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国
経
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究
─
─
ま
え
が
き

　
私
は
長
い
間
、
韓
国
を
は
じ
め
多
く
の
ア
ジ
ア
諸
国
を
足
繁
く
巡
り
、
各
国
の
経
済
発
展
の
態
様
を
観
察
・
分
析
し
、
さ
ら
に
は

こ
れ
ら
諸
国
の
経
済
発
展
の
過
程
で
生
ま
れ
た
東
ア
ジ
ア
全
域
に
渦
巻
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
考
察
を
重
ね
て
き
た
（
こ
の

テ
ー
マ
は
本
著
作
集
第
5
巻
『
ア
ジ
ア
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
で
扱
う
）。

　
中
国
と
い
う
巨
大
な
大
陸
国
家
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
分
析
対
象
の
中
に
組
み
入
れ
な
け
れ
ば
私
の
ア
ジ
ア
研
究
が
完
成

し
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
は
い
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
巨
大
で
複
雑
な
こ
の
国
の
研
究
に
入
っ
て
い
け
ば
、
そ
こ
か
ら
抜

け
で
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
強
く
、
な
か
な
か
本
気
で
こ
こ
に
関
心
を
向
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
た
。

　
し
か
し
、
1

9

8

0
年
代
の
初
め
、
中
国
の
改
革
・
開
放
が
開
始
さ
れ
て
間
も
な
い
頃
、
当
時
の
経
済
企
画
庁
の
研
究
会
の
専
門

委
員
の
一
員
と
し
て
初
め
て
中
国
を
訪
れ
る
機
会
を
得
て
、
ま
だ
残
る
人
民
公
社
、
廃
墟
の
よ
う
な
東
北
地
域
の
国
営
重
工
業
群
を

み
て
回
り
、
さ
ら
に
往
時
の
中
国
第
一
級
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
数
日
に
わ
た
り
議
論
す
る
貴
重
な
経
験
を
得
て
、
私
の
中
国
へ
の
関

心
は
に
わ
か
に
高
ま
っ
た
。

　
私
の
研
究
の
ポ
イ
ン
ト
は
一
つ
、
当
時
（
今
で
も
な
お
そ
う
だ
が
）
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
、
計
画
経
済
か
ら
市
場
経
済

へ
の
転
換
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
に
あ
っ
た
。
市
場
経
済
か
ら
計
画
経
済
へ
の
転
換
で
あ
れ
ば
、
旧
ソ
連
圏
に
お
い
て
あ
ま
た
の

経
験
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
逆
の
、
つ
ま
り
計
画
経
済
か
ら
市
場
経
済
へ
転
換
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ト
ラ
イ
ア
ル
の
真
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まえがき　　　　ii

意
は
何
か
。
ど
ん
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
中
国
は
そ
れ
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
一
点
を
抑
え
る
こ
と
に
努
力
の
大
半
が
割
か

れ
た
。
1

9

9

0
年
代
初
期
の
3
、
4
年
の
追
究
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
研
究
成
果

は
、
一
般
書
と
し
て
一
つ
に
は
『
中
国
経
済
は
成
功
す
る
か
』（
ち
く
ま
新
書
、
1

9

9

8
年
）、
二
つ
に
は
『
ア
ジ
ア
新
潮
流
─
西

太
平
洋
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
社
会
主
義
』（
中
公
新
書
、
1

9

9

0
年
〔『
本
著
作
集
』
第
5
巻
所
収
〕）
と
し
て
ま
と
め
た
。
本
巻
に
は

こ
の
2
つ
の
う
ち
前
者
を
再
録
し
た
。

　
中
国
は
建
国
以
来
、
長
き
に
わ
た
っ
て
国
営
重
工
業
と
人
民
公
社
を
根
幹
と
す
る
集
権
的
社
会
主
義
経
済
を
営
ん
で
き
た
。
国
営

重
工
業
と
人
民
公
社
は
、
2
つ
の
独
立
し
た
存
在
で
は
な
い
。
後
者
は
前
者
の
拡
大
の
た
め
の
蓄
積
源
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

人
民
公
社
と
は
、
工
業
化
の
た
め
の
資
源
を
確
保
す
べ
く
農
業
余
剰
を
国
家
に
吸
引
す
る
た
め
の
制
度
的
機
構
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

農
業
余
剰
の
吸
引
は
国
家
が
農
民
か
ら
購
入
す
る
農
産
物
の
価
格
を
定
位
に
お
く
一
方
、
国
家
が
農
民
に
販
売
す
る
工
業
品
価
格
を

高
位
に
据
え
お
く
と
い
う
、「
鋏
状
価
格
差
」（
シ
ェ
ー
レ
）
を
固
定
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
。

　
国
家
が
低
価
格
で
買
い
上
げ
た
農
産
物
は
、
や
は
り
低
価
格
で
国
営
軽
工
業
部
門
に
原
材
料
と
し
て
販
売
さ
れ
、
こ
こ
で
製
品
化

さ
れ
た
消
費
財
、
肥
料
、
農
業
機
械
な
ど
の
農
業
投
入
財
が
国
営
商
業
を
経
て
今
度
は
高
価
格
で
農
民
と
都
市
労
働
者
に
販
売
さ
れ

た
。
そ
れ
ゆ
え
国
営
商
業
部
門
の
利
潤
率
は
大
き
く
、
こ
の
利
潤
は
工
商
税
と
と
も
に
国
庫
に
上
納
さ
れ
、
こ
れ
が
国
家
財
政
収
入

の
中
核
を
形
成
し
た
。
国
営
工
商
業
の
高
利
潤
に
寄
与
し
た
も
う
一
つ
の
要
因
は
、
都
市
労
働
者
の
低
賃
金
で
あ
っ
た
。
こ
の
低
賃

金
を
可
能
に
し
た
も
の
が
、
再
び
低
価
格
で
農
民
か
ら
買
い
上
げ
ら
れ
た
食
糧
で
あ
っ
た
。
蓄
積
さ
れ
た
豊
富
な
財
政
収
入
の
多
く

は
国
営
重
工
業
に
投
入
さ
れ
た
。
中
国
が
低
所
得
水
準
に
あ
り
な
が
ら
も
、
他
の
開
発
途
上
国
に
比
較
し
て
一
段
と
高
い
重
工
業
化

率
を
達
成
せ
し
得
た
の
も
、
こ
う
し
た
蓄
積
機
構
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
「
強
蓄
積
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
て
き
た

渡辺4_本文_責了.indb   2渡辺4_本文_責了.indb   2 2025/01/29   19:292025/01/29   19:29



iii　　　　まえがき

も
の
の
内
実
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
強
蓄
積
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
欠
陥
は
ほ
と
ん
ど
自
明
で
あ
っ
た
。
国
営
重
工
業
は
蓄
積
源
泉
を
自
部
門
に
で
は
な
く
他
部
門
の
農
業
に

求
め
、
し
か
も
統
制
経
済
下
に
あ
っ
て
競
争
的
市
場
圧
力
を
回
避
し
な
が
ら
拡
大
を
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
国
営
重
工
業
が
効

率
性
向
上
へ
の
誘
引
を
欠
い
た
安
易
な
拡
大
過
程
に
堕
し
て
い
っ
た
の
に
も
無
理
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。

　
強
蓄
積
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
農
業
に
お
い
て
よ
り
深
刻
な
問
題
を
つ
く
り
出
し
た
。
中
国
農
民
は
シ
ェ
ー
レ
の
も
と
、
国
家
に
よ
る

収
奪
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
価
格
体
系
が
い
か
に
み
ず
か
ら
に
不
利
な
も
の
で
あ
れ
、
人
民
公
社
か
ら
下
達
さ
れ
た
生
産
目
標
は
至

上
命
令
で
あ
り
、
農
民
は
そ
の
達
成
に
向
け
て
無
理
や
り
増
産
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
。
1

9

7

0
年
代
、
農
業
生
産
は
拡
大
し
な
が

ら
コ
ス
ト
割
れ
に
よ
る
欠
損
農
家
が
全
国
に
広
範
に
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
事
態
の
深
刻
さ
は
「
増
産
不
増
収
」
と
い
う

表
現
に
象
徴
さ
れ
た
。

　
強
蓄
積
は
、
こ
う
し
て
一
方
に
、
拡
大
再
生
産
へ
の
自
律
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も
た
な
い
国
営
重
工
業
と
、
他
方
に
は
、
人
民
公
社

制
度
に
よ
り
余
剰
を
収
奪
さ
れ
増
産
不
増
収
に
呻
吟
す
る
低
生
産
性
農
業
と
い
う
2
つ
の
部
門
が
並
立
す
る
「
偏
奇
的
」
な
二
重
構

造
を
築
い
て
し
ま
っ
た
。

　
1

9

7

8
年
の
体
制
改
革
が
画
期
的
で
あ
る
の
は
、
実
は
こ
の
改
革
が
中
国
の
農
工
両
部
門
の
間
に
初
め
て
有
機
的
な
関
連
を
創

成
し
、
旧
来
の
二
重
構
造
に
か
わ
る
新
し
い
蓄
積
と
循
環
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
創
成
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

要
に
位
置
す
る
の
が
「
郷
鎮
企
業
」
で
あ
り
、
私
は
こ
の
企
業
を
中
国
の
体
制
改
革
が
生
ん
だ
最
も
重
要
な
経
済
主
体
だ
と
み
な
し

た
。

　
新
農
業
政
策
に
よ
り
国
家
農
産
物
買
い
上
げ
価
格
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
人
民
公
社
が
解
体
さ
れ
て
農
業
生
産
の
主
役
は
個
人
農
に

か
わ
っ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
農
民
の
増
産
意
欲
は
一
挙
に
高
ま
り
、
農
業
生
産
性
と
農
民
所
得
は
急
角
度
の
上
昇
を
み
せ
た
。
意
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まえがき　　　　iv

欲
あ
る
農
民
に
は
非
農
業
部
門
に
投
下
可
能
な
貨
幣
余
剰
が
建
国
以
来
初
め
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
農
業
生
産
性
の
上
昇
は
、
余
剰
労
働
力
を
は
っ
き
り
と
顕
在
化
さ
せ
た
。
個
人
農
シ
ス
テ
ム
の
採
用
に
よ
っ
て
農
村
労
働
力

の
30
％
以
上
が
余
剰
化
し
た
と
い
わ
れ
る
。
加
え
て
、
都
市
・
農
村
間
の
人
口
移
動
を
制
限
し
て
い
た
か
つ
て
の
厳
し
い
戸
籍
管
理

が
次
第
に
緩
め
ら
れ
、
1

9

8

4
年
に
は
「
農
民
が
集
鎮
（
農
村
内
都
市
）
に
入
り
、
戸
籍
を
移
す
問
題
に
関
す
る
国
務
院
の
通

知
」
が
出
さ
れ
た
。
配
給
食
糧
に
依
存
し
な
い
と
い
う
条
件
つ
き
な
が
ら
も
、
農
民
お
よ
び
そ
の
家
族
の
集
鎮
へ
の
移
住
が
許
可
さ

れ
た
。

　
新
農
業
政
策
の
採
用
に
よ
っ
て
農
村
に
発
生
し
た
貨
幣
余
剰
と
労
働
力
余
剰
が
そ
の
吐
け
口
を
郷
鎮
企
業
に
求
め
た
。
郷
鎮
企
業

と
は
、
農
村
に
お
け
る
郷
（
村
）
鎮
（
町
）
政
府
が
経
営
す
る
事
業
体
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
農
民
が
連
合
し
て
そ
の
経
営
に
あ
た
る
、

企
業
や
個
人
企
業
も
含
ま
れ
る
。
中
核
は
工
業
企
業
で
あ
る
。
経
営
形
態
は
多
様
で
あ
り
、
農
民
が
資
金
、
労
働
力
、
技
術
を
も
ち

寄
っ
て
経
営
に
あ
た
り
、
そ
の
収
益
を
「
股
分
」
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
持
ち
株
に
応
じ
て
配
分
す
る
企
業
形
態
さ
え
少
な
く
な
い
。

郷
鎮
企
業
が
体
制
改
革
下
の
中
国
に
生
ま
れ
た
初
め
て
の
本
格
的
な
「
第
三
セ
ク
タ
ー
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
郷
鎮
企
業
は
食
糧
生
産
第
一
主
義
の
も
と
で
工
業
品
の
恒
常
的
な
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
農
村
に
、
人
民
公
社
の
制
度
的
拘
束

を
離
れ
て
自
由
に
も
の
を
生
産
し
販
売
す
る
主
体
と
し
て
生
成
し
た
新
事
業
単
位
で
あ
る
。
郷
鎮
企
業
の
生
産
性
と
収
益
率
は
農
業

よ
り
格
段
に
高
い
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
郷
鎮
企
業
は
農
業
部
門
の
貨
幣
余
剰
と
労
働
力
余
剰
を
吸
引
し
て
爆
発
的
な
拡
大
を
み
せ
た
。

対
照
的
に
、
農
業
（
播
種
農
業
）
の
生
産
拡
大
の
速
度
は
緩
慢
で
あ
っ
た
。
農
村
に
お
け
る
発
展
の
主
勢
力
は
も
は
や
農
業
部
門
で

は
な
く
な
っ
て
い
る
。
中
国
農
村
で
発
生
し
た
郷
鎮
企
業
の
強
い
労
働
力
吸
収
は
、
土
地
に
対
す
る
人
口
圧
力
を
緩
和
し
、
農
業
生

産
性
を
上
昇
さ
せ
、
農
業
部
門
の
貨
幣
余
剰
と
労
働
力
余
剰
を
郷
鎮
企
業
に
向
け
て
吐
き
出
す
と
い
う
累
積
的
経
緯
を
創
出
し
て
い

る
。
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v　　　　まえがき

　
も
ち
ろ
ん
郷
鎮
企
業
の
生
産
物
は
、
農
村
の
最
終
需
要
と
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
も
つ
。
こ
う
し
て
郷
鎮
企
業
は
自
由
な
要
素
市

場
（
資
本
・
労
働
市
場
）
と
商
品
市
場
（
財
市
場
）
を
介
在
し
て
、
農
業
部
門
と
工
業
部
門
と
の
間
に
有
機
的
な
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
作

り
出
す
新
単
位
と
し
て
生
成
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
人
民
公
社
制
度
の
も
と
で
農
業
余
剰
を
権
力
的
に
絞
り
取
り
、
こ
れ
を

重
工
業
投
資
に
振
り
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
旧
来
の
歪
ん
だ
二
重
構
造
を
是
正
す
る
契
機
が
、
こ
こ
に
生
ま
れ
た
。

こ
う
し
て
農
業
部
門
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
重
工
業
部
門
拡
充
の
た
め
の
蓄
積
源
と
し
て
の
役
割
を
大
き
く
減
殺
さ
れ
ざ
る
を
得
な

い
。

　
も
う
一
つ
、
改
革
・
開
放
政
策
の
開
始
以
来
の
中
国
経
済
の
活
性
化
は
素
材
産
業
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
運
輸
等
の
イ
ン
フ
ラ
部
門
の
ボ

ト
ル
ネ
ッ
ク
を
深
刻
な
も
の
と
し
た
。
こ
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
が
中
国
経
済
の
成
長
を
阻
む
由
々
し
い
問
題
要
因
と
な
っ
て
い
く
の
は

間
違
い
な
い
。
郷
鎮
企
業
の
拡
大
と
イ
ン
フ
ラ
部
門
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
解
消
と
い
う
、
い
ず
れ
も
大
き
な
蓄
積
基
金
を
要
す
る
2
つ

の
課
題
を
、
し
か
も
旧
来
の
強
蓄
積
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
崩
壊
し
た
と
い
う
現
状
の
中
で
、
同
時
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

重
大
な
局
面
に
い
た
っ
た
。

　
新
た
な
活
路
を
求
め
て
登
場
し
た
の
が
王
建
氏
の
論
文
「
正
し
い
長
期
発
展
戦
略
を
選
択
せ
よ
─
国
際
大
循
環
経
済
発
展
戦
略
構

想
に
つ
い
て
」（『
経
済
日
報
』
1

9

8

8
年
1
月
5
日
付
）
で
あ
る
。
中
国
経
済
が
直
面
す
る
最
大
の
課
題
に
立
ち
向
か
う
新
し
い
方

向
性
を
示
唆
し
た
、
中
国
に
お
け
る
初
の
本
格
的
な
開
発
戦
略
と
し
て
、
私
は
こ
れ
に
高
い
評
価
を
今
で
も
惜
し
ま
な
い
。
改
革
・

開
放
の
必
要
性
を
論
じ
た
諸
論
文
の
中
で
異
彩
の
論
文
で
あ
る
。

　
王
建
論
文
は
、
一
つ
に
は
農
村
人
口
の
工
業
部
門
へ
の
移
動
、
二
つ
に
は
イ
ン
フ
ラ
の
拡
充
と
い
う
2
つ
の
要
請
の
間
で
国
内
資

源
の
「
争
奪
」
が
深
刻
化
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
中
国
の
当
面
の
経
済
発
展
過
程
に
お
け
る
主
要
矛
盾
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
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まえがき　　　　vi

こ
の
認
識
は
、
す
で
に
私
が
述
べ
て
き
た
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
疑
い
も
な
く
正
し
い
。
主
要
矛
盾
の
解
決
を
図
る
べ
く
氏
が
導
い
た

の
は
「
農
村
労
働
力
の
移
動
を
国
際
大
循
環
の
中
に
組
み
入
れ
る
」
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
労
働
集
約
的
製
品
の
輸
出
志
向
工
業
化

を
展
開
し
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
強
い
雇
用
吸
収
力
を
通
じ
て
農
村
の
労
働
力
余
剰
を
解
消
し
、
次
の
段
階
と
し
て
輸
出
に
よ
り
入
手

し
た
外
貨
資
源
を
素
材
産
業
・
イ
ン
フ
ラ
部
門
に
振
り
向
け
て
、
そ
の
成
長
を
促
す
と
い
う
解
決
法
で
あ
る
。

　
こ
の
論
文
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
趙
紫
陽
氏
は
「
沿
海
地
域
経
済
発
展
戦
略
」
を
表
明
し
、
王
建
氏
の
戦
略
の
起
点
に
位
置
す
る
労

働
集
約
的
製
品
輸
出
の
担
い
手
と
し
て
沿
海
部
の
郷
鎮
企
業
に
照
準
を
合
わ
せ
た
（『
人
民
日
報
』
1

9

8

8
年
1
月
23
日
付
）。
こ
こ

で
趙
氏
は
、
郷
鎮
企
業
を
中
核
と
す
る
沿
海
地
域
の
労
働
集
約
的
加
工
業
は
内
陸
経
済
と
の
開
発
資
源
の
「
争
奪
」
を
回
避
す
る
た

め
に
、
国
際
市
場
か
ら
原
材
料
を
輸
入
し
、
付
加
価
値
を
高
め
た
後
に
再
び
こ
れ
を
国
際
市
場
に
輸
出
す
る
と
い
う
「
進
料
加
工
」

（
輸
入
原
材
料
加
工
）
を
大
々
的
に
展
開
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
沿
海
部
加
工
工
業
は
原
材
料
入
手
と
製
品
輸
出
の
両

端
を
「
外
」
に
お
く
「
両
頭
在
外
」
を
基
本
と
し
、「
大
い
に
入
れ
て
大
い
に
出
す
べ
き
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
同
時
に
沿
海
地
域
郷
鎮
企
業
の
競
争
力
強
化
の
た
め
に
外
国
資
本
の
積
極
的
導
入
を
図
る
べ
き
で
あ
り
、
全
額
外
資
企
業
、
合
弁

企
業
、
合
作
企
業
の
「
三
資
企
業
」
を
そ
の
品
質
向
上
、
技
術
の
更
新
、
企
業
管
理
技
術
の
改
善
、
製
品
販
路
の
開
拓
に
寄
与
さ
せ

よ
う
と
も
唱
え
た
。

　
王
建
・
趙
紫
陽
両
氏
の
提
唱
す
る
新
戦
略
は
、
開
発
資
源
の
制
約
状
況
を
前
提
と
し
た
う
え
で
膨
大
な
農
業
人
口
の
工
業
部
門
へ

の
移
動
を
図
る
と
い
う
、
中
国
の
経
済
発
展
に
お
い
て
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ
傾
向
を
持
続
さ
せ
、
な
お
か
つ
も
う
一
つ
の
基
礎

的
な
条
件
で
あ
る
基
礎
素
材
、
イ
ン
フ
ラ
部
門
投
資
の
拡
充
と
い
う
課
題
を
同
時
に
解
決
す
る
た
め
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
可
能
性
あ

る
シ
ナ
リ
オ
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
実
は
こ
の
新
戦
略
は
、
中
国
を
取
り
巻
く
東
ア
ジ
ア
地
域
に
今
日
激
し
く
も
生
起
し
て
い
る
構
造
調
整
と
貿
易
・
投
資
の
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vii　　　　まえがき

新
動
向
に
よ
く
見
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。
再
び
い
え
ば
東
ア
ジ
ア
地
域
の
構
造
調
整
と
貿
易
投
資
の
新
し
い
動
向
に
つ
い
て
の
記
述

が
、
本
著
作
集
第
5
巻
の
『
ア
ジ
ア
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
の
課
題
と
な
る
。

　
毛
沢
東
が
死
去
し
狂
気
と
凄
絶
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
が
収
束
し
て
政
治
的
安
定
性
を
よ
う
や
く
に
し
て
回
復
し
た

1

9

7

0
年
代
の
末
年
、
気
が
つ
け
ば
人
民
の
胃
の
腑
は
な
お
満
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
建
国
以
来
、
国
の
総
力
を
上
げ
て
取
り

組
ん
で
き
た
社
会
主
義
経
済
建
設
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
。
社
会
主
義
建
設
は
そ
れ
に
投
じ
ら
れ
た
努
力
に
報
い
る
成
果

を
ま
る
で
残
し
て
い
な
い
で
は
な
い
か
。
中
国
は
周
辺
の
資
本
主
義
国
、
日
本
は
無
論
の
こ
と
、
韓
国
、
台
湾
、
香
港
に
は
る
か
な

る
遅
れ
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
。
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
に
比
較
し
て
も
貧
困
は
一
段
と
厳
し
い
。

　
社
会
主
義
経
済
建
設
の
あ
ま
り
の
み
す
ぼ
ら
し
い
成
果
へ
の
痛
恨
の
思
い
、
激
し
い
危
機
意
識
が
改
革
・
開
放
へ
の
原
動
力
と
な

っ
た
。
改
革
・
開
放
を
代
表
す
る
指
導
者
が
鄧
小
平
で
あ
り
、
彼
の
徹
底
し
た
「
生
産
力
主
義
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
生
産
力
主
義
は
、

天
安
門
事
件
と
い
う
劇
的
状
況
に
遭
い
な
が
ら
も
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
天
安
門
事
件
後
の
政
治
的
危
機
を
克
服
す
る

に
は
、
思
想
上
の
工
作
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
実
は
成
長
加
速
に
よ
っ
て
生
産
力
の
発
展
、
国
力
の
増
強
、
人
民
生
活
の
向
上

を
図
る
こ
と
が
第
一
義
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
の
が
鄧
小
平
で
あ
っ
た
。
鄧
小
平
は
政
治
路
線
闘
争
に
身
を
削
っ
て
き
た
毛

沢
東
と
は
こ
の
点
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
。
二
人
の
政
治
思
想
、
人
間
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
巻
Ⅱ
の
も
う
一
つ
の
目

的
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
渡
辺
利
夫
・
小
島
朋
之
・
杜
進
・
高
原
明
生
著
『
毛
沢
東
、
鄧
小
平
そ
し
て
江
沢
民
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、

1

9

9

9
年
）
の
う
ち
の
私
の
執
筆
分
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
大
陸
中
国
を
「
海
の
中
国
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
台
湾
、
香
港
、
東
南
ア
ジ
ア
の
華
人
社
会
は
「
海
の
中
国
」
で
あ
る
。
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まえがき　　　　viii

中
国
が
改
革
・
開
放
の
時
代
に
入
っ
て
す
で
に
相
当
の
時
間
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
、「
海
の
中
国
」
は
「
陸
の
中
国
」
を
塗
り
変

え
る
ほ
ど
の
力
量
を
発
揮
し
て
き
た
。

　
中
国
が
改
革
・
開
放
政
策
を
開
始
し
た
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
が
収
束
し
て
間
も
な
い
1

9

7

9
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
、
中
国
の
統
治
機
構
は
機
能
不
全
に
陥
り
、
農
業
は
疲
弊
し
、
国
営
企
業
は
と
て
つ
も
な
い
非
効
率
に
呻
吟
し
て
い
た
。

門
戸
を
開
い
て
海
外
の
進
ん
だ
技
術
、
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
導
入
し
な
け
れ
ば
と
は
考
え
る
も
の
の
、
門
戸
を
開
け
ば
入
っ
て
く
る
西

側
か
ら
の
新
し
い
「
風
」
に
脆
弱
な
中
国
は
耐
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
り
と
て
、
対
外
開
放
の
挙
に
出
な
け
れ
ば
発
展
へ
の
端

緒
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
身
を
切
る
よ
う
な
苦
悩
の
中
で
、
鄧
小
平
の
な
し
た
選
択
が
特
定
地
域
の
部
分
的
開
放
で
あ

っ
た
。
在
外
華
人
の
出
身
地
域
で
あ
る
華
南
、
広
東
省
、
福
建
省
の
窓
を
開
き
、
こ
こ
に
「
海
の
中
国
」
で
鍛
え
ら
れ
蓄
え
ら
れ
て

き
た
中
国
資
本
主
義
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
導
入
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
華
南
に
適
用
さ
れ
る
政
策
措
置
は
社
会
主
義
原
則
か
ら

離
れ
た
実
に
柔
軟
で
大
胆
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
香
港
効
果
」
を
懐
に
招
き
入
れ
て
発
展
し
た
の
は
華
南
で
あ
り
、
華
南
は
中
国
の

成
長
を
牽
引
す
る
最
も
重
要
な
地
域
と
な
っ
た
。

　
中
華
経
済
世
界
の
図
柄
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
そ
の
形
成
史
を
顧
み
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
共
内
戦
に
勝
利

し
た
共
産
党
軍
は
往
時
の
中
国
資
本
主
義
の
精
髄
・
上
海
企
業
─
浙
江
財
閥
な
ら
び
に
そ
れ
に
淵
源
を
も
つ
官
僚
資
本
系
列
企
業
の

資
産
を
没
収
し
、
身
の
危
険
を
察
知
し
た
企
業
家
、
管
理
者
、
技
術
者
は
大
挙
し
て
香
港
に
逃
避
し
た
。
無
数
の
私
営
工
商
業
者
も

「
三
反
」「
五
反
」
運
動
な
ど
の
残
忍
で
暴
力
的
な
「
社
会
主
義
的
改
造
」
に
よ
っ
て
そ
の
息
の
根
を
止
め
ら
れ
た
。
要
す
る
に
共
産

党
一
党
支
配
体
制
下
の
中
国
に
お
い
て
、
資
本
主
義
発
展
を
担
う
主
体
は
全
土
か
ら
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
資
本
主
義
の
精

髄
が
ま
ず
蝟
集
し
た
の
は
香
港
で
あ
っ
た
。

　
香
港
ば
か
り
で
は
な
い
。
共
産
革
命
に
先
立
つ
50
年
ほ
ど
前
、
清
国
期
の
華
南
か
ら
植
民
地
支
配
下
の
東
南
ア
ジ
ア
に
移
り
住
ん
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だ
南
洋
華
僑
が
い
る
。
彼
ら
は
列
強
が
経
営
す
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
鉱
山
の
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
、
植
民
地
経
営
が
発
生

さ
せ
た
仲
介
商
人
（
買
弁
）
的
機
能
を
担
う
「
東
洋
外
国
人
」
と
し
て
刻
苦
精
励
し
た
。
南
洋
華
僑
は
そ
の
過
程
で
華
南
の
商
業
主

義
の
伝
統
を
練
磨
し
、
こ
れ
を
東
南
ア
ジ
ア
の
地
に
蓄
積
し
て
い
っ
た
。

　
南
洋
華
僑
社
会
の
成
立
に
、
さ
ら
に
2

0

0
年
先
立
つ
17
世
紀
後
半
期
か
ら
18
世
紀
に
か
け
て
台
湾
に
移
住
し
、
こ
の
島
の
開
発

に
挑
ん
だ
の
が
や
は
り
華
南
の
貧
農
で
あ
っ
た
。
台
湾
に
流
入
し
た
華
南
住
民
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
統
治
シ
ス
テ
ム
の
ま
っ
た
く

及
ば
な
い
「
化
外
の
地
」（
中
華
の
皇
帝
に
よ
る
教
化
の
及
ば
な
い
未
開
の
地
）
で
あ
っ
た
。
移
住
者
は
国
家
に
頼
る
こ
と
の
な
い

ベ
ン
チ
ャ
ー
に
よ
り
、
台
湾
を
東
ア
ジ
ア
有
数
の
水
稲
耕
作
と
砂
糖
黍
栽
培
の
地
に
変
え
て
い
っ
た
。
豊
か
さ
を
求
め
る
激
し
く
も

厳
し
い
労
働
が
華
南
住
民
の
起
業
家
的
才
覚
を
こ
の
島
で
練
り
あ
げ
た
。

　
市
場
経
済
を
担
う
主
体
が
大
陸
中
国
に
は
薄
く
し
か
存
在
し
な
い
一
方
、
大
陸
の
外
縁
に
広
が
る
東
ア
ジ
ア
海
域
世
界
に
こ
れ
が

厚
く
蓄
積
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
改
革
・
開
放
政
策
が
開
始
さ
れ
た
時
点
に
お
け
る
中
華
経
済
世
界
の
構
図
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

て
「
海
の
中
国
」
か
ら
「
陸
の
中
国
」
へ
と
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
を
戦
略
化
し
た
も
の
が
鄧
小
平
の
対
外
開
放
路
線
に
他
な
ら
な
い
。

　
こ
の
歴
史
的
な
図
柄
を
記
し
た
の
が
、
本
巻
に
収
録
さ
れ
た
、
渡
辺
利
夫
・
岩
崎
育
夫
『
海
の
中
国
』（
弘
文
堂
、
2

0

0

1
年
）

の
私
の
執
筆
分
で
あ
る
。
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