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戦
期
の
保
革
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
に
お
い
て
確
立
し
、
も
は
や
不
動
の
も
の
と
思
わ

れ
る
。
一
方
の
立
憲
民
主
党
は
戦
後
日
本
に
お
い
て
長
く
野
党
第
一
党
の
座
に
あ
っ

た
日
本
社
会
党
の
系
譜
に
連
な
る
政
党
だ
。
ゆ
え
に
立
憲
民
主
党
内
に
は
皇
室
に
対

し
て
批
判
的
な
意
見
を
持
つ
議
員
が
一
定
数
存
在
す
る
が
、
枝
野
に
よ
れ
ば
立
憲
民

主
党
は
「
保
守
」
の
立
ち
位
置
に
立
つ
政
党
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
の
日
本
政
治
は
保
守
政
党
の
地
位
に
あ
る
自
民
党
に
対
し
て
、
革
新
政
党
の

系
譜
に
連
な
る
立
憲
民
主
党
も
「
保
守
」
を
自
認
す
る
と
い
う
状
況
が
発
生
し
て
い

る
。
私
は
こ
の
状
況
を
も
っ
て
日
本
社
会
に
お
け
る
「
保
守
」
の
意
味
が
混
乱
し
て

い
る
と
感
じ
る
の
だ
。

「
保
守
」
と
い
う
言
葉
は
現
在
、
自
由
に
再
解
釈
さ
れ
都
合
の
い
い
言
葉
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
「
保
守
」
と
い
う
言
葉
の
乱
用
で
あ
り
、

こ
の
状
況
は
「
保
守
」
が
持
つ
元
来
の
意
味
を
捻
じ
曲
げ
る
点
で
問
題
だ
。

な
ぜ
用
語
と
し
て
の
「
保
守
」
は
混
乱
し
た
の
か

こ
の
よ
う
な
意
味
の
混
乱
は
ど
う
し
て
発
生
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
保
守
主

義
が
共
産
主
義
の
よ
う
な
教
条
主
義
的
性
格
を
持
つ
思
想
で
は
な
い
か
ら
と
考
え

る
。共

産
主
義
に
は
絶
対
的
な
教
え
が
存
在
す
る
。
共
産
主
義
者
が
目
指
す
理
想
の
社

会
は
明
確
で
、
手
段
も
暴
力
革
命
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
絶
対
的
な
教
義
が
保

守
主
義
に
は
存
在
し
な
い
の
だ
。

共
産
主
義
と
の
差
に
つ
い
て
、
保
守
主
義
を
代
表
す
る
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク

の
『
省
察
』
の
内
容
に
依
拠
し
て
比
較
す
る
。

共
産
主
義
は
現
状
の
社
会
を
大
規
模
に
変
革
し
よ
う
と
い
う
意
志
が
存
在
す
る

が
、
保
守
主
義
は
逆
に
大
規
模
な
変
革
に
抵
抗
す
る
。
保
守
主
義
に
お
い
て
重
要
な

こ
と
は
祖
先
か
ら
相
続
し
て
き
た
制
度
を
活
か
す
こ
と
で
あ
り
、
根
本
か
ら
変
更
す

る
こ
と
に
は
否
定
的
だ
。

2

ま
た
歴
史
を
尊
重
す
る
保
守
主
義
だ
が
、
決
し
て
変
革
の
意
思
を
否
定
す
る
も
の
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用
語
と
し
て
の
「
保
守
」
の
混
乱

今
日
、
日
本
に
お
い
て
「
保
守
」
と
は
何
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
理
解
す
る
べ

き
な
の
か
。
私
は
現
在
、
日
本
に
お
い
て
「
保
守
」
と
い
う
用
語
は
多
様
な
使
わ
れ

方
を
し
て
お
り
、そ
の
内
容
が
日
本
社
会
に
お
い
て
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。

言
葉
は
時
代
や
使
用
者
に
よ
っ
て
意
味
を
変
え
る
も
の
だ
が
、
政
治
姿
勢
を
示
す

「
保
守
」
の
意
味
に
大
き
く
差
が
生
ま
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
日
本

に
お
い
て
は
差
が
生
ま
れ
る
と
い
う
稀
有
な
現
象
が
起
き
て
い
る
。

そ
れ
を
象
徴
す
る
の
は
立
憲
民
主
党
前
代
表
で
あ
る
枝
野
幸
男
が
自
ら
を
保
守
主

義
者
だ
と
自
認
し
て
い
る
こ
と
だ
。
枝
野
は
『
枝
野
ビ
ジ
ョ
ン
』
の
中
で
立
憲
民
主

党
が
保
守
本
流
の
政
党
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
自
身
は
保
守
主
義
者
で
あ
る
と
自
身

の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。

1
昨
年
に
発
売
さ
れ
た
書
籍
に
お
い
て
保
守
主
義
を
自

認
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
年
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
選
挙
で
は
保
守
主
義
と
対

立
す
る
共
産
主
義
政
党
と
選
挙
で
連
携
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ

う
か
。

戦
後
日
本
で
長
年
、
保
守
政
党
の
地
位
に
あ
る
の
は
自
民
党
で
あ
る
。
こ
れ
は
冷
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で
は
な
い
。
し
か
し
、
積
極
的
に
変
化
を
肯
定
も
し
な
い
。
あ
く
ま
で
消
極
的
に
肯

定
し
、
変
化
の
内
容
を
審
議
し
漸
進
的
に
改
革
を
認
め
る
と
い
う
寛
容
の
精
神
が
内

在
し
て
い
る
。

3

こ
の
よ
う
に
保
守
主
義
に
は
攻
撃
的
な
性
格
が
な
く
、
社
会
の
変
更
も
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
の
変
化
を
否
定
し
な
い
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
、
保
守
主
義
は

体
系
化
が
難
し
く
様
々
な
解
釈
が
可
能
な
思
想
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。

4
だ
が
、
本
当

に
そ
う
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
体
系
化
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
歴
史
上
、
保
守
主
義
者
と
し
て
扱

わ
れ
て
き
た
人
物
に
は
相
応
の
理
由
が
あ
る
。そ
の
理
由
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、

歴
史
を
通
じ
て
変
化
し
て
き
た
社
会
に
お
い
て
、
保
守
主
義
者
が
守
っ
て
き
た
原
理

を
発
見
で
き
る
。
こ
の
原
理
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
日
本
の
「
保
守
」
は
明
確
に
な

り
、「
保
守
」
の
意
味
の
混
乱
が
終
息
さ
せ
ら
れ
る
と
考
え
る
。

バ
ー
ク
は
な
ぜ
「
保
守
主
義
者
」
と
な
っ
た
の
か

今
で
こ
そ
保
守
主
義
の
代
表
的
な
論
者
と
さ
れ
る
バ
ー
ク
だ
が
、
彼
は
イ
ギ
リ
ス

保
守
党
の
前
身
で
あ
る
ト
ー
リ
ー
所
属
で
は
な
く
、
自
由
党
の
前
身
で
あ
る
ホ
イ
ッ

グ
所
属
の
政
治
家
だ
っ
た
。
バ
ー
ク
が
保
守
主
義
の
系
譜
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
1
0
0
年
ほ
ど
前
、
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ル
の
『
保
守
主
義
と
は
何
か
』
か

ら
で
あ
る
。

5

セ
シ
ル
は
バ
ー
ク
を
、
所
属
は
ホ
イ
ッ
グ
で
あ
っ
た
が
実
際
に
は
保
守
主
義
者
で

あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。

6
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
反
応
が
原
因
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
こ
れ
ま
で
の
既
存
の
社
会
秩
序
を
破
壊
し
、
新
た
な
理
念
の
も

と
国
家
を
再
度
作
り
直
そ
う
と
い
う
点
で
野
心
的
な
計
画
で
あ
る
。
当
時
の
イ
ギ
リ

ス
国
内
に
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
評
価
す
る
立
場
を
取
っ
た
人
物
が
お
り
、
バ
ー
ク
は

こ
れ
を
激
し
く
批
判
し
た
。
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こ
の
バ
ー
ク
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
批
判
が
『
省
察
』
で
あ
り
、
こ
こ
に
イ
ギ
リ

ス
の
保
守
主
義
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
バ
ー
ク
以
前
に
も
保
守
主
義
の
要
素

は
存
在
し
た
が
、
そ
れ
が
社
会
に
お
い
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

保
守
主
義
は
既
存
の
社
会
秩
序
を
活
か
す
こ
と
が
主
で
あ
る
た
め
、
一
定
の
歴
史

を
経
験
し
な
い
と
生
ま
れ
な
い
。
そ
し
て
、
歴
史
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
秩
序
を
変
革

し
よ
う
と
い
う
意
識
が
登
場
し
な
い
限
り
、
保
守
主
義
が
表
面
化
す
る
こ
と
は
な
い

の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
保
守
主
義
が
表
面
化
す
る
変
化
の
可

能
性
を
与
え
た
点
で
脅
威
で
あ
り
、
セ
シ
ル
は
バ
ー
ク
の
『
省
察
』
が
イ
ギ
リ
ス
の

保
守
主
義
の
要
素
を
論
じ
た
一
冊
で
あ
る
と
し
た
。

で
は
、
バ
ー
ク
の
『
省
察
』
の
内
容
の
何
が
保
守
主
義
の
要
素
で
あ
る
の
か
。
セ

シ
ル
は
六
つ
の
要
素
を
抽
出
す
る
。
そ
れ
は
「
宗
教
の
重
視
」「
改
革
に
よ
っ
て
個

人
が
受
け
る
不
正
義
の
批
判
」「
身
分
制
の
肯
定
」「
私
有
財
産
の
重
視
」「
国
家
の

有
機
体
的
理
解
」「
歴
史
・
社
会
の
連
続
性
重
視
」
で
あ
る
。

7

こ
れ
ら
が
保
守
主
義
に
お
け
る
原
理
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
バ
ー
ク
、
セ
シ

ル
と
い
っ
た
イ
ギ
リ
ス
に
限
定
さ
れ
る
内
容
で
あ
り
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
置

き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
保
守
主
義
は
各
国
が
経
験
し
て
き
た
歴
史
に
よ
っ
て

組
み
立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
ご
と
に
守
り
、
維
持
す
る
も
の
に
は
差
が
生
じ

る
。し

か
し
、ど
の
国
の
保
守
主
義
者
で
あ
っ
て
も
共
通
し
て
保
守
す
る
原
理
が
あ
り
、

そ
れ
は
明
確
だ
。
セ
シ
ル
は
保
守
主
義
者
が
「
憲
法
」「
財
産
」「
既
存
の
社
会
秩
序
」

を
擁
護
す
る
立
場
で
あ
る
と
い
う
。

8

日
本
に
お
い
て
こ
の
三
つ
の
要
素
の
内
容
は
何
か
。
こ
れ
を
、
歴
史
を
通
じ
て
明

確
に
す
る
こ
と
で
日
本
の
「
保
守
」
が
浮
か
び
上
が
り
、「
保
守
」
の
言
葉
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
理
解
で
き
る
。

日
本
の
「
保
守
」
と
は
何
か

保
守
主
義
者
の
擁
護
す
る
要
素
と
し
て
ま
ず
「
憲
法
」
が
あ
る
。
こ
の
「
憲
法
」
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は
現
在
の
日
本
国
憲
法
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
。
日
本
国
憲
法
に
よ
る
統
治
は

日
本
史
全
体
で
見
れ
ば
僅
か
約
75
年
し
か
な
く
、
そ
こ
だ
け
に
焦
点
を
あ
て
て
も
日

本
を
一
貫
す
る
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
憲
法
」
と
は
日
本
国
憲
法
の
よ
う
な
成
文
法
だ
け
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
成
文

法
制
定
以
前
か
ら
存
在
す
る
慣
習
も
不
文
法
と
し
て
「
憲
法
」
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス

に
お
い
て
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
は
憲
法
的
な
文
書
と
し
て
有
名
だ
が
、
セ
シ
ル
は
マ
グ

ナ
・
カ
ル
タ
を
こ
れ
ま
で
の
諸
慣
習
と
古
代
法
を
確
認
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
す

る
。

9
イ
ギ
リ
ス
は
必
要
に
応
じ
て
「
憲
法
」
を
明
文
化
す
る
が
原
則
と
し
て
不
文

法
に
よ
る
統
治
原
理
を
、
慣
習
を
通
じ
て
導
き
出
し
て
い
る
の
だ
。

す
な
わ
ち
「
憲
法
」
と
は
明
文
化
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
限
ら
ず
、
明
文
化
さ
れ
る

以
前
か
ら
存
在
し
、
現
在
に
ま
で
一
貫
し
て
い
る
統
治
原
理
を
さ
す
の
で
あ
る
。
こ

の
立
場
に
立
つ
時
、
日
本
国
憲
法
の
内
容
が
長
き
に
わ
た
り
、
日
本
国
を
統
治
し
て

き
た
統
治
原
理
に
連
な
る
も
の
な
の
か
、
連
続
性
を
有
す
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
統
治
原
理
に
反
す
る
内
容
で
あ
れ
ば
、
日
本
国
憲
法
は
革
命
的

憲
法
で
あ
り
、「
保
守
」
す
べ
き
内
容
で
は
な
く
な
る
か
ら
だ
。

イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
者
に
と
っ
て
歴
史
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
た
統
治
原
理
こ
そ

「
憲
法
」
で
あ
り
「
保
守
」
す
べ
き
内
容
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
保
守

主
義
者
は
建
国
の
父
の
理
念
を
受
け
継
ぐ
形
で
「
憲
法
」
を
擁
護
す
る
。

「
憲
法
」
と
は
歴
史
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
不
文
法
を
中
心
と
す
る
統
治
原
理
で

あ
り
、
同
時
に
国
体
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
現
在
の
日
本
国
憲
法
は
日

本
に
お
い
て
建
国
の
理
念
、
歴
史
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
た
国
体
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

の
か
。
こ
れ
は
「
保
守
」
を
考
え
る
う
え
で
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

大
日
本
帝
国
憲
法
に
お
い
て
は
歴
史
の
連
続
性
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
大

日
本
帝
国
憲
法
の
御
告
文
か
ら
わ
か
る
。
御
告
文
に
お
い
て
明
治
天
皇
は
大
日
本
帝

国
憲
法
を
皇
祖
・
皇
宗
の
遺
訓
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
と
し
た
。
 10

す
な
わ
ち
大

日
本
帝
国
憲
法
と
皇
室
典
範
の
制
定
は
歴
史
の
連
続
性
か
ら
の
逸
脱
で
は
な
い
の

だ
。
ま
た
、
明
治
天
皇
も
皇
室
典
範
と
大
日
本
帝
国
憲
法
を
守
る
こ
と
を
御
告
文
で

9　

 

前
掲
、
16
．

10　

憲
法
条
文
・
重
要
文
書
、
国
立
国
会
図
書
館 https://w

w
w
.ndl.go.jp/constitution/etc/

j02.htm
l

（
最
終
閲
覧
日　

2
0
2
2
年
8
月
30
日
）

誓
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
天
皇
は
絶
対
君
主
で
は
な
く
、
立
憲
君
主

で
あ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
「
憲
法
」
に
お
い
て
統
治
原
理
を
初
め
て
明
文
化
し
た
の
が
皇
室
典
範
と

大
日
本
帝
国
憲
法
で
あ
り
、こ
れ
は
歴
史
の
連
続
性
を
確
認
で
き
る
ゆ
え
に
「
保
守
」

す
べ
き
内
容
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

で
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
「
保
守
」
す
べ
き
国
体
を
あ
ら
わ
す
成
文
法
で
あ
る

の
で
あ
れ
ば
、
日
本
国
憲
法
は
ど
う
か
。

日
本
国
憲
法
の
内
容
に
つ
い
て
、
憲
法
学
者
の
美
濃
部
達
吉
は
天
皇
を
中
心
と
す

る
国
家
体
制
で
あ
る
と
い
う
現
実
に
お
い
て
は
国
体
の
変
更
は
な
い
が
、
条
文
に
お

い
て
大
日
本
帝
国
憲
法
第
一
条
に
あ
る
天
皇
が
日
本
国
を
統
治
す
る
と
い
う
文
言
が

変
更
さ
れ
た
点
で
国
体
の
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
 11

こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
国
憲
法
は
制
定
さ
れ
た
時
点
か

ら
す
で
に
日
本
国
の
国
体
を
あ
ら
わ
す
「
憲
法
」
か
ら
逸
脱
し
た
内
容
で
あ
る
と
い

う
指
摘
だ
か
ら
だ
。

こ
の
日
本
国
憲
法
が
内
在
す
る
逸
脱
の
内
容
を
象
徴
す
る
学
説
が「
八
月
革
命
説
」

で
あ
る
。
こ
の
学
説
は
宮
沢
俊
義
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
日
本
は
敗
戦
に
よ
っ
て
革

命
が
起
き
た
と
さ
れ
る
。
 12

宮
沢
は
、
日
本
は
敗
戦
し
た
こ
と
で
主
権
の
在
処
が
天

皇
か
ら
国
民
に
移
り
、
天
皇
に
よ
る
神
権
主
義
政
治
が
終
わ
り
を
迎
え
た
と
主
張
す

る
。
 13

し
か
し
、
こ
れ
は
事
実
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
敗
戦
後
成
立
し
た
内
閣
は
G
H
Q

か
ら
の
要
望
を
受
け
る
ま
で
憲
法
改
正
を
行
う
動
き
を
見
せ
て
い
な
い
か
ら

だ
。
 14

宮
沢
の
説
に
則
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
発
的
に
憲
法
改
正
の
動
き
が
出
て
き
て

し
か
る
べ
き
だ
が
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
に
は
G
H
Q
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い

る
。さ

ら
に
宮
沢
の
述
べ
る
国
体
の
変
更
に
つ
い
て
も
敗
戦
が
変
更
の
原
因
と
は
い
い

が
た
い
。
む
し
ろ
美
濃
部
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
現
実
は
皇
室
を
中
心
と
し
た
国
家

11　

美
濃
部
達
吉
、『
憲
法
概
論
（
新
版
）』、（
有
斐
閣
、
1
9
6
5
）、
3
‐
4
．

12　

宮
沢
俊
義
、『
憲
法
の
原
理
』、（
岩
波
書
店
、
1
9
6
7
）、
3
7
6
．

13　

前
掲
、
3
8
6
‐
3
8
7
．

14　

美
濃
部
達
吉
、『
憲
法
概
論
（
新
版
）』、
5
．
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体
制
で
あ
り
、
皇
室
か
ら
権
威
、
権
利
を
奪
い
さ
っ
た
の
は
日
本
国
憲
法
の
制
定
が

原
因
で
あ
る
。
ゆ
え
に
日
本
国
憲
法
の
制
定
こ
そ
法
律
上
に
お
け
る
国
体
の
変
更
で

あ
り
、「
八
月
革
命
説
」
自
体
も
概
念
上
の
革
命
と
い
う
虚
構
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

日
本
に
お
い
て
「
保
守
」
す
べ
き
「
憲
法
」
と
は
日
本
国
憲
法
で
は
な
い
。「
保
守
」

は
日
本
国
憲
法
が
持
つ
「
非
国
体
」
を
指
摘
し
、
歴
史
の
連
続
性
の
中
で
構
築
さ
れ

た
本
来
の
「
国
体
」
に
沿
う
憲
法
を
再
度
制
定
す
る
、
す
な
わ
ち
改
憲
を
求
め
る
立

場
に
あ
る
の
だ
。

そ
の
時
に
模
範
と
す
る
べ
き
成
文
法
は
大
日
本
帝
国
憲
法
で
あ
る
。
大
日
本
帝
国

憲
法
こ
そ
先
人
た
ち
が
日
本
の
一
貫
し
て
い
る
統
治
原
理
を
成
文
化
し
た
憲
法
で
あ

り
、「
保
守
」
が
憲
法
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
内
容
で
あ
る
。

次
に
「
財
産
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
私
有
財
産
の
肯
定
は
現
在
に
お
い
て
も
重

要
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
行
わ
れ
た
財
産
没
収
は
悲
劇
で
あ
り
、
罪
の

な
い
人
々
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
掲
げ
る
「
自
由
」「
平
等
」
の
概
念
の
名
の
下
に
抑

圧
さ
れ
た
の
を
バ
ー
ク
は
批
判
し
て
い
た
。
 15

私
有
財
産
を
否
定
す
る
政
治
団
体
は
未
だ
に
存
在
し
、一
定
の
支
持
を
得
て
い
る
。

こ
れ
に
対
抗
し
国
民
の
「
財
産
」
を
保
護
す
る
こ
と
も
「
保
守
」
の
立
場
で
あ
る
。

国
家
の
財
政
に
つ
い
て
バ
ー
ク
は
、
増
税
が
国
家
へ
の
不
信
を
招
き
滅
亡
へ
と
向

か
う
と
い
う
指
摘
と
債
務
の
放
置
が
国
家
の
解
体
に
つ
な
が
る
と
い
う
指
摘
を
し
て

い
る
。
 16

バ
ー
ク
は
自
由
を
尊
重
す
る
立
場
だ
が
、
こ
れ
は
自
由
主
義
や
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ

ム
と
必
ず
し
も
同
義
で
は
な
い
。
バ
ー
ク
の
い
う
自
由
は
「
機
会
の
平
等
」
で
あ
り
、

こ
れ
は
自
由
主
義
の
理
念
と
重
な
る
。
し
か
し
、
バ
ー
ク
は
政
府
の
役
割
を
否
定
し

な
い
。
む
し
ろ
肯
定
し
て
い
る
。
 17

増
税
に
よ
っ
て
国
民
の
私
有
財
産
を
必
要
以
上
に
侵
害
す
る
の
は
避
け
る
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
、
国
家
に
し
か
で
き
な
い
仕
事
も
当
然
、
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
公

共
に
関
す
る
仕
事
に
つ
い
て
は
徴
税
に
よ
り
財
源
を
確
保
し
行
う
べ
き
で
あ
る
。
要

す
る
に
バ
ラ
ン
ス
が
大
事
な
の
だ
。

15　

エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
、『
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
の
省
察
』、
2
3
4
‐
2
3
5
．

16　

前
掲
、
3
3
3
‐
3
3
4
．

17　

前
掲
、
5
2
7
‐
5
2
8
．

財
政
に
お
い
て
必
ず
課
税
が
問
題
と
な
る
が
、
重
要
な
の
は
徴
税
し
た
分
の
恩
恵

を
国
民
に
還
元
す
る
こ
と
で
あ
り
、
公
平
さ
だ
。
ま
た
、
過
剰
な
徴
税
に
よ
る
私
有

財
産
の
侵
害
は
許
さ
れ
ず
、
徴
税
に
よ
っ
て
景
気
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
避
け

る
べ
き
で
あ
る
。

「
保
守
」
は
私
有
財
産
を
擁
護
す
る
立
場
に
お
い
て
私
有
財
産
を
否
定
す
る
革
命

政
党
と
対
立
す
る
だ
け
で
な
く
、
政
府
が
過
剰
な
徴
税
を
行
う
こ
と
に
も
異
議
を
述

べ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
私
有
財
産
は
先
祖
代
々
受
け
継
い
で
き
た
相
続
品

で
あ
る
か
ら
だ
。

最
期
に
「
既
存
の
社
会
秩
序
」
で
あ
る
が
、
日
本
史
を
通
じ
て
現
在
に
至
る
ま
で

相
続
さ
れ
て
き
た
「
既
存
の
社
会
秩
序
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
歴
史
を
通

じ
て
築
き
上
げ
て
き
た
文
化
・
伝
統
に
基
づ
く
価
値
観
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
は

皇
室
を
中
心
と
し
た
社
会
秩
序
に
他
な
ら
な
い
。

皇
室
を
中
心
に
し
た
社
会
秩
序
と
は
、
皇
室
を
国
家
体
制
の
中
心
に
据
え
た
自
由

な
社
会
空
間
を
維
持
す
る
こ
と
だ
。
こ
の
秩
序
は
日
本
人
が
歴
史
に
お
い
て
相
続
し

て
き
た
国
民
精
神
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
こ
れ
が
破
壊
さ
れ
る
事
態
は
「
保
守
」
と

し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

日
本
の
歴
史
は
皇
室
の
歴
史
で
あ
り
、
日
本
国
民
と
皇
室
の
関
係
の
強
さ
は
敗
戦

後
の
皇
室
を
巡
る
議
論
に
お
い
て
明
ら
か
だ
。
敗
戦
に
よ
っ
て
共
産
主
義
者
や
占
領

軍
、
進
歩
的
知
識
人
が
皇
室
の
存
在
を
批
判
し
た
が
、
国
民
は
皇
室
の
存
続
を
支
持

し
た
。
東
京
裁
判
を
経
て
も
日
本
人
の
皇
室
へ
の
尊
敬
が
揺
る
が
な
か
っ
た
事
実
は

皇
室
と
国
民
の
強
い
関
係
を
表
し
て
い
る
。
 18

皇
室
は
歴
史
的
な
日
本
社
会
、
日
本
国
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
る
。
ゆ
え
に
象
徴

す
る
と
い
う
立
場
か
ら
目
に
は
見
え
な
い
日
本
国
の
あ
り
よ
う
が
体
現
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
の
だ
。
 19

ゆ
え
に
皇
室
に
よ
る
儀
式
は
宗
教
的
側
面
を
伴
う
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
同
時
に
日
本
国
の
あ
り
よ
う
を
表
し
て
い
る
。

日
本
は
長
い
歴
史
を
持
つ
国
家
で
あ
り
、
皇
室
も
神
話
に
連
な
る
存
在
だ
。
こ
れ

に
基
づ
い
て
相
続
し
て
き
た
伝
統
的
な
儀
式
を
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
政
教
分
離
の

概
念
を
持
ち
出
し
て
攻
撃
し
、
内
容
の
変
更
を
迫
る
の
は
革
命
的
行
為
で
あ
る
。
皇

18　

葦
津
珍
彦
、『
日
本
の
君
主
制
』、（
葦
津
事
務
所
、
2
0
1
3
）、
7
‐
9
．

19　

坂
本
多
加
雄
、『
坂
本
多
加
雄
選
集
Ⅱ　

市
場
と
国
家
』、（
藤
原
書
店
、
2
0
0
5
）、
51
．
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室
は
日
本
国
の
あ
り
よ
う
を
体
現
す
る
象
徴
で
あ
る
以
上
、
そ
の
行
事
は
単
に
宗
教

行
事
で
は
な
く
国
家
行
事
だ
。
ゆ
え
に
政
教
分
離
の
概
念
を
用
い
て
伝
統
を
破
壊
し

よ
う
と
す
る
も
の
か
ら
保
守
主
義
者
は
伝
統
と
歴
史
を
「
保
守
」
す
る
立
場
に
あ
る
。

さ
ら
に
保
守
主
義
者
は
皇
室
の
伝
統
・
文
化
を
「
保
守
」
す
る
だ
け
で
な
く
、
皇

室
が
国
民
と
共
に
築
き
維
持
し
て
き
た
自
由
な
社
会
空
間
も
「
保
守
」
す
る
立
場
に

あ
る
。

国
民
が
自
由
な
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
は
安
定
し
た
個
人
の
財
産
が
築
か
れ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
市
場
と
の
関
係
を
意
味
す
る
。

私
有
財
産
を
肯
定
す
る
「
保
守
」
の
立
場
か
ら
、
個
人
に
自
由
な
経
済
活
動
が
認

め
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
自
由
な
経
済
活
動
は
社
会
に
活
気
を
生
み
出

し
、
市
場
の
規
模
を
拡
大
さ
せ
国
家
の
経
済
成
長
へ
と
つ
な
が
る
。

市
場
経
済
は
様
々
な
属
性
、
価
値
観
を
持
つ
個
人
間
の
信
頼
関
係
の
構
築
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
最
終
的
に
秩
序
を
生
み
出
し
、
個
人
は
利
益
を
得
る
こ
と

で
安
定
し
た
財
産
を
築
く
。
 20

し
か
し
、
時
に
市
場
は
失
敗
す
る
。
な
ぜ
な
ら
市
場
を
構
成
す
る
個
人
は
完
璧
な

存
在
で
は
な
い
か
ら
だ
。
ゆ
え
に
政
府
は
失
敗
に
備
え
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を

提
供
す
る
こ
と
で
失
敗
に
よ
る
国
益
の
損
失
を
抑
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
も
バ
ラ

ン
ス
が
重
要
で
あ
り
、
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
は
自
由
な
経
済
活
動
を
阻
害
し
な
い
程

度
の
社
会
保
障
だ
。
国
民
が
ゆ
と
り
を
保
て
る
環
境
を
維
持
す
る
た
め
の
経
済
状
況

を
保
つ
の
が「
既
存
の
社
会
秩
序
」を
維
持
す
る「
保
守
」の
立
場
で
あ
る
と
言
え
る
。

保
守
主
義
者
の
使
命

本
論
文
で
は
昨
今
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
保
守
」
と
い
う
用
語
の
乱
用
を
問

題
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
の
概
念
を
参
考
に
日
本
の
「
保
守
」
の
内
容
を

確
認
し
て
き
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
バ
ー
ク
と
セ
シ
ル
の
議
論
か
ら
保
守
主
義
の
原
理
を
確
認
し
、
保
守

主
義
者
が
守
る
べ
き
概
念
と
し
て
「
憲
法
」「
財
産
」「
既
存
の
社
会
秩
序
」
と
い
う

20　

前
掲
、
3
0
7
‐
3
0
8
．

セ
シ
ル
の
指
摘
の
も
と
に
日
本
の
保
守
主
義
者
が
「
保
守
」
す
べ
き
内
容
を
明
ら
か

に
し
た
。

「
憲
法
」
は
成
文
法
だ
け
で
な
く
、
歴
史
を
通
じ
て
築
か
れ
た
慣
習
法
も
踏
ま
え

る
と
い
う
観
点
か
ら
大
日
本
帝
国
憲
法
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
保
守
」
す
べ
き
「
憲

法
」
の
内
容
と
日
本
国
憲
法
に
内
在
す
る
「
非
国
体
」
の
内
容
を
確
認
し
、「
保
守
」

は
大
日
本
帝
国
憲
法
を
参
考
に
改
憲
の
立
場
を
取
る
べ
き
と
論
じ
た
。

「
財
産
」
に
お
い
て
は
私
有
財
産
の
保
護
は
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
観
点

か
ら
、「
保
守
」
は
私
有
財
産
を
否
定
す
る
政
党
へ
の
抵
抗
と
政
府
に
よ
る
行
き
過

ぎ
た
徴
税
を
止
め
る
と
い
う
立
場
を
取
る
べ
き
と
論
じ
た
。

「
既
存
の
社
会
秩
序
」
に
お
い
て
は
皇
室
を
国
家
体
制
の
中
心
に
据
え
た
自
由
な

社
会
空
間
を
維
持
す
る
こ
と
が
「
保
守
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、「
保
守
」
は
皇

室
が
相
続
し
て
き
た
伝
統
・
文
化
を
守
り
、
自
由
な
国
民
生
活
を
維
持
す
る
立
場
を

取
る
べ
き
だ
と
論
じ
た
。

本
論
考
に
よ
っ
て
日
本
の
「
保
守
」
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
り
、
現
在
発
生
し
て

い
る
「
保
守
」
と
い
う
用
語
の
自
由
な
解
釈
に
よ
る
内
容
の
混
乱
が
正
さ
れ
る
こ
と

が
好
ま
し
い
。

現
在
の
日
本
を
取
り
巻
く
社
会
不
安
は
、
社
会
を
混
乱
さ
せ
る
言
説
、
事
件
を
引

き
起
こ
す
要
因
と
な
っ
て
お
り
、
私
は
こ
の
状
況
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
。
し
か

し
、
歴
史
を
見
れ
ば
日
本
は
こ
の
よ
う
な
危
機
に
幾
度
も
直
面
し
、
そ
の
都
度
乗
り

越
え
て
き
た
。
歴
史
は
過
去
の
失
敗
も
成
功
も
記
録
し
て
お
り
、
建
国
以
来
歴
史
が

途
切
れ
た
こ
と
の
な
い
日
本
に
お
い
て
、参
考
に
な
る
記
録
は
膨
大
な
も
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
今
、
最
も
必
要
な
精
神
は
「
保
守
」
の
精
神
で
あ
る
。
不
安
を
脱

却
し
よ
う
と
安
易
な
言
説
に
同
調
し
、
伝
統
・
文
化
に
そ
ぐ
わ
な
い
新
た
な
発
明
を

す
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
を
見
直
し
先
人
た
ち
が
子
々
孫
々
に
何
を
伝
え
相
続
し
て

き
た
の
か
を
再
確
認
し
、
対
応
す
る
「
保
守
」
の
精
神
が
必
要
で
あ
る
。

本
論
文
で
確
認
し
た
先
人
た
ち
が
「
保
守
」
し
て
き
た
精
神
に
則
り
、
現
在
の
危

機
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
国
体
を
鑑
み
、
日
本
国
を
主
導
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
保
守

主
義
者
の
使
命
な
の
だ
。
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