
で
の
条
約
に
つ
い
て
各
部
大
臣
と
中
枢
院
議
長
の
署
名
・
捺
印
を
必
要
と
す
る

こ
と
（
二
条
（、
予
算
・
決
算
に
つ
い
て
人
民
に
公
布
す
る
こ
と
（
三
条
（、
重
罪
犯
に
つ
い
て
公
判
で
被
告
に
弁
明
の
機
会
を
与
え
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る
こ
と
（
四
条
（、
勅
任
官
の
任
命
に
あ
た
っ
て
政
府
に
諮
訽
し
、
そ
の
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
こ
と
（
五
条
（、
章
程
に
よ

り
事
を
行
う
こ
と
（
六
条
（
を
主
張
し
て
い
る（（（
（

。

　
「
献
議
六
条
」
が
出
さ
れ
た
翌
日
の
一
八
九
八
年
一
〇
月
三
〇
日
に
皇
帝
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
、「
民
国
の
急
務
を
中
外
に
佈
告
す

る
件
」
で
「
中
枢
院
章
程
を
確
定
し
実
施
す
る
こ
と
」
と
な
っ
た（（（
（

。
中
枢
院
に
つ
い
て
は
、
一
一
月
二
日
に
「
中
枢
院
官
制
改
正

件
」（
全
一
七
条
（
が
出
さ
れ
、
議
会
が
開
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た（（（
（

。
こ
の
「
中
枢
院
官
制
」
は
、
三
条
で
議
官
の

半
数
を
選
挙
で
選
ぶ
こ
と
を
定
め
、
一
条
で
こ
の
中
枢
院
が
法
律
・
勅
令
の
制
定
・
改
廃
を
審
査
議
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
議

会
主
義
的
な
要
素
を
導
入
す
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
動
き
は
、
当
時
の
改
革
が
君
主
制
を
維
持
し
つ
つ
も
議
会
主
義
を
伴
っ
た
立
憲
君
主
制
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
改
革
は
実
際
に
は
果
た
せ
な
か
っ
た
。
中
枢
院
官
制
三
条
の
規
定
は
そ
の
後
一
一
月
一
二
日
に
は
改

正
さ
れ
、
五
〇
人
の
議
官
は
「
選
挙
」
で
は
な
く
、
す
べ
て
「
国
家
に
労
勩
あ
る
者
と
政
治
法
律
学
識
に
通
達
し
た
者
を
会
議
で
奏

薦
す
る
」（

（（
（

こ
と
と
さ
れ
、
中
枢
院
の
権
限
も
縮
小
さ
れ
て
、
最
終
的
に
諮
問
機
関
に
戻
っ
て
し
ま
っ
て
い
る（（（
（

。

四
、
初
期
の
「
共
和
」
の
用
法

　

一
方
、「
共
和
」
概
念
は
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
た
か
。『
史
記
』
の
中
に
「
共
和
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る
の
が
東
ア
ジ
ア
に
こ

の
こ
と
ば
が
現
れ
た
最
初
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る（（（
（

。
そ
こ
で
は
、
国
王
が
い
な
い
中
で
周
公
と
召
公
が
協
力
し
て
一
四
年
間

政
治
を
う
ま
く
執
り
行
っ
た
と
い
う
意
味
で
「
共
和
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
初
期
の
「
共
和
」
に
対
し
て
西
洋
か
ら
「
共

和
」
概
念
が
入
っ
て
ゆ
く
過
程
を
紹
介
す
る
朴
贊
勝
は
、
魏
源
の
『
海
国
図
志
』
や
徐
繼
畬
『
瀛
環
志
略
』
が
中
国
か
ら
朝
鮮
に

入
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
共
和
制
が
紹
介
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
学
ん
だ
崔
漢
綺
が
自
分
な
り
に
理
解
し
た
西
洋
の
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共
和
制
を
『
地
球
典
要
』（
一
八
五
七
年
（
の
中
で
紹
介
し
た
と
し
て
い
る（（（
（

。
そ
の
後
、『
漢
城
旬
報
』
一
八
八
四
年
一
月
三
〇
日
に

「
欧
美
立
憲
政
体
」
の
中
で
立
憲
政
体
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
合
衆
共
和
」
を
挙
げ
た
の
が
、
朝
鮮
で
「
共
和
」
が
き
ち
ん
と
紹
介
さ

れ
た
最
初
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
朴
贊
勝
の
理
解
で
あ
る
。
但
し
、
李
映
録
は
紳
士
遊
覧
団
の
一
員
で
あ
っ
た
閔
種
默
の
一
八
八
一

年
の
報
告
文
の
中
に
「
共
和
」
の
語
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
八
八
〇
年
代
に
朝
鮮
に
お
い
て
政

体
の
説
明
に
共
和
の
概
念
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

閔
種
默
と
同
じ
く
紳
士
遊
覧
団
の
一
員
で
の
ち
に
甲
午
改
革
を
進
め
た
開
化
派
の
代
表
的
人
物
の
一
人
、
兪
吉
濬
も
『
西
遊
見

聞
』
の
「
政
府
の
種
類
」
の
中
で
「
共
和
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
か
れ
は
、
政
体
を
「
君
主
の
専
断
す
る
政
体
」「
君
主
の
命
令

す
る
政
体
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
圧
制
政
体
」「
貴
族
の
主
張
す
る
政
体
」「
君
民
の
共
治
す
る
政
体
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
立
憲
政
体
」「
国

人
の
共
和
す
る
政
体
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
合
衆
政
体
」
の
五
つ
に
分
類
し
て
い
る（（（
（

。「
合
衆
」
は
こ
こ
で
は
「
共
和
」
と
同
じ
意
味
で

使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
君
民
の
共
治
す
る
政
体
」
と
「
国
人
の
共
和
す
る
政
体
」
の
違
い
は
、
後
者
が
「
世
襲
の
君
主
の

代
わ
り
に
大
統
領
が
そ
の
国
の
最
上
位
に
お
り
、
最
大
権
を
執
」
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
は
「
皆
君
民
の
共
治
す
る
政
体
と

同
じ
」
と
さ
れ
て
い
る（（（
（

。

　

兪
吉
濬
の
『
西
遊
見
聞
』
は
福
澤
諭
吉
の
『
西
洋
事
情
』
か
ら
の
影
響
が
強
く
、
極
め
て
類
似
し
た
叙
述
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、『
西
洋
事
情
』
の
政
体
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
兪
吉
濬
と
は
異
な
っ
て
い
る
。「
政
治
に
三
様
あ
り
」
と
し
て
、

「
立
君
、
モ
ナ
ル
キ
」（
＝
「
礼
楽
征
伐
一
君
よ
り
出
づ
」
と
説
明
さ
れ
る
（、「
貴
族
合
議
、
ア
リ
ス
ト
カ
ラ
シ
」（
＝
「
国
内
の
貴
族
名

家
相
集
て
国
政
を
行
ふ
」
と
説
明
さ
れ
る
（、「
共
和
政
治
、
レ
ポ
ブ
リ
ッ
ク
」（
＝
「
門
地
貴
賤
を
論
ぜ
ず
人
望
の
属
す
る
者
を
立
て
ゝ
主

長
と
な
し
国
民
一
般
と
協
議
し
て
政
を
為
す
」
と
説
明
さ
れ
る
（
に
分
け
、「
立
君
の
政
治
に
二
様
の
区
別
あ
り
」
と
し
て
、「
立
君
独

裁
デ
ス
ポ
ッ
ト
」
と
「
立
君
定
律
コ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
モ
ナ
ル
キ
」
に
分
け
て
い
る（（（
（

。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
分

類
手
法
に
立
つ
と
共
に
、
の
ち
に
明
治
期
の
憲
法
学
に
も
受
け
継
が
れ
る
分
類
で
あ
る
が
、
兪
吉
濬
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
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は
い
な
い
。
世
襲
の
君
主
の
存
在
の
有
無
が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
点
は
今
日
の
「
共
和
国
」、「
共
和
制
」
の
理
解
に
つ
な

が
る
も
の
で
あ
る
が
、「
立
憲
政
体
」
＝
立
憲
君
主
制
の
よ
う
な
記
述
は
福
澤
と
異
な
る
。「
各
国
の
政
体
を
比
較
す
る
と
君
民
の
共

治
す
る
も
の
が
最
も
よ
い（（（
（

」
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
兪
吉
濬
の
立
憲
君
主
制
重
視
の
主
張
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
国
人
の
「
共
和
」
と
君
民
の
「
共
治
」
と
い
う
形
で
政
体
に
よ
っ
て
用
語
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る

も
の
の
、「
共
治
」
と
「
共
和
」
の
区
別
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。　

　

開
化
期
か
ら
愛
国
啓
蒙
運
動
期
に
か
け
て
の
共
和
の
理
解
は
一
定
し
て
い
な
い
。

　

韓
国
で
「
民
主
共
和
国
」
の
概
念
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
検
討
す
る
法
学
者
に
よ
る
研
究
と
し
て
は
、
先
に
も

言
及
し
た
李
映
録
の
研
究（（（
（

が
あ
る
が
、
李
映
録
は
韓
末
に
は
共
和
制
は
立
憲
君
主
制
と
明
確
な
区
別
な
く
理
解
さ
れ
て
い
た
と
し
て

い
る（（（
（

。
愛
国
啓
蒙
雑
誌
『
大
韓
協
会
会
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
元
泳
義
「
政
体
槩
論
」
は
、
共
和
政
体
に
つ
い
て
「
君
と
臣
民
が
相
共

に
和
し
て
議
を
行
う
」
と
し
て
い
る（（（
（

。
こ
の
説
明
で
は
政
体
を
「
君
主
政
体
」（
＝
「
人
君
が
主
権
を
有
し
執
り
行
う
」
と
説
明
さ
れ

る
（
と
「
共
和
政
体
」（
＝
「
君
と
臣
民
が
相
共
に
和
し
て
議
す
る
」
と
説
明
さ
れ
る
（
と
に
分
け
、
前
者
に
「
専
制
」
と
「
立
憲
」
の

二
種
が
、
後
者
に
「
貴
顕
」（
＝
「
貴
族
顕
官
が
専
ら
主
に
法
政
を
行
い
、
庶
民
は
こ
れ
に
預
か
り
得
ず
た
だ
そ
の
指
揮
を
聴
く
こ
と
を
得

る
」
も
の
と
説
明
さ
れ
る
（
と
「
民
主
」（
＝
「
庶
民
が
国
事
に
預
か
り
君
主
貴
顕
は
行
政
令
に
つ
い
て
民
議
に
合
わ
せ
ず
に
施
行
で
き
な

い
」（
の
二
種
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
ま
た
「
共
和
政
治
」
は
「
至
公
無
私
に
し
て
上
下
和
同
」
と
も
述
べ
ら
れ（（（
（

、
こ
こ
で
の

「
共
和
」
は
ま
さ
に
君
主
や
貴
族
、
国
民
が
共
に
和
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

一
方
、『
西
北
学
会
月
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
西
洋
の
国
体
論
を
紹
介
す
る
鮮
于

「
国
家
論
の
概
要
（
続
（」
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
君
主
制
、
貴
族
制
、
民
主
制
の
三
分
説
に
つ
い
て
「
貴
族
国
体
が
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
そ
の
類
例
が
な
く
、
実
際
の
国
体
は

君
主
制
と
民
主
制
の
二
つ
に
止
ま
る
の
で
国
体
三
種
説
は
現
代
の
事
実
に
符
合
せ
ず
、
か
つ
、
主
権
者
の
人
数
で
国
体
を
区
別
す
る

の
は
少
々
浅
薄
の
嫌
い
を
免
れ
難
い
」
と
し
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
の
君
主
制
と
共
和
制
の
二
分
説
が
「
最
も
現
時
代
事
実
に
適
合
」
す
る
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と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
君
主
制
と
共
和
制
の
二
分
説
が
最
も
要
領
を
得
た
解
説
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
主

権
者
の
人
数
で
は
な
く
国
家
を
成
立
さ
せ
る
意
志
如
何
に
よ
っ
て
分
類
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る（（（
（

。
鮮
于

に
よ

れ
ば
、「
意
志
は
国
家
の
本
質
で
あ
る
。
国
家
が
根
本
的
に
要
求
す
る
の
は
人
民
の
服
従
で
あ
る
。
国
家
の
本
性
は
そ
の
意
志
を
強

行
す
る
こ
と
に
あ
る
」。「
国
家
は
人
民
の
組
織
で
あ
る
と
同
時
に
特
に
人
民
意
志
の
組
織
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
別
言
す
れ
ば
、
い
わ

ゆ
る
公
共
的
意
志
の
組
織
で
あ
る
。
故
に
意
志
が
も
し
個
人
の
中
に
組
織
さ
れ
、
独
立
固
有
の
最
高
権
と
な
る
場
合
に
は
こ
れ
を
す

な
わ
ち
君
主
制
と
い
い
、
も
し
こ
れ
に
反
し
て
そ
の
意
志
が
社
会
の
一
階
級
ま
た
は
全
階
級
の
中
に
組
織
し
た
合
議
的
主
権
と
な
る

場
合
に
は
こ
れ
を
す
な
わ
ち
共
和
制
と
い
い
、
ま
た
は
一
階
級
の
意
志
が
も
し
多
数
決
あ
る
い
は
全
員
一
致
で
独
立
固
有
の
最
高
権

と
な
る
場
合
に
は
こ
れ
す
な
わ
ち
貴
主
共
和
制
で
あ
る
。
全
人
民
の
意
志
が
直
接
ま
た
間
接
（
代
議
的
（
に
独
立
固
有
の
最
高
権
と

な
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
す
な
わ
ち
民
主
共
和
制
と
い
う
の
で
あ
る
。
故
に
君
主
制
お
よ
び
共
和
制
は
国
体
の
区
別
で
あ
る
根
本
的

分
類
で
あ
る
。
貴
族
制
お
よ
び
民
主
制
は
共
和
制
に
属
す
る
副
分
類
で
あ
る
」（

（（
（

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
説
明
で
は
先
の
論
述
の

よ
う
に
、「
立
憲
」
の
問
題
は
出
て
こ
な
い
。
主
権
者
の
「
人
数
」
で
は
な
く
「
意
志
」
の
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
詳

細
な
説
明
は
な
い
が
、
主
権
的
な
意
思
が
合
議
に
よ
る
も
の
か
個
人
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
分
類
と
い
う
点
で
、「
共

和
」
は
「
合
議
」
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
分
類
基
準
は
、
も
し
国
家
意
志
の
決
定
が
君
主
一
人
で
は
な
く

民
の
同
意
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
「
共
和
」
と
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
を
内
包
し
て
も
い
る
。

　

日
本
に
お
い
て
も
類
似
の
見
方
は
み
ら
れ
る
。
中
江
兆
民
は
か
れ
が
主
筆
を
務
め
た
『
東
洋
自
由
新
聞
』
に
掲
載
し
た
「
君
民
共

治
之
説
」
の
中
で
「
政
体
ノ
名
称
数
種
ア
リ
曰
ク
立
憲
曰
ク
専
制
曰
ク
立
君
曰
ク
共
和
ナ
リ
其
事
実
ニ
就
テ
之
ヲ
校
ス
ル
ト
キ
ハ
立

憲
ニ
シ
テ
専
制
ナ
ル
ア
リ
共
和
ニ
シ
テ
立
君
ナ
ル
ア
リ
共
和
未
ダ
必
ズ
シ
モ
民
政
ナ
ラ
ズ
シ
テ
立
君
モ
亦
タ
未
ダ
必
ズ
シ
モ
民
政
ナ

ラ
ズ
ン
バ
ア
ラ
ズ
」（

（（
（

、
さ
ら
に
「
政
権
ヲ
以
テ
全
国
人
民
ノ
公
有
物
ト
為
シ
一
二
有
司
ニ
私
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
皆
『
レ
ス
ピ
ユ
ブ
リ

カ
ー
』
ナ
リ
皆
ナ
共
和
政
治
ナ
リ
君
主
ノ
有
無
ハ
其
問
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
」（

（（
（

、「
吾
隮
ノ
『
レ
ス
ピ
ユ
ブ
リ
カ
』
ノ
実
ヲ
主
ト
シ
テ
其
名
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ヲ
問
ハ
ズ
共
和
政
治
ヲ
改
メ
テ
君
民
政
治
ト
称
ス
ル
所
以
ナ
リ
」（

（（
（

と
述
べ
て
い
る（（（
（

。
こ
こ
で
は
共
和
の
本
質
が
君
主
制
と
相
い
れ
な

い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
兆
民
の
「
共
和
」
の
理
解
を
分
析
し
て
い
る
松
尾
章
一
は
、「
民
主
制
」（D

em
ocracy

（
と
「
共
和
制
」（Republic

（
が

当
時
の
日
本
で
「
異
名
同
意
語
に
使
用
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
を
指
摘
し
、「
民
権
論
者
は
、
民
主
政
体
と
は
、
君
主
制
を
否
定
す
る

共
和
政
体
と
と
も
に
、
君
民
共
治
の
立
憲
君
主
政
体
を
も
そ
の
な
か
に
ふ
く
め
て
よ
い
と
考
え
て
い
た
」
と
し
て
い
る（（（
（

。
こ
う
し
た

例
と
し
て
さ
ら
に
松
尾
が
挙
げ
る
の
は
、
奥
宮
健
之
の
以
下
の
文
で
あ
る
。

　
「
凡
そ
世
に
成
立
す
る
政
体
を
観
察
す
れ
ば
其
種
類
甚
だ
多
き
に
似
た
り
と
雖
も
今
之
を
大
別
す
る
時
は
僅
か
に
二
類
に
過
ぎ
ず
。
曰
く

君
主
専
制
曰
く
共
和
政
体
是
な
り
。
夫
の
寡
人
政
治
若
し
く
は
有
司
専
制
と
言
ふ
が
如
き
は
畢
竟
君
主
専
制
の
変
形
に
し
て
原
と
異
種
の
性

質
を
有
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
又
た
立
憲
政
体
或
は
君
民
共
治
と
称
す
る
が
如
き
も
畢
竟
共
和
政
体
の
変
形
に
し
て
全
く
別
種
の

も
の
と
見
做
す
べ
か
ら
ず
」（

（（
（

　

こ
の
文
章
は
、「
民
主
政
体
を
共
和
政
体
と
い
い
か
え
、
君
民
共
治
の
立
憲
君
主
政
体
を
民
主
政
体
、
す
な
わ
ち
共
和
政
体
の
中

に
入
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
よ
い
例
」（

（（
（

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
を
見
る
限
り
、
君
主
と
共
和
が
対

立
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
専
制
と
共
和
を
対
立
さ
せ
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
民
主
制
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ

り
は
、
共
和
に
「
共
に
和
す
る
」
と
い
う
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
専
制
と
相
対
す
る
も
の
と
し
て
の
共
和
の
理
解
が

生
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
理
解
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
先
に
挙
げ
た
韓
国
愛
国
啓
蒙
雑
誌
の

「
共
和
」
の
理
解
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
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五
、
韓
国
に
お
け
る
共
和
制
へ
の
転
換

　

そ
れ
で
は
、
韓
国
の
思
潮
が
立
憲
君
主
制
か
ら
君
主
を
も
た
な
い
共
和
制
へ
と
転
換
す
る
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
だ
っ
た
の
か
。
愼

鏞
廈
は
、
新
民
会
の
活
動
に
注
目
し
、
共
和
制
へ
の
端
緒
を
み
て
い
る（（（
（

。
一
方
、
朴
贊
勝
は
『
大
韓
毎
日
申
報
』
が
新
民
会
の
機
関

誌
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
「
二
十
世
紀
新
国
民
」
が
、
西
洋
史
に
つ
い
て
、「
人
民
の
福

が
日
ご
と
大
き
く
な
り
、
専
制
封
建
の
旧
弊
が
去
り
、
立
憲
共
和
の
福
音
が
ゆ
き
わ
た
り
、
国
家
は
人
民
の
楽
園
と
な
り
、
人
民
は

国
家
の
主
人
と
な
り
、
孔
子
孟
子
の
輔
世
長
民
主
義
が
こ
こ
に
実
行
さ
れ
、
ル
ソ
ー
の
平
等
自
由
精
神
が
こ
こ
に
成
功
し
た
の
で
あ

る
」（

（（
（

と
説
明
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
こ
れ
が
西
洋
の
歴
史
に
つ
い
て
の
説
明
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
ま
た
先
に
見
た
よ
う
な
立
憲
君

主
制
に
つ
い
て
の
説
明
と
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、「
立
憲
的
国
民
」
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

「
国
民
」
概
念
に
基
づ
く
国
家
観
、
す
な
わ
ち
国
民
国
家
的
な
国
家
観
が
垣
間
み
ら
れ
る
こ
と
に
、
注
目
し
て
い
る（（（
（

。

　

以
下
、
朴
贊
勝
の
研
究
に
従
え
ば
、
当
時
、
ア
メ
リ
カ
の
韓
国
人
社
会
に
お
い
て
作
ら
れ
た
共
立
協
会
の
機
関
誌
『
共
立
申
報
』

も
こ
れ
ま
で
の
韓
国
の
改
革
が
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
拡
張
の
み
を
考
え
、
国
民
の
自
由
平
等
の
確
立
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
強

く
批
判
し
て
い
た（（（
（

。
し
か
し
、
君
主
制
自
体
へ
の
批
判
が
強
く
現
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
韓
国
併
合
が
行
わ
れ
る
直
前
に
な
っ
て
の

こ
と
で
あ
る
。
さ
き
の
共
立
協
会
は
大
同
報
国
会
と
統
合
し
て
一
九
〇
九
年
に
大
韓
人
国
民
会
を
形
成
し
た
。
こ
の
国
民
会
は
「
専

制
政
治
の
打
破
」
を
標
榜
し
て
い
た（（（
（

。
国
民
会
の
機
関
誌
『
新
韓
民
報
』
は
皇
帝
一
族
の
亡
国
の
責
任
を
厳
し
く
主
張
し
て
お
り（（（
（

、

こ
う
し
た
立
場
か
ら
国
民
会
は
日
本
の
植
民
地
支
配
に
下
っ
た
政
府
と
は
異
な
る
自
治
機
関
を
作
る
こ
と
を
模
索
し
た
の
だ
っ
た
。

但
し
、
こ
れ
は
臨
時
政
府
設
立
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い（（（
（

。

　

韓
国
の
共
和
制
へ
の
途
へ
の
直
接
的
な
引
き
金
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
九
一
一
年
に
起
こ
っ
た
辛
亥
革
命
で
あ
る
。

北
京
に
い
た
曺
成
煥
は
安
昌
浩
に
手
紙
を
送
り
、「
四
千
年
、
老
大
帝
国
の
腐
敗
し
た
専
制
を
打
破
し
、
大
陸
に
栄
誉
あ
る
共
和
制
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を
建
設
し
、
少
数
の
血
で
金
功
を
収
め
…
…
」（

（（
（

と
辛
亥
革
命
の
成
功
を
讃
え
る
と
と
も
に
、「
中
華
の
こ
の
成
功
は
ま
さ
に
半
島
の

先
鋒
だ
」（

（（
（

と
し
て
こ
れ
に
続
く
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
て
中
国
で
の
革
命
に
賛
同
す
る
者
た
ち
を
中
心
と
す
る
動
き
が

活
発
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
君
主
制
か
ら
の
移
行
を
明
示
的
に
宣
言
す
る
文
書
と
し
て
最
初
に
出
さ
れ
た
の
は
、
一
九
一
七
年

の
「
大
同
団
結
宣
言
」
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
申
檉
・
趙
鏞
殷
・
申
獻
民
・
朴
容
萬
・
韓
震
・
洪
煒
・
朴
殷
植
・
申
采
浩
・

尹
世
復
・
曹
煜
・
朴
基
駿
・
申
斌
・
金
成
・
李
逸
の
名
前
で
出
さ
れ
た
同
宣
言
で
は
「
隆
熙
皇
帝
が
三
宝
を
放
棄
し
た
八
月
二
十
九

日
は
即
ち
わ
れ
ら
同
志
が
三
宝
を
継
承
し
た
八
月
二
十
九
日
で
あ
る
。
…
…
か
の
帝
権
消
滅
の
時
が
民
権
発
生
の
時
で
あ
る
。
そ
の

間
に
瞬
間
も
停
息
は
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
同
志
は
完
全
な
相
続
者
で
あ
り
、
か
の
帝
権
消
滅
の
時
が
即
ち
民
権
発
生
の
時
で
あ

る
…
…
隆
熙
皇
帝
の
主
権
放
棄
と
は
即
ち
わ
が
国
民
同
士
に
対
す
る
黙
示
的
禅
位
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
皇
帝
が
退
位

し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
主
権
が
日
本
に
移
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
主
権
が
君
主
か
ら
国
民
に
移
っ
た
こ

と
が
明
確
に
主
張
さ
れ
た
。
そ
の
後
、「
大
同
団
結
宣
言
」
に
参
加
し
た
者
の
多
く
お
よ
び
、
金
奎
植
、
李
承
晩
等
三
九
人
が
参
加

し
た
一
九
一
九
年
二
月
の
「
大
韓
独
立
宣
言
書
」
で
も
、「
大
韓
民
主
の
自
立
」
が
宣
布
さ
れ
て
い
る（（（
（

。

　

前
述
の
宣
言
書
の
中
で
は
い
ま
だ
「
共
和
制
」「
共
和
国
」
と
い
う
こ
と
ば
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
金
昌
明
編
『
朝
鮮
独
立
運

動
Ⅱ
―
民
族
主
義
運
動
篇
―
』
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
九
年
四
月
一
日
に
李
承
晩
・
安
昌
浩
・
金
奎
植
・
崔
在
亨
・
李
東
輝
に
よ
り

「
朝
鮮
共
和
国
仮
政
府
組
織
の
布
告
」
お
よ
び
「
朝
鮮
共
和
国
仮
憲
法
」
が
出
さ
れ
て
お
り（（（
（

、
こ
れ
が
「
共
和
国
」
を
表
明
し
た
最

初
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
直
後
、
四
月
一
一
日
に
は
、「
大
韓
民
国
臨
時
憲
章
」
一
条
で
「
大
韓
民
国
は
民
主
共
和
制

と
す
る
こ
と
」
が
宣
布
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

六
、
中
国
に
お
け
る
「
共
和
国
」
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前
述
の
よ
う
に
、
独
立
運
動
の
過
程
で
目
指
す
べ
き
目
標
と
し
て
、
立
憲
君
主
制
と
は
区
別
さ
れ
た
共
和
制
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
る
の
に
は
、
中
華
民
国
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
冒
頭
で
挙
げ
た
陳
力
衛
は
、
中
国
に
お
い
て
は
「
共
和
」
の
意
味

で
「
民
主
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
し
て
い
る（（（
（

。
孫
文
も
有
名
な
一
九
〇
六
年
の
演
説
「
三
民
主
義
と
中
国
の
前
途
」
で
は
、「
中

国
で
は
数
千
年
来
す
べ
て
君
主
専
制
政
体
で
あ
っ
た
」
と
し
、
こ
の
政
体
を
変
革
す
る
た
め
に
「
政
治
革
命
」
が
必
要
で
あ
り
、

「
そ
の
政
治
革
命
の
結
果
は
と
い
う
と
、
民
主
立
憲
政
体
を
樹
立
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
い
る（（（
（

。
孫
文
は
「
中
国
革
命
史
」（
一

九
二
二
年
（
に
お
い
て
も
、「
自
分
の
い
う
民
権
主
義
は
、
第
一
に
、
民
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
第
二
に
民

主
専
制
は
絶
対
に
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
必
ず
立
憲
制
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る（（（
（

」
と
民
主
立
憲
を
そ

の
目
指
す
と
こ
ろ
と
し
て
い
る
。

　

孫
文
の
思
想
に
つ
い
て
い
え
ば
、
か
れ
は
一
八
九
五
年
の
「
興
中
会
宣
言
」
で
『
書
経
』
の
「
民
惟
邦
本
」
を
引
用
し
て
い
る（（（
（

。

但
し
、
こ
こ
で
は
民
本
主
義
な
い
し
民
主
主
義
の
主
張
と
い
う
よ
り
は
、
民
が
力
を
合
わ
せ
れ
ば
難
局
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
い
う

文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
八
九
五
年
に
か
れ
は
広
州
武
装
蜂
起
に
失
敗
し
、
海
外
に
亡
命
す
る
。
そ
の
後
、
一
九
〇
〇
年

の
義
和
団
事
件
後
、
急
速
に
高
ま
っ
た
革
命
気
運
を
結
集
し
、
一
九
〇
五
年
に
華
興
会
・
興
中
会
・
光
復
会
の
大
同
団
結
に
よ
っ
て

「
中
国
同
盟
会
」
を
結
成
す
る
が
、
そ
こ
で
「
駆
除
韃
虜
、
恢
復
中
華
、
創
立
民
国
、
平
均
地
権
」
の
四
綱
領
を
盛
り
込
ん
だ
「
中

国
同
盟
会
宣
言
」（
一
九
〇
五
年
（
を
発
表
し
た
。
こ
の
中
で
「
創
立
民
国
」
に
関
し
て
は
、「
今
や
、
平
民
革
命
に
よ
り
、
国
民
政

府
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
。
お
よ
そ
わ
が
国
民
た
る
も
の
は
す
べ
て
平
等
に
参
政
権
を
持
つ
。
大
総
統
は
国
民
が
選
挙
し
、
議
会
は
国

民
の
公
選
し
た
議
員
が
構
成
し
、
中
華
民
国
憲
法
を
制
定
し
、
人
民
は
、
と
も
に
こ
れ
を
守
る
。
あ
え
て
帝
制
を
実
行
せ
ん
と
す
る

者
は
、
天
下
が
と
も
に
こ
れ
を
撃
つ
」
と
述
べ
て
い
る（（（
（

。

　

以
後
、
一
九
一
一
年
一
〇
月
の
革
命
に
よ
っ
て
君
主
政
治
か
ら
「
共
和
国
」
へ
と
転
換
し
、
辛
亥
革
命
後
の
中
華
民
国
臨
時
約
法

（
一
九
一
二
年
（
二
条
は
「
中
華
民
国
の
主
権
は
、
国
民
全
体
に
属
す
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
過
程
で
も
「
共
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和
」
よ
り
も
「
民
主
」
の
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
韓
国
憲
法
へ
の
中
華
民
国
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
卓
越
し
た
研
究
を
行
っ
て
い
る
申
宇
澈
に
よ
れ
ば
、
中
華
民
国
の

建
国
過
程
で
、
憲
法
案
に
中
華
民
国
が
「
民
主
共
和
国
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
が
登
場
す
る
の
は
、
一
九
二
五
年
の
中
華
民
国
憲
法

草
案
（
段
記
憲
章
（
一
条
の
「
中
華
民
国
は
永
遠
に
民
主
共
和
国
で
あ
る
」
が
初
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
共
和
国
」
は
「
連
邦

国
」
な
い
し
「
連
省
国
」
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
中
華
民
国
に
お
け
る
「
共
和
」
が
民
族
間
の
平
等
、「
合
衆
」
を
意
味
す

る
側
面
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
中
華
民
国
の
建
国
思
想
に
は
先
に
み
た
よ
う
に
、

異
民
族
の
専
制
支
配
か
ら
の
脱
却
と
い
う
目
標
が
強
く
働
い
て
い
る
。
民
族
主
義
的
な
面
か
ら
み
れ
ば
、
民
国
の
建
立
に
つ
い
て
は
、

「
平
民
革
命
に
よ
り
、
国
民
政
府
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
。
お
よ
そ
わ
が
国
民
た
る
も
の
は
す
べ
て
平
等
に
参
政
権
を
持
つ（（（
（

」
と
説
明

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
国
民
」
は
「
満
州
族
を
駆
除
し
た
の
ち（（（
（

」
作
ら
れ
る
国
家
の
国
民
で
あ
っ
た
。
民
族
主
義
に
は
、
中
国
民

族
の
解
放
と
中
国
領
内
の
各
民
族
の
平
等
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
た（（（
（

。
民
族
の
問
題
は
、
中
国
の
近
代
化
に
お
い
て
主
要
な
論

点
で
あ
っ
た
。
清
末
の
代
表
的
な
啓
蒙
思
想
家
の
巌
復
は
排
外
主
義
、
排
満
民
族
主
義
を
批
判
し
て
い
た（（（
（

。
こ
れ
ら
を
乗
り
越
え
た

国
民
国
家
形
成
を
目
指
す
と
い
う
の
が
巌
復
の
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
康
有
為
も
類
似
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
大
同
共
和
と

は
異
な
り
、
孫
文
は
異
民
族
支
配
の
打
倒
を
訴
え
た
。
中
国
の
共
和
は
そ
の
支
配
打
倒
後
に
目
指
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た（（（
（

。

康
有
為
ら
の
立
憲
君
主
制
に
対
す
る
孫
文
の
立
憲
民
主
制
主
張
の
背
景
に
は
こ
の
点
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。　

七
、
趙
素
昴
の
「
民
国
」

　

韓
国
に
お
い
て
は
、
中
国
の
影
響
の
下
で
、
先
の
「
大
同
団
結
宣
言
」
や
「
大
韓
独
立
宣
言
書
」
の
草
案
を
作
成
し
た
と
さ
れ
る（（（
（

趙
素
昴
（
＝
趙
鏞
殷
（
が
そ
の
後
の
独
立
運
動
の
思
想
的
基
盤
を
形
成
し
て
ゆ
く
。
か
れ
は
韓
国
独
立
党
の
「
党
綱
解
釈　

草
案（（（
（

」
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の
中
で
、「
民
国
」
と
い
う
の
は
通
常
西
洋
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
民
主
国
」
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
と
し
て
こ
れ
を
説
明
し
て
い

る
。
以
下
、
や
や
長
く
な
る
が
、
趙
素
昴
の
説
明
を
見
て
お
こ
う
。

　
「
民
国
と
い
う
の
は
民
主
国
の
意
味
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
民
主
国
と
い
う
の
は
君
主
政
治
と
対
立
す
る
名
詞
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ

カ
等
、
共
和
国
で
ま
ず
採
用
さ
れ
た
制
度
で
す
。
し
か
し
、
わ
れ
ら
の
民
国
は
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
点
が
あ
り
ま
す
。
大
概
、
民
国
と
い

う
の
は
民
主
政
治
を
採
用
す
る
国
家
で
あ
る
と
す
る
縮
小
名
詞
で
す
。
民
主
政
治
と
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
訳
で
あ
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
語

源
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
デ
モ
ス
」（
平
民
（
と
ク
ラ
スマ

トマ

（
政
治
（
か
ら
発
源
し
た
も
の
で
あ
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー

（
貴
族
政
治
（
に
反
対
し
て
台
頭
し
た
平
民
政
治
で
す
。
近
代
的
民
主
制
度
の
大
体
は
、
代
議
政
治
・
普
通
選
挙
・
言
論
・
出
版
・
集
会
・

結
社
・
信
仰
の
自
由
と
公
判
制
度
を
内
容
と
す
る
政
治
形
式
で
あ
り
、
一
般
人
民
に
主
権
が
あ
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
共
和
政
治
は
、
君
主

政
治
や
貴
族
政
治
で
は
な
い
政
体
で
す
。
世
襲
王
朝
あ
る
い
は
終
身
制
で
選
ば
れ
た
君
主
が
国
家
を
統
治
し
代
表
す
る
制
度
で
は
な
く
、
一

定
の
任
期
を
有
す
る
、
国
民
選
挙
で
当
選
し
た
大
統
領
あ
る
い
は
国
務
総
理
が
そ
の
任
に
当
た
り
、
国
務
運
用
で
も
直
接
間
接
に
人
民
の
手

に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
民
主
主
義
中
央
集
権
制
と
新
民
主
主
義
の
意
味
に
つ
い
て
の

若
干
の
解
釈
が
必
要
な
こ
と
で
す
。
民
主
中
央
集
権
云
々
は
民
主
と
中
央
集
権
の
二
つ
を
濫
用
す
る
と
い
う
点
で
す
。
民
主
的
と
は
一
般
民

衆
の
意
思
を
投
票
や
会
議
あ
る
い
は
そ
の
他
の
手
段
で
民
意
を
代
表
し
反
映
さ
せ
、
最
大
多
数
人
の
意
志
を
も
っ
て
事
を
行
う
も
の
で
あ
り
、

万
機
を
公
論
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
民
主
的
で
あ
り
、
そ
の
反
対
は
官
僚
的
命
令
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
は
中
央
集
権
的
で
す
。
す

な
わ
ち
中
央
集
権
は
権
力
を
中
央
に
集
中
し
、
何
に
も
制
約
を
受
け
ず
自
由
に
行
う
こ
と
で
す
。
民
主
的
と
は
反
対
と
な
る
制
度
で
す
。
し

か
し
民
主
的
中
央
集
権
制
度
は
両
者
の
長
所
を
取
っ
た
折
衷
制
度
で
あ
り
、
議
事
取
決
ま
で
は
徹
底
し
て
自
由
に
民
主
的
に
行
わ
れ
、
決
定

さ
れ
、
実
行
す
る
と
き
に
は
そ
の
決
定
の
範
囲
内
で
断
固
た
る
態
度
で
す
ば
や
く
権
力
を
も
っ
て
執
行
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
す
。
こ
の

種
の
執
行
に
は
必
ず
民
主
的
原
則
に
よ
り
代
表
が
選
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
代
表
者
は
多
数
意
志
で
選
ば
れ
る
の
み
な
ら
ず
多
数
意
志
で

罷
免
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
次
は
新
民
主
制
度
と
い
う
こ
と
ば
で
す
が
、
新
と
い
う
字
を
加
え
た
本
意
は
現
代
世
界
の
七
〇
余

国
中
、
最
大
多
数
の
国
家
が
民
主
政
治
を
採
用
し
た
が
民
主
政
治
の
実
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
形
式
的
に
進
ん
で
い
る
の
で
、
わ
れ
ら
は
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陳
腐
な
民
主
的
残
滓
を
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
民
主
政
治
の
真
髄
あ
る
い
は
民
治
の
本
質
を
実
行
し
よ
う
と
新
の
字
を
加
え
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
真
髄
お
よ
び
本
質
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
わ
が
政
綱
に
列
挙
し
た
三
均

主
義
だ
け
が
旧
民
主
制
度
の
失
敗
と
欠
陥
を
補
い
救
い
、
名
実
相
伴
っ
た
全
民
政
体
を
指
向
し
う
る
も
の
な
の
で
す（

（（
（

」

　

こ
こ
で
は
、
共
和
政
治
は
「
一
般
人
民
に
主
権
が
あ
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
」
も
の
、「
一
定
の
任
期
を
有
す
る
、
国
民
選
挙
で

当
選
し
た
大
統
領
あ
る
い
は
国
務
総
理
が
そ
の
任
に
当
た
り
、
国
務
運
用
で
も
直
接
間
接
に
人
民
の
手
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
」
と

説
明
さ
れ
る
。
そ
の
前
に
出
て
く
る
「
民
主
政
治
」
と
等
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
こ
こ
で
も
「
民
主
」
と
の
区
別
は
明

確
で
は
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
の
「
民
国
」
の
統
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
官
僚
的
命
令
的
な
中
央
集
権
で
な
い
こ
と
、
お
よ
び
三

均
主
義
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
る
。

　

か
れ
の
い
う
三
均
主
義
と
は
、
政
治
・
経
済
・
教
育
の
均
等
を
は
か
り
、
個
人
間
、
民
族
間
、
国
家
間
の
平
等
を
求
め
る
と
い
う

も
の
で
、「
建
国
の
最
高
公
理
」
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た（（（
（

。
前
述
の
「
党
義
解
釈　

草
案
」
の
末
尾
で
は
、「
概
括
的
に
述
べ
れ
ば
、

土
地
・
人
民
・
主
権
を
完
全
に
回
復
し
、
大
韓
民
国
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
内
部
で
は
五
〇
〇
〇
年
の
君
主
制
度
の
遺
習
を

転
覆
し
、
外
に
は
異
族
日
本
の
三
〇
余
年
横
侵
し
た
悪
勢
力
を
駆
逐
し
、
異
族
専
制
の
魔
力
を
打
倒
し
、
世
界
的
に
い
か
な
る
国
家

も
採
用
で
き
な
か
っ
た
新
鮮
な
政
体
の
国
家
を
建
立
し
て
東
方
民
族
の
異
彩
と
し
て
世
界
文
化
の
先
駆
と
な
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
（
（（
（

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
旧
君
主
制
と
異
民
族
支
配
の
打
倒
は
孫
文
の
主
張
と
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
三
均
主
義
に
お
け
る
平
等
も
孫
文
が
述
べ
た
中
国
内
部
で
の
平
等
と
重
な
っ
て
い
る
。

八
、
お
わ
り
に
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以
上
、
い
ま
だ
甚
だ
雑
駁
で
あ
る
が
、
既
存
の
研
究
お
よ
び
入
手
で
き
た
範
囲
の
資
料
に
基
づ
い
て
、
韓
国
の
「
民
主
」
と
「
共

和
」
の
概
念
が
ど
の
よ
う
に
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
か
を
見
て
き
た
、
こ
こ
で
は
以
上
に
基
づ
く
本
テ
ー
マ
の
暫
定
的
な
ま
と
め
を

行
っ
て
お
き
た
い
。

　
「
民
主
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
韓
国
で
は
当
初
、「
民
主
」
よ
り
「
民
国
」「
民
本
」
の
語
が
使
わ
れ
、
特
に
主
と
し
て
君
主
制
を

前
提
と
し
て
の
立
憲
君
主
制
を
指
す
も
の
、
さ
ら
に
そ
こ
で
議
会
主
義
を
ど
こ
ま
で
導
入
で
き
る
か
と
い
う
議
論
に
お
い
て
使
わ
れ

た
概
念
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、「
共
和
」
と
い
う
こ
と
ば
は
使
い
方
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
初
期
に
は
、

君
と
民
が
和
し
て
議
す
る
と
い
う
立
憲
君
主
制
的
な
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
独
立
運
動
が
進
む

中
で
も
、「
共
和
」
と
い
う
こ
と
ば
よ
り
も
「
民
主
」
や
「
民
国
」
と
い
う
こ
と
ば
が
主
に
用
い
ら
れ
る
の
が
韓
国
お
よ
び
中
国
に

共
通
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
民
主
」
と
「
共
和
」
が
区
別
さ
れ
ず
に
用
い
ら
れ
て
き
た
と
い
う
先
行
研
究
の
指
摘
ど
お
り

で
あ
る
が
、
一
面
で
「
民
国
」
概
念
の
内
的
変
容
の
問
題
と
連
動
し
た
「
共
和
」
概
念
の
内
的
変
容
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
「
民
国
」
が
「
民
本
」
主
義
的
に
理
解
さ
れ
、「
共
和
」
に
つ
い
て
も
立
憲
君
主
制
を
含
め
た
議
論
が
展

開
さ
れ
た
の
に
対
し
、
孫
文
が
「
民
国
」
形
成
に
お
い
て
立
憲
君
主
制
と
区
別
さ
れ
る
立
憲
民
主
制
を
唱
え
、
趙
素
昴
が
「
官
僚
的

命
令
的
」
な
「
中
央
集
権
」
で
は
な
い
「
新
民
主
」
と
唱
え
る
よ
う
に
な
る
と
、「
共
和
」
は
こ
の
「
立
憲
民
主
」
や
「
新
民
主
」

と
等
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。「
共
和
」
の
用
法
に
お
い
て
一
貫
し
て
現
れ
る
の
は
専
制
で
は
な
い
と
い
う
性
格
づ
け
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
専
制
で
な
い
「
共
和
」
の
あ
り
方
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
孫
文
や
趙
素
昴
に
共
通

す
る
の
は
、
異
民
族
支
配
お
よ
び
腐
敗
し
た
君
主
制
の
打
倒
に
よ
っ
て
「
民
主
」
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
平
等
を
重
視
し
た
国
家

建
設
で
あ
っ
た
。
三
民
主
義
や
三
均
主
義
は
、「
民
主
」
国
に
お
け
る
「
共
和
」
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
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（
1
（　

陳
力
衛
「『
民
主
』
と
『
共
和
』
―
近
代
日
中
概
念
の
形
成
と
そ
の
相
互
影
響
―
」
成
城
・
経
済
研
究
一
九
四
号
（
二
〇
一
一
年
一

一
月
（
一
〇
頁
以
下
。

（
2
（　

金
孝
全
「
憲
法
概
念
史
의 

境
界
넘
기
」
공
법
연
구
三
六
集
三
号
（
二
〇
〇
八
年
二
月
（
三
八
頁
、
李
映
録
「
한
국
에
서
의
′
민
주

공
화
국
′
의 

개
념
사
―
특
히 

′
공
화
′
개
념
을 

중
심
으
로
―
」
法
史
学
研
究
四
二
号
（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
（
五
三
頁
、
ジ
ャ
ニ
ン
・

ジ
ャ
ン
（
張
嘉
寧
（「『
万
国
公
法
』
成
立
事
情
と
翻
訳
問
題
―
そ
の
中
国
語
訳
と
和
訳
を
め
ぐ
っ
て
―
」
加
藤
周
一
・
丸
山
真
男
校
注

『
翻
訳
の
思
想
』（
日
本
近
代
思
想
体
系
15
（
岩
波
書
店
一
九
九
一
年
三
九
二
頁
（
以
下
の
本
文
に
お
け
る
具
体
的
な
訳
語
に
つ
い
て
の
指

摘
は
同
論
文
に
よ
る
（、
等
、
参
照
。
な
お
、
こ
の
ジ
ャ
ニ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
論
文
の
注
40
に
お
い
て
も
、「
民
主
」
の
語
源
に
つ
い
て
『
書

経
』
に
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
し
か
し
そ
こ
で
の
「
民
主
」
は
「
民
の
主
」
す
な
わ
ち
「
君
」
の
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
ら

れ
て
い
る
（
同
三
九
九
頁
（。
な
お
、
陳
力
衛
前
掲
「『
民
主
』
と
『
共
和
』」
一
二
頁
は
、『
万
国
公
法
』
の
中
で
、
し
ば
し
ばrepublic

が
「
民
主
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
3
（　

こ
こ
で
は
、
韓
国
学
文
化
研
究
所
編
『
萬
國
公
法
』（
韓
国
近
代
法
制
史
料
叢
書
１
（
亜
細
亜
文
化
社
一
九
八
一
年
を
参
照
し
た
。

該
当
箇
所
は
同
著
九
二
頁
。
対
応
す
る
ウ
ィ
ー
ト
ン
の
原
著
は
、H

enry W
heaton, E

lem
ents of International Law

 (the literal 
reproduction of the edition of 18（（ by Richard H

enry D
ana, Jr.) , Clarendon Press 193（ p.27

§19.

（
4
（　

前
掲
『
萬
國
公
法
』
一
三
二
頁
。
対
応
す
る
原
著
の
箇
所
は
、ibid., p.73

§59.

（
5
（　

前
掲
『
萬
國
公
法
』
九
七
頁
。
対
応
す
る
原
著
の
箇
所
は
、ibid., p.33

§25. 

（
（
（　

拙
稿
「
韓
国
に
お
け
る
『
民
主
共
和
国
』
の
概
念
」
孝
忠
延
夫
編
『
差
異
と
共
同
―
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
視
角
』
関
西
大
学

出
版
部
二
〇
一
一
年
二
九
頁
以
下
。

（
7
（　

李
泰
鎭
「
朝
鮮
時
代
の
『
民
本
』
意
識
の
変
遷
と
一
八
世
紀
『
民
国
』
理
念
の
台
頭
」
朴
忠
錫
・
渡
辺
浩
編
『
国
家
理
念
と
対
外
認

識
―
17
︲
19
世
紀
』（
日
韓
共
同
研
究
叢
書
３
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
二
〇
〇
一
年
四
頁
。
同
論
文
は
、『
書
経
』
に
み
ら
れ
る
「
民
惟

邦
本
」
と
い
う
考
え
が
高
麗
時
代
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
精
神
に
立
脚
し
た
王
や
両
班
官
僚
た
ち
の
統
治
論
は
「
小
民
保
護
」

を
重
視
す
る
こ
と
で
統
治
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
民
は
あ
く
ま
で
統
治
の
客
体
と
し
て
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
、
一
八
世
紀
に
な
る
と
士
太
夫
に
よ
る
搾
取
か
ら
の
小
民
保
護
と
い
う
意
識
が
君
主
の
中
に
起
こ
っ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
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（
8
（　

李
泰
鎭
前
掲
「
朝
鮮
時
代
の
『
民
本
』
意
識
の
変
遷
と
一
八
世
紀
『
民
国
』
理
念
の
台
頭
」
三
一
頁
以
下
は
『
英
祖
実
録
』
の
英
祖

三
一
年
（
一
七
五
六
年
（
一
二
月
一
三
日
の
記
事
を
挙
げ
て
い
る
。

（
9
（　

李
泰
鎭
前
掲
「
朝
鮮
時
代
の
『
民
本
』
意
識
の
変
遷
と
一
八
世
紀
『
民
国
』
理
念
の
台
頭
」
三
六
頁
で
は
「
韓
国
の
政
治
史
に
お
い

て
民
本
思
想
が
占
め
る
比
重
は
非
常
に
大
き
い
。
こ
の
思
想
を
生
み
だ
し
た
儒
教
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
理

念
が
初
め
て
標
榜
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
文
献
的
に
は
、
高
麗
時
代
中
葉
と
確
認
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
高
麗
末
期
に

な
っ
て
、「
民
本
思
想
は
、
中
世
の
特
徴
的
支
配
体
制
の
一
つ
で
あ
っ
た
地
方
分
立
体
制
が
、
韓
国
史
か
ら
消
え
て
い
く
中
で
、
政
治
的

ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
定
着
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
10
（　

李
泰
鎭
前
掲
「
朝
鮮
時
代
の
『
民
本
』
意
識
の
変
遷
と
一
八
世
紀
『
民
国
』
理
念
の
台
頭
」
二
四
頁
。

（
11
（　

李
泰
鎭
前
掲
「
朝
鮮
時
代
の
『
民
本
』
意
識
の
変
遷
と
一
八
世
紀
『
民
国
』
理
念
の
台
頭
」
三
一
頁
。
な
お
同
三
四
頁
は
、
正
祖
が

易
学
を
使
っ
た
君
民
一
体
の
説
明
を
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
す
る
。

（
12
（　
「
朝
鮮
国
内
政
ニ
関
ス
ル
朴
泳
孝
建
白
書
」
外
務
省
編
纂
『
日
本
外
交
文
書
』
二
一
巻
日
本
国
際
連
合
協
会
一
九
四
九
年
二
九
四
頁
。

（
13
（　

前
掲
「
朝
鮮
国
内
政
ニ
関
ス
ル
朴
泳
孝
建
白
書
」
二
九
五
頁
。

（
14
（　

前
掲
「
朝
鮮
国
内
政
ニ
関
ス
ル
朴
泳
孝
建
白
書
」
三
〇
八
頁
。

（
15
（　

前
掲
「
朝
鮮
国
内
政
ニ
関
ス
ル
朴
泳
孝
建
白
書
」
三
〇
九
頁
。

（
1（
（　

前
掲
「
朝
鮮
国
内
政
ニ
関
ス
ル
朴
泳
孝
建
白
書
」
三
〇
九
頁
。

（
17
（　
「
졔
손
씨 

편
지
」（
독
립
신
문
一
八
九
八
年
一
一
月
一
六
日
（。

（
18
（　
「
논
설
」（
독
립
신
문
一
八
九
七
年
四
月
一
七
日
（。

（
19
（　
「
논
설
」（
독
립
신
문
一
八
九
七
年
四
月
一
七
日
（。

（
20
（　

李
暁
東
「
立
憲
の
中
国
的
論
理
と
そ
の
源
泉
」
政
治
思
想
研
究
一
三
号
（
二
〇
一
三
年
五
月
（
二
一
四
頁
以
下
、
参
照
。

（
21
（　

こ
の
時
代
の
論
争
を
扱
う
も
の
と
し
て
、
植
松
忠
博
「
近
代
日
本
の
民
本
主
義
」
国
民
経
済
雑
誌
（
神
戸
大
学
（
一
八
一
巻
四
号

（
二
〇
〇
〇
年
四
月
（
四
一
頁
以
下
。

（
22
（　

井
上
哲
次
郎
「
国
民
思
想
の
矛
盾
」
太
田
雅
夫
編
『
資
料
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
争
史
』
上
巻
新
泉
社
一
九
七
一
年
（
初
出
は
『
東

亜
之
光
』
一
九
一
三
年
二
月
号
（
一
九
頁
以
下
。
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（
23
（　

井
上
前
掲
「
国
民
思
想
の
矛
盾
」
二
八
頁
。

（
24
（　

上
杉
慎
吉
は
「
民
本
主
義
と
民
主
主
義
」
太
田
編
前
掲
『
資
料
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
争
史
』
上
巻
（
初
出
は
『
東
亜
之
光
』
一
九

一
三
年
五
月
号
（
三
一
頁
に
お
い
て
も
美
濃
部
の
国
体
論
に
批
判
的
に
言
及
し
て
い
る
。

（
25
（　

上
杉
前
掲
「
民
本
主
義
と
民
主
主
義
」
三
一
頁
以
下
。

（
2（
（　

上
杉
前
掲
「
民
本
主
義
と
民
主
主
義
」
三
三
頁
。

（
27
（　

吉
野
作
造
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」『
吉
野
作
造
選
集
』
二
巻
岩
波
書
店
一
九
九
六
年
（
初
出

は
『
中
央
公
論
』
一
九
一
六
年
一
月
号
（
二
四
頁
。

（
28
（　

吉
野
前
掲
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」
二
四
頁
以
下
。

（
29
（　

吉
野
前
掲
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」
二
五
頁
。

（
30
（　

古
川
江
里
子
『
美
濃
部
達
吉
と
吉
野
作
造
』（
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
人
０
９
５
（
山
川
出
版
社
二
〇
一
一
年
四
九
頁
。

（
31
（　

吉
野
前
掲
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」
三
一
頁
。

（
32
（　

吉
野
作
造
「
民
本
主
義
・
社
会
主
義
・
過
激
主
義
」
前
掲
『
吉
野
作
造
選
集
』
二
巻
（
初
出
は
『
中
央
公
論
』
一
九
一
九
年
六
月

号
（
一
四
六
頁
以
下
。

（
33
（　

吉
野
前
掲
「
民
本
主
義
・
社
会
主
義
・
過
激
主
義
」
一
五
二
頁
以
下
、
参
照
。

（
34
（　

松
本
三
之
介
「
民
本
主
義
か
、
官
僚
専
制
か
―
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
―
」
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
四
六
巻
九
号
（
一
九
六
八
年
三
月

五
日
（
八
五
頁
。

（
35
（　

献
議
六
条
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
愼
鏞
廈
『
独
立
協
会
研
究
―
独
立
新
聞
・
独
立
協
会
・
万
民
共
同
会
의 

思
想
과 

運
動
』
第
二
版

一
潮
閣
一
九
九
六
年
三
八
二
頁
以
下
、
参
照
。
ま
た
献
議
六
条
の
英
訳
は
、『
独
立
新
聞
』
の
英
訳
版
の
記
事
、
“An A

ssem
bly of A

ll 
Caste

”, in: T
he Independent, N

ov. 1, 1898, 

参
照
。

（
3（
（　

朴
志
泰
編
『
大
韓
帝
国
期
政
策
史
資
料
集
Ⅰ
―
政
治
―
』
先
人
文
化
社
一
九
九
九
年
二
一
四
頁
以
下
、
参
照
。

（
37
（　

勅
令
第
三
六
号
（
朴
志
泰
編
前
掲
『
大
韓
帝
国
期
政
策
史
資
料
集
Ⅰ
―
政
治
―
』
二
一
五
頁
以
下
、
参
照
（。
な
お
、
中
枢
院
の
改

変
と
当
時
の
独
立
協
会
の
議
会
開
設
運
動
に
つ
い
て
、
金
信
在
「
開
化
期
의　

政
体
改
革
論
의　

推
移
과 

性
格
」
東
国
史
学
二
八
輯

（
一
九
九
四
年
一
二
月
（
一
一
七
頁
、
参
照
。
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（
38
（　

勅
令
第
三
七
号
「
中
枢
院
官
制
中　

改
正
에　

関
한 

件
」（
朴
志
泰
編
前
掲
『
大
韓
帝
国
期
政
策
史
資
料
集
Ⅰ
―
政
治
―
』
二
一
八

頁
以
下
、
参
照
（。
な
お
官
民
共
同
会
を
開
い
た
独
立
協
会
に
関
し
、
当
時
、
守
旧
派
の
「
匿
名
書
」
に
よ
り
、
独
立
協
会
は
共
和
制
を

画
策
し
て
い
る
と
高
宗
に
上
奏
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
、
一
八
九
八
年
一
一
月
五
日
に
は
独
立
協
会
の
解
散
令
が
出
さ
れ
た
。
指
導

者
た
ち
も
逮
捕
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
至
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
民
衆
か
ら
の
批
判
が
起
こ
っ
て
、
当
初
は
「
献
議
六
条
」
の
実
施

が
皇
帝
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
但
し
、
皇
帝
高
宗
と
独
立
協
会
と
の
攻
防
は
そ
の
後
も
続
き
、
結
局
、
皇
帝
は
一
八
九

八
年
一
二
月
に
は
、
独
立
協
会
を
敵
対
勢
力
と
し
て
解
散
さ
せ
て
い
る
。

（
39
（　

一
八
九
九
年
八
月
二
五
日
の
改
正
（
勅
令
第
三
四
号
（
で
、
法
令
の
制
定
に
つ
い
て
、
中
枢
院
は
「
議
政
府
か
ら
諮
詢
さ
れ
た
法
律

勅
令
の
制
定
廃
止
或
い
は
改
正
に
関
す
る
事
項
」
を
「
審
査
議
定
」
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
法
律
・
勅
令
が
中
枢
院
で
審
議
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
な
っ
た
（
朴
志
泰
編
前
掲
『
大
韓
帝
国
期
政
策
史
資
料
集
Ⅰ
―
政
治
―
』
二
四
三
頁
以
下
、
参

照
（。

（
40
（　

朴
贊
勝
「
한
국
의 

근
대
국
가 
건
설
운
동
과 

공
화
제
」
歴
史
学
報
二
〇
〇
輯
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
（
三
〇
八
頁
が
こ
の
点
を
指
摘

し
て
い
る
。

（
41
（　

筆
者
は
『
地
球
典
要
』
の
内
容
を
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
朴
贊
勝
前
掲
「
한
국
의 

근
대
국
가 

건
설
운
동
과 

공
화
제
」
三
〇
八
頁

以
下
に
よ
れ
ば
、
同
著
の
一
〇
巻
で
ア
メ
リ
カ
の
制
度
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
42
（　

李
映
録
前
掲
「
한
국
에
서
의
′
민
주
공
화
국
′의 
개
념
사
」
五
二
頁
以
下
。
な
お
李
映
録
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
정
옥
자
「
신
사

유
람
단
고
」
歴
史
学
報
二
七
（
一
九
六
五
年
（
一
三
五
頁
を
引
用
し
て
い
る
。

（
43
（　

兪
吉
濬
『
西
遊
見
聞
』（『
兪
吉
濬
全
書
』
一
巻
第
二
版
一
潮
閣
一
九
九
六
年
（
一
六
三
頁
以
下
（
以
下
、
頁
数
は
所
収
本
の
通
し
頁

で
あ
る
（。

（
44
（　

兪
吉
濬
前
掲
『
西
遊
見
聞
』
一
六
五
頁
お
よ
び
一
七
一
頁
。

（
45
（　

福
澤
諭
吉
「
西
洋
事
情
初
編　

巻
之
一
」
の
「
備
考
」
中
の
「
政
治
」
の
部
分
（『
福
澤
諭
吉
全
集
』
一
巻
第
二
版
岩
波
書
店
一
九

六
九
年
（
二
八
九
頁
。
ま
た
「
西
洋
事
情
外
編　

巻
之
二
」
に
は
、
兪
吉
濬
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
「
政
府
の
種
類
」
と
い
う
項
目
が
あ
る

が
、
そ
こ
で
も
同
様
の
「
立
君
」「
貴
族
合
議
」「
共
和
政
治
」
の
三
分
類
が
採
ら
れ
て
い
る
（
同
四
一
九
頁
（。

（
4（
（　

兪
吉
濬
前
掲
『
西
遊
見
聞
』
一
五
一
頁
。



380

法学研究 87 巻 2 号（2014：2）

（
47
（　

李
映
録
前
掲
「
한
국
에
서
의
′
민
주
공
화
국
′의 

개
념
사
」
四
九
頁
以
下
。

（
48
）　
李
映
録
前
掲
「
한
국
에
서
의
′
민
주
공
화
국
′의 

개
념
사
」
五
三
頁
以
下
、
参
照
。

（
49
（　

元
泳
義
「
政
体
槩
論
」
大
韓
協
会
会
報
三
号
（
一
九
〇
八
年
六
月
（
二
六
頁
以
下
（
韓
国
学
文
献
研
究
所
編
『
韓
国
開
化
期
学
術

誌
』
の
シ
リ
ー
ズ
中
の
『
大
韓
協
会
会
報
』
上
巻
亜
細
亜
文
化
社
一
九
七
八
年
一
七
六
頁
以
下
（。
な
お
、
こ
う
し
た
愛
国
啓
蒙
運
動
時

代
の
国
体
・
政
体
論
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
近
代
東
ア
ジ
ア
世
界
と
憲
法
思
想
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
二
〇
一
二
年
一
三
〇
頁
以
下
で

検
討
し
た
。

（
50
（　

元
泳
義
前
掲
「
政
体
槩
論
」
二
七
頁
（
前
掲
『
大
韓
協
会
会
報
』
上
巻
一
七
七
頁
（。

（
51
（　

元
泳
義
前
掲
「
政
体
槩
論
」
二
七
頁
（
前
掲
『
大
韓
協
会
会
報
』
上
巻
一
七
七
頁
（。

（
52
（　

鮮
于

「
国
家
論
의 

概
要　

続
」
西
北
学
会
月
報
一
巻
一
二
号
（
一
九
〇
九
年
五
月
（
八
頁
以
下
（
韓
国
学
文
献
研
究
所
編
『
韓

国
開
化
期
学
術
誌
』
の
シ
リ
ー
ズ
中
の
『
西
北
学
会
月
報
』
中
巻
亜
細
亜
文
化
社
一
九
七
八
年
三
〇
〇
頁
以
下
（。

（
53
（　

鮮
于

前
掲
「
国
家
論
의 
概
要　

続
」
西
北
学
会
月
報
一
巻
一
二
号
九
頁
以
下
（
前
掲
『
西
北
学
会
月
報
』
中
巻
三
〇
一
頁
以
下
（。

（
54
（　

中
江
兆
民
「
君
民
共
治
之
説
」『
中
江
兆
民
全
集
』
一
四
巻
岩
波
書
店
一
九
八
五
年
（
初
出
は
『
東
洋
新
聞
』
三
号
①
社
説
（
一
九

〇
一
年
三
月
二
四
日
（（
一
〇
頁
。

（
55
（　

中
江
前
掲
「
君
民
共
治
之
説
」
一
一
頁
。

（
5（
（　

中
江
前
掲
「
君
民
共
治
之
説
」
一
二
頁
。

（
57
（　

な
お
、
松
尾
章
一
『
増
補
・
改
訂　

自
由
民
権
運
動
の
研
究
』
日
本
経
済
評
論
社
一
九
九
〇
年
一
二
三
頁
が
こ
の
点
を
引
用
し
、
兆

民
が
「
君
民
共
治
の
制
も
立
派
な
民
主
政
体
で
あ
り
う
る
と
考
え
、
そ
の
実
例
と
し
て
英
国
の
立
憲
君
主
制
を
模
範
と
し
て
い
た
」
と
す

る
（
同
一
二
四
頁
（。

（
58
（　

松
尾
前
掲
『
自
由
民
権
運
動
の
研
究
』
一
五
〇
頁
。
な
お
、
陳
力
衛
前
掲
「『
民
主
』
と
『
共
和
』」
九
頁
以
下
は
、
一
九
世
紀
の
ア

ジ
ア
に
お
け
る
翻
訳
の
段
階
で
同
じ
語
が
中
国
で
は
「
民
主
」
日
本
で
は
「
共
和
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
59
（　

松
尾
前
掲
『
自
由
民
権
運
動
の
研
究
』
一
五
〇
頁
、
参
照
。
同
著
に
よ
れ
ば
、
出
典
は
、
奥
宮
健
之
草
稿
「
人
民
の
友
」（
明
治
一

七
年
こ
ろ
の
執
筆
と
推
定
さ
れ
る
。
鈴
木
重
三
郎
史
社
会
文
庫
所
蔵
の
写
本
（
と
な
っ
て
い
る
が
、
筆
者
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

（
（0
（　

松
尾
前
掲
『
自
由
民
権
運
動
の
研
究
』
一
五
〇
頁
。
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（
（1
（　

新
民
会
に
つ
い
て
、
国
史
編
纂
委
員
会
編
纂
・
発
行
『
韓
国
独
立
運
動
史
』
一
巻
一
九
六
五
年
一
〇
二
三
頁
以
下
に
、「
憲
兵
隊
長

機
密
報
告
」
と
し
て
、「
大
韓
新
民
会
の
構
成
」、「
大
韓
新
民
会
趣
旨
書
及
同
会
章
程
」、「
大
韓
新
民
会
通
用
章
程
」
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
但
し
、「
共
和
」
を
明
確
に
謳
っ
た
記
述
は
な
い
。
愼
鏞
廈
「
新
民
会
의 

創
建
과 

그
　
国
権
恢
復
運
動
（
上
（」
韓
国
学
報
八
輯

（
一
九
七
七
年
九
月
（
四
四
頁
は
、
新
民
会
が
共
和
政
体
を
標
榜
し
た
こ
と
が
立
憲
君
主
制
を
「
公
式
目
標
」
と
し
て
い
た
独
立
協
会
時

代
か
ら
の
「
大
き
な
進
展
」
と
し
て
い
る
。
新
民
会
の
組
織
と
活
動
に
つ
い
て
は
、
愼
鏞
廈
の
同
論
文
三
三
頁
以
下
、
参
照
。
但
し
、
同

論
文
で
も
「
秘
密
結
社
」
で
充
分
に
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
（
同
三
五
頁
（
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（2
（　
「
二
十
世
紀
新
国
民
」
は
、『
大
韓
毎
日
申
報
』
一
三
一
九
号
（
一
九
一
〇
年
二
月
二
二
日
（
～
一
三
二
六
号
（
一
九
一
〇
年
三
月
三

日
（
に
「
論
説
」
と
し
て
連
載
さ
れ
た
。
引
用
部
分
は
、
一
三
二
〇
号
（
一
九
一
〇
年
二
月
二
三
日
（
掲
載
。

（
（3
（　

박
찬
승
『
대
한
민
국
은 
민
주
공
화
국
이
다
︲
헌
법　

제
1
조 

성
립
의 

역
사
』
돌
베
개
二
〇
一
三
年
一
〇
四
頁
以
下
、
参
照
。

（
（4
（　

박
찬
승
前
掲
『
대
한
민
국
은 
민
주
공
화
국
이
다
』
一
〇
六
頁
以
下
。

（
（5
（　

박
찬
승
前
掲
『
대
한
민
국
은 
민
주
공
화
국
이
다
』
一
一
〇
頁
、
参
照
。
同
著
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
嘯
卬
生
「
会
員
諸
君
」

大
韓
興
学
報
七
号
（
一
九
〇
九
年
一
一
月
（
八
頁
（
韓
国
学
文
献
研
究
所
編
『
韓
国
開
化
期
学
術
誌
』
の
シ
リ
ー
ズ
中
の
『
大
韓
興
学

報
』
下
巻
亜
細
亜
文
化
社
一
九
七
八
年
九
〇
頁
（
が
こ
れ
に
言
及
し
て
い
る
。
な
お
著
者
の
嘯
卬
生
は
趙
素
昴
で
あ
る
。

（
（（
（　

박
찬
승
前
掲
『
대
한
민
국
은 

민
주
공
화
국
이
다
』
一
一
二
頁
は
、
こ
う
し
た
例
と
し
て
『
新
韓
民
報
』
一
九
一
〇
年
一
〇
月
一
二

日
の
論
説
「
망
국
민
이 

망
국
노
를 

책
한
다
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
筆
者
は
同
論
説
を
確
認
で
き
て
い
な
い
。

（
（7
（　

박
찬
승
前
掲
『
대
한
민
국
은 

민
주
공
화
국
이
다
』
一
一
八
頁
は
、
臨
時
政
府
設
立
に
至
ら
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
か
れ
ら
が

「
一
定
の
訓
練
期
間
」
が
必
要
だ
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
臨
時
政
府
を
宣
言
す
る
に
は
国
内
外
の
民
族
運
動
家
た
ち
の
同
意

が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
同
意
を
得
る
こ
と
が
充
分
に
で
き
な
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

（
（8
（　

一
九
一
二
年
〈
日
付
不
明
〉
曺
成
煥
か
ら
安
昌
浩
へ
の
手
紙
『
島
山
安
昌
浩
資
料
集
⑵
』（
韓
国
独
立
運
動
資
料
叢
書
五
輯
（
独
立

紀
念
館
附
設
韓
国
独
立
運
動
史
研
究
所
一
九
九
一
年
七
三
頁
。

（
（9
（　

前
掲
一
九
一
二
年
〈
日
付
不
明
〉
曺
成
煥
か
ら
安
昌
浩
へ
の
手
紙
七
四
頁
。

（
70
（　
「
大
同
団
結
宣
言
」
は
、『
島
山
安
昌
浩
資
料
集
⑶
』（
韓
国
独
立
運
動
資
料
叢
書
六
輯
（
独
立
紀
念
館
附
設
韓
国
独
立
運
動
史
研
究

所
一
九
九
二
年
二
三
二
頁
以
下
に
所
収
。
ま
た
「
韓
国
独
立
運
動
史
情
報
シ
ス
テ
ム
」
の
Ｈ
Ｐ
で
も
原
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
71
（　

一
九
一
九
年
二
月
（
日
付
不
明
（
の
「
大
韓
独
立
宣
言
書
」
は
「
韓
国
独
立
運
動
史
情
報
シ
ス
テ
ム
」
の
Ｈ
Ｐ
で
原
文
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。「
大
韓
独
立
宣
言
書
」
に
つ
い
て
は
서
희
경
・
박
명
림
「
민
주
공
화
주
의
와 

대
한
민
국 

헌
법
의 

형
성
」 

정
신
문
화
연
구
三

〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
三
月
（
八
一
頁
、
等
、
参
照
。

（
72
（　

金
昌
明
編
『
朝
鮮
独
立
運
動
Ⅱ
―
民
族
主
義
運
動
篇
―
』
原
書
房
一
九
六
七
年
三
五
頁
。

（
73
（　

陳
力
衛
前
掲
「『
民
主
』
と
『
共
和
』」
一
四
頁
、
参
照
。
同
論
文
に
よ
る
と
、
一
八
九
五
年
五
月
の
台
湾
独
立
運
動
で
成
立
し
た

「
台
湾
民
主
国
」
も
英
語
名
はRepublic of T

aiw
an

に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
陳
力
衛
は
、
も
と
も
と
中
国
で
生
ま
れ
た
「
民
主
」
が

日
本
で
概
念
と
し
て
の
広
が
り
を
示
し
、dem

ocracy

の
訳
語
が
「
民
主
」
や
「
民
主
主
義
」
だ
け
で
は
な
く
「
民
主
国
」
と
も
な
っ

て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
民
主
」
が
次
第
に
単
独
で
用
い
ら
れ
ず
、「
民
主
的
」
や
「
民
主
主
義
」「
自
由
民
主
」
な
ど
形
容
詞
や
複
合
名

詞
の
一
部
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
複
合
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
多
く
の
名
詞
を
生
成
し
て
い
っ
た
こ
と
を

指
摘
す
る
。
ま
た
こ
う
し
た
日
本
で
の
変
化
が
中
国
語
に
も
影
響
を
与
え
た
と
し
、
一
九
世
紀
末
に
日
本
で
生
成
し
た
「
民
主
主
義
」
概

念
が
中
国
語
に
入
っ
た
こ
と
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
紹
介
し
た
李
大
釗
が
「
民
主
主
義
の
戦
勝
は
、
す
な
わ
ち
庶
民
の
勝
利

だ
」
と
い
っ
て
い
る
の
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
同
三
〇
頁
（。
近
代
中
国
の
す
ぐ
れ
た
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
っ

た
李
大
釗
は
一
九
一
三
年
か
ら
一
九
一
六
年
に
か
け
て
早
稲
田
大
学
に
留
学
し
て
い
る
。

（
74
（　

孫
文
「
三
民
主
義
と
中
国
の
前
途
」
伊
知
智
善
継
・
山
口
一
郎
監
修
『
孫
文
選
集
』
二
巻
社
会
思
想
社
一
九
八
七
年
三
三
〇
頁
以
下
。

（
75
（　

孫
文
「
中
国
革
命
史
」
前
掲
『
孫
文
選
集
』
三
巻
一
九
八
九
年
一
四
頁
。

（
7（
（　
「
興
中
会
宣
言
」
前
掲
『
孫
文
選
集
』
三
巻
三
三
頁
。

（
77
（　
「
中
国
同
盟
会
宣
言
」
前
掲
『
孫
文
選
集
』
三
巻
四
二
頁
。
な
お
同
盟
会
結
成
ま
で
の
い
き
さ
つ
は
同
「
解
題
」（
三
九
頁
（、
参
照
。

（
78
（　

申
宇
澈
『
比
較
憲
法
史
―
大
韓
民
国　

立
憲
主
義
의 
淵
源
』
法
文
社
二
〇
〇
八
年
三
〇
〇
頁
。 

（
79
（　
「
中
国
同
盟
会
宣
言
」
四
二
頁
。

（
80
（　
「
中
国
同
盟
会
宣
言
」
四
二
頁
。

（
81
（　
「
中
国
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
宣
言
」
前
掲
『
孫
文
選
集
』
三
巻
七
四
頁
、
参
照
。

（
82
（　

區
建
英
『
自
由
と
国
民　

巌
復
の
模
索
』
東
京
大
学
出
版
会
二
〇
〇
九
年
一
八
四
頁
以
下
、
参
照
。

（
83
（　

孫
文
の
こ
う
し
た
排
満
と
共
和
に
関
す
る
思
想
に
つ
い
て
、
村
田
雄
二
郎
「
中
華
民
族
論
の
系
譜
」
飯
島
渉
・
久
保
亨
・
村
田
雄
二
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郎
編
『
中
華
世
界
と
近
代
』（『
シ
リ
ー
ズ
二
〇
世
紀
中
国
史
』
一
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
二
〇
〇
九
年
二
一
六
頁
以
下
、
等
、
参
照
。

（
84
（　

朴
永
錫
「
大
韓
独
立
宣
言
書　

研
究
」
汕
耘
史
学
三
輯
（
一
九
八
九
年
五
月
（
二
〇
頁
、
等
、
参
照
。

（
85
（　

趙
素
昴
「
党
綱
解
釈　

草
案
」
三
均
学
会
編
『
素
昴
先
生
文
集
』
上
巻
횃
불
사
一
九
七
九
年
二
二
二
頁
以
下
、
所
収
。
な
お
、
同
著

で
は
こ
の
草
案
は
自
筆
原
稿
で
、
中
国
で
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
正
確
な
年
代
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
（
同
二
二
八
頁
の
註
、
参
照
（。

（
8（
（　

趙
素
昴
前
掲
「
党
綱
解
釈　

草
案
」
二
二
六
頁
以
下
。

（
87
（　

一
九
四
一
年
一
一
月
二
五
日
の
「
大
韓
民
国
建
国
綱
領
」
に
も
こ
の
点
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

（
88
（　

趙
素
昴
前
掲
「
党
綱
解
釈　

草
案
」
二
二
八
頁
。


