
●
は
じ
め
に

　

国
家
建
設
に
関
す
る
研
究
は
、
古
典

的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
同
時
に
最
近
非

常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
分
野
で
あ
る
。

近
代
国
家
の
形
成
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
端

を
発
す
る
が
、
国
家
建
設
研
究
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史
研
究
を
中
心
に
発
展
し
て
き

た
。
現
代
政
治
学
に
お
い
て
は
、
国
家

研
究
は
周
期
的
に
流
行
と
衰
退
を
繰
り

返
し
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七

〇
年
代
に
か
け
て
の
、
政
治
学
を
科
学

化
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
「
行

動
論
革
命
」
の
時
代
に
は
衰
退
し
た
も

の
の
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら

は
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
へ
の
各
国
の
対
応

や
東
ア
ジ
ア
の
高
度
成
長
を
説
明
す
る

に
あ
た
り
国
家
の
役
割
に
注
目
が
集

ま
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
の
経
済
自
由

化
を
謳
っ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
コ
ン
セ
ン
サ

ス
の
時
代
に
な
る
と
、
国
家
の
問
題
は

再
び
軽
視
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
九

七
年
の
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
、
二
〇
〇
一

年
の
九
・
一
一
テ
ロ
事
件
を
経
て
、
国

家
に
よ
る
規
制
の
重
要
性
が
再
注
目
さ

れ
る
と
同
時
に
、
弱
い
国
家
が
テ
ロ
リ

ズ
ム
、
貧
困
、
内
戦
な
ど
様
々
な
問
題

の
温
床
に
な
る
こ
と
が
国
際
的
に
強
く

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
参
考
文
献
④
）。

　

本
稿
は
、
主
に
途
上
国
を
対
象
と
し

た
国
家
建
設
研
究
の
概
観
を
通
し
、
そ

の
特
徴
を
描
く
と
同
時
に
、
分
析
が
不

足
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以
下
で

は
、
ま
ず
国
家
お
よ
び
国
家
建
設
と
い

う
概
念
の
特
徴
を
確
認
し
た
う
え
で
、

戦
争
と
国
家
建
設
と
の
関
係
に
着
目
し

た
諸
研
究
を
中
心
に
、
途
上
国
に
お
い

て
は
な
ぜ
国
家
建
設
が
う
ま
く
進
ま
な

い
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
研
究
蓄

積
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
九
・
一
一

テ
ロ
事
件
後
に
顕
著
に
な
っ
て
き
た
こ

の
研
究
分
野
の
新
し
い
潮
流
と
、
そ
れ

が
抱
え
る
課
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
．
国
家
建
設
と
は
？

　

一
般
に
、国
家
建
設
は
「
弱
い
国
家
」

か
ら
「
強
い
国
家
」
へ
の
移
行
を
意
味

す
る
。
こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
国
家

と
い
う
概
念
は
、
多
く
の
場
合
、
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
定
義
で
あ
る「
あ

る
一
定
の
領
域
内
で
物
理
的
な
暴
力
行

使
を
正
統
に
独
占
す
る
共
同
体
」
を
指

し
、
こ
の
理
念
型
の
定
義
を
満
た
す
も

の
が
強
い
国
家
、
満
た
さ
な
い
も
の
が

弱
い
国
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
具
体
的
に
何
を
基
準
に
国

家
の
強
弱
を
判
断
す
る
の
か
に
関
し
、

研
究
者
間
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
と

は
言
い
が
た
い
。
例
え
ば
、
ミ
グ
ダ
ル

（
参
考
文
献
⑨
）
は
国
家
に
よ
る
社
会

へ
の
浸
透
（penetration

）、
社
会
関

係
の
規
制
、
資
源
の
収
奪
及
び
配
分
の

四
つ
の
側
面
に
お
け
る
能
力
が
高
い
場

合
を
強
い
国
家
と
す
る
。フ
ク
ヤ
マ（
参

考
文
献
④
）
の
場
合
は
国
家
機
能
の
執

行
能
力
（enforcem

ent
）
の
程
度
で

強
さ
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
ま
た
レ
イ

ク
（
参
考
文
献
⑦
）
は
国
家
を
「
暴
力

の
独
占
」
と
「
正
統
性
」
の
二
つ
の
側

面
で
特
徴
づ
け
、
両
方
に
お
い
て
高
い

程
度
を
示
す
国
家
を
強
い
と
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
の
強
弱
に
関

す
る
概
念
定
義
は
複
数
存
在
す
る
。

　

さ
ら
に
、
国
家
の
強
さ
・
弱
さ
を
実

証
的
に
測
定
す
る
方
法
が
多
く
の
場
合

明
確
で
な
い
点
も
、
こ
の
研
究
テ
ー
マ

の
抱
え
る
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
前
述

し
た
研
究
例
に
お
い
て
、
国
家
の
執
行

能
力
や
正
統
性
を
ど
の
よ
う
に
具
体
的

に
測
定
す
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
。
同
様
に
、
こ
の
分
野
の
ほ
と

ん
ど
の
研
究
で
は
、
国
家
が
ど
の
政
府

機
関
（
あ
る
い
は
そ
の
集
合
体
）
を
指

す
の
か
、
そ
し
て
そ
の
機
関
の
強
さ
・

弱
さ
を
ど
の
よ
う
に
測
定
し
、
場
合
に

よ
っ
て
は
ど
の
よ
う
に
集
計
し
て
一
国

レ
ベ
ル
で
の
国
家
の
強
弱
を
示
す
の

か
、
は
議
論
さ
れ
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
（
例
外
と
し
て
、
参
考
文
献

⑬
お
よ
び
⑯
を
参
照
）。
そ
の
結
果
、

実
証
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
く
国
際
的
な

指
標
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
国
の

通
時
的
な
変
化
や
多
国
間
で
の
比
較
を

計
量
的
に
行
う
の
は
困
難
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
、
一
九
九
〇
年
代

以
降
に
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
「
失
敗
し
た
」、「
崩
壊
し
た
」、

特 集

粕
谷
祐
子

途
上
国
に
お
け
る
国
家
建
設
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「
脆
弱
な
」
国
家
と
い
う
概
念
に
も
共

通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
お
お

ま
か
に
は
内
戦
状
態
ま
た
は
内
戦
終
結

直
後
の
国
家
に
対
し
て
使
用
さ
れ
、
国

家
が
非
常
に
脆
弱
で
あ
る
場
合
を
指
す

が
、
学
術
分
析
に
あ
た
っ
て
の
明
確
な

概
念
定
義
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
ま

た
そ
の
指
標
に
関
し
て
も
国
家
の
特
徴

そ
の
も
の
で
は
な
く
周
辺
状
況
（
内
戦

の
有
無
や
経
済
発
展
の
程
度
）
を
用
い

た
間
接
的
な
も
の
が
多
く
、
対
象
と
し

て
い
る
概
念
自
体
を
測
定
し
て
は
い
な

い
（
参
考
文
献
①
）。
要
す
る
に
、
既

存
の
国
家
建
設
研
究
は
質
的
研
究
手
法

を
採
る
場
合
が
多
く
、
計
量
的
な
研
究

手
法
が
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て
い
な
い

の
が
現
状
で
あ
る
。
国
家
の
強
弱
を
計

量
化
し
多
国
間
で
比
較
す
る
試
み
は
、

今
後
の
課
題
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

二
．
な
ぜ
弱
い
国
家
に
な
る
の

か
？

　

途
上
国
を
対
象
と
し
た
国
家
建
設
研

究
の
中
心
的
な
検
討
課
題
は
、
な
ぜ
多

く
の
場
合
弱
い
国
家
か
ら
強
い
国
家
へ

の
移
行
が
う
ま
く
い
か
な
い
の
か
、
と

い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
答

え
と
し
て
、
領
土
内
の
人
口
密
度
の
低

さ
（
参
考
文
献
⑤
）、
石
油
を
は
じ
め

と
す
る
天
然
資
源
の
存
在
（
参
考
文
献

⑳
）、
国
際
援
助
（
参
考
文
献
⑩
）
な

ど
が
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
本

稿
で
は
、
紙
幅
の
制
約
上
こ
れ
ら
の
紹

介
・
検
討
は
省
略
し
、
多
く
の
国
家
建

設
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
戦
争

と
い
う
要
因
に
的
を
絞
っ
て
論
点
を
抽

出
す
る
（
先
行
研
究
の
概
観
に
関
し
、

参
考
文
献
⑮
を
参
照
）。

　
「
戦
争
が
国
家
を
形
成
し
、
国
家
が

戦
争
を
起
こ
す
」
と
い
う
の
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
国
家
形
成
史
を
研
究
し
た
テ
ィ

リ
ー
の
議
論
の
主
旨
で
あ
る
（
参
考
文

献
⑲
）。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
四
世
紀
初

期
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
主
は
対
外

戦
争
を
す
る
に
あ
た
り
自
国
内
の
官
僚

制
度
、
徴
税
制
度
、
警
察
・
軍
な
ど
を

整
備
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
こ
れ
が
国

家
建
設
を
促
し
た
。
さ
ら
に
は
、
国
家

が
戦
闘
能
力
を
増
強
し
た
こ
と
で
、
一

六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
頃
に
か
け
て
の

度
重
な
る
国
家
間
戦
争
を
招
く
こ
と
に

な
っ
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
に
お
い
て
有
力
な

こ
の
理
論
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域

で
も
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
は
、
途
上

国
で
の
国
家
建
設
研
究
の
中
心
的
論
点

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
ハ
ー
ブ
ス

ト
（
参
考
文
献
⑤
）
は
テ
ィ
リ
ー
の
議

論
を
反
転
し
、
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ

カ
地
域
で
は
お
し
な
べ
て
独
立
後
の
国

家
建
設
の
時
代
に
国
家
間
戦
争
が
不
在

で
あ
っ
た
た
め
に
弱
い
国
家
と
な
っ

た
、
と
分
析
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
戦

争
不
在
を
可
能
に
し
た
要
因
と
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
主
国
に
よ
っ
て
決
め
ら

れ
た
植
民
地
の
国
境
線
が
独
立
後
も
正

統
な
国
民
国
家
の
境
界
線
と
し
て
国
際

社
会
や
ア
フ
リ
カ
の
リ
ー
ダ
ー
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ

に
対
し
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
を
比
較

研
究
し
た
セ
ン
テ
ノ
（
参
考
文
献
②
）

は
、
同
地
域
に
お
い
て
対
外
戦
争
は
存

在
し
て
も
そ
れ
が
租
税
に
よ
っ
て
で
は

な
く
国
家
債
務
に
よ
っ
て
資
金
調
達
さ

れ
た
た
め
に
、
国
家
機
構
の
整
備
が
進

ま
な
か
っ
た
と
議
論
す
る
。
こ
れ
に
加

え
シ
ー
ス
（
参
考
文
献
⑰
）
は
、
物
理

的
な
紛
争
に
至
ら
な
い
ま
で
も
、
潜
在

的
に
戦
争
と
な
る
恐
れ
の
あ
る
敵
対
国

が
長
期
的
に
存
在
し
た
場
合
に
は
国
家

建
設
が
進
ん
だ
と
分
析
す
る
。
東
南
ア

ジ
ア
諸
国
を
比
較
し
た
ス
レ
ー
タ
ー

（
参
考
文
献
⑭
）
は
、
対
外
戦
争
で
は

な
く
国
内
に
お
け
る
「
戦
争
」
を
重
視

す
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と

マ
レ
ー
シ
ア
で
は
、
経
済
格
差
や
人
種

の
違
い
に
起
因
す
る
国
内
的
な
暴
動
の

脅
威
が
権
威
主
義
体
制
成
立
よ
り
も
前

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
存
在
し
た
た
め
に
、

政
治
エ
リ
ー
ト
の
間
で
国
家
建
設
の
た

め
の
協
調
を
促
し
、
結
果
と
し
て
強
い

国
家
の
形
成
に
繋
が
っ
た
。
一
方
タ
イ

と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
で
は
、
こ
の
要

因
が
不
在
だ
っ
た
た
め
に
国
家
建
設
が

進
ま
な
か
っ
た
、
と
分
析
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
研
究
を
俯ふ

瞰か
ん

し
て
い
え
る

こ
と
は
、
戦
争
（
暴
力
を
伴
う
紛
争
）

と
国
家
建
設
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が

存
在
す
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
影
響
は

各
国
の
置
か
れ
た
地
政
学
的
な
環
境
に

よ
り
、
ま
た
は
国
家
エ
リ
ー
ト
の
紛
争

へ
の
対
処
の
仕
方
に
よ
り
異
な
る
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
同
時
に
、
ほ
と
ん
ど

が
地
域
の
現
状
を
詳
細
に
検
討
し
た
う

え
で
主
張
を
導
き
だ
す
帰
納
的
研
究
で

あ
り
、
該
当
地
域
以
外
へ
の
議
論
の
適

用
に
つ
い
て
は
示
唆
的
な
考
察
は
あ
る

も
の
の
本
格
的
な
検
討
は
欠
け
て
い

る
。今
後
の
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、

地
域
研
究
の
知
見
を
活
用
し
た
う
え
で

の
演
繹
的
な
一
般
理
論
化
、さ
ら
に
は
、

そ
う
し
た
理
論
の
地
域
間
を
横
断
し
た

実
証
的
検
討
が
挙
げ
ら
れ
る
。

三
．
九
・
一
一
後
の
国
家
建
設
　

　
　
研
究

　

二
〇
〇
一
年
の
九
・
一
一
テ
ロ
事
件

以
後
、
国
家
建
設
と
い
う
研
究
テ
ー
マ

は
国
際
的
な
政
策
課
題
と
し
て
の
色
彩

を
強
め
て
い
る
。
国
連
な
ど
に
お
い
て

は
す
で
に
一
九
九
〇
年
代
よ
り
平
和
構

築
活
動
の
ひ
と
つ
と
し
て
国
家
建
設
が

注
目
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
重
要
性
を
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一
層
高
め
た
の
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ

の
国
際
介
入
で
あ
る
。
ア
ル
・
カ
イ
ー

ダ
掃
討
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と

す
る
有
志
連
合
諸
国
が
タ
リ
バ
ー
ン
政

権
を
二
〇
〇
一
年
に
打
倒
し
た
後
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
国
家
建
設

は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
温
床
撲
滅
対
策
と

し
て
国
際
安
全
保
障
上
の
最
重
要
課
題

の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
、

国
家
建
設
の
主
要
な
目
的
は
こ
れ
ま
で

の
経
済
発
展
か
ら
、
世
界
規
模
で
の
安

全
保
障
へ
と
変
化
し
て
き
て
い
る
（
参

考
文
献
⑧
）。
こ
う
し
た
外
交
政
策
上

の
変
化
は
学
術
研
究
に
も
影
響
を
与

え
、
こ
れ
ま
で
多
く
み
ら
れ
た
「
な
ぜ

途
上
国
の
国
家
は
弱
い
の
か
」
と
い
う

因
果
関
係
を
問
う
問
題
設
定
か
ら
、「
ど

の
よ
う
に
し
た
ら
国
家
建
設
が
成
功
す

る
の
か
」と
い
っ
た
よ
り
問
題
解
決
型
、

政
策
志
向
型
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て

き
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
研
究
に
は
、
例
え
ば

フ
ィ
ア
ロ
ン
と
レ
イ
ク（
参
考
文
献
③
）

に
よ
る
「
新
し
い
信
託
統
治
」
の
議
論

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
国
連
を
主

体
と
し
た
信
託
統
治
で
は
な
く
、
国
家

建
設
を
必
要
と
す
る
国
に
対
し
経
済
・

安
全
保
障
上
の
利
害
関
係
を
も
つ
先
導

国
（lead state

）
が
中
心
と
な
っ
て

多
国
間
介
入
の
過
程
を
調
整
す
る
と
い

う
移
行
期
の
国
家
建
設
モ
デ
ル
で
あ

る
。
ま
た
ク
ラ
ズ
ナ
ー（
参
考
文
献
⑥
）

は
、「
主
権
の
共
有
」
と
い
う
概
念
を

用
い
、
行
政
機
能
の
一
部
を
国
際
ア
ク

タ
ー
と
国
内
政
府
が
共
同
で
担
う
こ
と

に
よ
る
国
家
建
設
モ
デ
ル
を
提
案
す

る
。

　

こ
う
し
た
、
国
際
介
入
を
議
論
の
中

心
に
据
え
た
国
家
建
設
研
究
に
対
し
、

介
入
自
体
を
疑
問
視
す
る
研
究
も
最
近

増
え
て
い
る
。
例
え
ば
ウ
ェ
イ
ン
ス
テ

イ
ン
（
参
考
文
献
⑳
）
は
、ウ
ガ
ン
ダ
、

エ
リ
ト
リ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
と
い
う
内
戦

期
間
中
お
よ
び
そ
の
後
の
時
期
で
の
国

際
介
入
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
場
合
に

は
国
家
建
設
が
比
較
的
成
功
裏
に
進
ん

だ
事
例
を
も
と
に
、
国
際
介
入
の
抱
え

る
諸
問
題
を
指
摘
す
る
。
同
様
に
経
済

協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
は
二
〇

一
〇
年
に
『
損
害
を
与
え
る
な
』（
参

考
文
献
⑪
）
と
題
し
た
報
告
書
を
出
版

し
、
国
際
的
な
国
家
建
設
支
援
の
も
た

ら
す
弊
害
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
研
究
が
示
唆
す
る
の
は
、
国
際

介
入
を
や
め
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
国
際
ア
ク
タ
ー
の
論
理
を
優
先

し
た
安
易
な
介
入
に
対
す
る
警
告
で
あ

る
。
今
後
も
国
際
介
入
の
あ
り
方
を
検

討
す
る
研
究
の
需
要
は
続
く
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
際
、
国
際
政
治
と
国
内
政
治

過
程
と
が
ど
う
関
連
す
る
の
か
、
例
え

ば
、
信
託
統
治
や
主
権
の
共
有
に
よ
っ

て
被
支
援
国
に
お
け
る
権
力
関
係
が
ど

の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
、
と
い
っ
た

点
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。

　

九
・
一
一
後
の
国
家
建
設
研
究
が
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
う
ひ
と

つ
の
問
題
に
、
強
い
国
家
の
建
設
と
民

主
主
義
構
築
の
両
立
が
あ
る
。
伝
統
的

な
国
家
建
設
研
究
で
は
、
民
主
主
義
的

な
制
度
や
市
民
社
会
は
検
討
対
象
か
ら

は
ず
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。し
か
し
、

国
際
支
援
に
よ
り
行
わ
れ
る
国
家
建
設

は
、
民
主
主
義
の
導
入
（
選
挙
、
地
方

自
治
、市
民
社
会
に
対
す
る
支
援
な
ど
）

と
抱
き
合
わ
せ
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
こ
れ
は
、「
民
主
的
な
政
府
」
を

規
範
と
位
置
づ
け
る
国
際
ア
ク
タ
ー
の

関
与
を
反
映
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
効
果
的
な
官
僚
制
の
構

築
と
い
う
伝
統
的
な
意
味
で
の
国
家
建

設
と
、
民
主
的
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

を
担
保
す
る
制
度
や
強
い
市
民
社
会
の

構
築
と
は
、
対
立
関
係
に
な
り
が
ち
で

あ
る
。
例
え
ば
パ
リ
ス（
参
考
文
献
⑫
）

は
、
一
九
九
〇
年
代
の
国
連
等
に
よ
る

平
和
構
築
活
動
で
は
、
国
家
機
構
の
整

備
を
し
な
い
ま
ま
政
治
的
な
自
由
化

（
選
挙
の
実
施
）
を
急
ぎ
す
ぎ
た
た
め

に
政
治
的
不
安
定
を
招
い
た
と
分
析
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
、
改
革
の
順
序
を

問
題
に
し
た
議
論
は
説
得
力
を
持
つ

が
、
国
家
建
設
の
課
題
に
直
面
し
て
い

る
国
の
多
く
で
は
定
期
的
な
選
挙
は
実

際
の
と
こ
ろ
す
で
に
導
入
さ
れ
て
お

り
、
現
実
的
に
は
順
序
は
す
で
に
所
与

の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
は
、
国

家
建
設
と
民
主
主
義
構
築
を
同
時
に
行

う
際
の
諸
問
題
お
よ
び
そ
の
解
決
策
に

つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。

●
結
論

　

途
上
国
に
お
け
る
国
家
建
設
は
、
国

際
安
全
保
障
の
一
貫
と
い
う
性
格
が
最

近
付
与
さ
れ
、
今
後
一
層
の
研
究
が
求

め
ら
れ
る
研
究
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
研
究
で
は
、
分
析
対
象
自
体
の
抽

象
度
が
高
い
こ
と
や
分
析
射
程
が
広
い

こ
と
を
反
映
し
、
地
域
を
横
断
し
た
比

較
分
析
や
一
般
的
な
理
論
化
が
な
か
な

か
進
ま
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
、
最

近
で
は
国
際
ア
ク
タ
ー
の
介
入
、
民
主

主
義
と
の
両
立
と
い
っ
た
要
素
が
新
た

に
加
わ
り
、
対
応
す
べ
き
状
況
は
さ
ら

に
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
研
究
分

野
の
今
後
の
方
向
性
と
し
て
は
、
計
量

分
析
や
演
繹
的
な
理
論
構
築
と
い
っ
た

よ
り
多
様
な
研
究
手
法
を
活
用
す
る
と

同
時
に
、国
内
政
治
研
究（
地
域
研
究
）、

比
較
政
治
、
国
際
政
治
に
お
け
る
研
究

蓄
積
を
相
互
に
参
照
し
た
多
元
的
か
つ
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慎
重
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
ろ

う
。

（
か
す
や　

ゆ
う
こ
／
慶
應
義
塾
大
学
法

学
部
准
教
授
）
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