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う
に
、
国
家
も
、
国
そ
の
も
の
に
目
的
と
す
る
「
理
念
」
が
あ
っ

て
、
そ
の
理
念
目
的
の
姿
に
住
民
が
結
び
つ
い
て
国
家
が
形
成
さ

れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
少
く
と
も
日
本
民
族
は
、
国
と
い
う
も
の

を
一
つ
の
生
き
も
の
と
し
て
、
又ま
た

体
と
同
じ
よ
う
に
、
一
つ
の
理

想
を
有も

つ
一
個
の
「
有
機
的
生
命
体
」
で
あ
る
と
し
て
考
え
た
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
日
本
の
民
族
精
神
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら

日
本
人
の
民
族
精
神
の
表
現
で
あ
る
『
古
事
記
』
に
は
、
人
間
の

生う
ま

れ
る
ま
で
に
先ま

ず
「
国
」
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
国
わ
か

く
浮う

き
油あ
ぶ
らの

如ご
と

く
し
て
暗く
ら

気げ

な
す
た
だ
よ
え
る
と
き
に
生あ

れ
ま
し

し
神
の
御み

名な

は
…
…
」
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　

先ま

ず
国
家
の
「
理
念
」
が
あ
っ
て
、
其そ

の
理
念
が
具
象
化
し
て

　

ま
ず
「
理
念
」
が
あ
っ
て
、
日
本
国
家
が
形
づ
く
ら
れ
た

　

国
家
と
い
う
も
の
も
唯
物
論
的
に
言
え
ば
、
小
さ
い
個
人
個
人

と
い
う
細
胞
が
契
約
を
し
て
、
そ
し
て
こ
う
い
う
国
を
拵こ
し
らえ

て
お

け
ば
個
人
に
都
合
が
良
い
と
い
う
の
で
拵
え
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ

れ
は
人
民
主
権
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
人
民
主
権
と
云い

う
こ
と

は
人
体
に
た
と
え
て
み
れ
ば
細
胞
主
権
と
い
う
こ
と
に
当
り
ま

す
。
併し
か

し
国
家
が
有
機
的
生
命
体
で
あ
る
以
上
、
一
つ
一
つ
の
細

胞
が
主
権
を
も
っ
て
お
る
と
云
う
こ
と
は
不
合
理
な
の
で
あ
り
ま

す
。
人
体
は
人
体
と
し
て
、
あ
る
目
的
を
も
っ
て
つ
く
ら
れ
た
よ
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瓊に

に々

杵ぎ
の 

命み
こ
とな

る
姿
に
な
っ
て
天あ
ま

降く
だ

っ
て
き
て
、
そ
の
理
念
が
沢た
く

山さ
ん

人
間
と
い
う
細
胞
を
う
み
出
し
た
。
そ
れ
が
日
本
民
族
で
あ
っ

て
、
そ
の
民
族
が
、
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
「
大や
ま
と和
」
の
理
念
に
従

っ
て
一
大
団だ
ん

結け
つ

し
て
建
国
し
た
と
こ
ろ
の
国
が
日や
ま

本と
の

国く
に

と
し
て
実

現
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
日
本
民
族
の
「
理
念
」
と
い
う

か
「
精
神
」
と
い
う
か
「
魂
た
ま
し
い」
と
い
う
か
「
指
導
理
念
」
と
い

う
べ
き
か
、
と
も
角か
く

、
そ
う
い
う
「
精
神
的
な
も
の
」
が
天
降
っ

て
き
て
そ
れ
が
子
孫
を
う
み
ま
し
て
、
そ
こ
に
一
大
団
結
す
る
と

こ
ろ
の
国
家
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
譬ひ

喩ゆ

的て
き

に

又ま
た

は
、
象し
ょ
う 

徴ち
ょ
う 

的て
き

に
言
う
と
、「
天て
ん

孫そ
ん

降こ
う

臨り
ん

」
と
云
う
こ
と
に
な

る
の
で
す
。　
　
　
　
　
　

 

（
新
装
新
版
『
真
理
』
第
７
巻
269
～
270
頁
）

　

日
本
は
天
皇
中
心
の
国
家
で
あ
る

　

神
話
的
に
云い

い
ま
す
な
ら
ば
、
日
本
国
家
は
、
天あ
ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

の
理お
お
み
こ
こ
ろ念

の
中
に
先ま

ず
造
ら
れ
て
、
そ
れ
が
「
千ち

五い

百ほ

秋あ
き

の
瑞み
ず

穂ほ

の
国
は
世よ

よ々

わ
が
子う
み

孫の
こ

の
王き
み

た
る
べ
き
地く
に

な
り
」
と
云
う
天て
ん

孫そ
ん

降こ
う

臨り
ん

の
神し
ん 

敕ち
ょ
くと
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
神
話
と
云
う
の

は
、
作
者
が
誰た
れ

と
云
う
一
定
の
人
間
で
は
な
く
て
古
代
の
民
族

が
、
そ
の
民
族
全
体
の
精
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
民
族
全
体
の
一
致
し
た
信
念
の
協き
ょ
う 

同ど
う

作
品
と
云
う
よ
う
な

も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
民
族
全
体
の
協
同
信
念
に
よ
っ
て
各
人

が
集
団
し
て
、
日
本
は
天
皇
中
心
の
国
家
を
形か
た
ち 

作づ
く

っ
た
の
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
日
本
国
家
が
天
皇
中
心
の
国
家
で
あ
る
と
云
う
こ

と
は
最
も
民
主
的
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
民
族
全
体
の
協
同

精
神
が
謂い

わ
ば
日
本
国
家
の
設
計
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
協
同
精
神
の
通
り
に
、
形
の
世
界
の
日
本
国
は
、
家
が
色
々
の

材
料
が
集
め
ら
れ
て
徐じ
ょ

々じ
ょ

に
出
来
上あ
が

る
よ
う
に
、
出
来
た
の
で
す
。

だ
か
ら
日
本
国
家
の
本
質
及お
よ

び
設
計
は
、
天
皇
国
家
の
姿
を
と
る

べ
く
日
本
民
族
全
体
の
心
の
中
に
既す
で

に
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
世
の
中
の
進
む
に
従
い
、
形
の
世
界
に
徐
々
に
出
来
上
っ

て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。　
（
新
装
新
版
『
真
理
』
第
１
巻
64
～
65
頁
）

　

神
武
天
皇
の
「
建
国
の
理
想
」
は
今
に
続
い
て
い
る

　

そ
し
て
神じ
ん

武む

天
皇
が
大や
ま
と和
に
都
を
奠は
じ

め
給た
ま

う
た
の
は
、
天
皇
中
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心
の
国
と
云い

う
日
本
民
族
全
体
の
精
神
が
具
体
化
し
た
第
一
期
工

事
の
完
成
だ
と
云
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

最
近
、
日
本
民
族
の
中
に
も
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
た
思
想
に
か

ぶ
れ
て
、
日
本
が
天
皇
国
家
の
形
を
と
る
必
要
は
な
い
と
力
説
す

る
人
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
古
代
の
日
本
の
建
国
の
と
き
の
日

本
民
族
精
神
の
協
同
製
作
に
よ
る
日
本
国
が
吾わ
れ

々わ
れ

の
祖
国
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
祖
国
の
つ
づ
き
が
日
本
国
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
吾
々
が
先
祖
か
ら
引ひ
き

継つ

い
だ
国
は
、
や
は
り
天
皇
中
心
の

国
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
も
う
そ
の
国
は
、
吾
々
が
古
代
の
先
祖
か
ら
引
き
つ
い
だ
日

本
国
で
は
な
い
、
別
の
国
だ
と
云
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
神
武
天
皇
の
建
国
も
神
話
で
あ
っ
て
、
神
武
天
皇

は
実
在
の
人
物
で
な
か
っ
た
と
云
う
人
が
、
戦
後
に
日
本
の
歴
史

家
の
中
に
も
出
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
併し
か

し
神
武
天
皇
が
実
在

で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
神
話
を
古
代
の
日
本
民
族
が
つ

く
っ
た
と
云
う
こ
と
其そ

の
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
て
、
日
本
の
国
を

建
設
し
た
古
代
民
族
の
心
の
中
に
あ
る
「
建
国
の
理
想
」
が
、
人

格
的
に
表
現
さ
れ
て
「
神
武
天
皇
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
神
武
天
皇
が
、
建
国
の
理
想
と
し
て
「
八は
っ

紘こ
う

を
蔽お

お

い

て
宇い
え

と
為な

さ
ん
」
と
仰お
お

せ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
吾わ
れ

々わ
れ

は
一ひ
と

口く
ち

に
「
八は
っ

紘こ
う

一い
ち

宇う

」
の
建
国
の
理
想
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
、
ま

る
で
世
界
侵
略
思
想
の
よ
う
に
外
国
人
は
巣す

鴨が
も

法
廷（
編
註
・
極

東
国
際
軍
事
裁
判
＝
東
京
裁
判
）で
裁
判
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

天て
ん

地ち

間か
ん

に
外
国
は
無
い
、
何ど

処こ

も
彼か
し

処こ

も
一
家
族
で
兄
弟
で
あ
る

と
云
う
理
想
を
表
現
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

日
本
国
は
そ
の
建
国
の
は
じ
め
か
ら
、
全
世
界
の
人
類
は
互た
が
いに

兄

弟
で
あ
る
と
云
う
民
主
主
義
理
想
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
神
武
天
皇

が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
日
本
民
族
の
理
想
を
見
る
べ
き
で
あ

り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

 

（
新
装
新
版
『
真
理
』
第
１
巻
65
～
66
頁
）
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