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政
治
的
国
家
は
な
に
ゆ
え
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?

そ
し

て
な
に
ゆ
え
存
在
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
の
だ
ろ
う
か
?

こ
の
二

O
世
紀
後
半
、
国
家
は
地
表
を
隈
な
く
分
断
し
つ
く
し
て
い
る
。
い

り
く
ん
だ
国
境
が
、
人
類
を
単
一
の
共
同
社
会
に
統
合
す
る
途
を
阻
ん
で
い
る

と
み
え
る
。

1987年 1・2月号

こ
う
し
た
現
状
こ
そ
、
資
本
制
と
厳
密
に
対
応
す
る
も
の
だ
と
い
う
。
た
し

か
に
資
本
制
は
、
ひ
と
つ
の
歴
史
的
段
階
で
あ
る
。
事
物
と
人
間
と
が
相
互
に

交
渉
す
る
領
域
(
す
な
わ
ち
経
済
領
域
)
に
結
ぼ
れ
た
、
一
特
殊
形
態
に
ち
が

い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
順
調
に
作
動
す
る
た
め
に
は
、
事
物
と

人
間
の
一
切
を
包
み
こ
む
絶
対
的
な
法
空
間
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
法
空
聞

を
具
体
化
す
る
も
の
こ
そ
、
政
治
的
国
家
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

l
i

そ
れ
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
政
治
的
国
家
が
分
立

し
抗
争
し
あ
う
必
然
が
見
え
て
こ
な
い
。
あ
ま
ね
く
展
開
し
よ
う
と
す
る
資
本

制
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
、
本
来
国
境
は
不
要
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
単
一
の
法
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る
そ
の
機
能
的
な
同
位
体
で
あ
る
。

図
式
的
に
、

ωは
南
北
の
対
立
軸
。

ωは
典
型
的
に
〈
日
本
〉
資
本
制
の
問
題

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
地
表
に
分
布
す
る
社
会
の
実
態
に
こ
の
よ
う
な
不
均

質
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
政
治
的
国
家
が
分
岐
す
る
の

も
や
む
を
え
な
い
と
こ
ろ
だ
。

言
う
ま
で
も
な
く
最
大
の
焦
点
は

ω、
す
な
わ
ち
東
西
の
対
立
軸
に
あ
る
。

現
実
の
米
ソ
の
対
立
は
、
多
分
に

ω、

ωの
要
素
に
も
根
ざ
す
に
ち
が
い
な
い

が
、
ま
ず
そ
れ
を

ωに
純
化
し
て
考
え
よ
う
。

ソ
ビ
エ
ト
国
家
の
存
在
理
由
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
(
お
よ
び
そ
の
他
の
資

本
制
的
な
話
)
国
家
に
対
抗
し
、
(
最
終
的
に
は
)
世
界
革
命
を
実
現
す
る
こ

と
、
こ
れ
以
外
に
な
い
。
こ
の
使
命
が
ソ
ビ
エ
ト
国
家
に
例
外
的
な
正
当
性
を

与
え
る
か
ど
う
か
は
ひ
と
え
に
、
〈
政
治
的
国
家
が
資
本
制
に
作
用
し
て
そ
れ

を
解
除
で
き
る
〉
と
い
う
命
題
(
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
γ
主
義
の
基
本
テ
ー
ゼ
)

の
成
否
に
か
か
っ
て
い
る
。
私
の
検
討
に
よ
る
と
、
こ
の
命
題
の
成
立
は
ま
こ

と
に
安
ゎ
比
ぃ
。
社
会
主
義
圏
の
人
び
と
も
大
多
数
が
、
同
じ
よ
う
に
疑
っ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
問
題
は
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
ソ
ビ
エ
ト
国

家
を
か
た
く
な
な
自
己
肯
定
に
追
い
や
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
米
ソ

両
国
家
の
関
係
が
か
よ
う
に
不
確
定
で
あ
る
こ
と
が
、
人
類
史
の
現
段
階
を
画

L
て
い
る
。

米
ソ
確
執
の
行
方
を
占
う
ベ
く
、
米
ソ
両
国
家
の
構
築
そ
の
も
の
に
濃
厚
な

宗
教
的
動
機
が
付
着
し
て
い
る
さ
ま
を
、
み
て
と
る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
を
父
祖
と
し
て
建
国
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
が
、
改
革
派
の
倫
理

橋
爪

大
三
郎

空
間
が
必
要
に
し
て
十
分
、
と
い
う
こ
と
で
よ
い
で
は
な
い
か
。

政
治
的
国
家
の
い
が
み
あ
う
現
状
は
、
ほ
ん
の
過
渡
的
な
一
段
階
に
す
ぎ
な

い
の
さ
、
と
楽
観
す
る
こ
と
。
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
理
解
で
は
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
楽
観
の
範
囲
に
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
事
情
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

い
ま
試
み
に
そ
れ
ら
を
取
り
だ
し
て
み
る
と
、
本
質
的
に
つ
ぎ
の
三
点
で
あ

り
、
そ
れ
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
日
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ω資
本
制
の
正
当
化
を
め
ぐ
る
分
岐
。
一
方
の
政
治
的
国
家
が
資
本
制
を
援

護
す
べ
き
も
の
と
み
な
す
の
に
対
し
て
、
も
う
一
方
の
政
治
的
国
家
は
廃

棄
す
べ
き
も
の
と
み
な
す
。

ω資
本
制
を
支
え
る
は
ず
の
下
部
構
造
の
落
差
。
一
方
が
資
本
制
的
な
政
治

的
国
家
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
も
う
一
方
は
か
ろ
う
じ
て
そ
の

同
時
代
を
演
じ
る
だ
け
の
劇
場
国
家
に
す
ぎ
な
い
。

.

同
資
本
制
を
支
え
る
地
質
学
的
堆
積
の
差
異
。
一
方
会
本
制
と
政
治
的
国

家
と
が
原
型
だ
と
す
る
と
、
も
う
一
方
は
文
化
的
な
系
統
発
生
を
異
に
す

規
範
を
下
地
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』

な
ど
を
参
照
す
る
と
、
大
統
領
職
に
対
す
る
帰
依
の
心
情
の
由
来
も
よ
く
理
解

で
き
る
。
地
上
の
政
治
権
力
者
は
神
の
召
命
に
よ
る
の
で
あ
り
、
彼
は
地
上
の

支
配
の
す
べ
て
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
王
制
あ
り
共
和
制
あ

り
、
地
上
の
国
家
形
態
は
多
様
で
あ
る
の
が
よ
い
。
真
実
の
教
会
が
た
だ
一
つ

あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
目
に
視
え
る
べ
く
も
な
い
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
、
地
上
の

教
会
も
、
ま
た
彼
ら
の
政
治
的
国
家
も
、
多
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る。
か
か
る
「
ア
メ
リ
カ
の
平
和
」
の
青
写
真
に
対
す
る
、
最
大
の
敵
対
物
。
そ

れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
、
ユ
ダ
ヤ
教
的
政
治
国
家
な
の
だ
。
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
こ
と
も

あ
ろ
う
に
こ
の
地
上
に
、
究
極
の
社
会
秩
序
、
究
極
の
政
治
的
国
家
の
実
現
を

め
ざ
す
。
霊
的
な
神
の
王
国
を
信
ぜ
ず
、
二
重
の
主
国
論
を
否
定
す
る
ゆ
え

に
。
だ
か
ら
ま
さ
し
く
、
福
音
か
ら
見
放
さ
れ
た
、
恐
る
べ
き
悪
の
結
晶
と
映

る
し
か
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
「
唯
物
論
」
的
マ
ル
ク
ス
主
義
こ
そ
、
こ

8ー

の
悪
し
き
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
現
代
版
で
あ
る
!

こ
の
よ
う
に
米
ソ
両
国
家
(
圏
)
の
境
界
は
、
た
だ
の
国
境
で
は
な
い
。
両

側
か
ら
の
熱
い
宗
教
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
そ
れ

は
い
に
し
え
の
宗
教
地
図
の
再
現
と
も
み
ら
れ
る
わ
け
だ
。
キ
リ
ス
ト
教
刊
ユ

ダ
ヤ
教
。
あ
る
い
は
、
百
ロ

1
マ
町
東
ロ
l
マ
。
資
本
制
(
H
地
上
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
)
に
対
す
る
、
両
様
の
宗
教
的
態
度
の
差
異
。
そ
れ
が
今
に
尾
を
ひ
い
て

い
る
。



と
こ
ろ
で
、
政
治
的
国
家
の
宗
教
的
様
相
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
特
に
興
味

ぶ
か
い
見
解
を
示
し
て
い
る
の
は
、
吉
本
隆
明
で
あ
る
。

彼
の
「
共
同
幻
想
論
」
が
現
れ
た
の
は
、
か
れ
こ
れ
も
う
二
十
年
も
前
の
こ

と
に
な
る
。
私
(
ら
)
に
は
新
鮮
な
刺
戟
だ
っ
た
。
こ
の
仕
事
は
、
硬
化
し
た

マ
ル
ク
ス
主
義
の
教
条
に
抗
し
、
マ
ル
ク
ス
の
当
初
の
構
想
を
復
元
す
る
こ
と

を
企
図
す
る
。
そ
う
、
宣
言
し
て
始
ま
っ
た
は
ず
だ
。
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
・
へ

l

ゲ
ル
国
法
論
批
判
を
論
ず
る
若
き
マ
ル
ク
ス
に
ほ
の
見
え
た
、
法
・
宗
教
・
国

家
の
展
開
を
人
間
の
幻
想
領
域
に
お
い
て
た
ど
る
理
路
。
こ
れ
を
吉
本
は
、
わ

が
列
島
に
ま
で
ひ
き
の
ば
す
。

今
日
見
返
す
な
ら
、
彼
の
仕
事
は
独
特
の
魅
力
と
と
も
に
、
固
有
の
制
約
を

も
抱
え
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
吉
本
は
い
ま
、
彼
の

必
然
に
従
い
、
『
ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論
』
に
た
ど
り
つ
い
た
(
『
海
燕
』
に
連
載

中
)
。
そ
こ
で
は
権
力
も
、
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
連
か
ら
語
ら
れ
る
。

先
だ
っ
て
、
吉
本
の
講
演
を
聴
く
機
会
が
あ
っ
た
(
八
六
年
一

O
月
一
九

日
・
名
古
屋
・
菊
屋
ま
つ
り
)
。
そ
の
折
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
彼
が
権
力
を
、

ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論
に
い
う
世
界
視
線
と
結
び
つ
け
て
語
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

世
界
視
綜
と
は
簡
単
に
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
を
垂
直
に
見
下
ろ
し
客
観
と
し
て

規
定
す
る
、
な
か
ば
架
空
の
視
線
で
あ
る
ら
し
い
。
で
、
吉
本
の
言
に
よ
る

と
、
古
代
の
王
権
は
、
小
高
い
丘
の
上
か
ら
「
民
の
篭
は
に
ぎ
わ
い
に
け
り
」

と
見
下
ろ
す
よ
う
な
、
せ
い
ぜ
い
地
上
数
十

m
の
世
界
視
線
を
手
に
し
て
い
た

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
現
在
の
米
ソ
世
界
権
力
の
そ
れ
は
、
地
上

数
十
万

m
か
ら
の
、
人
工
衛
星
ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
の
視
界
に
象
徴
さ
れ
る
c

別
が
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
の

知
っ
て
い
る
権
力
の
基
盤
も
す
っ
か
り
掘
り
崩
さ
れ
る
だ
ろ
う
c

人
間
主
義
か

ら
の
出
口
で
あ
る
c

し
か
し
、
こ
の
段
階
に
達
す
る
ま
で
政
治
的
国
家
は
祭
化

さ
れ
ま
せ
ん
と
い
う
の
で
は
、
む
し
ろ
権
力
の
永
続
を
証
明
し
て
し
ま
っ
た
と

同
じ
で
は
な
い
か
。

吉
本
は
、
何
は
ど
う
あ
れ
、
政
治
的
国
家
の
存
在
を
そ
も
そ
も
悪
と
考
え
る

姿
勢
を
崩
さ
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
、
理
解
で
き
る
。

政
治
的
国
家
は
実
際
、
あ
ま
り
に
も
し
ば
し
ば
許
し
が
た
い
害
悪
の
源
泉
で
あ

っ
た
。
け
れ
ど
も
私
は
ま
だ
、
政
治
的
国
家
が
必
然
的
に
悪
で
な
げ
れ
ぽ
な
ら

な
い
こ
と
の
証
明
を
見
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

私
の
想
定
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
権
力
は
悪
で
な
い
。
権
力
は
(
定
義
に
も
よ

る
が
)
、
社
会
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
遍
在
し
て
い
る
は
ず
で
、
き
れ
い
に
解
除

し
た
り
根
絶
し
た
り
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
だ
。
つ
ぎ
に
政
治
的
国
家

で
あ
る
が
、
b

そ
れ
は
こ
の
権
力
が
、
あ
る
条
件
の
も
と
で
、
明
瞭
な
形
態
に
編

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
条
件
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
あ
る
一
群

の
人
び
と
の
行
為
の
系
列
(
生
活
形
式
)
と
別
の
人
び
と
の
そ
れ
と
が
、
無
関

係
な
い
し
無
矛
盾
で
あ
る
場
合
。
そ
こ
に
国
家
H
権
力
の
出
る
幕
は
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
異
な
る
生
活
形
式
が
関
係
し
あ
い
、
か
つ
互
い
に
矛
盾
す
る
場

合
が
問
題
で
あ
る
。
そ
の
際
、
当
の
生
活
形
式
を
保
守
し
よ
う
と
す
る
強
力
な

権
力
が
双
方
の
側
に
働
こ
う
。
双
方
を
調
停
す
る
権
力
が
現
れ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
が
新
た
な
生
活
形
式
を
設
定
す
る
結
果
、
改
め
て
よ
り
大
き
な
矛
盾
が
出

続
け
て
吉
本
が
言
う
の
に
は
、
よ
り
高
度
な
世
界
視
線
に
対
応
す
る
権
力
が

成
立
す
る
と
、
よ
り
低
次
な
権
力
は
無
化
さ
れ
、
の
こ
ら
ず
解
除
さ
れ
る
は
ず

だ
。
米
ソ
国
家
の
拠
っ
て
た
つ
世
界
視
線
と
い
え
ど
も
、
究
極
の
も
の
で
あ
る

ま
い
。
い
っ
た
ん
民
衆
が
、
無
限
遠
点
か
ら
す
る
世
界
視
線
の
位
置
を
わ
が
も

の
と
し
さ
え
す
れ
ば
、
政
治
権
力
は
一
切
解
消
し
て
し
ま
う
の
だ
、
と
。
大
衆

の
原
像
を
繰
込
む
と
い
う
知
の
課
題
と
、
政
治
的
国
家
の
死
滅
を
志
向
す
る
モ

チ
ー
フ
と
が
、
こ
こ
に
再
び
結
合
を
と
げ
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
、
吉
本
の
言
う
こ
と
は
筋
が
通
っ
て
い
る
み
た
い
だ
。
そ
こ
で
私

は
想
い
め
ぐ
ら
し
て
み
る
、
民
衆
が
世
界
視
線
の
無
限
遠
点
を
占
め
る
と
き
と

は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
場
合
な
の
か
?
こ
れ
が
な
か
な
か
想
像
し
に
く
い
。

や
っ
と
ひ
と
つ
考
え
つ
い
た
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
モ

1
ロ
グ
し
、
惚
け
き

っ
て
し
ま
っ
た
と
き
で
は
な
い
か
。
究
極
の
世
界
視
線
は
、
生
物
と
無
機
物
を

区
別
せ
ず
、
都
市
の
人
為
と
自
然
を
区
別
し
な
い
。
だ
か
ら
、
石
こ
ろ
と
パ
ン

の
見
境
が
つ
か
ず
口
に
突
っ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
り
、
自
分
と
他
人
も
区
別
で
き

ず
、
手
前
の
片
院
を
ち
ょ
ん
ぎ
っ
て
与
え
た
り
、
ひ
と
の
尻
肉
に
喰
ら
い
つ
い

た
り
。
こ
れ
な
ら
た
し
か
に
、
「
世
界
視
線
を
わ
が
も
の
と
し
て
い
る
」
わ
け

だ
。
そ
ん
な
ポ
ケ
極
ま
っ
た
民
衆
(
生
き
ポ
ト
ケ
達
)
の
前
で
は
、
ど
ん
な
権

力
の
形
態
も
無
化
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
ヨ
イ
ヨ
イ
共
同
体

は
、
果
た
し
て
わ
れ
わ
れ
の
目
指
す
べ
き
理
想
世
界
な
の
だ
ろ
う
か
?

も
う
ひ
と
つ
思
い
つ
い
た
の
は
、
未
来
社
会
の
極
限
(
私
の
い
う
機
械
主
義
)

の
ケ
l
ス
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
聞
が
機
械
と
接
続
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

組
み
あ
げ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
生
体
/
無
機
物
・
自
己
/
他
者
の
区

9 

現
し
て
し
ま
う
。
政
治
的
国
家
は
そ
う
し
た
徴
細
な
権
力
が
順
次
に
積
み
重
な

っ
た
、
逃
れ
が
た
い
極
相
と
し
て
訪
れ
て
い
る
。

政
治
的
国
家
に
は
解
除
で
き
な
い
担
底
が
あ
る
だ
ろ
う
か
?

ば
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
形
式
(
な
い
し
文
化
、
あ
る
い
は
言
語
ゲ
l
ム
)

の
ま
か
い
模
様
で
あ
る
。
こ
の
シ
わ
い
は
、
わ
れ
わ
れ
の
過
去
一
切
を
背
負
う

前
提
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
窓
意
に
は
服
さ
ぬ
事
実
性
会
出

2
5
z
q
)
な
の

だ。

あ
る
と
す
れ

フ
1
コ
1
以
後
、
権
力
の
徴
細
な
様
相
に
目
が
向
け
ら
れ
、
多
彩
な
権
力
分

析
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
本
当
に
よ
い
こ
と
だ
。
フ

l
コ
l
自
身

も
晩
年
、
性
と
権
力
と
が
互
い
を
議
り
こ
む
様
を
究
め
ん
と
し
た
。
し
か
し
反

面
こ
の
徴
細
な
権
力
と
、
伝
統
的
な
政
治
的
国
家
と
が
ど
う
関
連
す
る
か
は
、

こ
の
と
こ
ろ
問
題
と
し
て
す
っ
ぽ
り
抜
け
落
ち
、
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。
〈
言
語
ゲ
l
ム
〉
論
を
手
が
け
て
い
て
、
私
は
い
っ
そ
う
こ
の
感

を
深
く
し
た
。
た
と
え
ば
資
本
制
の
擁
す
る
市
場
は
、
他
の
領
域
と
ど
の
よ
う

な
ど
な
ど
、
話
ず
べ
き
基
礎
的
課
題
は
あ

- 10ー

な
身
体
上
の
連
関
を
有
す
る
か
?

ま
り
に
多
い
の
で
あ
る
。
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