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へ
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ゲ
ル
の
体
系
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お
け
る
権
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国
家
思
想
(
続
き

A
.
対
内
的
な
権
力
国
家

a.
国
民
(
U
E
〈

0
5

へ
l
ゲ
ル
は
「
国
民
的
な
L

観
点
に
立
っ
て
思
考
し
て
い
た
の
か
ど
う

(
揃
)

ハ
イ
ム
の
書
は
才

か
と
い
う
疑
問
が
、

し
ば
し
ば
呈
せ
ら
れ
て
き
た
。

気
に
溢
れ
て
は
い
る
も
の
の
必
ず
し
も
正
鵠
を
射
て
い
る
と
は
い
え
な
い

(
以
上
四
三
巻
一
号
)

(
以
上
本
号
)

も
の
だ
が
、
そ
れ
の
登
場
以
降
、
こ
の
間
い
に
つ
い
て
は
大
抵
の
場
合
否

定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
へ

l
ゲ
ル
の
青
年
期
の
思
想
の
発
展
を
考
慮

に
い
れ
、
そ
れ
を
後
期
の
著
作
に
お
け
る
抽
象
的
な
思
弁
の
背
後
に
思
い

浮
か
べ
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
へ

l
ゲ
ル
は
、
国
民
的
な
観
点
に
立
っ

て
思
考
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
彼
の
体
系
金
体
が
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
前

提
た
る
絶
対
的
に
人
倫
的
な
る
も
の
|
|
「
民
族
の
一
員
で
あ
る
こ

(
加
)

と
」
|
|
の
上
に
築
か
れ
で
も
い
た
と
い
う
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
国
民
感
情
は
、
無
論
、
特
殊
な
性
質
を
も
っ
て

い
る
。
ド
イ
ツ
文
化
国
民
に
対
す
る
彼
の
感
受
性
が
控
え
め
に
-
評
価
さ
れ

北法43(5・318)1154 



H.ヘラー「ヘーゲルとドイツにおける国民的権力国家思想J (5) 

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
文
学
の
発
展
は
祖
国
に
根

を
下
し
た
国
民
的
な
も
の
と
は
い
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
発
展

に
対
し
て
彼
が
無
念
の
感
情
を
抱
い
て
い
た
こ
と
や
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対

す
る
彼
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
国
民
的
な
態
度
な
ど
は
、
我
々
の
既
に
知
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
は
、
「
自
ら
の
民
族
の
言
語
を
も
っ
て
一
切

を
誇
る
こ
と
」
こ
そ
が
「
民
族
の
最
高
の
教
養
」
に
属
す
る
と
考
え
た
最

初
の
哲
学
者
で
も
あ
り
、
ル
タ
ー
が
聖
書
を
、
フ
ォ
ス
が
ホ
メ
ロ
ス
を
ド

イ
ツ
語
に
翻
訳
し
た
よ
う
に
、
哲
学
を
ド
イ
ツ
語
で
語
り
、
論
じ
よ
う
と

(
加
)

し
た
|
l
へ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
企
図
は
、
一
言
語
の
わ

か
り
や
す
き
に
貢
献
し
た
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
が
。
個
々
の
形
式
に
お
い
て
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を

証
明
す
る
も
の
は
、
い
く
ら
で
も
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
そ
れ

ら
が
、
へ

l
ゲ
ル
の
国
民
意
識
に
つ
い
て
も
、
ま
た
そ
の
哲
学
の
全
構
成

体
に
つ
い
て
も
、
僅
か
ば
か
り
の
こ
と
し
か
証
明
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
も

で
あ
る
。
か
よ
う
に
へ

l
ゲ
ル
の
文
化
国
民
的
な
意
識
が
彼
の
思
考
の
前

提
で
も
あ
る
こ
と
は
決
し
て
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
ヘ

l
ゲ
ル
の

意
義
は
、
彼
が
そ
の
よ
う
な
文
化
国
民
的
な
意
識
を
有
し
て
お
り
そ
れ
が

影
響
力
を
及
ぼ
し
え
た
と
い
う
古
川
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ

l
ゲ
ル
の

業
績
は
、
む
し
ろ
、
文
化
国
民
的
な
精
神
を
権
力
国
民
的
な
精
神
に
移
行

さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
間
を
架
橋
し
た
も
の
は
、
は
や
く
も
一
七
九

六
年
の
論
文
に
見
出
さ
れ
う
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
国
家
権
力
に
関
心
を
も

た
な
い
民
族
は
、
直
ち
に
文
化
国
民
た
る
こ
と
を
も
や
め
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
い
ま
や
へ

l
ゲ
ル
は

l
|
今
日
で
は

も
は
や
弁
護
し
て
や
る
必
要
も
な
く
な
っ
て
い
る
彼
自
身
の
ナ
ポ
レ
オ
ン

崇
拝
を
度
外
視
し
て
い
え
ば

|

1
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
挙
げ
ら
れ
つ
つ

国
民
的
意
識
を
欠
落
さ
せ
て
い
た
点
を
非
難
さ
れ
る
の
が
通
例
と
な
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
運
動
を
攻
撃
し
た
こ
と
、

ま
た
こ
れ
も
否
定
で
き
な
い
こ
と
だ
が
大
ド
イ
ツ
主
義
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

捨
て
て
プ
ロ
イ
セ
ン
の
立
場
へ
と
転
換
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

い
ず
れ
の
立
場
も
彼
の
国
民
意
識
と
一
致
し
う
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り

か
、
む
し
ろ
国
民
的
意
識
の
観
点
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も

の
な
の
で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
は
、
直
接
に
は
一
八
世
紀
の
世
界
市
民
的
意

識
か
ら
生
じ
た
い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
的
な
国
民
思
想
、
ほ
と
ん
ど
国
民
感

情
だ
け
に
し
か
依
拠
す
る
こ
と
の
な
い
国
民
思
想
に
よ
っ
て
は
、
い
か
な

る
現
実
的
な
政
治
も
行
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
て
い

た
。
彼
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
す
で
に
一
八

O
O年
頃
に

は
、
権
力
政
治
に
解
決
策
を
求
め
る
他
に
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
彼
が
プ
ロ
イ
セ
ン
の
立
場
に
移
行
し
た
と
き
も
、
彼
の
そ
れ
ま

で
の
政
治
的
見
解
の
さ
さ
や
か
な
変
更
を
必
要
と
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
黒
|
赤
l
金
の
三
色
旗
を
旗
印
と
す
る
運
動
と
「
か
か
る
浅
薄
さ
の

北法43(5・319)1155 



料

将
帥
」
で
あ
る
哲
学
者
フ
リ
ー
ス
に
対
す
る
憎
悪
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
拒

絶
は
、
こ
の
よ
う
な
権
力
国
家
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
「
ド
イ
ツ
は
『
友
愛
と
い
う
神
聖
な
鎖
に
よ
っ
て
』
し

(
別
)

っ
か
り
と
結
合
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
こ
の
「
心
情
の
雑
炊
」

に
、
つ
ま
り
へ

l
ゲ
ル
が
、
無
論
別
の
根
拠
か
ら
も

l
i
ま
た
そ
れ
は
彼

の
招
特
に
伴
う
使
命
と
合
致
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
が
|
|
ベ
ル
リ
ン
に

お
い
て
戦
い
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
の
よ
う
な
感
情
政

治
に
、
彼
は
自
ら
の
以
前
か
ら
の
権
力
国
家
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
対
峠
さ
せ
た

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
立
場
へ
の
移
行
は
、
そ
の
理

由
だ
け
か
ら
は
ま
だ
ま
だ
説
明
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
で
我
々
は
、

こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
と
い
う
国
は
、
そ
の
問
に
、
へ

l
ゲ
ル
が
『
ド
イ
ツ
憲

法
論
』
に
お
い
て
は
そ
の
存
在
を
疑
わ
し
く
思
っ
て
い
た
権
力
を
実
際
に

有
し
て
い
る
こ
と
を
、
解
放
戦
争
に
よ
っ
て
確
証
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
た

こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
が
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る

共
感
を
獲
得
し
た
の
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
改
革
1

1
彼
は
そ
れ
と
直
接
の

関
係
を
も
っ
た
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
が
ー
ー
に
よ
る
以
上
に
、
そ
の
こ

資

と
に
よ
っ
て
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
フ
リ

i
ド
リ
ッ
ヒ
大
王

時
代
の
権
力
政
治
を
継
承
し
、
展
開
さ
せ
て
い
た
。
「
プ
ロ
イ
セ
ン
政
治

の
目
標
は
権
力
国
家
で
あ
る
」
、
「
臣
民
の
福
祉
が
何
ら
か
の
役
割
を
有
す

る
の
は
、
そ
れ
が
権
力
概
念
に
寄
与
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
あ

(m) 

る
近
代
の
歴
史
家
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
国
家
は
、
自
己
を
再
発
見
し

た
瞬
間
に
は
、
ヘ

1
ゲ
ル
の
国
家
概
念
と
合
致
す
る
も
の
に
な
る
に
違
い

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
帝
国
は
崩
壊
し
、
大
ド
イ
ツ
主
義
思
想
は
、

少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
、
い
か
な
る
現
実
政
治
的
な
実
現
可
能
性
を
も

失
っ
て
い
た
。
ヘ

l
ゲ
ル
は
た
だ
一
つ
の
権
力
的
な
ド
イ
ツ
国
家
の
構
築

に
着
手
す
る
た
め
に
、
大
ド
イ
ツ
主
義
思
想
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
彼

は
、
そ
の
初
期
の
心
情
に
比
べ
て
さ
ほ
ど
上
品
と
は
い
え
な
い
言
い
方
で
、

一
八
一
七
年
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
帝
国
と
呼
ば
れ
て
い
た
「
ナ

ン
セ
ン
ス
な
制
度
は
、
遂
に
は
外
的
な
あ
り
か
た
に
お
い
て
も
そ
れ
に
ふ

(m) 

さ
わ
し
い
恥
ず
べ
き
終
末
に
達
す
る
と
い
う
功
績
を
果
た
し
た
」
、
と
。

と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
だ
け
か
ら
も
、
へ

l
ゲ
ル
の
国

家
思
想
は
、
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
国
民
的
な
ド
イ
ツ
的
国
家
思
想
と
し

て
の
み
成
立
し
え
た
と
い
う
こ
と
に
は
疑
う
余
地
が
な
い
、
私
に
は
こ
う

恩
わ
れ
る
。
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
』
は
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
こ
の
こ
と
を
示

(m) 

し
て
い
る
。
「
民
族
が
形
成
す
べ
き
国
家
と
い
う
理
念
」
は
、
彼
に
こ
の

よ
う
な
、
彼
の
思
想
の
基
礎
と
な
る
著
作
を
書
か
せ
た
。
彼
は
、
征
服
者

が
ド
イ
ツ
の
「
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
民
族
の
諸
断
片
」
か
ら
一
つ
の

(m) 

「
国
民
(
〈
。
-r)
」
を
生
み
出
す
こ
と
を
願
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
礎
に
基
づ
い
て
彼
の
国
家
哲
学
全
体
が
構
築

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
綱
領
的
著
作
で
あ
る
一
八

O
三
年
の
『
自
然

北j去43(5・320)1156 
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法
』
の
中
で
彼
は
、
人
倫
の
基
礎
と
そ
の
内
容
を
認
識
す
る
た
め
に
、
「
我
々

は
、
実
定
的
な
る
も
の
を
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
人
倫
的
統
体
性

2
0同国

l

z
gご
と
は
一
つ
の
民
族
と
い
う
も
の
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
い

う
こ
と
」
、
そ
れ
ゆ
え
、
絶
対
的
に
人
倫
的
な
こ
と
と
は
「
一
つ
の
民
族

(
別
)

に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
」
を
、
前
提
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

同
様
に
、
彼
の
さ
ら
に
そ
れ
以
前
に
起
草
さ
れ
た
体
系
断
片
に
お
い
て
は
、

(
お
)

絶
対
的
な
人
倫
は
、
「
祖
国
に
お
け
る
、
民
族
に
と
っ
て
の
絶
対
的
な
生
」

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
人
倫
は
「
生
け
る
自
立
的
な

(
別
)

精
神
」
と
呼
ば
れ
、
き
わ
め
て
明
瞭
に
民
族
精
神
一
般
と
等
置
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
民
族
精
神
は
し
か
し
、
決
し
て
へ
ル
ダ

1
や
フ
ィ
ヒ
テ
に
お

い
て
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
単
な
る
文
化
へ
の
共
属
性
の
意
識
を
指
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
へ

l
ゲ
ル
は
、
「
一
国
民
の
創
造
的
精
神
」
は
、
そ
の

国
民
が
「
他
国
民
に
よ
っ
て
う
ち
負
か
さ
れ
、
そ
の
独
立
を
喪
失
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
つ
ま
り
自
立
の
喪
失
と
い
う
不
幸
と

恥
辱
が
闘
争
と
死
に
優
先
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
」
、
概
し
て
「
よ

(
初
)

り
低
く
ま
た
よ
り
弱
い
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
」
、
と
い
う
ひ
し
か
し
国

民
的
意
識
は
、
こ
こ
で
は
す
で
に
国
民
的
独
立
と
力
へ
の
意
志
だ
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
八

O
三
年
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
疑
問
の

余
地
の
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
当
時
の
へ

l
ゲ
ル
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
の
文
化

国
民
と
い
う
理
念
は
、
彼
の
求
め
て
い
た
国
家
民
族
(
印
S
乞田

E
gロ
)
の

理
念
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
要
求
が
見
込
み
の
な
い
も
の
と

し
て
断
念
さ
れ
て
以
後
に
、
ド
イ
ツ
「
民
族
」
の
た
め
に
形
成
さ
れ
て
き

た
思
考
を
直
ち
に
プ
ロ
イ
セ
ン
「
国
民
」
に
適
用
す
る
と
い
う
わ
け
に
は

い
か
な
か
っ
た
。
へ

l
ゲ
ル
は
、
文
化
国
民
と
国
家
国
民
と
を
概
念
区
別

す
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に
現
代
的
な
切
り
抜
け
策
を
講
じ
た
。
文
化
国
民

と
い
う
言
葉
の
も
と
で
、
彼
は
、
ま
だ
国
民
国
家
的
な
権
力
手
段
を
も
つ

に
至
っ
て
お
ら
ず
、
ま
だ
「
承
認
」
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
「
自
立
性
」

(m) 

が
ま
だ
「
主
権
」
と
な
っ
て
い
な
い
民
族
を
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し

文
化
国
民
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
国
家
国
民
と
な
る
義
務
を
も
っ
て
い

る
。
一
つ
の
民
族
が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
、
国
家
で

あ
り
、
そ
し
て
国
家
と
し
て
自
己
を
維
持
す
る
と
い
う
「
実
体
的
な
目
的
」

が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
国
家
を
形
成
す
る
こ
と
な
き
民
族
(
国

(
初
)

民
そ
の
も
の
)
は
本
来
い
か
な
る
歴
史
も
も
た
な
い
」
、
つ
ま
り
単
な
る

文
化
国
民
は
世
界
史
に
お
い
て
い
か
な
る
権
力
的
威
信
を
も
有
し
て
は
い

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
つ
の
ド
イ
ツ
国
民
が
一
つ
の
ド
イ
ツ
国
家
を

形
成
し
た
後
に
は
、
へ

l
ゲ
ル
は
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
権
力
的
な
国
家
を

も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
的
J

保
守

主
義
的
国
民
国
家
思
想
に
甘
ん
じ
た
。
彼
は
、
た
と
え
ば
一
八
四
七
年
に

ま
だ
ピ
ス
マ
ル
ク
が
そ
う
で
あ
っ
た
程
に
は
|
|
ピ
ス
マ
ル
ク
は
あ
る
大

ド
イ
ツ
主
義
者
に
む
か
つ
て
、
「
ド
イ
ツ
犬
に
食
わ
れ
て
し
ま
え
」
と
の

北法43(5・321)1157 



料

(
御
)

の
し
っ
た

1
1
、
プ
ロ
イ
セ
ン
気
質
を
も
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
を
代
弁
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
ヘ

1
ゲ
ル
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た

と
き
、
そ
れ
は
こ
の
ピ
ス
マ
ル
ク
の
言
葉
と
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
「
[
完
全
で
は
な
く
と
も
]
多
少
な
り
と
も
独
立
し
た
一
国
家

を
構
成
し
独
自
の
中
心
を
も
っ
一
つ
の
全
体
性
を
も
ち
た
い
と
い
う
顧
望

を
、
つ
ま
り
あ
る
他
の
固
と
と
も
に
一
全
体
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、
こ

の
中
心
点
と
そ
の
独
立
性
と
を
失
っ
て
も
よ
い
と
い
う
願
望
を
語
る
人
々

は
、
全
体
性
の
本
性
お
よ
び
国
民
が
自
己
の
独
立
性
に
よ
っ
て
も
つ
自
己

(
加
)

感
情
の
本
性
を
解
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
」
。

し
か
し
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
保
守
主
義
が
国
民
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

ヘ
l
ゲ
ル
的
な
保
守
主
義
は
、
彼
の
そ
れ
以
前
の
ド
イ
ツ
民
族
精
神
論
を

白
黒
の
境
界
線
の
な
か
に
完
全
に
閉
じ
込
め
て
お
く
こ
と
の
で
き
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
我
々
は
、
国
民
、
文
化
国
民
と
国
家
国
民
と
い
う
諸
概

念
を
は
じ
め
て
厳
密
に
定
式
化
し
た
こ
と
を
も
、
彼
に
負
う
て
い
る
の
で

あ
る
。

資

今
日
、
あ
る
論
者
は
、
国
民
と
い
う
も
の
を
「
比
較
的
高
度
の
固
有
の

文
化
的
功
績
を
も
つ
が
ゆ
え
に
:
:
:
固
有
の
共
通
な
本
質
を
獲
得
し
え
た

(m) 

比
較
的
大
規
模
な
住
民
」
だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
概
念
は
、
以
下
の

よ
う
な
へ

l
ゲ
ル
に
よ
る
民
族
精
神
の
定
式
に
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り

民
族
精
神
と
は
「
そ
の
宗
教
、
そ
の
儀
式
、
そ
の
慣
習
、
そ
の
憲
法
、
そ

し
て
そ
の
政
治
的
な
諸
法
則
の
中
で
、
そ
の
全
範
囲
に
わ
た
る
諸
組
織
の

中
で
、
そ
の
諸
事
件
や
諸
行
為
の
中
で
、
ま
さ
に
い
ま
生
じ
つ
つ
あ
り
存

続
し
て
い
る
現
存
の
世
界
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
」
「
あ
る
特
定
の
規
定
を

う
け
た
精
神
」
な
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
は
そ
の
精
神
の
作
品
で
あ
り
|
|

(
加
)

こ
れ
が
つ
ま
り
こ
の
民
族
な
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
こ
の
言
葉
か
ら
は
す

で
に
、
へ

l
ゲ
ル
が
、
宗
教
的
、
倫
理
的
そ
し
て
芸
術
的
な
産
出
に
よ
っ

て
き
わ
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
全
体
を
形
成
す
る
国
民
的
な
諸
々
の
文
化
功
績

と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
第
一
に
政
治
的
な
功
績
と
い
う

こ
と
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
国
民
の

自
己
支
配
的
な
自
律
と
そ
れ
ら
を
互
い
に
隔
て
て
い
る
壁
の
越
え
難
さ

を
、
こ
の
よ
う
に
へ

l
ゲ
ル
ほ
ど
強
調
し
た
者
は
他
に
い
な
い
。
諸
国
民

は
単
に
異
な
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
本

質
的
な
も
の
も
共
有
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
あ
ら

ゆ
る
世
界
史
上
の
諸
民
族
で
、
文
芸
、
造
形
美
術
、
学
問
、
そ
し
て
哲
学

に
至
る
も
の
ま
で
有
し
て
い
な
い
も
の
は
な
い
が
、
単
に
様
式
と
傾
向
一

般
が
多
種
多
様
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
容
も
多
種
多
様
で
あ
り
、

こ
の
内
実
が
最
高
の
相
違
を
、
つ
ま
り
理
性
の
あ
り
方
の
相
違
を
も
た
ら

(
捌
)

す
の
で
あ
る
」
。
へ
ル
ダ

l
に
お
い
て
と
同
様
、
諸
国
民
は
次
の
三
つ
の

規
定
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
場
所
、
時
代
、
そ
し

て
こ
れ
以
上
合
理
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
性
格
」
で
あ
る
。
個
々
の

北法43(5・322)1158 
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民
族
精
神
は
も
と
も
と
「
地
理
的
基
礎
」
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

「
こ
の
よ
う
な
大
地
の
息
子
で
あ
る
民
族
の
タ
イ
プ
と
性
格
と
に
密
接
に

(
狐
)

関
連
す
る
特
定
地
域
の
自
然
類
型
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
さ
ら
に
「
あ
る
特
定
の
規
定
を
、
つ
け
た
精
神
:
:
:
で
あ
り
、

(
揃
)

そ
の
発
展
の
歴
史
的
段
階
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

こ
れ
ら
の
諸
規
定
は
、
ヘ

l
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
「
国
民
の
差
異
は
人
間

の
人
種
上
の
差
異
と
同
様
に
:
:
:
確
固
た
る
差
異
で
あ
る
」
と
い
う
見
解

に
至
る
ほ
ど
に
不
変
の
も
の
で
あ
る
。
「
諸
民
族
の
歴
史
を
遡
っ
て
見
る

こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
国
民
の
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
が

(
加
)

不
変
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
」
。

し
か
し
一
九
世
紀
に
は
、
政
治
的
で
、
さ
ら
に
は
学
問
的
で
も
あ
る
根

拠
か
ら
、
国
民
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
客
観
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
不

(
捌
)

十
分
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
と
り
わ
け
ル
ナ
ン
以

来
、
国
民
の
意
志
が
決
定
的
な
規
準
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

人
々
は
、
こ
の
概
念
規
定
の
主
観
的
な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
を
、
国
民

を
「
系
譜
学
的
意
味
を
も
っ
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
」
解
放
し
、
「
地
理

的
な
も
の
、
実
在
的
な
も
の
、
も
し
そ
う
い
い
た
け
れ
ば
ピ
ス
マ
ル
ク
的

(
加
)

な
も
の
へ
と
転
換
さ
せ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
克
服
し
よ
う
と
欲

し
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
従
え
ば
、
レ
ナ
ン
の
即
日
官
民
同
吉
守
丘
、
す

な
わ
ち
「
全
体
意
志
」
こ
そ
が
、
国
民
の
魂
を
形
成
す
べ
き
も
の
と
な
る
。

こ
の
意
志
は
し
か
し
、
と
り
わ
け
自
ら
を
権
力
国
家
と
し
て
貫
徹
す
る
こ

と
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
威
信
(
の
巳
宮
口
問
)
は
、
そ
の
意
志
が
「
そ

の
た
め
の
権
力
手
段
を
も
っ
」
場
合
に
、
つ
ま
り
国
民
的
国
家
を
そ
れ
自

ら
の
も
の
と
な
し
う
る
場
合
に
、
は
じ
め
て
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
政
治
的
権
力
へ
の
熱
望
が
強
く
な
る
に
つ
れ
て
、
文
化
国
民
と
国
家
国

(
別
)

民
と
は
相

E
に
区
別
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
一
九
世
紀
の
国
民
的
拡
張

政
策
に
適
合
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
民
概
念
は
、
対
外
的

に
も
対
内
的
に
も
、
他
の
諸
国
民
に
対
し
て
征
服
的
な
構
え
を
も
つ
も
の

と
な
っ
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
ピ
ス
マ
ル
ク
的
国
民
概
念
こ
そ
は
、
す
で
に
へ

l

ゲ
ル
に
お
い
て
育
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
我
々
が
見
た
通
り

で
あ
る
。
当
初
は
文
化
国
民
的
な
も
の
で
あ
っ
た
感
情
を
地
理
的
に
実
在

的
な
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
、
国
家
的
な
権
力
意
志
へ
と
転
換
さ
せ
た
の
は

へ
!
ゲ
ル
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
国
民
と
い
う
概
念
を
後
に
な
っ

て
プ
ロ
イ
セ
ン
に
限
定
し
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
近
代
の
国
民

思
想
と
対
立
す
る
も
の
で
は
何
等
な
い
。
し
か
し
、
も
し
一
九

O
二
年
に

な
っ
て
も
依
然
と
し
て
、
ま
さ
に
か
の
ピ
ス
マ
ル
ク
的
な
概
念
の
意
味
に

お
い
て
ド
イ
ツ
系
l

オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
の
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
な
ら

ば
、
「
彼
ら
を
今
日
の
ド
イ
ツ
国
民
の
中
に
算
入
し
よ
う
と
決
断
す
る
こ

と
な
ど
断
じ
て
で
き
な
か
っ
た
」
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ポ

l
ラ
ン

北j去43(5・323)1159 



料

ド
人
が
そ
の
ド
イ
ツ
国
民
に
属
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
に
、
で

(
創
)

あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
国
民
的
1

ド
イ
ツ
的
権
力
意
志
の
担
い

手
を
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
に
変
更
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
さ
ほ
ど

容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
こ
と
を
、
次
の
よ

う
な
非
常
に
注
目
す
べ
き
事
情
だ
け
か
ら
も
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
移
転
す
る
ま
で
の
彼
の
著
者
で
言
わ
れ
る
か

ぎ
り
で
は
、
絶
対
的
に
人
倫
的
な
る
も
の
と
は
「
あ
る
民
族
に
属
す
る
と

い
う
こ
と
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
「
民
族
」
は
常
に
「
国
家
」
と
い
い

換
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
か
く
し
て
法
哲
学
に
お
い
て

(m) 

も
、
「
国
家
の
構
成
員
た
る
こ
と
」
は
個
々
人
の
「
最
高
の
義
務
」
で
あ

る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

資

こ
の
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
的
国
民
概
念
か
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
的
国
民
概
念
へ

の
転
換
と
手
を
携
え
て
、
ヘ
!
ゲ
ル
的
な
国
家
思
想
は
、
そ
れ
に
付
着
し

て
い
た
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
意
識
的
な
合
理
性
へ
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
権
力

意
志
か
ら
意
識
的
な
権
力
政
治
へ
の
全
般
的
な
転
換
を
遂
行
し
て
い
く
。

こ
の
転
換
は
、
へ

l
ゲ
ル
の
「
人
倫
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
は
一
層
明

白
に
看
取
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
国

家
概
念
と
国
民
概
念
と
の
連
関
も
ま
た
、
よ
り
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

b
.

政
治
的
人
倫

へ
l
ゲ
ル
の
人
倫
は
、

北法43(5・324)1160 

一
方
で
は
、
彼
の
国
家
哲
学
が
国
民
的
な
諸
事

情
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
し
て
他
方
で
は
そ
れ
が
ま
さ
し

く
国
民
的
権
力
意
志
の
理
論
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
、
き
わ
め
て
明
白
に

一
不
し
て
い
る
。

『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
へ
の
序
文
の
中
で
、
ヘ

l
ゲ
ル
は
短
い
言
葉
で
、

一
九
世
紀
の
当
初
に
理
想
と
現
実
と
の
問
、
道
徳
と
政
治
と
の
問
に
生
じ

た
異
常
な
ま
で
の
緊
張
を
、
我
々
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
政
治
を
道

徳
的
、
法
的
な
も
の
に
す
る
た
め
の
、
絶
え
ず
刷
新
さ
れ
る
試
み
に
、
極

度
の
切
実
さ
と
希
望
と
を
も
っ
て
改
め
て
取
り
か
か
っ
た
時
代
で
あ
っ

た
。
自
然
法
の
個
人
主
義
的
な
倫
理
は
カ
ン
ト
の
形
式
的
な
命
法
の
う
ち

に
客
観
化
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
初
期
ロ
マ
ン
主
義
の
極
度
に
主
観

的
な
倫
理
に
取
っ
て
替
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
の
方
向
も
政

治
的
倫
理
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

へ
1
ゲ
ル
も
ま
た
、
カ
ン
ト
的
な
視
点
を
通
過
し
た
後
に
は
、
ロ
マ
ン

主
義
的
な
人
倫
を
信
奉
し
た
が
、
こ
れ
は
全
く
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
、
青
年
期
の
友
人
ヘ
ル
ダ

l
リ
ン
に
献
呈
さ

れ
た
エ
レ
シ
ウ
ス
と
い
う
詩
の
中
で
、
こ
う
誓
っ
て
い
る
。
「
自
由
な
る

真
理
に
の
み
生
き
、
私
念
と
感
情
を
縛
る
錠
と
は
、
断
じ
て
断
じ
て
和
を

(
加
)

結
ば
じ
」
。
こ
の
詩
は
か
の
イ
エ
ナ
宗
教
論
文
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
つ
く
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ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
宗
教
論
文
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
転

倒
は
、
既
に
示
し
た
よ
う
に
、
人
倫
的
な
個
々
人
は
「
自
己
の
力
を
も
っ

て
自
由
に
自
分
を
中
軸
と
し
て
」
活
動
す
べ
き
だ
と
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的

な
人
倫
か
ら
、
無
限
に
隔
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヘ

l
ゲ
ル
は
当
初
か

ら
、
自
ら
の
人
倫
に
つ
い
て
は
あ
る
客
観
的
な
規
準
を
も
っ
て
お
り
、
祖

国
を
、
つ
ま
り
国
民
的
な
「
権
力
を
も
っ
普
遍
性
」
を
世
界
の
最
終
日
的

だ
と
し
て
い
た
。
権
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
祖
国
の
実
存
、
こ
の
存
在

は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
す
で
に
人
倫
的
当
為
で
あ
る
。
こ
の
倫
理
が
ロ

マ
ン
主
義
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
国
民
的
な
国
家
へ
の
無
反
省

な
千
年
王
国
的
な
没
頭
を
要
求
し
た
限
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な

い
。
こ
の
人
倫
は
客
観
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
で
は
そ
れ

は
徹
底
し
て
非
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
『
体

系
断
片
』
の
「
絶
対
的
人
倫
」
は
、
「
祖
国
や
民
族
や
法
律
へ
の
愛
と
し

(
捌
)

て
で
な
く
、
祖
国
に
お
け
る
、
民
族
に
と
っ
て
の
絶
対
的
な
生
と
し
て
」

現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
倫
と
は
、
寸
主
観
的
な
も
の
が
無

化
さ
れ
て
客
観
的
な
も
の
と
化
し
た
存
在
で
あ
り
、
特
殊
な
も
の
が
普
遍

(
揃
)

的
な
も
の
へ
と
絶
対
的
に
受
容
さ
れ
た
存
在
」
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
個
々

人
に
帰
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
有
機
的
な
統
体
性
と
し
て
の

民
族
の
み
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
、
そ
れ
は
簡
潔
に
い
え
ば
、
国
民

的
習
俗
な
の
で
あ
る
。
「
個
々
人
の
人
倫
」
は
、
個
々
人
に
対
し
て
は
単

に
「
徳
」
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
絶
対
的
な
人
倫
は
し
か
し
な
が
ら
、

「
あ
ら
ゆ
る
徳
を
通
過
し
は
す
る
が
、
い
か
な
る
徳
に
も
固
定
さ
れ
る
こ

(
都
)

と
が
な
い
」
。
絶
対
的
な
も
の
と
は
た
だ
国
民
的
国
家
の
要
求
だ
け
で
あ

り
、
他
の
一
切
の
諸
規
範
は
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
は
、

ヘ
1
ゲ
ル
的
人
倫
と
マ
キ
ャ
ベ
リ
の
普
遍
的
な
人
間
の
ヴ
ィ
ル
ツ
ゥ

(
三
三
世
門
E
E
O
B
O
E
-〈
R
S
E
と
の
類
似
が
全
く
明
ら
か
で
あ
る
が
、

ヘ
l
ゲ
ル
は
こ
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
人
以
上
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
倫
を

一
切
捨
て
去
っ
て
い
る
。
人
倫
と
は
、
彼
に
と
っ
て
は
、
権
力
の
目
的
と

全
体
の
力
へ
と
向
か
う
個
的
な
生
の
形
成
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
弁
証

法
的
な
倫
理
に
よ
っ
て
人
倫
か
ら
直
接
に
「
民
族
の
敵
」
、
「
戦
争
の
危
険
」

(
初
)

と
い
っ
た
概
念
が
演
縛
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
キ
ャ
ベ
リ
に
お

い
て
「
人
間
の
ヴ
ィ
ル
ツ
ウ
(
ヨ
ス
骨
念

E
J
5
5
0
)
」
に
「
無
力
、
怠
惰

(
色
与
え
巾
N
N
P
O
N
S
)
」
が
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
へ

1
ゲ
ル
に
お
い
て

は
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
「
徳
」
と
は
す
ぐ
れ
て
好
戦
的
な
理
想
な
の
で

あ
る
。
「
勇
気
」
と
は
全
く
「
徳
そ
れ
自
体
」
で
あ
り
、
「
勇
気
」
こ
そ
が

(
制
)

「
諸
々
の
徳
の
桂
冠
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
人
倫
も
ま
た
マ
キ
ャ
ベ
リ
の

原
則
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
祖
国
の
安
全
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

場
合
に
は
、
正
し
い
と
か
不
正
だ
と
か
、
人
道
的
だ
と
か
残
忍
だ
と
か
、

賞
賛
す
べ
き
と
か
恥
ず
べ
き
と
か
い
っ
た
こ
と
は
、
一
切
考
慮
す
べ
き
で

(
加
)

は
な
い
」
。
そ
れ
と
共
に
ヴ
ィ
ル
ツ
ウ
(
三
「
包
}
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
す
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料

で
に
注
目
し
た
よ
う
に
、
悪
持
(
印
円
巾
}
}
巾
『
陪
門
町
N
N
白
)
と
実
に
よ
く
共
存
し
う

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

資

へ
l
ゲ
ル
に
お
い
て
も
、
国
家
の
絶
対
的
人
倫
に
比
べ
て
み
れ
ば
、

「
誠
実
さ
」
と
は
単
に
「
相
対
的
人
倫
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う

の
は
そ
れ
は
、
「
諸
々
の
徳
の
全
体
を
貫
き
う
る
程
に
は
、
あ
る
い
は
徳

と
し
て
一
瞬
に
し
て
組
織
さ
れ
る
程
に
は
・
:
雄
々
し
い
も
の
で
は
あ
り
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
徳
と
は
、
そ
れ
自
体
で
た
ち
ど
こ
ろ
の

う
ち
に
、
目
的
や
そ
れ
自
体
に
お
い
て
有
す
る
の
と
は
違
っ
た
統
体
性
に

(
測
)

対
す
る
関
係
な
し
に
、
存
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
。

ヘ
l
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
エ
リ
と
同
様
に
、
国
民
的
国
家
と

い
う
思
想
が
こ
の
権
力
倫
理
に
と
っ
て
の
前
提
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
直
ち

に
明
ら
か
と
な
る
。
へ

l
ゲ
ル
は
こ
の
こ
と
を
常
に
自
ら
強
調
し
、
絶
え

(
刑
制
)

ず
「
絶
対
的
な
人
倫
的
な
統
体
性
と
は
民
族
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」

と
い
う
「
実
定
的
な
る
も
の
」
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
へ

l
ゲ
ル
的
な
人
倫
は
、
た
だ
も
っ
ぱ
ら
、
純
然
た

る
国
民
的
習
俗
と
し
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
我
々

は
こ
こ
で
、
普
通
的
な
る
も
の
あ
る
い
は
習
俗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

つ
ま
り
は
絶
対
的
な
人
倫
の
本
性
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・

(
抑
)

、
と
い
う
言
葉
の
含
意
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
人
倫
に

関
し
て
は
、
古
代
の
最
も
賢
い
人
々
の
言
葉
の
み
が
、
真
な
る
も
の
で
あ

る
。
『
自
分
の
図
の
習
俗
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
、
人
倫
的
で
あ
る
』
。

そ
し
て
、
教
育
に
関
し
て
は
、
『
自
分
の
息
子
を
最
も
よ
く
教
育
す
る
た

め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
』
と
の
問
い
に
対
す
る
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の

『
あ
な
た
の
息
子
を
、
よ
き
制
度
を
も
っ
民
族
の
市
民
た
ら
し
め
る
が
よ

(
抑
)

い
』
と
い
う
解
答
こ
そ
が
真
な
る
も
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
習
俗
は
国

家
の
権
力
命
令
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
「
立
法
の
体
系
」
の
う
ち
に
正
し
く

示
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
国
家
権
力
、
習
俗
そ
し
て
人
倫
は
同
一
の
も
の

(
制
)

で
あ
り
、
法
律
は
「
『
民
族
の
神
』
と
見
、
か
く
解
釈
さ
れ
」
ね
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

北法43(5・326)1162 

こ
の
、
国
家
利
益
を
内
容
と
す
る
人
倫
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
い
か
な
る

個
人
倫
理
も
「
否
定
的
な
人
倫
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
諸
規
範
は
、

「
誕
百
、
的
な
人
倫
の
中
に
存
す
る
可
能
性
あ
る
い
は
能
力
を
示
す
限
り
に

(
鵡
)

お
い
て
」
の
み
、
人
倫
的
だ
と
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
国
家
倫

理
は
、
道
徳
か
ら
の
政
治
の
完
全
な
解
放
を
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ン
的
・
普
遍
主
義
的
な
個
人
倫
理
の
断
固
た
る
拒
絶
を
示
し
て

お
り
、
カ
ン
ト
に
対
し
て
と
同
様
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
も
反
対
の
立

場
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
へ

l
ゲ
ル
は
、
公
開
さ
れ
た

処
女
作
の
全
体
に
お
い
て
も
、
「
非
実
践
的
な
」
理
論
で
あ
る
と
い
う
理

由
か
ら
独
特
な
仕
方
で
カ
ン
ト
的
倫
理
に
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
「
誇
り
を
も
っ
て
白
分
の
祖
国
を
敵
か
ら
防
御
す
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る
と
い
う
こ
と
が
格
律
と
な
り
、
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
考
え
ら
れ

(
獅
)

た
無
限
に
多
く
の
格
律
が
破
棄
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。

か
よ
う
に
、
ヘ

l
ゲ
ル
の
倫
理
と
は
、
そ
の
著
作
活
動
の
最
初
の
数
年

聞
は
、
直
接
に
そ
の
国
民
的
権
力
願
望
か
ら
の
流
出
物
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
さ
ら
な
る
発
展
は
、
前
述
さ
れ
た
国
民
概
念
の
変
容
と
並
行
的
に

進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
無
意
識
か
ら
解
放

さ
れ
た
民
族
精
神
は
ヘ

l
ゲ
ル
的
な
汎
論
理
主
義
の
鋭
い
光
の
中
に
押
し

込
ま
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
人
倫
の
主
観
的
な
側
面
は
、
無
意
識
的
本
能

的
な
も
の
か
ら
純
化
さ
れ
て
意
識
的
な
国
民
的
権
力
意
志
へ
と
発
展
さ
せ

ら
れ
る
。
そ
れ
と
共
に
へ

l
ゲ
ル
は
、
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
基
本
思
想
を
、

客
観
と
主
観
と
の
同
一
化
を
、
自
ら
の
政
治
の
領
域
か
ら
遠
ざ
け
、
個
人

を
尊
重
す
る
よ
り
大
き
な
余
地
を
開
こ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
こ
の
人
倫

の
客
観
的
な
側
面
、
無
条
件
に
至
高
の
規
範
と
し
て
の
国
家
と
そ
れ
に
よ

っ
て
設
け
ら
れ
た
道
徳
と
政
治
と
の
区
別
は
、
変
更
を
加
え
ら
れ
な
い
ま

(
獅
)

ま
に
保
持
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
ヨ

1
ド
ル
も
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
、

法
哲
学
は
へ

l
ゲ
ル
本
来
の
倫
理
学
で
あ
り
、
ま
た
へ

l
ゲ
ル
の
諸
価
値

の
完
全
な
体
系
と
も
み
な
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
哲
学
に

お
い
て
、
へ

1
ゲ
ル
は
そ
の
社
会
的
諸
価
値
を
三
つ
の
基
幹
価
値
に
分
類

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
自
由
意
志
」
を
区
分
す
る
原
理
は
「
法
」

で
あ
る
。
最
も
下
位
に
は
、
「
形
式
的
法
」
、
そ
の
上
に
は
「
道
徳
性
」
が

位
置
し
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
抽
象
的
な
モ
メ
ン
ト
の
統
一
性
で
あ

り
真
理
で
あ
る
も
の
と
し
て
の
「
人
倫
」
が
く
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
、

「
家
族
」
、
「
市
民
社
会
」
、
そ
し
て
至
高
の
も
の
と
し
て
の
「
国
家
」
と
い

(
湖
)

う
三
つ
の
部
分
に
分
節
化
さ
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
道
徳
性
に
、
彼
が
ロ
マ
ン
主
義
に
傾
斜
し
て
い
た

時
代
以
上
に
大
き
な
注
目
を
与
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
こ

の
よ
う
な
区
分
の
仕
方
だ
け
か
ら
も
、
原
則
的
に
ロ
マ
ン
主
義
時
代
と
同

様
の
態
度
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
法
と
道
徳
性
と
は
「
形

(
湖
)

式
的
L

で
無
内
容
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
「
人
倫
的
実
体
」
は
、
家
族
|

そ
れ
は
「
直
接
的
あ
る
い
は
自
然
的
人
倫
的
精
神
」
で
し
か
な
い
と
し

(
制
)

て
も

l
ー
を
も
っ
て
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
家
族
の
上
に

(
組
)

「
外
面
的
な
」
国
家
と
し
て
の
社
会
が
存
し
、
す
で
に
一
不
さ
れ
た
関
係
の

う
ち
に
、
至
上
の
も
の
と
し
て
権
力
と
し
て
の
真
の
国
家
が
位
置
す
る
と

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
、
国
家
は
「
人
倫
的
な
理

(
M
M
)
 

念
の
現
実
性
1

1
啓
示
さ
れ
た
精
神
と
し
て
の
人
倫
的
な
精
神
」
と
さ

れ
て
お
り
、
人
は
そ
れ
を
、
「
地
上
に
お
け
る
'
神
的
な
る
も
の
と
し
て
崇

(
初
)

敬
し
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
国
家
が

(
制
)

存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
に
お
け
る
神
の
歩
み
で
あ
る
」
。
国
家
利

益
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
依
然
と
し
て
天
上
に
お
い
て
も
地
上
に
お
い
て
も
最

(
鎚
)

高
の
人
倫
的
命
令
で
あ
っ
て
、
国
家
は
「
絶
対
的
な
不
動
の
自
己
目
的
」

北法43(5・327)1163 



料

で
あ
り
、
個
人
の
道
徳
的
な
意
識
も
宗
教
の
人
倫
要
求
も
、
そ
れ
に
対
立

す
る
も
の
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

ヘ
l
ゲ
ル
を
概
観
す
る
大
抵
の
場
合
、
ヘ

l
ゲ
ル
は
芸
術
、
宗
教
そ
し

て
学
聞
を
国
家
の
上
に
お
い
た
と
い
う
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は

当
を
得
た
指
摘
で
は
な
い
。
彼
の
諸
価
値
の
段
階
秩
序
に
お
い
て
は
、
国

家
が
常
に
最
高
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
国
家
は
常
に
絶
対
的
価
値
で
あ
り
、

真
、
善
、
美
、
聖
の
理
念
は
、
単
に
相
対
的
な
、
国
家
に
依
存
す
る
価
値

で
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
っ
ぱ
ら
国
家
に
お
い
て
、
そ
し
て
国
家
に

よ
っ
て
こ
そ
、
そ
れ
ら
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
国
家
と
は
、
人
間

の
あ
ら
ゆ
る
考
え
ら
れ
る
限
り
の
精
神
的
・
物
理
的
諸
機
能
に
集
中
化
の

方
向
づ
け
を
与
え
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
国
家
は
こ
の
よ
う
な
結
合
点

で
あ
り
、
か
っ
そ
う
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
へ

l
ゲ
ル
に
と
っ

て
は
す
で
に
次
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
諸
々

の
国
民
国
家
は
全
く
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
諸
形
式
を
生
み
、
こ
れ
ら
は
い

か
な
る
本
質
的
な
も
の
も
共
有
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
具
体
化
さ
れ
た
内
容
を
有
す
る
芸
術
、
宗
教
、
学
問
の
唯
一
客
観
的

な
目
的
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
国
家
権
力
を
強
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
歴
史
哲
学
な
ら
び
に
法
哲
学
に
お
い
て
、
へ

l
ゲ
ル
は
こ
の
関
係

(
制
)

を
、
き
わ
め
て
は
っ
き
り
と
強
調
し
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
に
お
い
て
、

宗
教
に
対
し
て
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
と
同
様
の
政
治
的
立
場
を
と
っ
て
い
る

Q

資

マ
キ
ャ
ベ
リ
に
と
っ
て
宗
教
と
は
、
「
国
家
を
維
持
せ
ん
と
欲
す
る
た
め

に
は
必
ず
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の

g
g
包

E
芹。

=
2
2
g
z白
血
〈
G
I

(
初
)

言
。

E
E円。
E
『
め
ロ
ロ
白

2
〈
ニ
芯
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
へ

1
ゲ
ル
も
、

宗
教
は
「
神
的
な
意
志
と
し
て
の
人
倫
的
な
も
の
一
般
を
、
よ
り
詳
し
く

い
え
ば
国
家
の
本
性
を
神
の
意
志
と
し
て
含
む
と
こ
ろ
の
基
礎
を
」
な
す

も
の
だ
、
と
い
う
。
し
か
し
、
「
単
に
基
礎
で
あ
る
に
」
す
ぎ
な
い
と
い

う
点
に
お
い
て
、
宗
教
は
、
宗
教
以
上
の
も
の
で
あ
る
国
家
、
つ
ま
り
「
世

界
の
現
実
的
形
態
と
組
織
へ
と
自
ら
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
の
、
現
在
的
な

精
神
と
し
て
の
神
的
な
る
意
志
」
で
あ
る
国
家
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
宗
教
と
は
単
に
、
「
感
情
、
表
象
、
信
仰
の
形
式
に
お
け
る
絶
対
的

な
も
の
と
の
関
係
」
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
国
家
は
、
こ
の

(
制
)

主
観
的
な
確
信
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
「
知
る
も
の
」
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
宗
教
は
、
そ
れ
が
「
国
家
に
対
立
す
る
否
定
的
で
論
争
的
な
方
向
一

{
制
)

を
も
た
な
い
も
の
と
し
て
存
在
し
、
国
家
を
む
し
ろ
承
認
し
確
証
す
る
」

場
合
に
の
み
、
「
真
な
る
あ
り
方
」
に
お
い
で
あ
る
の
で
あ
る
。
カ
ト
リ

ッ
ク
の
宗
教
は
国
民
的
国
家
思
想
を
至
高
の
命
令
と
し
て
承
認
し
な
い
と

い
う
ま
さ
に
そ
の
理
由
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
る
へ

l
ゲ
ル
は
、
端

的
に
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
に
よ
っ
て
は
、
い
か
な
る
理
性
的
な
憲
法

(
刻
)

も
不
可
能
で
あ
る
L

と
言
明
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
最
も
普
遍
的
で
至
高

の
価
値
と
は
常
に
国
家
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
「
絶
対
的
な
」
諸
価
値
と

北法43(5・328)1164 
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は
、
単
に
こ
の
絶
対
的
に
絶
対
的
で
「
現
実
に
」
最
高
の
も
の
で
あ
る
諸

価
値
が
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
へ
適
用
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
こ

の
価
値
が
精
神
的
に
分
化
し
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

宗
教
に
関
し
て
と
同
様
の
仕
方
で
、
「
国
家
の
諸
原
理
は
そ
れ
の
適
用

(
組
)

と
い
う
形
で
」
、
認
識
と
芸
術
に
関
わ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
は
、
「
口
氏

族
の
生
の
別
の
具
体
的
な
側
面
の
、
:
・
芸
術
の
、
法
の
、
習
俗
の
、
学
問

の
、
基
慌
で
あ
り
中
点
」
で
あ
り
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。
い
か
な
る
精
神

的
な
行
為
も
、
た
だ
こ
の
統
一
を
自
覚
す
る
と
い
う
目
的
だ
け
し
か
も
っ

(m) 

て
い
な
い
」
。
無
論
、
国
家
は
「
宗
教
に
基
づ
く
」
と
い
う
こ
と
は
正
し

い
。
だ
が
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
次
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
限
り
で
、
で

あ
る
。
「
国
家
の
諸
原
理
は
、
即
自
か
つ
対
自
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
見

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
神
的
自
然
の
諸
規
定

と
し
て
自
ら
を
自
覚
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
の

(
紛
)

で
あ
る
」
。
つ
ま
り
へ

l
ゲ
ル
は
、
宗
教
を
、
国
家
の
支
柱
で
も
あ
り
そ

れ
を
確
証
す
る
至
高
の
も
の
で
あ
る
も
の
と
み
な
す
が
ゆ
え
に
、
プ
ロ
イ

セ
ン
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
国
家
と
教
会
と
の
統
一
を
も
支
持
す
る

わ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
で
彼
は
、
彼
の
同
時
代
人
た
ち

l
!
中
で
も
シ
ユ

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヒ
ャ
ー
の
よ
う
に
む
し
ろ
両
者
の
分
離
を
要
求
し
た

(
鈎
)

た
人
ー
ー
と
は
全
く
対
立
し
た
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

国
家
に
と
っ
て
は
そ
れ
を
超
越
す
る
い
か
な
る
規
範
源
も
あ
り
え
な
い
の

い
か
な
る
人
間
的
'
道
徳
的
な
規
範
源
も
存
在
せ
ず
、
国
家

に
と
っ
て
の
無
条
件
に
最
高
の
命
令
と
は
、
す
で
に
一
八

O
一
年
に
へ

l

(
鋪
)

ゲ
ル
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
「
自
己
自
身
を
維
持
せ
よ
」
と
い
う
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
へ

1
ゲ
ル
が
そ
こ
で
そ
の
弁
証
と
し
て
、
マ
キ
ャ
ベ
リ

的
な
精
神
に
則
っ
て
述
べ
た
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
、
ト
ラ
イ
チ
ユ
ケ
は
、

二
世
代
後
に
次
の
よ
う
な
言
葉
で
繰
り
返
し
て
い
る
。
「
自
己
自
身
を
主

(
刻
)

張
す
る
こ
と
」
こ
そ
が
、
国
家
の
常
に
「
至
高
の
命
令
」
で
あ
る
、
と
。

マ
キ
ャ
ベ
リ
の
う
ち
に
、
へ

l
ゲ
ル
は
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
こ
と

の
な
い
、
我
々
に
は
彼
の
青
年
期
の
著
作
か
ら
す
で
に
承
知
の
と
こ
ろ
で

あ
る
思
想
を
は
や
く
も
見
出
し
て
い
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
の
書
記
で
あ

っ
た
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
は
す
で
に
、
「
国
家
生
活
の
健
全
さ
は
、
究
極
に
お

い
て
は
、
そ
の
政
治
的
関
心
を
も
っ
圧
倒
的
多
数
の
市
民
の
、
国
家
活
動

(
初
)

に
対
す
る
喜
々
た
る
同
意
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
」
、
と
考
え
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
へ

l
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
全
体
的
な
も
の
の
力
か

ら
、
し
か
も
そ
の
力
の
利
益
の
た
め
の
、
諸
個
人
の
あ
る
程
度
の
人
倫
的

か
つ
政
治
的
自
律
と
い
う
思
想
に
到
達
す
る
た
め
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

『
自
然
法
』
論
文
で
は
さ
ら
に
、
絶
対
的
な
人
倫
と
は
「
人
々
が
そ
れ
に

つ
い
て
語
り
え
ぬ
ほ
ど
に
本
質
的
に
万
人
の
人
倫
と
な
り
切
っ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
は
、
か
か
る
も
の
と
し
て
個
々
人
の
う
ち
に
反
映
さ
れ
ず
に
は

(
郷
)

お
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
へ

l
ゲ
ル
は
、

と
同
様
に
、

北法43(5・329)1165 
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国
家
構
成
員
の
全
体
的
な
も
の
の
力
の
た
め
の
自
由
な
活
動
を
一
層
高
く

評
価
す
る
に
至
っ
た
結
果
、
主
観
的
な
人
倫
に
よ
り
大
き
な
注
目
を
払
う

よ
う
に
な
っ
た
。
カ
ン
ト
的
自
律
を
瑚
笑
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
で
無
意
識

的
な
倫
理
か
ら
、
へ
!
ゲ
ル
は
、
「
純
粋
で
無
条
件
的
な
意
志
の
自
己
規

(
鈎
)

定
を
義
務
の
根
源
と
し
て
際
立
た
せ
る
こ
と
の
重
要
性
」
を
強
調
す
る

(
測
)

方
向
へ
と
進
ん
だ
。
し
か
し
、
彼
が
「
良
心
の
観
点
の
至
高
性
」
に
言

及
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
そ
れ
以
前
の
人
倫
の
実
体
に
つ

い
て
は
、
何
等
の
変
化
も
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
人
倫
的
意
志

の
内
実
に
関
し
て
展
開
が
あ
っ
た
の
で
な
く
、
そ
の
あ
り
方
に
関
し
て
展

開
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
主
観
的
な
道

徳
的
自
律
が
い
か
に
承
認
に
さ
れ
た
に
せ
よ
。
「
人
倫
の
概
念
に
移
行
し

な
い
単
な
る
道
徳
的
観
点
を
固
持
す
る
だ
け
で
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
利
点
を
空
虚
な
形
式
主
義
へ
と
お
と
し
め
、
道
徳
的
な
学
を
義

(
組
)

務
の
た
め
の
義
務
に
関
す
る
論
弁
に
お
と
し
め
る
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
か
く
し
て
人
倫
と
は
常
に
国
家
意
識
、
国
家
的
権
力
へ
の
意
志

以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
こ
こ
に
我
々
は
、
良
心
と
は
寸
そ
れ
を
侵
す
こ

と
が
不
敬
と
な
る
聖
域
」
で
あ
る
と
い
う
思
想
の
ひ
び
き
を
再
度
聞
い
て

は
い
る
。
し
か
し
、
良
心
が
聖
域
で
あ
る
の
は
、
「
善
で
あ
る
べ
き
こ
と
」

の
内
容
が
「
普
遍
的
に
考
え
ら
れ
た
諸
規
定
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
諸
法

則
と
諸
原
則
の
形
式
に
お
い
て
」
、
最
終
的
に
は
し
た
が
っ
て
や
は
り
国

資

家
に
よ
っ
て
、
充
足
さ
れ
た
場
合
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
が

道
徳
性
を
承
認
し
う
る
の
は
、
合
法
性
と
し
て
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た

が
っ
て
「
そ
れ
固
有
の
形
式
に
お
け
る
、
す
な
わ
ち
主
観
的
知
と
し
て
の

(
奴
)

良
心
」
を
承
認
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
依
然
と
し

て
カ
ン
ト
的
道
徳
性
と
そ
の
「
実
践
的
諸
原
理
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は

(
制
)

キ
リ
ス
ト
教
倫
理
と
等
し
く
、
「
外
面
性
を
ど
う
で
も
よ
い
も
の
」
と
す

る
が
ゆ
え
に
、
「
人
倫
の
観
点
を
む
し
ろ
不
可
能
に
し
、
否
そ
れ
ど
こ
ろ

か
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
壊
滅
さ
せ
、
そ
れ
に
叛
乱
を
企
て
さ
え
す
る

(
紛
)

も
の
」
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
へ
|
ゲ
ル
の
人
倫

は
、
権
力
の
獲
得
と
維
持
へ
の
国
家
国
民
的
で
現
実
政
治
的
な
意
志
、

「
諸
個
人
の
中
に
生
き
る
国
家
の
生
命
力
」
た
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。

そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
道
徳
も
人
聞
を
国
家
の
人
間
と
し
て
規
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。
「
道
徳
の
観
念
は
国
家
の
人
間
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
の

で
あ
り
、
そ
の
意
志
は
こ
の
法
則
の
、
そ
し
て
こ
の
祖
国
の
意
欲
な
の
で

(
部
)

あ
る
」
。
一
定
の
意
志
自
由
を
へ

l
ゲ
ル
は
個
人
に
完
全
に
帰
属
さ
せ
て

は
い
る
。
こ
の
意
志
自
由
は
し
か
し
、
単
に
形
式
的
で
抽
象
的
な
も
の
で

あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
内
容
的
に
は
、
こ
の
抽
象
的
に
自
由
で
あ
る
に
す
ぎ

な
い
意
志
は
、
す
で
に
眼
前
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
諸
々
の
人
倫
的

な
共
同
体
価
値

l
ー
そ
の
頂
点
に
は
国
家
が
座
を
占
め
て
い
る
ー
ー
に
よ

(
紛
)

っ
て
決
定
さ
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
的
・
政
治
的
な
所
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与
の
内
部
に
の
み
、
倫
理
的
に
自
由
な
意
志
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ

の
意
志
に
お
い
て
、
自
由
と
必
然
性
と
の
人
倫
的
な
綜
合
が
行
な
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ば
決
定
さ
れ
た
非
決
定
論
の
う
ち
に
は
、
い
ず
れ

に
せ
よ
ロ
マ
ン
主
義
と
の
親
縁
関
係
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
人
倫

(
初
)

に
つ
い
て
「
人
倫
的
な
人
間
は
自
己
に
つ
い
て
無
意
識
で
あ
る
」
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
う
る
限
り
は
、
否
定
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。

へ
l
ゲ
ル
の
ロ
マ
ン
主
義
的
国
家
学
と
歴
史
的
国
家
学
と
の
関
係
に
と
っ

て
と
り
わ
け
重
要
な
こ
と
は
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
は
ま
っ
た
く
も

っ
て
微
妙
な
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
に
は
も
は
や
測
定
不
可
能
な
も
の
だ

と
い
う
事
情
で
あ
る
。

し
か
し
へ

l
ゲ
ル
が
、
こ
の
国
民
的
な
国
家
人
倫
を
国
家
の
内
部
に
制

約
し
た
の
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
自
然
法
と
啓
蒙
主
義
は
「
人
間
」
を
、

人
類
も
し
く
は
キ
リ
ス
ト
教
的
で
普
遍
的
な
共
同
体
の
成
員
だ
と
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
を
正
当
化
し
、
国
家
を
人
倫
的
な
も
の
と
理
解

し
う
る
と
し
た
。
し
か
し
へ

l
ゲ
ル
は
、
い
か
な
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的

な
国
家
の
正
当
化
を
も
拒
絶
す
る
。
彼
は
国
家
を
国
民
的
な
も
の
と
し
て
、

国
家
と
し
て
組
織
さ
れ
た
国
民
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
ら
に
よ
っ

て
、
人
倫
化
す
る
。
国
家
は
人
倫
的
な
自
己
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

国
家
が
現
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
す
で
に
一
切
の
倫
理
を
も
吸

収
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
の
見
解
は
、
「
自
分
の
国
家
の
諸
秩

序
は
自
分
に
と
っ
て
神
聖
で
あ
る
」
が
ゆ
え
に
、
国
家
の
内
面
に
お
い
て

こ
そ
「
道
徳
は
無
限
な
ま
で
に
一
層
純
粋
に
、
か
つ
敏
感
な
も
の
と
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ト
ラ
イ
チ
ュ
ケ
の
そ
れ
と
一
致

(
制
)

し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
内
面
的
な
国
家
人
倫
が
こ
の
よ
う
に
高
め
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倫
理
の
世
界
は
す
で
に
傷
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
外
に
対
し
て
は
|
そ
し
て
そ
の
点
に
関
し
て
は
、

国
際
法
を
論
じ
る
際
に
さ
ら
に
言
及
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が

i
!
い
か
な
る

人
倫
も
存
在
せ
ず
、
こ
こ
で
は
国
家
は
規
範
か
ら
自
由
な
純
粋
な
権
力
と

し
て
姿
を
現
わ
す
。
こ
こ
で
は
ま
さ
し
く
へ

l
ゲ
ル
が
個
体
[
個
体
と
し

の
た
め
に
激
し
く
戦
う
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
、
つ
ま

て
の
国
家
]

り
統
一
さ
れ
て
国
家
を
な
し
て
い
る
民
族
の
意
欲
す
る
と
こ
ろ
を
自
由
を

行
う
と
い
う
こ
と
が
、
人
倫
的
な
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
マ

キ
ャ
ベ
リ
の
、
ヴ
ィ
ル
ツ
ゥ
が
強
ま
れ
ば
、
力
も
強
ま
る

q
g
n
S
E
i

-
白
〈
同
『

F
Q
2
2
Z
E
恒三

2
2
と
い
う
言
葉
が
妥
当
す
る
。
そ
の
逆
も

し
か
り
で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
は
、
こ
の
人
倫
の
政
治
的
か
つ
個
人
的
諸
帰

結
を
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
諸
命
題
に
ま
と
め
て
い
る
。
「
民
族
が
人
倫

的
で
、
有
徳
で
、
強
力
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
自
ら
の
意
士
心
す
る
こ
と
を

実
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
自
ら
の
成
果
を
、
客
観
化
を

な
し
と
げ
る
と
い
う
労
働
に
お
い
て
、
外
部
の
暴
力
か
ら
守
る
の
で
あ

る
」
。
し
か
し
個
人
は
、
「
民
族
の
存
在
を
、
自
ら
を
編
み
こ
ん
で
い
る
す

北法43(5・331)1167 
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(~) G. W. F. Hegel. Uber die wissenschaftlichen Behand 

lungsarten des N aturrechts， in Samtliche Werke (Hg，G. 

Lasson)，Bd. 7， Leipzig 1913 (Meiners philosophische Bib. 

liothek， Bd. 144)， S. 372目

(罵)Brief an Voss， in Hegel， Werke， Bd. 17 (HG. F. Forster 

und L. Boumann)， Berlin 1835， DS.474. 

(藷) Hegel Rechtsphilosophie (組[f;J'¥lcl困吋)， Vorrede， S. 

10f. (幡宮~G'択さ'ト~- K G' 't--ト士ミムト弐号、機械-R...0

eぐート去三吋t(lnhffi'干ノ母子Q)， Hervorhebungen von 

Hegel. 

(毘) Paul Joachimsen， Vom deutschen Volk zum deutschen 

Staat， Leipzig 1916， S. 95 

( 日) G. W. F. Hegel， Verha泊and刈叫dωlu叩J[川n時1ge印nin de訂rVeげrs勾am即II凶I

Lan凶1吋ds乱ta組nd仇ed白巴sKo加ni申gr閃m巴d叩i比chs時sWur廿川r此t恥t民e印mbe巳r昭gim Ja油hr代巴 1815 

und 1816創(1817η)，in Samtliche Werke (HG. G‘Lasson)， Bd 

7， Leipzig 1913 (Meiners Philosophische Bibliothek， Bd. 

144)， S. 159. 

(民) Hegel， Verfassung Deutschlands (柑[言]

371. 

(毘)AaO.， S. 135 

(毘)Hegel， Naturrecht (柑[詩J'\lcl~吋)， S. 371. 

(民) G. W. F. Hegel， System der Sittlichkeit， in aaO.， Bd. 7， 

S.465. 

(~) 
ヰJ:.! 似蛍l(\J与441 楼回以時制~..lJ.....l与J lIl記号令」。。制P困~:lh~坦

-Ri牛婦さ， {nE:2~世:2-<~:lhさm符~G''P-..i>持母。

1~割足当'ム lトヤ牛叶ふ Q ロ'\lcl唱!，!.s:-- νF 手-;< G' 'J..lJ '¥lcl臨終J

~O 令ヤ4ミ斗E、， r醤寝込矧題:lh~-..i> G'..lJ ~ t(l ''(哨 ':\..:!AJ ヤt(l~示。'

f現組長醤;j8:lh~坦 -..i>G':2 お♂布士￡を!~型化工、ω ニ。 。今刊玉P捌連主総-{..!

~:!主制ヰRF 図録:2設が時-<~:lh~宗室さ'恩-tr G'-<~G'~ト主1::!..lJ

を1G'皿:lh-R & 'P:!! ~ v-'回総G'*主1::!..lJ台1 G'田富会 dドーれ)-'iヰ~当
(宗)

4型化工、ャ~，.. ~~小， J 心'\lcl，lR，-，、~当~'-'、ャエ J ..lJO 

写主

持耳

早J !l宣桝 4ヰ-{..!相当'陸軍側持活，~料込~繕l(\J ~ν エt(l

Gesammelte Schriften G'!建制:2吋 Pν'詰王411415き，><♂ヰヰ~~

阪組(( > 

'¥lclmK吋)， S. 

G''P~時。)

(嵩) Rudolf Haim， Hegel und seine Zeit， Berlin 1857， ttt::2 S 

344ff. IS. 3531. Karl Köstli日立.;q士時'回~:lh~望日i;ffi'.!?G' 

l(¥Jl(¥Jや会 ω制..lJ-Q..lJ.....lν:!!' Hegel in philosophischer 

und nationaler Beziehung， Tubingen 1870 やりやさ'ぐ-

~会G' r伺醤~1+1彬主i;'~き官 (aaO. ， S. 38) G' '¥' ~ :21ffil []j{:lh ~型

、"G' ~J 様&ヰ;"'~~割~líllli込 F ムト，入入、， -R入ム'トー

lト ~ÀJ G'主回22 布製~..lJ.....l ν慰i盤机Jヰヰ ν二時 (aaO.，S， 

278)。
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Ka加n凶Jtωorow叩ic払z丸‘吋olkg伊e凶凶tund histωor 悶 he児eR恥echt臼schu川lleぜ" ( 市柑世

[呈] 今叶北榊~ωて~田眠提吋)ト， S.295汀

(嵩) Hegel， Geschichtsphilosophie， S. 99. 

(嵩) AaO.， S. 65. 

(詰)Hegel， Encyklopadie， Teil m， S394 (S. 73). 1トスト入援や

:!H.~ .jミ Pν エト9 。

(嵩)Ernst Renan， Qu'est.ce qu'une nation 7， Paris 1882. 

(藷)Alfred Kirchhoff， Was ist national?， Halle 1902， S. 33. 

(嵩)Alfred Kirchhoff， Zur Verstand昭unguber die Begr凶E

Nation und Nationalitat， Halle 1905， S. 52ff. 

(罷)Kirchhoff， Was凶 national，S. 7. 

(嵩) Hegel，Rechtsphilosophie (柑[己]ω 眠吋)， S258 (S. 

313). Metzger， Gesellschaft， Recht und Staat (相[ザ]'¥l<I

眠吋ト S.313 Anm. 1 .，;J例記， Volk 己主4眠時経企!li:ß'~

Staat ~ど胞l込:出回杓ヰ二時。

(詫) G. W. F. Hegel，“Eleusis"(August 1 796)，bei Rosenkranz， 

Hegels Leben (柑[巳]制民吋)， S. 78. 

(藷)Hegel， Sittlichkeit (制[民] '¥l<I民吋)， S.169.

(嵩) AaO.， S. 468 

(嵩)AaO.， S. 469. 

(員)AaO.， S. 470 

(需) Ebd. ，) ~ a則自ト詔ヤ鐘隈Iti' 思議長 ~f' 当手~~1Enl:{:ß'制捜

(毘)AaO.， S. 468. <ート弐 ~liill縦揺è1-'J (\ν 哨兵1;;' ν側猷

~，) ~榊さと~柳条与14J同楼ω堂察当， ，)兵制早J1オ1揺れq之

ν ， J ・ぉ-R (¥ ~O Iト ;-.. .. ¥ 入 (in aaO.， Einleitung，S.XXDl) ~ 吋

認当'時J~ 士主『弘、""~順誕~ -'J~~1R堂寂v-'持rQ-'J杓

~rQ O':\...! 込' 吋o 事誕蜘必聴桝'¥l<I"，..-¥ヰ包' トヤヰ;ti .，;J(\-'J~

~~制や麹'-"-\二時旨器製込得時。ロト入州縛主E4重唱J4ロユ

Q 額約~' t\J ~'J -'J'\l<I個持。士 ν ニrQ吋小è1Hlq .，(:i -¥二時。

(民)Hegel， Nat¥川 echt，S. 410. 

(詰)Hegel， Rechtsphilosophie， S349 (S.434) 

(毘)G. W. F. Hegel， Encyklopadie der philosophischen Wis. 

senschaften im Grundri仏 TeilIII (Die Philosophie des 

Geistes)， in Werke， Bd. 7， Abt.H (Hg. L. Boumann)， Berlin 

1845， S549 (S. 423) 

( 露) Ernst Lu吋dwiほgv. Gelach， Aufze引ichnunge釘叩naus s託悶e創II

Leben und W汁irke口， Bd. 2， Schwerin 1903， S.324; bei 

Meinecke Weltburgertum (柑[叩] '\l<I~吋)， S. 311 

(~) Hegel， Rechtsphilosophie， S322 (S. 146). 

(器)Fr. J. Neumann， Volk und Nation， Leipzig 1888， S. 74. 

(罷)Hegel， Geschichtsphilosophie (柑[嵩]制民吋)， S. 9lf. 

(諾) AaO.， S. 86; vgl. schon Hegel， Naturrecht. S. 411. ffi[尽

~吋 ，oÇ"'!11' ムれ，入 K' ト='ー'司 11'\ー，. i'トヤト.L..t-λ'ム-

I!入、， 1ト入 L κて去、'校入 ι ロb、ート ，，'-"è1 吋令Q~お
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料

様
式
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
。
い
わ
く
、
「
営
業
の
ゴ
ミ
」
に
対
し
て
、

「
好
戦
的
な
勇
気
」
へ
の
貴
族
的
な
能
力
、
と
い
う
よ
う
に
。

出
品
巾
戸
〈
巾
ユ
g
z
z
o
巾
z
n
z
g
門
戸
田
(
註
[
朋
]
を
見
よ
)
・
ω
・
@
日
・

こ
の
貴
族
主
義
と
、
ヘ

l
ゲ
ル
が
寸
法
創
造
身
分
」
、
「
商
業
身
分
」
、

「
物
的
所
有
に
つ
い
て
の
正
義
」
と
呼
ぶ
も
の
へ
の
軽
侮
|
|
中
で

も
後
者
の
身
分
に
は
「
有
徳
で
あ
る
」
能
力
も
「
勇
気
」
を
も
っ

能
力
も
な
い
(
田
市
問
。
「
ω
E
r
F
r
s
・

2
3円
高

]
)
lと
が
、

へ
l
ゲ
ル
的
国
家
体
系
の
構
築
に
お
い
て
本
質
的
な
意
義
を
も
っ

て
い
る
。
「
絶
対
的
な
身
分
」
の
、
好
戦
的
な
貴
族
政
の
エ
レ
メ
ン

ト
は
、
真
の
権
力
国
家
、
つ
ま
り
軍
事
的
な
権
力
国
家
で
あ
る
。

他
方
、
市
民
層
の
エ
レ
メ
ン
ト
は
、
「
市
民
社
会
」
、
つ
ま
り
必
要

国
家
と
悟
性
国
家
で
あ
る
。

E
0
・∞・

2
印・

(
加
)
開
玄
白
百
戸
宮
民
主
虫
色
回
目
。
巾
印
口
F
H
n
F
Z
吉
岡
町
出
回
目
ロ
ロ
問
(
註
[
加
]

を
見
よ
)
・
∞
-
E
-

(
捌
)
国
内
問
巳
・
白
星
】
円
F
W
2
F
∞
・
品
、
吋
N
同

(
制
)
出
品
巾
戸
Z
巳
E
『
門
司
円
宮
(
註
[
加
]
を
見
よ
)
・
ω
・
ω

コ'

(
抑
)
〉
M
W
O
e
ω
ω
@
N目

(
抑
)
〉
即
0
・
・
ω
ω
m
w
a
一
国
内
岡
市
「
河
巾
円
F
Z
U
E
己
C凹
O
F
F
間
同
印
ω
(
∞
-
N
ω
印
)

(
捌
)
出
巾
悶
巾
戸
Z
R
E
『
『
巾
円
F
F
m
ω
ゆ
め
・

(
獅
)
〉
加
。
-
-
∞
・
ω
m
E

(
揃
)
〉
曲
。
・
・
∞
・
ω
印
∞
・
も
っ
ぱ
ら
へ

l
ゲ
ル
の
権
力
技
術
へ
の
完
全
な

不
理
解
の
ゆ
え
に
、
ク

I
ノ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ

l
の
ラ
ン
ゲ
か
ら
学

ん
だ
学
者
た
ち
は
、
上
の
箇
所
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
コ
メ
ン

資

ト
を
書
く
に
至
っ
た
、
「
こ
の
へ

l
ゲ
ル
の
逆
説
は
、
次
の
よ
う
に

理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
義
務
は
、
祖
国
へ
の
献
身
を
固
有
の

定
在
へ
の
帰
依
に
ま
で
高
め
る
よ
う
命
ず
る
、
と
。
し
か
し
死
の

後
に
は
、
い
か
な
る
祖
国
も
存
せ
ず
、
ま
た
い
か
な
る
敵
も
、
し

た
が
っ
て
い
か
な
る
防
衛
も
在
し
な
い
」

0
2日
円
宮
「
・
田
市
岡
己
目

z
u
g
E
E
者
負
宮
(
註
[
捌
]
を
見
よ
)
-
E
戸
∞
'
N
吋
∞

(
航
)
司
『
芯
向
日
コ
円
F
』

0
2・
。
巾
回
口
F
F
円
F
S
ι
巾
『
開
門
E
F
向
田
口
円
山
内
『
=
巾
Z
巾
『
巾
ロ
苫
己

J

-C印D℃
F
F
P
回
品
N
-
∞
門
E
Z
M
N
白
『
門
戸
∞
∞
匂
‘
∞
-
H
。
。
・

(
湖
)
出
町
四
巳
-
河
内
門
F
Z
円
)
F
E
O
印
。
円
}
『
毘
(
註

{η]
を
見
よ
)
・
2
ω
(
ω
'

⑦∞『・)・

(
捌
)
〉
曲
。
・
間
同
印
。
(
ω
N
N
C
)
・

(
制
)
〉
田
0
・
・
間
同
印
、
吋
(
ω
-
N
N
H
)

(
担
)
開
F
a・

(
担
)
〉
白
0
・
・
間
N
印
、
吋
(
ω
ω
H
N
)

(
拙
)
〉
M
H
O
-
-
山
N
叶
N
N
E
的
印
門
N
(
∞
ω
印
品
)

(
制
)
〉
曲
。
・
間
一
山
印
∞
N
E
回
目
門
N
(
ω
・
ω
N
O
)
・

(
悶
)
〉
曲
。
・
山
N
印
∞
(
ω
・
ω
H
ω
)
・

(
制
)
現
象
学
中
の
芸
術
な
ら
び
に
宗
教
哲
学
に
お
い
て
、
へ
!
ゲ
ル
は
、

か
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
国
家
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う

な
へ

l
ゲ
ル
の
意
図
を
論
述
す
る
も
の
と
し
て
、
。
D
S
S
三
吉

田山DO-巾同
J

印
可
的
門
司
自
己
巾
「
的
門
白
血
門
的
-
巾
町
「
?
?
巾
』
円
}
N
国
間
]
{
∞
印
叶
・
的
N
印
叶
『
円

を
参
照
。

(
町
)
〉
民
『
邑
ω
円
F
E芹
F
Z
-
2
5
F
同
月
吉
田
由
〈
巾
-
E
C
ロ
己
己
お
〉
-
-
岡
町
周
囲
固
め
吉
巾
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(揖)Hegel， Geschichtsphilosophie， S. 65. 

(語)Hegel. Rechtsphilosoh児 ~4ff. (S. 34ff.). 

(詰)AaO.， ~144 Zusatz (S.211) 

(需)Treitschke， Politik， Bd. !， S. 108. 

(語)Hegel， Geschichtsphilosophie (柑[器]ω眠吋)， S.92. 

(書)Treitschke， Politik， Bd. !， S. 105. 

Staatslehre der Gegenwart， Karlsruhe 1907 (Freiburger 

Abhandlungen aus dem Gebiete des offentlichen Rechts， 

Heft 11)， S. 22 Anm. 2. 

(言)Hegel， Rechtsphilosohie， ~270 (S. 334f.). 

(需)AaO.， ~270(S.337); ~饗 C ..，;:> C ..>J-l ν， ~ C Encyklo・

padie， Teil III， ~552. S. 538 

(需)Hegel， Geschichtsphilosophie (柑[器]樹園吋)， S.538. 

(器)Hegel. Rechtsphilosohie， ~270 (S. 334 Anm.)ー

(器)Hegel， Geschichtsphilosophie， S. 61. 

(詩)AaO.， S.64; vgl. ders.， Encyklopadie， Teil III， ~552. 

(語)Karl Rothenb町 her，Die Trennu時 vonStaat und Kirche， 

Munchen 1908， S. 79. 

(謂)Hegel， Verfassung Deutschlands (柑[雪]

114. 

(器)Treitschke， Politik (柑[詰]ω眠吋)， Bd. !， S. 101. 

(詰)Alfred Schmitt， Nicolo Machiavelli， S. 45 

(器)Hegel， Naturrecht (制[詩] 'Il<J~吋)， S. 393. 

(需)Hegel.Rechtsphilosohie， ~135 (S. 177) 

(罵)Vgl.， aaO.， ~136 Zusatz (S. 180) 

(~) AaO.， ~135 (S. 178). 

(器)AaO.， ~137 Zusatz (S. 181). 

(詰)AaO.， ~33 (S.69) 

(藷)AaO.， @33 Zusatz (S. 70). 

品lm史吋)， S. 
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