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第
一
次
大
戦
後
ケ
ル
ゼ
ン
の

政
治
思
想

( 

一、、---

ー

l
『
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
考
』
(
話
語
)

今
年
〔
一
九
八
一
年
〕
は
ケ
ル
ゼ
ン
生
誕
百
年
目
に
あ
た
る
。
二
度
、

即
ち
一
度
は
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
、
も
う
一
度
は
第
二
次
大
戦
後
に
反
ナ
チ
ス

の
陣
営
に
よ
っ
て
犠
の
羊
に
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
ケ
ル
ゼ
ン
で
あ
る
が
、
従

来
そ
の
彼
は
一
方
で
は
今
世
紀
最
大
の
法
理
論
家
・
法
哲
学
者
で
あ
る
と
評

き
れ
な
が
ら
、
他
方
で
同
色
ロ
白
河
町

nrzrrFMN巳ロ
o
m
R
r
z
r
R匂
D
C
H

同

r
g
q
o同
-
担
当
の
創
始
者
と
し
て
遇
さ
れ
て
き
た
。

「
半
世
紀
の
問
、
本

で
も
論
文
で
も
、
法
哲
学
の
出
版
物
で
純
粋
法
学
を
称
揚
も
し
く
は
攻
撃
し

か
憲
法
体
験
H

H

政
治
体
験
H

の
批
判
的
検
討
を
手
が
か
り
に
|
|

ρ、-， 

ヲム

道

井

な
い
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
何
処
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
」
、
一
九
七
一
年
に
あ

る
ア
メ
リ
カ
の
雑
誌
の
ケ
ル
ゼ
ン
生
誕
卯
年
記
念
号
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
ナ
チ
ズ
ム
を
逃
れ
ア
メ
リ
カ
で
再
出
発
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

ケ
ル
ゼ
ン
の
個
人
的
悲
劇
は
、
わ
が
国
に
一
人
の
巨
匠
を
与
え
た
」
と
の
献

辞
に
続
い
て
こ
の
よ
う
な
章
句
に
は
じ
ま
る

n
序
文
M

を
掲
げ
て
い
る
(
『
ケ

ル
ゼ
ニ
ズ
ム
考
』
山
地
頁
参
照
。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
、
参
照
指
示
は
す

ベ
て
、
頁
数
の
み
を
本
文
中
に
一
示
す
)
。
だ
が
、

R
-
ワ
ル
タ
ー
は
、

η
ケ
ル
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ゼ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
H

の
気
運
も
「
純
粋
法
学
の
普
及
に
つ
い
て
語
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
」
に
お
い
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
ケ
ル
ゼ
ン
の

門
下
を
も
っ
て
任
じ
る
面
々
に
目
を
通
す
と

「
彼
の
創
始
し
た
学
説
の
喰

一
の
擁
護
者
と
し
て
残
」
っ
て
い
る
の
は
ケ
ル
ゼ
シ
自
身
で
あ
っ
て
、
「
そ

の
学
説
の
更
な
る
展
開
を
彼
は
今
や
基
本
的
に
は
独
り
で
遂
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
」
い
と
い
っ
た
有
様
だ
、
と
述
べ
て
い
る
(
拙
〉

l
l例
え
ば
、
こ
の

ワ
ル
タ
l
の
指
摘
の
一
端
は

R
・
マ
ル
チ
ッ
チ
が
、
自
ら
は
「
古
典
的
形
而

上
学
と
カ
ト
リ
ッ
ク
自
然
法
の
出
身
者
で
あ
る
が
、

ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
を

1
iよ
り
正
確
に
は
、
自
己
法
則
性
に
従
い
、
こ
の
巨
匠
の
主
観
的
精
神
は

恐
ら
く
従
わ
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
諸
方
向
へ
と
前
進
し
続
け
る
、
彼
の
学
説
の
客

観
的
精
神
を
、
信
奉
す
る
こ
と
を
公
言
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
加
、
引
用

文
中
。
。
。
。
は
原
文
強
調
を
示
す
。
以
下
向
様
。
因
み
に
筆
者
に
よ
る
強

調
は
、
、
、
、
で
示
す
こ
と
に
す
る
〉
、
と
い
う
こ
と
に
窺
え
る
1
1
0

と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な
鼓
誉
褒
毘
の
落
差
の
大
き
さ
は
、
様
々
の
ケ
ル
ゼ

γ
評
価
を
統
合
し
つ
ム
自
ら
の
統
一
的
ケ
ル
ゼ
ン
像
を
構
成
し
よ
う
と
す
る

者
に
と
っ
て
依
然
と
し
て
頭
痛
の
種
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
も
既
に
『
純

粋
法
学
』
第
一
版
l
1
J
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
『
純
粋
法
学

I
』
と
表
記

す
る
|
|
の
序
文
に
お
い
て
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

者
は
軽
蔑
的
に
言
う
。
純
粋
法
学
は
全
く
無
内
容
で
あ
り
、
空
虚
な
概
念
の

「
あ
る

無
用
な
遊
戯
に
す
ぎ
な
い
、
と
。
他
の
者
は
警
告
す
る
。
そ
の
破
壊
的
な
傾

向
の
放
に
、
そ
の
内
容
は
現
存
の
国
家
と
そ
の
法
に
対
し
て
重
大
な
危
険
を

意
味
す
る
、
と
。
純
粋
法
学
は
一
切
の
政
策
か
ら
完
全
に
絶
縁
す
る
か
ら
、

脈
動
す
る
実
生
活
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
い
、
そ
の
故
に
ま
た
学
問
的
に
無
価

値
に
な
る
1
1
0
そ
れ
は
純
粋
法
学
に
対
し
て
、
最
も
し
ば
し
ば
提
出
さ
れ
る

異
議
の
一
つ
で
あ
る
」
(
穴

mrg-
河
内
凡
ミ
河
内
町
F
H
h
N
S
F
H
A
H
h
'ミ・・
ω
・
3
・

横
田
喜
三
郎
訳
『
純
粋
法
学
』
、
六
頁
。
以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
、

(
勾
H
N
h
L
F
ω
-
4
H
邦
訳
、
六
頁
)
と
い
う
よ
う
に
表
記
す
る
。
尚
、

訳
文
に

つ
い
て
は
概
ね
訳
書
に
従
っ
て
い
る
が
時
折
変
更
を
加
え
る
こ
と
も
あ
る
こ

と
を
予
め
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
〉
。
又
逆
に
「
純
粋
法
学
が
そ
の
方
法
論

上
の
根
本
的
要
求
を
充
た
す
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
っ
て
、
実
は
み
ず
か

ら
の
一
定
の
政
治
的
な
評
価
的
態
度
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
」
(
周
知
h
N
ω
・
2

邦
訳
、
六
頁
)
、
と
さ
れ
た
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
し
か
も
こ
の
「
政
治
的

な
評
価
的
態
度
」
、

「
政
治
的
な
傾
向
」
で
「
純
粋
法
学
が
ま
だ
嫌
疑
を
か

け
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
」
、
と
い
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
。
「
フ

ア
シ
ス
ト
は
そ
れ
を
民
主
主
義
的
自
由
主
義
で
あ
る
と
宣
言
し
、
自
由
主
義

的
又
は
社
会
主
義
的
民
主
主
義
者
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
先
導
者
で
あ
る
と
す

る
。
共
産
主
義
の
側
か
ら
は
、
資
本
主
義
的
国
家
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で

あ
る
と
け
な
さ
れ
、
民
族
主
義
l
資
本
主
義
か
ら
は
、
時
に
あ
か
ら
さ
ま
な

北法32(2・38)382



ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
と
し
て
、
時
に
隠
さ
れ
た
無
政
府
主
義
と
し
て
け
な
さ

れ
る
。
純
粋
法
学
の
精
神
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
ス
コ
ラ
学
に
似
て
い
る
と
断
言

す
る
者
が
少
な
く
な
い
と
共
に
、
他
の
者
は
ま
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
国
家

学
と
法
律
学
の
特
質
的
な
標
徴
が
そ
こ
に
認
識
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。
無

(1) 

神
論
的
だ
と
い
う
焼
印
を
押
そ
う
と
す
る
者
も
な
い
で
は
な
い
」
(
同
州
知
ド

H

ω
-
S
F
邦
訳
、
六
|
七
頁
)
。
ケ
ル
ゼ
ン
が
二
度
犠
の
羊
と
さ
れ
た
と
さ
れ

第一次大戦後ケルゼソの、憲法体験グ."政治体験ヘ政治思想

る
所
以
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
の
多
様
性
に
あ
る
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
視
圏
を
我
が
国
に
限
定
し
て
い
う
な
ら
、
こ
の
よ

う
な
ケ
ル
ゼ
ン
評
価
の
多
様
性
は
一
つ
の
点
に
収
数
し
て
き
で
い
る
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
実
定
法
を
『
相
対
立
す
る
諸
利
害
の
妥
協
の

産
物
で
あ
り
、
誰
を
も
完
全
に
満
足
さ
せ
な
い
が
、
ま
た
全
く
不
満
に
も
し

な
い
』
と
こ
ろ
の
『
平
和
の
秩
序
』
と
し
て
評
価
す
る
一

l
f値
相
対
主
義
者

(
2
~
 

ケ
ル
ゼ
ン
、
と
い
う
ケ
ル
ゼ
ン
像
で
あ
る
そ
れ
を
醒
め
た
限
で
現
実
を
直

視
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
ー
ー
ー
従
っ
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
強
い
傾
斜
を
伴
う
リ
ア

リ
ズ
ム
|
|
と
見
、

"
知
的
誠
実
μ

の
極
致
を
同
時
に
そ
こ
に
感
得
す
る
の

か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
を
類
落
し
た
自
由
主
義
的
民
主
主
義
と
非
難
す
る
の
か

は
紙
一
重
の
ち
が
い
1

1
重
要
性
が
な
く
は
な
い
と
は
い
え
ー
ー
に
す
ぎ
な

ぃ
。
し
か
し
、
筆
者
は
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ソ
像
に
深
い

「
ケ
ル
ゼ

γ
・ル
L

ネ
ッ
サ

γ
ス」

ハ
一
川
、
そ
の
他
〉

疑
問
を
持
っ
て
い
る
。

と
い
う
声
の
聞
か
れ
る
ケ
ル
ゼ
ン
生
誕
百
年
の
今
日
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な

ケ
ル
ゼ
ン
像
が
定
着
し
つ
L
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
い
さ
さ
か
の
危
棋
を
抱

い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
に
対
す
る
視
角
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は

〈

3υ

既
に
別
稿
で
示
し
た
。

本
稿
は
、
手
島
孝
の
近
著
『
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
考
』
の
公
刊
を
機
に
、
こ
れ

を
紹
介
・
批
評
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
提
示
さ
れ
た
論
点
を
更
に
筆
者
な

り
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
筆
者
の
疑
問
・
危
倶
の

根
底
に
あ
る
筆
者
の
ケ
ル
ゼ
ン
像
を
幾
分
な
り
と
も
具
体
的
に
示
し
て
い
こ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
筆
者
の
視
点
|
ー
よ
り
詳
し
く
は
次

項
で
展
開
す
る
1

1
が
本
書
の
正
確
な
紹
介
・
評
価
を
可
能
な
ら
し
め
る
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
又
本
稿
で
提
示
さ
れ
る
ケ
ル
ゼ
ン
像
が
ど
の
程
度
説

得
力
の
あ
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
著
者
な
ら
び
に
読
者
の
御
批
判

御
叱
正
を
倹
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
筆
者
の
視
点
や
理
解

の
一
面
性
が
本
書
の
趣
旨
を
誤
解
し
た
り
、
偏
っ
た
印
象
を
パ
ラ
撒
く
結
果

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
予
め
著
者
・
読
者
に
お
詫
び
を
し

て
お
き
た
い
と
思
う
。

(
l
)
長
尾
龍
一
、
『
ケ
ル
ゼ
ン
の
周
辺
』
、
四
一
一
貝
。

(
2
〉
筆
者
は
、

(
1
〉
の
長
尾
の
著
書
の
書
評
ハ
日
本
読
書
新
聞
、

九

北法32(2・39)383
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八
O
年
八
月
二
五
日
号
、
九
月
一
日
八
日
合
併
号
掲
載
)
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ

γ
像
を
長
尾
の
立
場
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
簡

単
に
ス
ケ
ッ
チ
し
た
こ
と
が
あ
る
(
同
書
-
評
幻
〉
。
参
照
頂
け
れ
ば
孝

〆
llh

い
で
あ
る
。

(

3

)

拙
稿
「
思
想
史
的
ケ
ル
ゼ

γ
研
究
・
序
説
」
、
北
大
法
学
論
集
、
第

三
二
巻
一
号
。
又
、
筆
者
の

n
ケ
ル
ゼ
ン
私
観
μ

を
示
し
た
雑
文
と
し

て
、
「
ラ
ッ
サ
l
ル
へ
還
れ
」
、
(
長
尾
龍
一
他
編
、
『
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ

ン
研
究
』
所
収
予
定
)
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
示
し
た
論
点
に
つ
い
て

は
、
す
べ
て
本
稿
に
吸
収
し
た
。

著
者
は
周
知
の
通
り
そ
の
専
門
領
域
に
お
い
て
精
力
的
に
著
書
・
論
文

を
発
表
し
つ
づ
け
て
い
る
行
政
法
学
者
で
あ
る
。
そ
の
行
政
法
学
者
が
「
学

生
時
代
ケ
ル
ゼ
ン
の
原
書
の
幾
っ
か
を
手
に
し
て
こ
の
方
三
十
年
」
、
「
一
貫

し
て
:
:
:
す
べ
て
の
仕
事
に
通
奏
低
音
と
し
て
鳴
り
響
い
て
き
た
も
の
1

1

そ
れ
は
ま
さ
し
く
ケ
ル
ゼ
ン
と
の
対
話
で
あ
り
、
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
と
の
対
決

に
他
な
ら
な
か
っ
た
」
(
尚
)
、
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
著
者
の
思
い
の
内
実

は
、
著
者
の
処
女
論
文
「
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
論
」

i
lー
そ
れ
は
本
書
の
第
五

章
と
し
て
再
録
さ
れ
て
い
る

|
lの
「
次
の
結
論
(
実
は
、
問
題
の
提
起

:
・
と
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
何
れ
に
せ
よ
、
す
べ
て
の
学
説

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
論
も
其
の
生
い
立
っ
た
境
位

-
|
此
の
場
合
、
今
世
紀
初
葉
の
独
填
社
会
と
い
う
時
処
的
制
約
1

ー
を
外

に
し
て
は
、
こ
れ
を
正
当
に
理
解
し
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
的

社
会
に
定
礎
さ
れ
た
特
殊
な
制
度
的
並
び
に
思
想
的
風
土
の
所
産
と
し
て
把

握
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
其
の
持
つ
真
の
意
義
は
明
ら
か
と
な

る
」
(
山

-m)。

と
こ
ろ
で
、
著
者
が
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
を
抱
く
に
至
る
際
に
著
者
の

念
頭
に
あ
っ
た
行
政
法
学
上
の
問
題
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

ぅ
。
そ
れ
を
こ
こ
で
み
て
お
こ
う
。
そ
こ
に
お
け
る
著
者
の
見
解
が
ケ
ル
ゼ

γ
理
解
と
し
て
正
鵠
を
射
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
と
も
あ
れ

i
lこ
の
点

に
つ
い
て
は
後
に
論
及
す
る

l
lそ
こ
に
ケ
ル
ゼ

γ
の
理
論
あ
る
い
は
思
想

を
理
解
す
る
上
で
核
心
を
な
す
問
題
が
存
す
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
と
こ

「
徹
底
的
な
没
価
値
的
法
一
元
論
を
も
っ
て
す
る
ケ
ル

ゼ
γ
の
行
政
論
は
、
向
時
に
そ
の
限
り
で
、
自
由
主
義
的
法
治
国
家
末
期
に

お
い
て
そ
れ
自
体
中
性
化
し
法
化
し
た
行
政
の
法
的
構
造
を
能
く
解
明
し
え

て
い
る
。
し
か
し
、
行
政
の
本
質
を
そ
の
法
形
式
的
側
面
に
求
め
る
こ
と

は
、
行
政
機
能
が
司
法
化
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
自
由
主
義
的
法
治
国
家

ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。

時
代
の
行
政
を
対
象
と
す
る
場
合
に
こ
そ
意
味
な
し
と
せ
ぬ
と
は
い
え
、
間

家
職
能
の
転
換
と
そ
れ
に
伴
う
国
家
行
政
機
能
の
拡
大
強
化
に
条
件
づ
け
ら

れ
て
い
る
今
日
の
福
祉
主
義
的
法
治
国
家
に
お
け
る
行
政
に
つ
い
て
は
、
も
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は
や
妥
当
し
え
な
い
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
ケ
ル
ゼ

γ
自
身
着
過
す
る
こ
と

の
で
き
な
か
っ
た
い
わ
ゆ
る
直
接
行
政
に
つ
い
て
す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
こ
の
国
家
機
能
を
も
強
引
に
法
作
用
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
、

図
ら
ず
も
彼
の
行
政
論
の
限
界
を
露
呈
す
る
結
果
に
終
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い

第ー次大戦後ケJレゼγの、憲法体験九、政治体験へ政治思想 (1) 

て
は
、
尾
高
朝
雄
『
国
家
構
造
論
』
の
肯
索
を
衝
い
た
批
判
〈
五
一
四
頁
)

が
想
起
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
形
式
的
な

w
合
法
性
H

〔
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
"
民

主
性
u

と
の
緊
張
関
係
で
論
じ
て
い
る
が
、
正
確
に
は
、
実
質
的
な

n
正
統

性
u

と
対
比
さ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
〕
の
要
請
に
過
大
な
重
点
を
置
く

行
政
政
策
の
面
で
も
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
論
は
同
様
の
観
点
か
ら
の
批
判
を
免

れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
」

(
m
i捌
)
。
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
行
政

法
学
上
固
有
の
問
題
状
況
の
中
で
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
筆
者
の
能
カ
を

越
え
て
も
い
る
し
、
関
心
の
博
外
で
も
あ
る
。
た
だ
、
著
者
が
ケ
ル
ゼ

γ
の

行
政
思
想
を
「
H

自
由
主
義
的
法
治
国
家
μ

思
想
自
体
の
形
式
主
義
化
の
:
:
:

尖
端
に
位
置
し
て
い
る
」
(
捌
)
と
抱
え
、
そ
れ
を
「
今
日
の
福
祉
主
義
的

法
治
国
家
に
お
け
る
行
政
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
ひ
い
て
は
つ
民
主

制

L
、
「
実
質
的
な

n
正
統
性

L
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
問
題
と
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
行
政
論
上
の
問
題
と
法
哲
学
上
の
基
本
問
題
と
を
貫
く
重

要
な
論
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
著
者
の
『
現
代
行
政
国
家
論
』
も
こ
の
点

と
深
く
関
わ
る
も
の
だ
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
著
者
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
ケ
ル
ゼ
ン
攻
究
」
に
向
っ
た
。

そ
こ
に
著
者
に
と
っ
て
「
"
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
μ

と
も
い
う
べ
き
全
体
的
な
思

想
体
系
」

n
w
)
を
、
し
か
も
そ
の
「
存
在
被
拘
束
性
」
(
・
町
、
そ
の
他
〉
に

お
い
て
把
え
よ
う
と
す
る
視
野
が
拓
か
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

「
著
者
の
ケ
ル
ゼ
ン
攻
究
三
十
年
の
営
み
」
の
末
「
曲
り
な
り
に
も
辿
り
着

い
た
一
応
の
結
論
」
が
木
書
だ
〈
W
U
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
は
ケ
ル
ゼ

γ
の
行
政
論
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
と
な

る
べ
き
H

ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
μ

な
る
「
全
体
的
な
思
想
体
系
」
を
理
解
す
る
鍵

が
、
第
一
次
大
戦
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
憲
法
の
制
定
に
携
わ
っ
た
ケ

ル
ゼ

γ
の
H

憲
法
体
験
u

に
あ
る
こ
と
に
想
到
す
る
。
か
く
し
て
「
ケ
ル
ゼ

γ
攻
究
」
三
十
年
の
ご
応
の
結
論
」
と
し
て
、
本
書
で
「
論
-
証
」
が
試
み

ら
れ
る
の
は
、
著
者
自
身
に
よ
れ
ば
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
左
の
四
占
じ
で
あ

「
①
背
繁
に
中
る
ケ
ル
ゼ
ン
理
解
に
は
、
純
粋
法
理
論
や
イ
デ
オ
ロ
ギ

る1
批
判
は
じ
め
彼
の
本
領
と
す
る
も
ろ
も
ろ
の
活
動
分
野
す
べ
て
を
包
摂
し

て、

w
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
“
と
も
い
う
べ
き
全
体
的
な
思
想
体
系
を
想
定
す
る

視
点
、
が
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
②
そ
の
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
は
:
:
:
当
代
の

哲
学
的
・
社
会
思
想
的
誇
潮
流
と
の
興
味
深
い
系
譜
的
連
関
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
よ
り
根
本
的
に
は
ケ
ル
ゼ
ン
そ
の
人
の

H

憲
法
体
験
μ

、
す
な
わ
ち

一
九
二

O
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
憲
法
制
定
へ
の
主
動
的
参
画
つ
実
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践
u

)

を
核
と
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
憲
法
理
論
完
成
の
経
緯
に
、
ま
さ
に
そ
の
ル

ー
ツ
を
存
す
る
と
考
う
べ
き
こ
と
。
③
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
功
過
を
如
実

に
顕
現
す
る
一
場
面
と
し
て
、
そ
の
展
開
す
る

H

行
政
u

論
が
な
か
ん
ず
く

都
目
に
値
す
る
こ
と
。
け
だ
し
、
行
政
こ
そ
現
代
の
大
い
な
る
鍵
概
念
の

つ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
④
究
極
的
に
、
す
べ
て
の
思
想
同
様
ケ
ル

ゼ
ユ
ズ
ム
も
ま
た
、
そ
の
総
体
の
評
僻
は

H

存
在
被
拘
束
性
μ

の
解
明
抜
き

に
は
全
く
不
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
作
業
は
、
ケ
ル
ゼ
ユ
ズ
ム
の
場

合
、
上
記
憲
法
体
験
の
分
析
が
同
時
に
そ
の
本
質
的
部
分
を
遂
行
す
る
に
遠

〈

-wlv
、
但
し
①
②
等
の
番
号
は
筆
者
の
つ
け
た
も
の
〉
。

つ
ま
り
、
行
政
論
に
即
し
て
い
う
な
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
そ
れ
を
理
解
す
る
為

い
な
い
こ
と
」

に
は

n
憲
法
体
験
H

を
生
成
・
展
開
の
地
桶
と
す
る
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
の
ト
ー

タ
ル
な
理
解
が
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
が
、
逆
に
そ
の
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
の
総

体
的
理
解
の
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て
、

「
現
代
の
大
い
な
る
鍵
概
念
の

つ
」
た
る
こ
の
「
行
政
」
に
つ
い
て
の
ケ
ル
ゼ

γ
の
主
張
の
理
解
が
あ
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
、
行
政
法
と
い
う
伺
別
的
学
問
分
野
に
お
い
て
遭
遇
し
た
問

題
を
追
求
し
な
が
ら
、

「
H

ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
μ

と
も
い
う
べ
き
全
体
的
な
思

想
」
を
、
し
か
も
そ
の
「
存
在
被
拘
束
性
」
に
お
い
て
把
え
よ
う
と
す
る
成

果
と
し
て
生
ま
れ
た
木
書
は
、
筆
者
の
よ
う
な
法
思
想
史
を
学
ぶ
徒
に
と
っ

て
ま
さ
し
く
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想
史
的
研

究
に
携
わ
る
者
に
と
り
、
自
ら
の
視
野
を
拡
げ
な
が
ら
、
個
別
的
専
門
分
野

の
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ
た
成
果
に
よ
っ
て
自
ら
の
理
解
の
質
そ
の
も
の
を

試
す
、
テ
ス
ト
に
か
け
る
と
い
う
上
で
恰
好
の
取
り
組
み
相
手
だ
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
自
身
は
ケ
ル
ゼ
ン
に
取
り
組
み
は
じ
め
て
僅
か
三

年
ば
か
り
に
し
か
な
ら
ぬ
い
わ
ば

n
駆
け
出
し
H

で
あ
る
が
、
そ
の
ケ
ル
ゼ

ン
研
究
の
途
に
つ
き
は
じ
め
た
時
期
に
本
書
に
遭
遇
し
え
た
こ
と
を
誠
に
傍

倖
で
あ
っ
た
と
感
謝
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
、
又
本
書
の
核
心
を
な
す

と
こ
ろ
の
こ
と
は
、
著
者
が
ケ
ル
ゼ

γ
の
H

憲
法
体
験
H

に
注
目
し
た
、
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
初
期
の
ケ
ル
ゼ

γ
の
思
想
は
こ
の

n
憲
法
体

験
u

を
く
ぐ
り
ぬ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
て
い
く
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
ト
ー
タ
ル
な
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
へ
の
理
解
は
こ
の

H

憲
法
体

験
μ

と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
対
す
る
評
価
は
H

憲
法

体
験
M
l法
理
論
l
全
体
的
な
思
想
体
系
を

n
存
在
被
拘
束
性
μ

に
お
い
て

抱
え
返
し
た
上
で
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
視
点
の
有
効
性
は
1

1
個
々
の
論
点
を
め
ぐ
る
著
者
の
議
論
に
つ
い
て
の

評
価
を
留
保
し
て
い
え
ば

l
i極
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
し
か
も
、
ヶ
ル
ゼ

γ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
憲
法
制
定
へ
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の
参
画
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
に
お
い
て
伝
記
的
、
挿
話

的
に
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ケ
ル
ゼ

γ
の
法
理

論
・
思
想
に
対
し
て
も
っ
た
内
在
的
意
義
に
関
し
て
は
あ
ま
り
立
ち
入
っ
た

検
討
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
メ
ス
を
入

れ
、
そ
れ
を
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想
全
体
に
決
定
的
に
重
要
な
関
わ
り
の
あ
る
も

第一次大戦後ケノレゼγの、憲法体験"."政治体験へ政治思想 (1) 

の
と
し
て
つ
か
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
見
過
す
こ
と
の
で
き
な
い

意
義
を
有
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
本
書
が
ケ
ル
ゼ

ン
研
究
に
対
し
て
寄
与
す
る
最
大
の
点
が
あ
る
、
と
い
っ
て
大
過
は
あ
る
ま

ぃ
。
こ
の
こ
と
を
著
者
自
身
次
の
よ
う
に
自
負
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
当

な
も
の
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
こ
こ
に
こ
の
ケ
ル

ゼ
ン

H

憲
法
体
験
“
を
狙
上
に
載
せ
る
の
は
、

め
ぐ
る
理
論
と
実
践
の
相
互
連
関
に
つ
き
、
そ
の
論
理
お
よ
び
構
造
を
ー
ー
ー

な
か
ん
ず
く
、
そ
の
未
解
明
部
分
を
l
i
I探
り
出
す
恰
好
の
具
体
的
手
が
か

り
と
し
て
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
そ
れ
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
ず
、
ケ
ル
ゼ
ン

一
つ
に
は
、
お
よ
そ
憲
法
を

そ
の
人
の
全
学
問
(
お
よ
び
思
想
)
体
系
す
な
わ
ち
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
(
:
:
:
〉

を
究
明
す
る
不
可
欠
の
一
環
と
し
て
で
も
あ
る
」
、
「
か
か
る
二
重
に
大
き
な

意
義
を
も
っ
仕
事
」
は
「
従
来
ほ
と
ん
ど
全
く
企
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た」

(
3
1

こ
こ
で
著
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
は
実
に
重
要
な
問
題
が

含
ま
れ
て
い
る
、
と
恩
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

n
憲
法
体
験
H

に
内
在
し
つ

つ
「
憲
法
を
め
ぐ
る
理
論
と
実
践
の
相
互
連
関
:
・
:
の
論
理
お
よ
び
構
造
」

が
示
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
け
る
"
理
論
と
実
践
の
相

互
連
関
“
一
般
に
つ
い
て
の
議
論
に
重
要
な
光
を
投
げ
か
け
る
で
あ
ろ
う

し
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
一
方
で
ニ
ヒ
リ
ス
ト

H
ケ
ル
ゼ

γ
と
い
う
イ
メ
l

〈

l
)

ジ
を
再
吟
味
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
他
方
で
ケ
ル
ゼ
ン
法
理
論
の
礎
を
な
す

n
方
法
的
純
粋
性
u

の
問
題
を
め
ぐ
る
新
た
な
理
解
に
手
が
か
り
を
投
げ
か

け
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
又
、
ケ
ル
ゼ
ゾ
に
お
け
る
理
論
と
実
践
、
方
法
的
純

粋
性
が
も
っ
思
想
史
的
意
義
を
、
い
わ
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
の
成
立
、

憲
法
制
定
と
い
う
歴
史
的
・
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
修
羅
場
の
中
に
置
き
入
れ

て
理
解
す
る
こ
と
を

l
lひ
い
て
は
そ
れ
ら
を
ケ
ル
ゼ
ン
の
置
か
れ
た
歴
史

的
・
社
会
的
・
政
治
的
問
題
状
況
の
中
で
の
彼
自
身
の
問
題
解
決
の
試
み
と

の
相
関
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
l
l
i可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
が
得
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ

で
又
方
法
論
・
学
問
論
自
体
を
め
ぐ
る
議
論
に
少
な
か
ら
ぬ
寄
与
と
な
し
う

る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
特
に
、
著
者
は
ケ
ル
ゼ

γ
の
憲
法
制
定
過
程
に
お
け

る
役
割
を
、
単
に
法
技
術
者
と
し
て
憲
法
起
草
を
請
負
っ
た
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
こ
へ
「
主
動
的
参
画
"
実
践
μ

」
し
た
の
で
あ
り
、

の
本
質
的
内
実
を
刻
印
し
た
」

(
出
)
、
例
え
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
憲

ー「

そ
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法
の
第
二
編
・
第
三
一
編
に
お
い
て
「
権
力
会
一
権
〉
か
b
の
観
念
が
斥
け
ら

れ
、
憲
法
制
定
よ
り
下
位
の
国
家
作
用
H
法
作
用
を
機
能
的
に
立
法

(
C
2
1

2
N関
与
ロ
ロ
悶
)
と
執
行
(
〈

o-rwEロ
巴
の
相
対
的
二
段
階
に
区
分
す
る
基

本
的
立
場
が
採
用
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
「
純
粋
法
学
の
理
論
の
実
定
化
」

(
的
)
と
み
な
し
う
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
純
粋
法
学
の
理
論

の
実
定
化
」
と
い
う
事
態
の
も
つ
意
味
を
顧
慮
す
る
時
、
こ
こ
に
ケ
ル
ゼ
ン

に
お
け
る
理
論
と
実
践
、
方
法
的
純
粋
性
を
め
ぐ
っ
て
重
要
な
問
題
提
起
が

ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
筆
者
は
今
示
し
た
著
者
の
自
負
は
正
当
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
し
か
し
筆
者
は
更

に
著
者
の
言
う
H

憲
法
体
験
u

に
は
今
一
つ
物
足
り
な
い
感
を
抱
か
ず
に
は

お
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
の

n
憲
法
体
験
μ

は
H

政
治
的
実
践
的

体
験
u

の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
深
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
H

政
治
的
実
践
的
体

験
μ

の
重
要
な
有
機
的
一
項
と
し
て
把
え
返
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
、
だ
が

そ
こ
ま
で
深
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
著

者
の
ケ
ル
ゼ
ン
理
解
に
は
い
く
つ
か
の
点
で
難
点
が
苧
ま
れ
て
し
ま
っ
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
は

「
当
代
の
哲
学
的
・
社
会
思
想
的
諸
潮
流
と
の
興
味
深
い
系
譜
的
連
関
も
さ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

。

。

。

る
こ
と
な
が
ら
、
よ
り
根
本
的
に
は
:
-
w
憲
法
体
験
μ

・
:
に
・
・
そ
の
ル

l
ツ

を
存
す
る
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
社
会
思
想
的
問
題
状
況
の

中
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
を
置
き
入
れ
そ
こ
に
お
い
て
評
価
す
る
と
い
う

観
点
が
関
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
1

1
本
書
第
八
章
は
純
粋
法
学
の
理
論
的
系

譜
を
扱
っ
て
い
る
が
、

「
社
会
思
想
的
潮
流
」
に
ま
で
視
圏
が
及
ん
で
は
い

な
い

l
lが
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
難
点
を
増
幅
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
も
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
本
書
の
意
義

も
そ
し
て
又
限
界
も
、
共
に
本
書
が
ケ
ル
ゼ
ン
の

H

憲
法
体
験
u

を
焦
点
に

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
後
論
で
示
す
筈
で
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
て
い
え
ば
、
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
意
図
は
次
の
諸
点
に

あ
る
。
川
本
書
の
内
在
的
理
解
を
尽
く
し
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
ケ
ル

ゼ
ン
の

H

憲
法
体
験
μ

を
軸
と
す
る
憲
法
に
お
け
る
理
論
と
実
践
の
関
連
を

筆
者
の
目
下
取
り
組
み
執
筆
し
つ
L

あ
る
テ
l
マ
で
あ
る
ケ
ル
ゼ

γ
の
政
治

思
想
を
め
ぐ
る
理
解
を
吟
味
す
る
べ
き
試
金
石
と
し
、
あ
わ
せ
て
本
書
の
成

果
を
筆
者
の
ケ
ル
ゼ

γ
の
政
治
思
想
の
理
解
の
中
に
批
判
的
に
摂
取
し
て
い

く
こ
と
、
凶
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
本
書
の
成
果
を
単
に
憲
法
|
|
又
行
政
法

1
l
'
w憲
法
体
験
“
に
定
位
し
た
研
究
書
と
し
て
の
制
約
か
ら
解
き
放
ち
、

広
い
思
想
史
研
究
の
平
面
に
ま
で
拓
い
た
も
の
に
す
る
こ
と
、
制
そ
の
作
業
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を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
そ
れ
を
更
に
近
代
総
体
の
公
法
史
的
、
公
法
思
想

史
的
領
域
と
ふ
れ
あ
う
磁
場
を
準
備
す
る
手
が
か
り
と
し
て
い
く
こ
と
。
但

し
、
こ
の
う
ち
幽
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
全
く
端
緒
的
な
手
が
か
り
を
一
部

し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
次
の
こ
と
を
附
言
し
て
お
く

第一次大戦後ケルゼシの、憲法体験"."政治体験へ政治思想(I)

必
要
が
あ
ろ
う
。
上
述
の
如
く
、
本
稿
に
お
い
て
は
本
書
で
解
明
さ
れ
た
ケ

ル
ゼ
シ
の

H

憲
法
体
験
H

に
即
す
る
「
憲
法
を
め
ぐ
る
理
論
と
実
践
の
相
互

連
関
:
・
の
論
理
お
よ
び
構
造
」
を
更
に
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
け
る
H

理
論
と
実
践

の
相
互
連
関
u

一
般
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
す
る
手
が
か
り
と
し
て
い
こ
う
と

す
る
、
ー
l
lそ
し
て
そ
の
上
で
"
方
法
的
純
粋
性
μ

そ
れ
自
体
を
め
ぐ
る
問

題
に
対
す
る
考
察
の
手
が
か
り
を
つ
く
っ
て
お
こ
う
と
す
る
、
と
い
う
点
に

中
心
的
意
図
が
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は

n
方
法
的
純
粋
性
H

の

要
請
を
所
与
の
前
提
と
し
て
う
け
と
め
、
そ
れ
に
従
っ
て
理
論
を
実
践
と
は

異
質
の
領
域
に
お
い
て
自
足
的
に
完
結
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
と
い
う
態
度

は
と
ら
な
い
。
ケ
ル
ゼ
シ
は
「
科
学
は
政
策
か
ら
切
り
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
し
て
も
、
政
策
は
科
学
か
ら
分
離
さ
れ
る
を
要
し
な
い
。
政
治
家
が
彼
の

目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
手
段
と
し
て
科
学
の
結
果
を
用
い
る
こ
と
は
、
道

理
に
適
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
加
)
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
い
わ
ば

ケ
ル
ゼ

γ
自
身
を
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
政
治
家
」
の
位
置
に
な
ぞ
ら
え
、

「
科
学
は
政
策
か
ら
切
り
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
な

が
ら
も
む
し
ろ
「
政
策
は
科
学
か
ら
分
離
さ
れ
る
を
要
し
な
い
」
と
い
う
観

点
に
立
っ
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
科
学
」

H
純
粋
法
学
理
論
を
も
包
括
し
た
政
治

思
想
を
把
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
は

"
方
法
的
純
粋
性
u

の
要
請
そ
れ
自
体
の
評
価
、
学
問
論
・
方
法
論
の
レ
ヴ

ェ
ル
に
お
け
る
こ
の
要
請
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
関
心
の
埼
外
に

お
き
、
さ
し
あ
た
っ
て
こ
の
よ
う
な

η
方
法
的
純
粋
性
μ

に
従
っ
て
裁
然
と

区
別
可
能
だ
と
さ
れ
る
理
論
と
実
践
と
が
「
世
界
に
対
し
て
自
覚
的
に
会
場

を
と
り
、
且
そ
れ
に
あ
る
意
味
を
与
え
る
と
い
う
能
力
と
意
士
山
と
を
さ
ず
け

ら
れ
た
文
化
人
」

(
M
・
ウ
ェ

1
バ
l
)
と
し
て
の
ケ
ル
ゼ

γ
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
統
合
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
た
の
か
、
と
い
う
点
に
関
心
の
焦

点
を
あ
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
(
ケ
ル
ゼ
ン
の
"
憲
法
体
験
“
を

n
政
治

体
験
u

に
ま
で
深
め
よ
う
と
す
る
の
も
こ
の
よ
う
な
論
脈
上
に
お
い
て
で
あ

る
)
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
思
想
史
的
ケ
ル
ゼ

γ
研
究
・
序
説
」
に
お
い
て
い
さ
さ
か
な
り
と
も
立
ち
入
っ
た
議
論
を
し
、

ケ
ル
ゼ

γ
の
方
法
論
・
学
問
諭
す
ら
、
彼
の
法
理
論
・
政
治
思
想
等
を
包
括

す
る
世
界
観
の
有
機
的
一
項
と
み
な
し
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
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を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
自
身
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
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か
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
直
接
の
言
及
は
本
書
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
H

憲
法
体
験
u

に
即
し
て
「
憲
法
を
め
ぐ
る
理
論
と
実
践
の
相
互
連
関

:
・
の
論
理
お
よ
び
構
造
」
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
以
上
、
当
然
そ
れ
に
つ
い

て
は
筆
者
と
同
じ
見
解
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

考
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
本
書
の
テ
I
マ
は
成
り
立
ち
え
な
い
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
の
考
察
を
歴
史
的
実
証

的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
領
域
に
ひ
ら
か
れ
た
も
の
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
本
書

の
大
き
な
意
義
の
一
つ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
論
を
い
さ
さ
か
先
取
り
し
て
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な

観
点
に
立
つ
時
、
次
の
よ
う
な
視
点
が
ひ
ら
か
れ
て
く
る
。
例
え
ば
、
ケ
ル

ゼ
ン
と

C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
方
法
論
の
レ
ヴ
Z

ル
に
お
い
て
は
全
く
相
違

し
た
立
場
を
と
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
間
に
は
共
通
点
も
あ
る
、
ケ

ル
ゼ
ン
の
立
場
を
方
法
の
制
約
を
ふ
み
こ
え
て
「
決
断
主
義
(
・
:
〉
の
立
場

か
ら
書
き
か
え
る
と
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
と
な
る
。

c
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
憲
法
制
定
権
力
に
よ
る
決
断
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
根
本
規

範
の
書
き
か
え
だ
」
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
と
の
点
に
注
意
を
向
け
る
な

ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
根
本
規
範
の
内
容
は

「
君
主
国
で
あ
れ
ば
君
主
を
法
制

定
の
最
高
権
威
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
共
和
国
で
あ
れ
ば
国
民
を
法
制
定
の

最
高
権
威
と
す
る
も
の
だ
」
、
と
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
あ
る
論
者
は
以
上
の
論
点
を
紹
介
し
て
、

立
場
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ル
ゼ

γ
と
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
あ
い
だ

(
2〉

に
は
多
く
の
類
似
性
が
あ
る
」
、
と
い
う
。
筆
者
は
こ
の
指
摘
は
非
常
に
重

要
な
も
の
だ
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
多
く
の
類
似

「
こ
の
よ
う
に
方
法
論
的

性
」
な
る
も
の
は
、
方
法
に
限
定
さ
れ
た
理
論
相
互
間
に
お
い
て
存
す
る
も

の
で
は
あ
り
え
な
い
。
方
法
そ
れ
自
体
を
も
そ
の
契
機
と
し
て
含
む
と
こ
ろ

の
思
想

l
i憲
法
思
想
、
ひ
い
て
は
政
治
思
想
i

|
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
じ
め

て
「
多
く
の
類
似
性
」
、
あ
る
い
は
そ
の
「
類
似
性
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ

の
背
後
の
本
質
的
核
心
部
分
に
ひ
そ
む
決
定
的
差
異
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
を
視
野
に
収
め
よ
う
と
す
る
時
、
我
々
は
当

時
の
歴
史
的
・
社
会
的
・
政
治
的
問
題
状
況
、
又
思
想
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

問
題
状
況
の
中
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
を
把
え
返
す
こ
と
、
そ
こ
に
お
い
て
ケ

ル
ゼ
ン
を
相
対
化
・
相
関
化
せ
し
め
た
上
で
総
体
化
す
る
こ
と
を
不
可
避
な

ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ケ
ル
ゼ

γ
の
諸
々
の
領
域
に
お

け
る
業
績
や
、
そ
の
領
域
聞
に
区
別
を
立
て
る
「
方
法
的
純
粋
性
」
の
要
請

を
す
ら
、
ケ
ル
ゼ

γ
の
ト
ー
タ
ル
な
思
想
、
世
界
観
の
有
機
的
一
項
と
し
て

考
え
、
そ
の
中
で
抱
え
返
す
と
い
う
作
業
は
、
例
え
ば
こ
の
ケ
ル
ゼ
ン
と
シ

ナ
、
、
ッ
ト
の
「
類
似
性
」
と
本
質
的
差
異
・
そ
こ
に
ひ
そ
む
諸
問
題
を
方
法

論
的
立
場
の
相
違
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
奥
に
ま
で
踏
み
こ
ん
で
刻
扶
し
て
い
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く
と
い
う
作
業
の
前
提
と
し
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
だ
と
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
筆
者
の
問
題
意
識
に
と
っ
て
は
、
木
書

に
お
け
る
著
者
の
研
究
成
果
は
、
そ
れ
を
更
に
具
体
化
さ
せ
、
ア
ク
チ
ュ
ア

ラ
イ
ズ
さ
せ
て
い
く
た
め
に
恰
好
の
手
が
か
り
と
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
以
下
、
ケ
ル
ゼ

γ
理
解
を
め
ぐ
る
差
異
か
ら
、
又
お
そ
ら
く
筆
者
の
浬

第一次大戦後ケルゼシの、憲法体験"."政治体験九政治思想、(l)

解
の
未
熟
か
ら
著
者
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
批
判
的
言
辞
を
弄
す
る
こ
と
に

な
る
。
だ
が
そ
れ
は
す
べ
て
著
者
が
筆
者
に
本
書
公
刊
を
通
し
て
恵
与
さ
れ

た
健
倖
へ
の
感
謝
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
つ

も
り
で
あ
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

さ
て
以
上
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
は
通
常
の
書
評
と
い
う
形

式
を
と
ら
な
い
。
む
し
ろ
本
書
の
紹
介
と
批
判
は
、
以
上

ω凶
倒
と
い
う
筆

者
の
目
下
の
研
究
の
進
展
・
視
野
の
拡
大
の
た
め
の
作
業
の
ス
テ
て
フ
・
ボ

ー
ド
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
。
そ
し
て
そ
の
目
的
の
た
め
に
本
書
の
内
容

か
ら
離
れ
た
筆
者
に
固
有
の
問
題
に
論
じ
及
ぶ
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

本
稿
を
「
研
究
ノ

l
ト
」
と
し
て
公
表
す
る
の
は
、
以
上
の
理
由
に
悶
る
。

又
本
稿
の
公
表
に
よ
り
、
あ
り
う
べ
き
筆
者
の
誤
解
、
知
見
の
達
せ
ざ
る
と

こ
ろ
に
つ
い
て
の
御
批
判
・
御
叱
正
が
頂
け
れ
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
の
戸
口

に
立
つ
法
思
想
史
学
徒
と
し
て
こ
れ
程
う
れ
し
い
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と

を
予
め
著
者
並
び
に
読
者
に
お
願
い
し
て
お
き
た
い
。
又
と
り
わ
け
著
者
に

対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
自
ら
の
研
究
の
未
成
熟
を
多
少
な
り
と
も
清

算
し
よ
う
と
す
る
機
会
と
し
て
御
著
書
を
利
用
さ
せ
て
頂
く
失
礼
を
お
許
し

頂
き
た
い
と
思
う
。

(

1

)

例
え
ば
、
『
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ウ
ィ
ー
ン
』
の
著
者
た
ち

は
、
「
完
全
に
過
去
と
断
絶
」
し
た
第
一
次
大
戦
後
の
ウ
ィ
ー
ン
に
お

い
て
三
つ
の
タ
イ
プ
の
人
間
像
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
第
一
に
「
生

き
残
り
の
貴
族
政
治
主
義
者
」
、
「
絶
対
専
制
主
義
者
」
、
第
二
に

「
政
治
的
権
力
そ
の
も
の
の
価
値
と
徳
に
対
す
る
信
頼
を
す
べ
て
失

ぃ
、
公
共
の
問
題
を
集
団
で
議
論
す
る
こ
と
を
一
切
無
視
し
て
自
分
達

個
人
の
苦
悩
に
満
ち
た
人
生
を
探
究
し
た
」
と
こ
ろ
の
「
同
じ
よ
う
に

『
絶
対
的
な
心
の
』
少
数
派
の
人
々
」
1
1
1
「
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
よ
う
な
人
間
の
極
織
な
個
人
主
義
や
、
戦
後
の
詩
的
な

内
省
や
芸
術
的
表
現
主
義
、
そ
れ
に
ま
た
小
説
家
フ
ラ

γ
ツ
・
カ
フ
カ

の
反
権
威
主
義
的
な
悪
夢
を
も
等
し
く
聴
き
い
れ
る
用
意
が
あ
っ
た
」

|
そ
し
て
第
三
に
「
実
際
的
な
多
数
派
の
人
k
」
。
こ
の
「
実
際
的
な

多
数
派
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
第
一
の
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら

の
可
能
性
〔
H
か
ろ
う
じ
て
存
在
し
て
い
た
社
会
変
革
の
可
能
性
〕
を

利
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
し
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
の
制
度
と

社
会
的
慣
習
の
建
設
に
と
り
か
か
っ
た
人
々
に
は
、
疎
外
の

i
l特

に
、
極
端
な
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
変
種
を
疎
外
す
る
よ
う
な

i
l以
前
と

同
じ
原
因
は
も
は
や
思
い
当
ら
な
か
っ
た
。
新
し
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に

北法32(2・47)391
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は
、
知
識
人
が
積
極
的
に
な
す
べ
き
仕
事
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
ケ
ル

ゼ
γ
や
ビ
ュ

l
-
7
1
ゃ
あ
る
い
は
ラ
ッ
ア
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
の
よ
う
な
人

々
は
、
価
値
が
実
際
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
疑
い
を

も
つ
に
は
お
よ
ば
な
か
っ
た
。
憲
法
を
作
成
す
る
こ
と
、
議
会
を
確
立

す
る
こ
と
、
社
会
主
義
的
民
主
主
義
の
効
果
的
な
組
織
を
実
際
に
役
立

つ
よ
う
に
す
る
こ
と
と
い
っ
た
仕
事
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
(
〉
-

F
ロ
持
白
旦

ω・
吋
D
己
E
P
司む
H
h
g
h
H
G
2
5
2
5・
℃
・
自
由
民
・
藤

村
龍
雄
訳
『
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ウ
ィ
ー
ン
』
二
九
O
l
二

九
二
頁
)
。
筆
者
は
ニ
ヒ
リ
ス
ト
H

ケ
ル
ゼ
ン
と
い
う
像
よ
り
こ
の
「
実

際
的
な
多
数
派
の
人
々
」
に
属
す
る
ケ
ル
ゼ

γ
と
い
う
像
の
方
が
よ
り

説
得
的
の
よ
う
に
思
う
。
少
な
く
と
も
一
九
二

0
年
代
に
お
い
て
は
。

そ
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
の

n
憲
法
体
験
μ

へ
の
定
位
は
、
こ
の
点
に
重
要
な

光
を
あ
て
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
2
〉
里
山
田
覚
、
「
憲
法
改
正
の
限
界
性
」
、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
、

年
五
月
号
、
一
七
頁
。

一
九
六

こ
こ
で
著
者
の
い
う
ケ
ル
ゼ
ン
の

n
憲
法
体
験
u

が
い
か
な
る
も
の

で
あ
っ
た
の
か
を
垣
間
み
る
前
に
、
著
者
が
H

ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
u

と
い
う
語

で
い
か
な
る
事
柄
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
少
し
立
ち
入
っ
て
見
て
お

こ
う
と
思
う
。
さ
て
、
そ
の
語
が
「
ケ
ル
ゼ

γ
の
全
体
的
な
思
想
体
系
」
を

表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
こ
に
お
い
て
既
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
著
者
は

そ
れ
を
更
に
具
体
化
し
て
「
こ
の
意
味
で
の
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
は
、
価
値
相
対

主
義
の
哲
学
を
根
底
に
、
理
論
的
に
は
没
価
値
性
(
価
値
自
由
)
、
実
践
的
に

は
自
由
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
自
ら
を
定
位
し
た
基
本
構
造
を
も
ち
、
な
か

北法32(2・48)392

ん
ず
く
前
者
(
理
論
)
の
方
向
で
は
、
法
学
を
中
心
に
規
範
主
義
・
実
証
主

義
・
批
判
主
義
を
ユ
ニ
ー
ク
に
徹
底
さ
せ
た
純
粋
性
の
方
法
的
要
請
に
よ
っ

て
鮮
明
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
(
則
)
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で

ケ
ル
ゼ
ン
の
「
学
問
的
活
動
」
の
全
体
を
メ
タ
ル
の
分
類
に
従
っ
て
、
「
1
、

一
般
法
学
(
法
の
純
粋
理
論
)
、

2
、
実
定
法
現
象
の
記
述
と
批
判

R
a
〕

憲
法
、

〔
b
〕
国
際
法
)
、

3
、
法
哲
学
(
正
義
論
、
自
然
法
論
)
、

4
、
社

会
学
(
帰
報
と
因
果
性
、
霊
魂
信
仰
)
、

5
、
政
治
理
論
(
門

a
〕
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
、
〔
b
〕
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
、

〔
C

〕
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
)
、

6
、

(則

i
m〉
の
諸
領
域
に
及
ぶ
も
の
と
概
観
し

l
!

こ
の
メ
タ
ル
の
分
類
が
「
適
切
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
筆
者
自
身
は

大
い
に
疑
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
お
く
1
l
t更
に
そ
れ

に
彼
の
「
政
治
的
実
践
」

l
lそ
れ
は
今
見
た
よ
う
に
「
自
由
主
義
的
デ
モ

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
」

ク
ラ
シ
l
」
の
枠
内
で
抱
え
ら
れ
る
|
|
「
と
く
に
憲
法
制
定
活
動
」
を
つ

け
加
え
て
い
る

(
m
y

こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想
体
系
を
著
者
は
H

ケ
ル
ゼ
ニ
ズ

ム
u

と
よ
び
、
そ
れ
を
書
名
に
も
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
本
書
は

「
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
展
開
の
全
場
面
に
は
当
然
及
ば
な
い
」

(
問
〉
担
自
の
限
定



が
つ
け
加
え
ら
れ
る
。
「
な
か
ん
づ
く
、
右
掲
メ
ダ
ル
の
分
類
に
従
っ
て
い

え
ば
、

2

b
の
部
分
、

5
の
b
と

c
の
項
目
、
そ
し
て
6
の
中
心
領
域
は
、

真
正
面
か
ら
は
ノ

1
・
タ
ッ
チ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
(
出
)
。

無
論
間
接
的
に
は
そ
れ
ら
の
領
域
に
つ
い
て
「
随
所
」
で
「
関
説
は
さ
れ

(1) 

て
い
る
」

(
m
u
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
積
極
的

に
取
り
組
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
本
書
に
お
け
る
著
者
の
問
題
提
起
の
限
界

を
規
定
し
て
い
る
、
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
但
し
、
こ
の
よ
う
に
い
う
か

第一次大戦後ケルゼブの、憲法体験"."政治体験九政治思想

ら
と
い
っ
て
筆
者
は
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
論
ず
る
網
羅
性
の
欠
如
を
本
書
の

欠
点
と
し
て
あ
げ
つ
ら
お
う
と
す
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
前
項
こ
に
お
い

て
筆
者
は
、
本
書
の
意
義
も
限
界
も
、
共
に
本
書
が
ケ
ル
ゼ
ン
の

H

憲
法
体

験
u

を
焦
点
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
著
者
の
号
一
口
う

n
憲
法
体
験
u

は

w
政
治
的
実
践
的
体
験
υ

の
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
深
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の

の
有
機
的
一
翼
と
し
て
抱
え
返
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た

i
l又
そ
れ
と
共
に

当
時
の
社
会
思
想
的
地
平
の
中
に
ト
ー
タ
ル
な
ケ
ル
ゼ

γ
の
思
想
が
お
き
入

れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
1
l
t、
そ
こ
ま
で
深
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
、
突
は
著
者
の
ケ
ル
ゼ

γ
理
解
に
は
い
く
つ
か
の
点
で
難
点
が
苧
ま
れ
て

し
ま
っ
た
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
ケ
ル

ゼ
シ
の

w
憲
法
体
験
μ

を
H

政
治
的
実
践
的
体
験
M

に
ま
で
深
め
て
い
く
通

路
と
し
て
、
著
者
が
真
正
面
か
ら
は
ふ
れ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
国
際
法
理

論
、
政
治
理
論
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
諸
領
域
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
諸
領
域
に
著
者
が
必
ず
し
も
十
分
な
目
配
り

を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
の

n
憲
法
体
験
μ

へ
の
著
者
の
鋭
く
且

そ
れ
自
体
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
着
服
を
H

政
治
的
実
践
的
体
験
μ

の

レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
深
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
結
果
を
招
い
た
、
ひ
い
て
は
ケ
ル

ゼ
ン
の
思
想
的
全
体
性
を
当
時
の
歴
史
的
・
社
会
的
・
政
治
的
問
題
状
況
の

中
で
の
巨
大
な
問
題
の
解
決
の
試
み
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
近
代
公
法
思

想
史
上
、
政
治
思
想
史
上
の
流
れ
の
中
で
の
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る

も
の
と
一
評
価
す
る
に
至
る
道
を
阻
む
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
だ
、
と

閉
山
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「ノ

l
・
タ
ッ
チ
」
に
終
っ
た
部
分
が
あ
る
と
い
う

網
羅
性
の
欠
如
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
「
ノ
l

・
タ
ッ
チ
」
に
終
っ
た
部

分
に
本
書
の
テ
1
7
を
深
め
て
い
く
べ
き
鍵
が
ひ
そ
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と

が
問
題
だ
、
遺
憾
な
点
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
念
の
た
め
に
つ
け
加
え
て
お
け
ば
、
後
論
で
示
す
よ
う
に
、
著

者
が
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
領
域
1
1
1
例
え
ば
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
l

ー
に
も
筆
者
の
い
う
H

政
治
的
実
践
的
体
験
“
へ
通
ず
る
途
は
ハ
ッ
キ
リ
と

関
か
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
筆
者
は
そ
う
確
信
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
点
に
限
定
し
て
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
「
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
」
、
「
ボ
ル
シ
ェ

ヴ
イ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
ケ
ル
ゼ

γ
の
思
想
と
い
か
な
る
内
在
的
関
わ
り
を
も
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つ
の
か
と
い
う
こ
と
に
十
分
に
限
が
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
著
者
が

真
正
面
か
ら
論
及
し
て
い
る
著
作
自
体
に
す
ら
ひ
そ
ん
で
い
た
通
路
の
所
在

に
気
づ
く
こ
と
を
難
し
く
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
著
者
が
本
書
に

お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
全
体
的
な
思
想
体
系
H
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
を
そ
の

w
存
在

被
拘
束
性
μ

に
お
い
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
憲
法
制
定
ー
ー
そ
の
憲
法
は

ケ
ル
ゼ

γ
自
身
に
よ
り
「
民
主
政
体
に
関
心
を
も
っ
諸
集
団
、
な
か
ん
づ
く

社
会
主
義
的
志
向
の
労
働
者
集
団
の
明
瞭
な
優
勢
を
示
し
て
い
る
」
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
ハ
問
)
1
1
1
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
政
治
的
激
動
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
、
抱
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
点
に
十
分
な

配
慮
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

マ
イ
ナ
ス
を

!liと
い
う
よ
り
、
よ
り

正
確
に
は
む
し
ろ
、
新
し
い
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想
史
的
評
価
の
地
平
の
出
現
を

潜
在
的
に
は
含
み
な
が
ら
そ
れ
を
顕
在
化
さ
せ
え
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で

の
限
界
を

l
ー
も
た
ら
し
た
も
の
だ
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

こ
と
に
お
い
て
著
者
は
、
そ
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想

的
全
体
像
を
把
え
る
上
で
の
重
要
な
手
掛
り
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

部
分
的
に
は
後
論
マ
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
含
む
こ
と
を
承
知
で
敢
え

て
更
に
一
歩
ふ
み
こ
ん
で
い
う
な
ら
、
著
者
が
「
実
践
的
に
は
自
由
主
義
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
に

i
定
位
」
ハ
則
〉
す
る
も
の
と
し
て
ケ
ル
ゼ

γ
を
把
え
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
限
界
の
端
的
な
あ
ら
わ
れ
と
み
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
本
書
に
と
っ
て
致
命
的
な
点
で
あ
る
と
筆
者
に
は
思
わ

れ
る
。
そ
の
理
解
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
理
論
・
思
想
を
す
自
由
主
義
的
法

治
国
家
u

思
想
自
体
の
形
式
主
義
化
の

i
・e-
尖
端
に
位
置
し
て
い
る
」
(
抑
)

と
了
解
す
る
著
者
の
行
政
法
学
上
の
理
解
と
対
応
し
あ
っ
て
い
る
。

し
、
果
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
自
由
主
義
と
い
う
枠
内
に
あ
る
も
の
と
無
造
作
に

把
え
る
こ
と
の
で
き
る
理
論
・
思
想
の
持
主
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を

筆
者
は
根
本
的
に
疑
問
に
思
う
。
こ
の
点
は
後
に
立
ち
入
っ
て
論
ず
る
つ
も

り
で
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
論
点
を
予
め
示
し
て
お
く
と
い
う
意
味
で
た
だ
先

に
あ
げ
た
ケ
ル
ゼ

γ
の
1

1
著
者
自
身
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
l
l
l言
葉
、

即
ち
ケ
ル
ゼ
ン
が
そ
の
本
質
的
内
実
を
刻
印
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
憲

法
が
「
民
主
政
体
に
関
心
を
も
っ
諸
集
団
、
な
か
ん
づ
く
社
会
主
義
的
志
向

の
労
働
者
集
団
の
明
瞭
な
優
勢
を
示
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
、
を
吏
め
て

想
起
し
、
更
に
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
で
す
ら
彼
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た

い
、
と
思
う
。
「
確
か
に
危
機
は
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
デ
モ
グ
ラ
シ

イ
の
危
機
で
は
な
い
。
そ
れ
は
資
本
主
義
と
い
う
現
行
の
経
済
体
制
の
危
機

な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
改
革
、
或
い
は
革
命
が
必
要
で
あ
る
か
、
ま
た
は

避
け
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
改
革
ま
た
は
革
命
は
、
デ

北法32(2・50)394

し
か



モ
グ
ラ
シ
イ
の
本
質
に
関
す
る
変
更
を
意
味
し
な
い
で
、
現
行
の
経
済
体
制

ハ
l
〉

の
廃
止
を
意
味
す
る
」
。

要
す
る
に
筆
者
は
、
ヶ
ル
ゼ
ン
を
実
践
的
に
は
資
本
主
義
的
経
済
体
制
を

批
判
し
そ
れ
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
社
会
主
義
的
民
主
主
義
者
で
あ
っ
た

|
|
彼
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
社
会
民
主
党
党
員
で
は
な
か
っ
た
が
1
1
!と
考
え

第一次大戦後ケルゼγの、憲法体験1/."政治体験へ政治思想(1)

て
い
る
。
注
意
す
れ
ば
、
実
は
本
書
で
も
そ
の
よ
う
な
合
意
の
示
さ
れ
て
い

る
個
所
が
い
く
つ
か
あ
る
(
例
え
ば

ω
!却
、
問
、
日
等
U

。
だ
が
そ
の
よ

う
な
含
意
を
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
時
に
著
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
を

「
自
由
主
義
的
デ
モ
グ
ラ
シ

1
」
の
主
張
者
と
し
て
「
社
会
主
義
的
民
主
主

(
2
U
 

義
と
の
対
決
」
(
川
む
を
し
た
立
場
に
も
お
き
、
こ
の
点
に
関
し
て
多
少
の
混

乱
に
陥
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
又
ケ
ル
ゼ
ン
の
憲
法
理

論
、
行
政
法
理
論
の
理
解
に
お
け
る
不
透
明
さ
を
結
果
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
も
し
筆
者
の
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
大
過
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、

こ
こ
に
は
重
大
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。だ

が
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
を
も
た
ら
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
実
践
的
立
場
の
理

解
の
不
十
分
性
を
著
者
一
人
の
責
に
帰
す
る
こ
と
は

l
lと
り
わ
け
著
者
が

行
政
法
学
と
い
う
個
別
分
野
か
ら
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想
的
全
体
像
に
ア
プ
ロ
i

チ
し
て
い
っ
た
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
時
1
1
1当
を
失
し

て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ソ
の
通
説
的
理
解

そ
の
も
の
の
限
界
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
、
と
筆
者
に
は
忠
わ
れ
る
c

そ
の
意

味
に
お
い
て
は
、
著
者
は
本
書
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
の

H

憲
法
体
験
u

に
徹

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
通
説
的
理
解
を
一
歩
こ
え
る
可
能
性
を
事

実
上
示
唆
し
な
が
ら
、
著
者
自
身
が
こ
の
こ
と
に
必
ず
し
も
自
覚
的
で
な
い

こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
多
く
の
個
所
で
通
説
的
理
解
に
依
拠
し
、
そ
の
こ
と
が

著
者
の
ケ
ル
ゼ
ン
像
に
ひ
び
割
れ
を
生
ぜ
し
め
、
い
く
つ
か
の
難
点
、
矛
盾

撞
着
を
も
た
ら
す
結
果
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
本
書
の
理
解
を
す
す
め
て
い
こ
う
と

思
う
。
そ
の
こ
と
が
木
項
冒
頭
に
示
さ
れ
た
メ
タ
ル
の
分
類
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
ケ
ル
ゼ

γ
理
解
と
は
ち
が
っ
た
、
そ
し
て
著
者
が
ケ
ル
ゼ
一
一
ズ
ム
と
呼

ぶ
も
の
と
は
ち
が
っ
た
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想
的
全
体
像
を
浮
か
び
上
ら
せ
る

手
掛
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

(

1

)

同
巾

]
a
p
m，C
E
D
L
丘一
O
B
G
h

ロ2
5
Q
R
U
J
N円

H
b
h
B
K
曲、二
S
R
E
a
l

H凡

gnHN
・h
S
3
a
N
。
¥
告
円
札
目
白
戸
、
。
NhHh円
R
N
F
S丸
町

内

h
ミ
』
VFNN号
令
、
q・

4va-
良
三
宮

-FFEZ-2・
古
市
恵
太
郎
訳
、
訳
題
『
民
主

主
義
の
真
偽
を
分
つ
も
の
』
、
一
九
五
頁
。

(

2

)

こ
の
よ
う
な
理
解
が
あ
る
い
は
「
社
会
主
義
的
民
主
主
義
者
は
〔
ケ

北法32(2・51)395
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ル
ゼ
ン
を
〕
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
先
導
者
で
あ
る
」
と
し
た
と
い
う
木
項
一

で
示
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
の
指
摘
と
何
ら
か
の
関
わ
り
に
立
っ
て
い
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
社
会
民
主
主

義
者
」
と
し
て
例
え
ば
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
を
想
起
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
ヘ
ラ
!
の
ケ
ル
ゼ
ン
批
判
は
以
下

に
述
べ
る
理
由
で
正
当
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
著
者
が
ケ

ル
ゼ
ン
を
「
社
会
主
義
的
民
主
主
義
」
と
対
決
し
た
と
す
る
の
も
誤
解

で
あ
る
と
思
う
。
さ
て
、
今
筆
者
は
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
た
「
社
会
民

民
主
主
義
者
」
と
し
て
へ
ラ
ー
を
想
起
し
て
よ
い
と
述
べ
た
が
、
そ
れ

は
例
え
ば
へ
ラ
ー
が
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
の
「
ノ
モ
ス
主
権
的
思
惟

Z
D
B
o
r
s忌
与
2
0
8
rロ
の
空
虚
な
抽
象
化
は
、
ま
さ
し
く
倫
理

的
理
由
づ
け
を
渇
望
し
て
現
実
に
飢
え
て
い
る
ド
イ
ツ
の
青
年
た
ち
の

聞
に
独
裁
思
想
を
広
め
る
の
に
、
少
な
か
ら
ぬ
役
割
を
演
じ
て
い
る
」

(E.
国
乙

-
o
p
H
N
R
E
E宮
内
民

O
L
O
H

ロ
H
E
R
C同
町

V
C
S
Q若
宮
町
内
芯
匂
円
Fー

ミ」
d
g
w
N
W礼
-
M
w
ω
・
品
印
H

・
西
村
稔
、
宮
本
盛
太
郎
訳
「
法
治
国
家
か
独

裁
か
」
、
宮
本
他
訳
『
ヴ
ァ
イ
マ
ル
民
主
主
義
の
崩
壊
』
所
収
、
二
八

頁
)
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ラ
I
の
ケ
ル
ゼ
ン
批

判
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
大
い
に
問
題
が
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
て
い

る
。
例
え
ば
こ
の
引
用
文
中
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
思

想
を

Z
D目
。
町
三
ぽ
と
み
る
こ
と
が
当
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
。
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
筆
者
は
こ
の
点
で
ヘ
ラ
l
の
批
判
は
正
鵠

を
失
し
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
こ
に
は
へ
ラ
l
の
ケ
ル
ゼ
ン
批
判
が
方

法
に
限
定
さ
れ
た
学
問
的
認
識
に
関
わ
る
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
も
の
な

の
か
、
方
法
論
的
立
場
の
相
違
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
を
こ
え
た
更
に
一
歩

奥
に
ま
で
ふ
み
こ
み
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
に
ま
で
肉
迫
し
て
行
わ
れ

て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
必
ら
ず
し
も
シ
ャ
ー
プ
に
意
識
し
な
い
ケ
ル

ゼ
ン
理
解
に
立
脚
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
ケ
ル
ゼ
ン
が
方
法
に
限
定
さ
れ
た
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
み
学
問

的
に
発
言
し
て
い
る
こ
と
を
、
ヘ
ラ
l
は
直
ち
に
政
治
思
想
の
レ
ヴ
ェ

ル
で
う
け
と
め
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
そ
こ
に
H

方
法
的

純
粋
性
μ

を
め
ぐ
る
、
そ
し
て
学
問
論
上
の
立
場
を
め
ぐ
る
尖
鋭
な
対

立
が
あ
る
こ
と
は
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ

の
こ
と
を
不
問
に
附
し
た
上
で
ケ
ル
ゼ
ン
の
ト
ー
タ
ル
な
政
治
思
想
を

見
据
え
た
上
で
い
う
な
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
へ
ラ
l
の
聞
の
対
立
は
さ
ほ

ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
後
論

に
お
い
て
幾
分
明
ら
か
に
な
る
筈
で
あ
る
。
前
項
ニ
の
後
半
で
述
べ
た

こ
と
の
意
味
が
こ
こ
で
更
め
て
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
、
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
〔
尤
も
、
こ
の
こ
と
は
当
時
ケ
ル
ゼ

γ
の
理
論

が
一
般
に
ど
の
よ
う
に
理
解
あ
る
い
は
誤
解
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
)
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四

ケ
ル
ゼ
ン
の

H

憲
法
体
験
u

と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
「
あ
え
て
こ
の
造
語
で
意
味
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
は
、

一
九
二

O
年
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
憲
法
の
誕
生
に
法
専
門
家
の

立
場
か
ら
産
み
の
親
の
役
を
果
た
し
た
」
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
!
!
こ
の
勢
勝
経



験
を
契
機
と
し
た
l
l憲
法
理
論
の
独
自
の
弁
証
法
的
展
開
の
過
程
で
あ

る」

(
3
1
即
ち
、
「
ケ
ル
ゼ
ン
の
憲
法
理
論
プ
ロ
パ

i
の
形
成
発
展
は
、

ほ
ぼ
一
九
三

O
年
の
時
点
で
完
了
」
す
る
が
、
そ
の
前
期
(
一
九

O
五
年

ー

l
一
九
一
四
年
)
に
は
そ
の
憲
法
理
論
は
「
ひ
た
す
ら
則
自
態
と
し
て
白

己
展
開
」
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
九
一
九
年

i
i一
九
二

O
年
に
は
「
そ
の
延

第一次大戦後ケルゼγのq憲法体験//.¥¥政治体験へ政治思想 (1) 

長
上
で
対
自
的
に
独
自
の
憲
法
実
践
」
が
展
開
さ
れ
、
「
そ
の
試
錬
・
洗
礼

を
経
て
、
即
向
自
的
に
よ
り
高
次
の
憲
法
理
論
:
・
:
へ
と
総
合
完
成
さ
れ
る

に
至
」

(
4
1
5
〉
る
(
後
期
、

一
九
二

O
年

l
l一
九
三

O
き
。
ー
!
こ

こ
で
一
九
一
ニ

O
年
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
憲
法
理
論
が
完
成
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
意

味
は
1

1別
の
文
脈
の
中
で
著
者
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
|
|
こ
う
で

あ
る
。
「
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
H

憲
法
H

と
は
、
祖
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
実
定

憲
法
に
ほ
か
な
ら
か
っ
た
」
。
即
ち
、
「
先
ず
革
命
前
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
日
ハ

ン
ガ
リ
l
帝
国
憲
法
:
:
:
次
い
で
革
命
直
後
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

三
つ
の
暫
定
憲
法
:
:
:
一
九
二

O
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
確
定
憲
法

つ
ケ
ル
ゼ
ン
憲
法
“
/
)
、
最
後
に
一
九
二
五
年
と
二
九
年
の
二
次
に
わ

た
る
同
憲
法
修
正
」
で
あ
っ
た
。
「
か
く
て
、
そ
の
時
・
そ
の
国
の
実
定
震

法
(
の
解
釈
論
)
と
密
着
し
た
本
来
の
意
味
で
の
害
甚
理
論
は
、
ケ
ル
ゼ
ン

の
場
合
二
九
三

O
年
の
祖
国
訣
別
と
と
も
に
歩
み
を
停
め
る
」
。
そ
の
後
亡

命
先
の
諸
国
で
の
彼
の
学
問
的
活
動
の
主
領
域
は
「
一
般
法
学
的
な
い
し

般
国
家
学
的
諸
業
績
」
へ
向
け
ら
れ
る
。

「
そ
れ
は
、
根
本
的
に
は
常
に
、

一
九
三

O
年
以
前
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
蓄
積
さ
れ
た
研

究
成
果
以
外
の
何
も
の
で
も
必
り
え
な
か
っ
た
・
:
。
こ
の
意
味
で
、
ケ
ル
ゼ

ン
の
憲
法
理
論
プ
ロ
パ

i
は
一
九
三

O
年
で
完
結
し
て
い
る
」

r-. 
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さ
て
、
と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
憲
法
理
論
上
の
発
展
は
、

九
三

O
年
に
完
結
す
る
と
こ
ろ
の
三
つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
、
と
い
う
の

で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
一
二
期
に
わ
た
る
「
弁
証
法
的
展
開
の
過
程
」
の
中

の
対
白
期
に
関
心
を
集
中
し
、
こ
の
期
に
お
け
る

w
憲
法
体
験
H
i
l
t正
確

に
は
、
後
期
の
時
期
の
ほ
と
ん
ど
全
体
に
ま
で
大
き
く
入
り
こ
ん
で
い
る
と

こ
ろ
の
白
ら
の
創
設
に
か
か
る
「
祭
器
裁
判
所
へ
の
裁
判
官
と
し
て
の
積
極

的
関
与
」
も
又
そ
れ
に
「
包
摂
」
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
ell-を
欠

い
て
「
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
の
成
立
は
あ
り
え
ず
、
詳
言
す
れ
ば
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム

に
と
っ
て
発
生
的
に
も
論
理
的
に
も
む
し
ろ
憲
法
理
論
こ
そ
本
質
規
定
的
で

あ
り
、
し
か
も
こ
の
憲
法
理
論
に
対
し
て
上
述
の
意
味
に
お
け
る
実
践
除
契

機
の
影
響
は
ま
さ
に
決
定
的
」

(
4
〉
で
あ
る
と
見
る
。
こ
う
し
て

4
忠
法

体
験
u
u
n
実
践
1
↓
憲
法
理
論

l
↓
全
体
的
な
思
想
体
系
と
し
て
の
ケ
ル
ゼ

ニ
ズ
ム
と
い
う
規
定
関
係
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
意
味
で
こ
の

H

憲
法
体
験
μ

を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
憲
法
を
め
ぐ
る
理
論
と
実
践
の
か
か
わ
り
に
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l
l稀
有
な
る
が
故
に
こ
れ
ま
で
閑
却
さ
れ
て
き
た
l
l
一
つ
の
重
要
な
か

り
ょ
う
が
な
お
存
在
し
て
い
る
」
(

4

)

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
「
弁
証
法
的
展
開
」
の
三
つ
の
過
程
に
仔
細
に
立
ち
入
る

必
要
は
な
い
。
こ
こ
で
直
ち
に
関
心
を
こ
の
H

憲
法
体
験
H

の
具
体
的
内
容

に
向
け
よ
う
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
前
後
二
つ
の
時
期
に
関
し
て
は
、
後
論

で
後
期
に
つ
い
て
泰
子
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
二
、
一
一
一
の
論
点
を
別
に
す
れ

ば
、
こ
の

H

憲
法
体
験
u

の
理
解
に
必
要
な
限
り
で
そ
れ
ら
の
理
論
的
展
開

の
様
相
・
内
実
に
阪
を
向
け
る
こ
と
で
事
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

「
一
九
一
八
年
七
月
H

公
法
、
と
く
に
軍
法
μ

担
当
の
員
外
教
授
と
し
て

念
願
の
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
常
勤
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
た
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
同
年

一
O
月
末
の
兵
役
〔
最
終
的
に
は
陸
軍
大
臣
法
律
顧
問
l
l
i筆
者
〕
解
除
と

共
に
、
四
年
間
遠
ざ
か
っ
た
学
界
に
全
面
復
帰
、
学
問
活
動
を
再
開
す
る
」

(

m

却
〉
。
し
か
し
「
翌
年
早
々
、
今
や
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
の
暫
定
政

府
首
席
:
:
:
た
る
知
人
レ
ン
ナ
!
:
:
・
に
請
わ
れ
て
、
宰
相
府
の
学
術
顧
問

-
:
:
を
引
き
受
け
る
」

e
l
l因
み
に
こ
の
社
会
民
主
党
員
た
る
カ
1
ル
・
レ

ハ
l
)

ン
ナ
l
は
、
我
国
の
法
学
界
で
は
『
私
法
制
度
の
社
会
的
機
能
』
の
著
者
と
し

て
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
人
で
あ
る
が
、
そ
の
レ
ン
ナ
l
は
オ
ッ
ト
l

・

パ
ウ
ア
l
、
マ
ッ
ク
ス
・
ア
ド
ラ
ー
ら
と
共
に
ウ
f
l
γ

の

ω
S
B
B
Sぽ

で
「
親
し
く
談
論
風
発
す
る
常
連
仲
間
」
で
あ
っ
た

i
l
(ぬ〉。

さ
て
、
「
ケ
ル
ゼ
ン
の
本
格
的
出
替
は
一
九
一
九
年
五
月
に
始
ま
る
」

(

4

)

。
即
ち
同
年
三
月
一
四
日
に
暫
定
憲
法
改
革
が
行
わ
れ
た
後
、
彼
は

「
宰
相
の
学
術
顧
問
た
る
:
:
:
当
時
の
資
格
に
お
い
て
:
:
:
宰
相
か
ら
:
:
:

連
邦
害
甚
の
草
案
を
作
成
す
べ
き
委
託
を
受
け
た
」

(
4
1

し
か
も
、
サ

ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
の
講
和
交
渉
そ
の
他
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
レ

γ
ナ
1
は
、

「
議
会
制
民
主
主
義
」
、
「
自
律
的
諸
州
ヘ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
編
制
す
る
こ
と

に
対
応
し
た
、
し
か
し
中
央
政
府
の
権
限
を
あ
ま
り
制
約
し
過
ぎ
な
い
分
権

化
」
の
二
点
を
「
大
綱
」
と
し
て
指
示
し
、
「
そ
の
際
、
準
備
中
の
ワ
イ
マ

l

ル
共
和
国
憲
法
も
で
き
る
だ
け
模
範
と
し
て
利
用
さ
る
べ
し
」
と
し
た
に
す

ぎ
な
か
っ
た
(
必
)
。
こ
う
し
て
「
ケ
ル
ゼ
ン
に
は
、
寛
ら
か
な
依
頼
主
の
註

文
で
白
い
キ
ャ
ン
パ
ス
に
手
練
の
彩
管
を
揮
う
巨
匠
に
近
い
立
場
が
与
え
ら

れ」
(

6

)

た
。
そ
の
結
果
、
著
者
が
メ
ル
ク
ル
を
引
用
し
て
言
う
よ
う
に

「
連
邦
憲
法
の
当
初
施
行
さ
れ
た
正
文
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
草
稿
に
基
づ
い
て
お

り
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
党
も
社
会
民
主
党
も
ケ
ル
ゼ
ソ
の
草
稿
を
そ
れ
ぞ
れ

党
の
政
策
で
色
づ
け
し
て
各
自
憲
法
草
案
に
採
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ケ
ル

ゼ
ン
の
思
想
体
系
が
ま
が
う
方
な
く
含
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
れ
ら
両
憲
法
文

案
が
、
次
い
で
、
議
会
審
理
の
過
程
で
正
真
正
銘
民
主
的
な
立
法
技
術
に
よ

っ
て
、
憲
法
委
員
会
の
憲
法
問
題
助
言
者
た
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
持
続
的
な
協
働

の
'
も
ル
」
、

一
つ
の
妥
協
案
へ
と
融
合
さ
れ
、
こ
れ
が
連
邦
憲
法
と
し
て
法
的
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効
力
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
」

(
6
1
7
1

か
く
し
て
、
制
憲
過
程
が
た
と

え
「
諸
政
党
問
の
駆
引
き
・
妥
協
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」

(
6
〉
と

は
い
え
、
ケ
ル
ゼ

γ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
は
基
本
的
に
貫
徹
さ
れ
た
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
著
者
が
「
ケ
ル
ゼ
ン
が
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
の

父
』
と
呼
ば
れ
る
こ
と
一
再
で
な
く
、
ま
た
制
憲
五

O
周
年
を
迎
え
て
現
オ

第一次大戦後ケルゼ γの、憲法体験ヘ、政治体験へ政治思想、 (1) 

ー
ス
ト
リ
ア
国
民
議
会
が
彼
を
『
連
邦
憲
法
の
創
造
者
』
と
讃
え
た
の
も
ま

た
宜
べ
な
る
か
な
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(

7

)

と
す
る
所
以
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
こ
の
憲
法
の
内
容
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

ず
次
項
に
お
い
て
そ
の
最
も
核
心
的
部
分
と
そ
れ
に
関
わ
る
問
題
点
に
つ
い

て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

(
1〉
同
日
】
河
O
ロロ
o
p
N
U民
、
河
号
、
f
H句
宮
崎
同
帆
H
R
岡
、
九

2
吋
江
守
ミ
ミ
円
F
H
h
R
W
N
K

弘

F
ミ

E
H宮
町
内
町
村
和

3
Eな
お
闘
な
切
な
H
E
h
N
5・M
円
、
公
民
帰
n
t
M
F

総
司
君
?

と円

F
S
河内町、
V
H
h

・
加
藤
正
男
訳
、
『
私
法
制
度
の
社
会
的
機
能
』
。
尚

本
書
は
ミ
ミ
N
E
b告
書
誌
の
創
刊
号
(
一
九

O
四
年
)
に

H
g弘

同
日
ロ
R
の
筆
名
で
口
広

ω
O
N
U
F
匂ロロ宮山
C

ロ
仏
R
H
N
R
r
Eロ
丘
町
三
。

と
し
て
公
表
さ
れ
た
論
文
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て

我
妻
栄
の
紹
介
論
文
「
資
本
主
義
生
産
組
織
に
お
け
る
所
有
権
の
作
用

l
l資
本
主
義
と
私
法
の
研
究
へ
の
一
寄
与
と
し
て
の
カ
ル
ネ
ル
の
所

論

l
l」
〈
向
著
、
『
近
代
法
に
お
け
る
債
権
の
優
越
的
地
位
』
所
収
)

が
あ
る
こ
と
は
更
め
て
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

五

オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
第
一
条
は
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
民
主
共
和
国
で
あ

る
。
そ
の
法
は
国
民
に
発
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
「
一
九

一
八
年
一
一
月
一
一
一
日
の
国
家
形
態
・
統
治
形
態
に
関
す
る
法
律
第
一
条

〔
『
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
民
主
共
和
国
で
あ
る
。
す
べ
て
の
公
権
力
は

国
民
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
』
)
」
(
お
)
や
そ
の
後
の
諸
々
の
法
律
|
|
実
質
的

意
味
に
お
け
る
憲
法
!
ー
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
た
路
線
上
の
も
の
で
あ

っ
て
、
勿
論
「
ケ
ル
ゼ
ン
一
己
の

H

世
界
観
μ

に
由
来
す
る
も
の
で
な
い
」

(
日
〉
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
一
一
月
一
二
日
の

法
律
は
更
に
同
年
一

O
月
三

O
R
の
い
わ
ゆ
る
レ

γ
ナ
l
憲
法
を
そ
の
妥
当

根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ケ
ル
ゼ
ソ
は
一
九
三

O
年
の
あ
る
一

文
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
重
要
な
発
言
を
し
て
い
る
。
「
:
:
:
共
和
国
の
法

秩
序
は
そ
の
究
極
の
妥
当
根
拠
を
一
九
一
八
年
一

O
月
三

O
日
の
憲
法
〔
い

わ
ゆ
る
レ
ン
ナ
I
憲
法
1

1
筆
者
〕
に
見
出
す
が
、
こ
の
骨
骨
は
オ
い
炉
い

リ
ア
君
主
骨
九
日
骨
b
、
す
な
わ
ち
一
八
六
七
年
二
一
月
一
一
一
日
の
憲
法
か
合

法
的
改
正
と
は
み
な
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
二
一

O
名
の
人
達

l
lーも

と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
議
会
衆
議
院
議
員

l
ー
が
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
領
域
に
つ
き
憲
法
を
議
決
す
る
権
能
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
、
オ

ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
の
根
本
規
範
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
君
主
制
に
妥
当
し
た

憲
法
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
も
引
き
出
さ
れ
な
い
。
こ
の
根
本
規
範
の
内
容
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ゅ
、
佐
和
ト
ム
γ
h
f
も
r
h
r
ぃ
仰
い
わ
下
が
骨
骨
わ
い
目
安
止
じ
か
骨
骨
か
酔
ム
v
h
w

r壊
、
小
の
み
み
な
さ
れ
う
る
構
成
事
実
!
?
い
い
か
し
rた
も
か
ロ
g
n
r
B
F
g

な
の
で
あ
る
。
旧
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
新
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
間
に

l
lこ
の
立

場
か
ら
み
れ
ば
|
|
、

そ
れ
の
み
が
国
家
の
同
一
性
を
保
証
す
る
と
こ
ろ
の

継
続
性
は
、
法
的
に
は
成
立
し
な
い
」

(
m
l問
、
但
し
訳
文
は
一
部
変
更
し

た
)
。
阿
国
自
の
発
告
一
一
口
が
あ
る
歴
史
家
に
よ
っ
て
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

歴
史
家
は
、
第
一
次
大
戦
後
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
政
治
革
命
が
生
起
し
た
の

か
」
と
い
う
聞
を
立
て
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
と
会
話
を
し
た
と

し
て
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
『
法

的
』
革
命
と
『
政
治
的
』
革
命
の
聞
に
区
別
を
行
う
。
彼
の
判
断
に
よ
れ

4
J
t
 

一
九
一
八
年
の
一

O
月一一一

O
日
の
い
わ
ゆ
る
レ

γ
ナ

l
憲
法
は
旧
憲
法

の
改
正
条
項
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に

法
的
革
命
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
政
治
的
に
は

r
g
g田l

白

nr
門
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
最
後
の
宰
相
、
こ
の

H
L
2
5
8
n
y
の
担
ぎ
出

し
に
も
ケ
ル
ゼ
ン
は
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
(
お

)
l筆
者
〕

と
新
国
家
の
内
閣
と
の
聞
に
は
協
力
関
係
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
革

(
1
)
 

命
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
、
と
。

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
革
命
に
よ
る
憲
制
の
顛
覆
こ
そ
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
憲
法

理
論
、
ひ
い
て
は
純
粋
法
学
|
↓
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
に

l
i動
力
学
的
段
階
構

造
を
成
す
法
秩
序
の
頂
点
と
し
て
の

l
l
n根
本
規
範
μ

な
る
概
念
装
置
が

定
着
す
る
に
至
る
最
も
強
力
な
動
機
を
規
定
し
た
」
〈
悶
)
と
考
え
る
著
者

の
観
点
に
と
っ
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ

γ
の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要

な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
我
々
は
少
し
違
っ
た
観
点
か
ら
問

題
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
と
岡
山
ぅ
。

さ
て
、
叙
述
の
便
宜
上
こ
こ
で
は
既
に
利
用
し
た
黒
田
覚
の
論
稿
に
依
り

つ
ふ
議
論
を
す
す
め
よ
う
と
思
う
が
、

c
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
ブ
ラ
シ
ス
草

命
の
イ
デ
オ
戸

l
グ
で
あ
る
シ
ィ
ェ

I
ス

(ω
影
百
ω
〉
」
の
「
憲
法
制
定
権
力

な

240町
ncロ阻止門

E
E
U」
及
び
「
組
織
化
さ
れ
た
権
力

e
E
S
5

8
5昨

日

g
g〉
」
と
い
う
概
念
的
区
別
を
継
承
し
、

そ
れ
を

「〈町民同凹田口口問

(
憲
法
)
」
及
び
「
〈
R
F
gロロ岡田
m
g
m
R
(憲
法
律
ど
と
い
う
よ
う
に
術
語
化

し
、
「
後
者
は
前
者
の
根
拠
の
上
に
妥
当
し
、
前
者
を
前
提
ず
る
も
の
だ
」
、

「
こ
の
前
者
す
な
わ
ち
〈
開
広
州
訪
問
ロ
ロ
聞
は
・
・
:
憲
法
制
定
権
力
が
政
治
的
統

一
体
の
形
式
・
種
類
に
関
し
て
下
し
た
『
決
断
』
(
何
ロ

Z
n
Z
E
S巴

っ
て
、
こ
の
部
分
は
組
織
化
さ
れ
た
権
カ
と
し
て
の
憲
法
改
正
権
に
よ
っ
て

は
改
正
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
と
い
う
。
更
に
「
こ
う
い
う

根
拠
に
立
っ
て
、
か
れ
は
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
に
つ
い
て
、
『
ド
イ
ツ
国
民
が

こ
の
憲
法
を
制
定
し
た
』
と
の
前
文
、
『
国
家
権
力
は
国
民
か
ら
出
る
』
(
一

条
二
項
〉
と
の
規
定
、
共
和
制
の
採
用
ハ
一
条
一
一
項
ν
、
連
邦
制
の
採
用
(
ニ

北渋32(2・56)400

で
あ



条
)
、
立
法
と
政
府
に
つ
い
て
の
原
則
的
に
は
議
会
主
義
的
代
表
制
的
な
形

態
の
採
用
、
基
本
権
保
障
と
権
力
分
立
制
を
も
っ
市
民
的
法
治
国
家
の
採

用
、
こ
う
い
う
も
の
は
い
わ
ゆ
る
『
決
断
』
で
あ
り
、
〈
R
P
E
Cロ
ぬ
の
実

単
な
る
〈
2
h
m
gロ
ロ
開
局
g
刊
誌
で
は

〈

2
)

な
い
。
こ
れ
ら
は
:
・
:
・
憲
法
改
正
手
続
に
よ
っ
て
は
改
正
で
き
な
い
」
、

態

scrsR)
を
な
す
も
の
で
、

(1) 

と
し
て
い
る
、
と
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
い
て
黒
田
は
、
本
稿
こ
の
後
半
で
紹

第一次大戦後ケノレゼジの‘憲法体験"."政治体験九政治思想、

介
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
類
似
性
」
と
い
う
問
題
を
投
げ
か
け

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
憲
法
第
一
条

l
l
「オ
l
ス

ト
リ
ア
は
民
主
共
和
国
で
あ
る
。
そ
の
法
は
国
民
に
発
す
る
」

i
l守
」
の

よ
う
な
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
次
の
よ
う
な

言
葉
を
投
げ
入
れ
て
お
く
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
「
骨
骨
俳
酔
酔
長
砂
4
W
か
粧
対

P
品
群
砂
世
界
観
と
の
関
係
と
い
う
こ

と
、
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
私
は
民
主
制
を
決
断
し
て
選
び
取
っ
て
い
る
の

ハ
3

)

'

で
あ
る
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
こ
の
問
題
に
全
面
的
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
政
法
学

者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
憲
法
学
者
で
も
あ
る
著
者
が
こ
の
問
題
に
正
面
か

ら
論
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
筆
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
残
念
な
点
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
筆
者
は
こ
の
間
題
に
対
し
て
は
、
問
題
の
所
在

を
明
ら
か
に
し
て
お
く
と
い
う
限
り
に
お
い
て
の
み
後
に
言
及
し
よ
う
と
思

ぅ
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
以
上
の
問
題
を
理
解
し
て
い
く
為
の
前
提
と
し

て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
論
の
理
解
を
す
す
め
て
い
こ
う
。
更
に
そ
の
十

分
な
理
解
の
為
に
不
可
失
と
な
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
社
会
主
義
論
に
も
筆
を
の
ば

し
て
い
こ
う
と
思
う
。

等

著
者
は
オ
l
ユ
ト
リ
ア
共
和
国
憲
法
第
一
条
を
示
し
、
そ
れ
が
「
ケ
ル
ゼ

ン
一
己
の
"
世
界
観
“
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
そ
れ

で
も
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
思
想
は
次
の
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
「
憲
法
の

民
主
的
形
成
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
比
類
な
く
大
で
あ
っ
た
」
(
日
刊
と
い

う
。
「
第
一
に
新
憲
法
の
拠
っ
て
立
つ
べ
き
H

民
主
主
義
“
は
、
同
時
に
ケ

ル
ゼ
ン
個
人
の
確
固
た
る
政
治
的
信
念
で
も
あ
り
、
か
つ
彼
の
解
釈
を
侯
つ

て
初
め
て
意
味
充
顛
さ
れ
え
た
政
治
的
不
確
定
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
」
(
日

l
町
〉
、
又
「
第
二
に
は
、
こ
の
よ
う
な
独
自
の
H

民
主
主
義
μ

解
釈
に
従

い
つ
L
、
国
法
専
門
家
と
し
て
そ
の
識
見
を
縦
横
に
駆
使
し
て

H

民
主
主

義
H

理
念
を
憲
法
上
に
具
象
化
し
制
度
化
し
た
こ
と
」
ハ
臼
)
。
つ
ま
り
、

「
制
憲
作
業
に
H

民
主
主
義
H

の
基
本
路
線
は
厳
然
と
敷
か
れ
て
い
た
・
:
:
・

と
し
て
も
、
そ
の
現
実
化
は
制
憲
関
係
者
た
ち
の

H

民
主
主
義
H

観
に
寡
か

ら
ず
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
し
、
「
こ
の
意
味
で
、
ケ

ル
ゼ
ン
の
個
人
的
政
治
信
条
と
し
て
の

H

民
主
主
義
“
が
新
憲
法
の
方
向
づ

け
に
か
な
り
の
程
度
本
質
的
に
影
響
し
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
」

/ヘ
57 
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l
問
〉
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

著
者
は
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
民
主
主
義
」
論
に
言

及
し
、
そ
の
上
で
更
に
共
和
国
憲
法
の
川
H

議
会
制
μ

民
主
主
義
(
日

l

m)、
凶
H

基
本
権

u
(
m
l
M
)、
間
"
行
政
の
民
主
化
μ

(

臼

l
邸
〉
に

つ
い
て
の
具
体
的
内
容
を
こ
の
「
民
主
主
義
論
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
論

及
し
て
い
く
。
更
に
と
り
わ
け
聞
に
つ
い
て
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
と
の
内

在
的
関
連
を
め
ぐ
る
議
論
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
く
(
伺

l
w〉
。
こ
の

よ
う
に
見
て
い
け
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
制
論
を
著
者
が
ど
の
よ
う
に
理
解

し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
本
警
の
構
成
に
お
い
て
最
も
肝
要
な
位
置
を
占

め
て
く
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
既
に
簡
単
に

ふ
れ
た
よ
う
に
こ
の
点
を
め
ぐ
る
著
者
の
理
解
は
混
乱
を
示
し
て
い
る
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

著
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
が
そ
の
前
期
に
お
い
て
1
1
1
例
え
ば
「
政
治
的
世
界

観
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て

l
l既
に
「
民
主
主
義
へ
の
ひ
そ
や
か
な
信
念

と
、
そ
の
帰
結
と
し
て
の
相
対
主
義
的
政
策
論
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
」

〔
日
)
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
自
体
は
別
に
誤
り
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ

の
論
文
に
対
す
る
著
者
の
理
解
に
つ
い
て
筆
者
は
少
な
か
ら
ず
疑
問
を
も
っ

て
い
る
。
そ
し
て
折
角
こ
れ
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
の
内
在
的
理
解
が
十
分

に
尽
く
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、

一
九
二

O
年
以
後
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主

主
義
論
、
ひ
い
て
は
そ
れ
以
後
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
の
展
開
へ
の
著
者

の
限
を
塞
い
で
し
ま
っ
た
一
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
す
ら
考
え
て
い

る
。
だ
が
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
既
に
筆
者
自
身
別
稿
で
か
な
り
立
ち
入
つ

〈

4
)

た
検
討
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
今
は
そ
れ
に
は
関
わ
ら
な
い
。

と
も
あ
れ
著
者
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
前
期
よ
り
既
に
抱
い
て
い
た
民
主
主
義

的
信
念
は
「
大
戦
と
戦
後
の
動
乱
の
聞
に
い
よ
い
よ
血
肉
化
」
さ
れ
、
「
憲

法
成
立
に
前
後
し
て
一
九
二

O
年
・
:
:
・
に
書
か
れ
た
『
民
主
制
の
本
質
と
価

値
に
つ
い
て
』
」
に
お
い
て
「
単
に
心
情
的
に
と
ど
ま
ら
ず
、
骨
骨
か
わ
し
V

ま
た
民
主
主
義
へ
の
左
祖
が
は
っ
き
り
と
公
言
さ
れ
」
る
〔
閉
山
)
に
至
る
、

と
す
る
。
こ
の
「
民
主
制
の
本
質
と
価
値
に
つ
い
て
」

1
1
1
以
下
こ
れ
を
便

宜
上
『
民
主
制

I
』
と
よ
ぶ
1
1
i
に
一
万
さ
れ
た
ケ
ル
ゼ

γ
の
民
主
主
義
思
想

を
著
者
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
そ
れ
は
「
自
由
を
第
一
義
と
し
平

等
を
二
次
的
と
す
る
形
式
的
・
政
治
的
な
」
民
主
主
義
思
想
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
時
の
最
大
の
社
会
的
衝
撃
ロ
シ
ア
大
革
命
(
一
九
一
七
年
)
の
担
い
手

ボ
ル
シ
エ
ヴ
イ
ズ
ム
を
真
向
か
ら
敵
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
(
招
V
。
「
こ

の
頃
の
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
『
疑
い
も
な
く
、
可
能
な
限
り
の
経
済
的
平
等
と
い

う
理
想
は
民
主
主
義
的
理
想
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
社
会
民
主
主
義
が
初
め
て

完
全
な
民
主
主
義
で
あ
る
』
と
、
社
合
民
主
主
義
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
信
仰

告
白
に
及
ん
で
は
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
こ
の
立
場
は
結
局
の
と
こ
ろ
オ
l

北法32(2・58)402



ス
ト
リ
ア
社
会
民
主
主
義
右
派
の
線
を
出
な
か
っ
た
」
(
臼
〉
。
こ
の
ケ
ル
ゼ

「
社
会
主
義
そ
の
も
の
に
は
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の

細
心
の
留
保
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
煎
じ
つ
め
れ
ば
、
彼
の
い
う
『
ブ
ル
ジ
ョ

ア
民
主
主
義
』
と
決
定
的
に
異
質
の
も
の
で
は
な
い
。
か
か
る
ケ
ル
ゼ
ン
の

H

民
主
主
義
“
が
、
当
時

n
民
主
主
義
u

の
同
床
に
あ
り
な
が
ら
、
社
会
民

ン
の
立
場
は
、

第一次大戦後ケルゼシの、憲法体験"."政治体験九政治思想(1)

主
党
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
党
、
大
ド
イ
ツ
党
等
々
、
相
対
侍
し
て
己
が
じ
し

異
な
る
夢
を
ゆ
め
み
て
い
た
混
沌
の
政
情
・
社
会
情
勢
の
中
で
、
大
同
に
就

く
(
す
な
わ
ち
妥
協
に
導
く
、
換
言
す
れ
ば
卒
命
を
挫
折
さ
す
〉
ベ
き
理
論

的
水
先
案
内
の
役
を
|
|
l
少
な
く
と
も
制
憲
レ
ベ
ル
で
|
|
果
た
し
た
、
と

見
て
も
決
し
て
無
理
で
は
な
か
ろ
う
」
(
犯
!
日
〉
。

以
上
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
著
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
が
、
反
ボ
ル

シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
社
会
民
主
主
義
右
派
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主

主
義
と
い
う
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
把
え
て
い
る
。
だ
が
、
実
は
こ
の
三

つ
の
も
の
は
一
直
線
に
は
並
び
え
な
い
も
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即

ち
、
的
反
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
|
|
オ
ー
ス
ト
リ
ア
社
会
民
主
主
義
右
派
、

及
び
伺
反
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
!
|
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
と
い
う
結
合
は

そ
れ
ぞ
れ
に
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
仰
と
仲
と
は
、
よ
ほ
ど
偏
狭
な
ボ
ル
シ

ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
観
点
に
で
も
立
つ
の
で
な
い
限
り
は
、
決

し
て
両
立
し
う
る
と
い
い
う
る
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
者
に

よ
り
こ
の
よ
う
な
プ
レ
を
清
算
さ
れ
な
い
ま
L
理
解
さ
れ
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
民

主
主
義
論
が
直
ち
に
「
革
命
を
挫
折
」
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
た
と
評
価
さ

れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
性
急
な
議
論
だ
と
い
わ
れ
て
も
や
む
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
の
中
に
あ
っ
て
、
著
者
の
ケ

ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
思
想
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
結
果
的
に
伸
反
ボ
ル
シ
ェ

グ
イ
ズ
ム

l
lブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
と
い
う
線
上
に
収
散
し
て
い
く
よ
う

で
あ
り
、
引
に
つ
い
て
は
時
折
付
随
的
に
、
だ
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
伸
へ
吸
収

さ
れ
て
い
〈
べ
き
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て

的
の
側
面
へ
の
言
及
に
は
必
ず
そ
の
主
張
を
弱
め
る
言
葉
が
追
加
さ
れ
、
そ

れ
固
有
の
意
味
が
消
去
さ
れ
る
(
彼
の
社
会
民
主
主
義
的
立
場
は
「
拾
骨
か

と
こ
ろ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
社
会
民
主
主
義
右
派
の
線
を
出
な
か
っ
か
」
、
「
社
会

主
義
そ
の
も
の
に
は
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
細
心
の
留
保
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
骨
じ
う
か
ん
W

除
、
彼
の
い
う
『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
』
と
骨
骨

的
に
異
質
の
も
の
で
は
な
い
」
、
等
)
。
こ
う
し
て
著
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主

r、左私H

208 三ム
¥J  再開

にを

さ E
ノ由
ケ中
ノレ 手z

f苦
2富
襲安
6F 思

C官
ノ体
著 m

者福
の式
ケ主
ノレ 義
ゼ化
ソ:

行
政の
論尖
理端
解」

北法32(2・59)403

の
枠
組
に
適
合
的
な
も
の
に
し
て
い
く
。

し
か
し
、
筆
者
は
著
者
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
思
想
の
理
解
に
つ
い
て

は
、
単
に
鮮
明
さ
を
欠
く
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
基
本
的
に
疑
問
を
感
じ
て
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い
る
l
l
lそ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
論
に
つ
い
て
の
通
説
的
理
解
へ
の

疑
問
、
ケ
ル
ゼ

γ
を
自
由
主
義
的
民
主
主
義
者
と
す
る
理
解
へ
の
疑
問
で
も

あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
論
が
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
社
会
民
主
主
義
右

派
」
と
極
め
て
深
い
親
縁
性
を
も
っ
と
み
る
著
者
の
指
摘
に
は
筆
者
に
も
異

存
は
な
い
。
否
、
む
し
ろ
筆
者
は
こ
の
点
を
積
極
的
に
強
調
し
た
い
、
と
思

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

N
・
レ
ー
ザ
ー
は
そ
の
大
著
に
お
い
て
カ
l
ル
・
レ

γ
ナ
l
に
関
す
る
叙
述
を

U
2
5
r丘
町
四
回
目
白
〉

f
r同
ロ
ロ
島
。
自
由
官
と
い

う
章
で
は
じ
め
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
で
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
可
能
な
限
り
多
数

の
人
聞
が
自
由
で
あ
る
べ
き
だ
。
即
ち
社
会
秩
序
の
一
般
意
志
と
自
己
の
意

志
と
が
矛
盾
す
る
よ
う
な
人
間
の
数
を
可
能
な
限
り
少
な
く
す
べ
き
だ
」
と

い
う
言
葉
を
引
き
、
そ
の
原
則
に
象
徴
さ
れ
る
民
主
主
義
の
思
想
に
お
い
て

(
5
)
 

ケ
ル
ゼ
ン
と
レ
ン
ナ
ー
は
基
本
的
に
一
致
す
る
旨
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
は

本
稿
の
論
脈
の
中
で
留
意
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
点
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
又
、
こ
の
点
の
確
認
は
後
論
の
中
で
重
要
な
意
味
を
有
す
る
に
至
る
筈

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
論
が
レ
ン
ナ
1
1
1
1
理

論
的
に
は
オ
1

ス
ト
ロ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
、
政
治
的
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア

社
会
民
主
党
の
右
派
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
レ
シ
ナ
ー
ー
ー
の
そ
れ
と
一
致

す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
先
に
的
と
し
た
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
|

l
オ
l
ス

ト
リ
ア
社
会
民
主
主
義
右
派
の
線
上
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
の
立

場
は
決
し
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
」
と
帰
一
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と

は
で
き
な
い

|
iこ
こ
で
筆
者
が
「
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
」
と
い
う
概
念

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

端
的
に
い
え
ば
、
筆
者
は
そ
れ
を
私
的
所
有
権
を
原
型
と
す
る
権
利
、
及
び

こ
の
権
利
概
念
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
人
格
・
意
思
・
自
由

等
の
諸
概
念
を
核
心
的
価
値
と
す
る
、
自
由
主
義
に
立
脚
す
る
民
主
主
義
を

考
え
て
い
る
。

C
・
B
-
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
の
概
念
を
用
い
て
「
所
有
的
個

人
主
義
」
に
立
脚
す
る
自
由
主
義
的
民
主
主
義
だ
、
と
い
い
か
え
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
立
場
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
理
論
的
生
涯
の
ほ
ぼ
全
体
を
貫
く
批
判
的

対
象
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
ケ
ル
ゼ
ン
が
自
ら
の
立
場
と
し
た
こ
と
は

(
6
)
(
7
)
 

決
し
て
な
い
1
1
1。
こ
の
点
を
見
過
す
な
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
思
想

の
理
解
の
根
抵
が
ゆ
ら
い
で
し
ま
う
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
筆
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
制
論
が
「
混
沌
の
政
情
・
社

会
情
勢
の
中
で
、
大
同
に
就
く
(
す
な
わ
ち
妥
協
に
導
く
:
:
:
)
ベ
き
理
論

的
水
先
案
内
の
役
を
|
|
少
な
く
と
も
制
憲
レ
ベ
ル
で
|
|
果
た
し
た
」
と

い
う
こ
と
を
真
向
か
ら
否
定
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
言
葉
の
問
題
に
拘
泥

す
る
こ
と
な
し
に
い
え
ば
筆
者
は
そ
の
こ
と
を
基
本
的
に
承
認
し
て
よ
い
、

と
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
「
革
命
を
挫
折
」
さ
せ
る
こ

と
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
問
題
だ
、
と
思
う
。
特
定
の
政
治
的
な
評
価
的

北法32(2・60)404



観
点
に
立
っ
て
論
じ
る
な
ら
と
も
か
く
、
ケ
ル
ゼ

γ
自
身
の
思
考
枠
組
に
内

在
し
て
い
う
な
ら
、
む
し
ろ
制
憲
レ
ヴ
ェ
ル
で
そ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し

た
彼
の
民
主
主
義
思
想
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ

γ
な
り

の
「
革
命
」
へ
の
展
望
と
つ
な
が
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
こ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

第一次大戦後ケルゼソの明憲法体験"."政治体験へ政治思想、 (1) 

も
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
同
時
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法

学
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
論
理
構
成
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
す
ら
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
ハ
こ
の
点
に
は
後
に
関
説
す
る
〉
。
こ
こ
で
は
、
純
粋
法
学

と
の
関
わ
り
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
制
憲
レ
ヴ
ェ
ル
で
妥
協
的
機
能
を
果
た

し
た
彼
の
民
主
主
義
思
想
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
な

り
の
「
革
命
」
へ
の
展
望
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
、
レ
ン
ナ
1

の
民
主
制
論
と
大
き
な
共
通
性
が
生
じ
る
所
以
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
共
通
性
が
何
ら
か
の
形
で
ケ
ル
ゼ
ン
の
よ
日
併
H

I
e
-
ド
イ
ツ
と
の
〉
ロ
R
E島

l
l待
望
論
と
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
著
者
は
矢
田
俊
隆
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら

「
『
民
主
的
な
ま
た
社
会
主
義
的
な
勢
力
が
波
打
ち
進
み
つ
L
あ
る
国
、
そ

し
て
大
胆
な
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
な
変
化
の
達
成
を
約
束
し
つ
L
あ

る
国
と
の
合
併
を
切
望
し
た
』
レ
ン
ナ
l
、
パ
ウ
ア
ー
ら
と
基
本
的
に
同
質

で
あ
っ
た
」
と
し
、
「
彼
の

w
民
主
主
義
u
は
か
か
る
要
素
ま
で
包
摂
す
る

〈
削
山
)
と
評
価
し
て
も
矛
盾
に
陥
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
、
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
の
だ
っ
た
」

こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
故
に
、
「
制
憲
レ
ベ
ル
」
で
ケ

ル
ゼ
ン
が
「
革
命
を
挫
折
」
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
が
前
提

さ
れ
る
な
ら
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の

H

憲
法
体
験
M

に
は
大
き
な
歪
み
が
加
え
ら

れ
、
そ
れ
を
1

1
ひ
い
て
は
H

憲
法
体
験
“
に
よ
っ
て
跳
躍
力
を
与
え
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
・
成
立
し
た
彼
の
法
理
論
を

lll正
当
に
理
解
す
る

こ
と
か
ら
か
け
離
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

H

憲
法
体
験
M

が
H

政
治
体
験
“
に
ま
で
、
憲
法
理
論
・
思
想
が
政
治
思
想
に
ま
で
深
め
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
の
端
的
な
限
界
の
表
現
を
、
筆
者
は
こ
の
点
に
み
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
う
。

そ
れ
で
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
思
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
れ
を
正
当
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、

一
九
二

O
年
当
時
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
の
全
体
像
を
視
野
に
収
め
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
概

略
を
次
項
以
下
で
示
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

(

1

)

の
・
〉
-
Cロロロ
F
h
4
3
S
周
忌

hzaH。同洲町同町内、
J

て。
N

F

q

印。.

ハ
2
〉
黒
田
覚
、
「
憲
法
改
正
の
限
界
性
」
、
一
六
頁
。
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研究ノート

(

3

)

同
包
括
P
て
。
苦
詔

1
2
3
5
n同
絵

、

b
g
s守
ミ
凡
F
M
-

h
R
H
吋・・

ω・
ロ
少
西
島
芳
二
訳
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
と
価
値
』
、

一
六
五
頁
。

(

4

)

前
掲
拙
稿
「
思
想
史
的
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
・
序
説
」
、
第
二
章
。

(
5〉

Z
C
H
r
o
Z
F
2
2
w
N
H
e
r
n
F
S
河
内
同
。
可
否
な
苦
言
民
主
同
切
。
N
R
F
E
r
-

吉
宗

M
M
U寄
与

E
S
S
Eな
S
S
S
M
-
F
8
5
5礼
守
Rr-

H
甲
町
∞

"
ω
'
ω
∞
同
・

〈

6
)
前
掲
拙
稿
「
思
想
史
的
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
・
序
説
」
参
照
。

(

7

)

に
も
か
か
わ
ら
ず
ケ
ル
ゼ
ン
は
か
い
恥
か
卦
恥
心
炉
小
か
自
由
主
義

を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
、
二
七

1

二
八
頁
、
四
一
一
一

l
四
四
頁
が
特
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

司令ユ

-/、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
シ
の
民
主
主
義
思
想
が
「
オ
l
ス
ト

リ
ア
社
会
民
主
主
義
右
派
」
と
極
め
て
深
い
親
縁
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
筆
者
に
は
異
存
は
な
い
。
従
っ
て
そ
の
点
を
前

援
と
し
た
上
で
本
項
以
下
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
に
つ
い
て
の
議
論
を
す
す
め

て
い
こ
う
。
但
し
、
本
稿
の
性
質
上
こ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
を
本
格
的
に
展
開

す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
目
下
筆
者
が
計
画
中

の
論
文

l
l
「
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
」
(
仮
題

)
l
lに
委
ね
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
以
下
で
は
詳
細
な
論
証
は
こ
の
論
文
に
お
い
て

行
う
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
筆
者
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
に

つ
い
て
の
理
解
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
こ
こ
に
示
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
だ
け
で
も
示
し
て
お
く
こ
と
が
、
後
論
と
の
関
係
に
お
い
て
も
重
要
だ
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
二

O
年
の
『
社
会
主
義
と
国
家
』
冒
頭
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
γ
は
時
事

的
問
題
と
い
う
形
で
噴
出
し
た
社
会
主
義
を
め
ぐ
る
原
理
的
問
題
と
し
て

「
社
会
主
義
の
国
家
に
対
す
る
関
係
如
何
の
問
題
」
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
を

①
「
基
本
的
に
国
家
は
肯
定
さ
る
べ
き
か
否
定
さ
る
べ
き
か
」
、
②
「
国
家

は
永
続
的
な
組
織
形
式
か
過
渡
的
現
象
か
」
、
③
「
社
会
主
義
的
社
会
秩
序

に
適
合
的
な
国
家
形
式
・
統
治
形
式
は
何
か
」
と
い
う
三
つ
の
問
題
に
分
節

ハ
l
v

し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
自
身
と
し
て
は
①
に
対
し
て
は
H

肯
定
さ
る
べ
き

だ
ヘ
②
に
対
し
て
は

H
永
続
的
な
組
織
形
式
だ
M

、
③
に
対
し
て
は

H
そ

れ
は
民
主
制
だ
H

と
す
る
立
場
を
取
る
。
表
現
を
か
え
れ
ば
ケ
ル
ゼ
ン
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
無
政
府
主
義
昨
l

|
ひ
い
て
は
反
民
族
砂

l
l骨

向
に
反
対
す
る
と
こ
ろ
か
・
そ
し
て
民
主
主
義
的
国
家
形
式
を
断
乎
と
し
ゃ

維
持
し
て
い
く
べ
き
と
考
え
る
と
こ
ろ
の
・
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
者
か

か
か

b
か
。
こ
こ
で
ま
ず
次
の
二
点
に
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
同
こ
の

よ
う
な
意
味
で
の
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
は
、

ケ
ル
ゼ
ン
に
あ
っ
て
は
ラ

ッ
サ
l
ル
と
い
う
人
物
の
う
ち
に
投
影
さ
れ
、
象
徴
化
さ
れ
る
こ
と
、
従
つ

て
、
①
②
③
の
択
一
へ
の
問
は
マ
ル
ク
ス
か
ラ
ッ
サ
l
ル
か
と
い
う
一
つ
の
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問
へ
凝
縮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
ケ
ル
ゼ

γ
は
し
ば
し
ば
H

ラ
ッ
サ

l
ル
へ
還
れ
μ

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
も
又
こ
こ
に
あ
る
。
的
『
社
会
主
義
と
国
家
』
と
ほ
ぼ
同
時
に
発
表

さ
れ
た
『
民
主
制
I
』
は
こ
の
③
の
問
題
に
対
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
解
答
の
具

体
的
内
容
を
な
す
と
い
う
こ
と
。

第一次大戦後ケルゼプの、憲法体験"."政治体験。・政治思想、 (1) 

こ
の
よ
う
に
『
民
主
制

I
』
は
上
述
の
問
①
②
と
内
在
的
に
関
わ
る
③
の

聞
に
対
す
る
答
と
し
て
あ
る
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ヶ

ル
ゼ
ン
が
い
か
な
る
経
緯
で
民
主
制
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
次
の
言
葉
が
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
「
世

界
大
戦
は
社
会
革
命
を
誘
発
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
主
制
と
い
う
政
治
的
価

値
も
再
検
討
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
:
:
:
そ
の
名
の
示
す
よ
う
に
社
会
民
主

主
義
の
精
神
的
本
質
の
半
分
は
、
社
会
主
義
で
あ
り
、
あ
と
の
半
分
は
民
主

主
義
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
運
動
が
、
い
よ
い
よ
社
会
主
義
と
民
主

主
義
の
諸
原
則
の
実
現
の
時
が
至
っ
た
か
に
み
え
た
そ
の
時
に
、
停
滞
し
、

更
に
は
分
裂
し
た
の
で
あ
っ
た
。
分
裂
し
た
一
方
は
、
遺
巡
し
つ
L
、
ま
た

多
く
の
障
碍
に
苛
ま
れ
つ
与
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
民
主
制
実
現
と
い
う
従
来

の
方
針
を
継
続
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
他
方
は
、
決
然
と
、
激
烈
に
、
新

た
な
目
標
へ
と
突
進
し
た
。
そ
の
目
標
が
、
専
制
制
の
一
形
態
〔
ブ
ロ
レ
タ

リ
ア
独
裁
〕
で
あ
る
こ
と
は
、
公
然
と
、
率
直
に
、
誰
の
限
に
も
明
ら
か
な

形
で
一
が
さ
れ
て
い
る
。
:
:
:
民
主
制
は
か
つ
て
君
権
専
制
制
と
の
関
係
に
お

い
て
問
題
と
さ
れ
た
が
、
今
や
新
た
に
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
左
の
関
係

ハ
2
)

で
問
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
か
ら
、
民
主
制
を
め
ぐ
る

問
題
を
ケ
ル
ゼ
ン
が
反
ボ
ル
シ
ェ
グ
イ
ズ
ム
|

1
社
会
民
主
主
義
と
い
う
線

上
で
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
に
窺
い
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
『
民
主
制
I
』
の
問
題
設
定
が
『
社
会
主
義
と
国

家
』
に
お
け
る
問
題
設
定
の
有
機
的
部
分
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
も

又
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
『
民
主
制

I
』
の
最
終
節
に
お
い
て
ケ

ル
ゼ

γ
は
民
主
制
l
l
a
「
マ
ル
グ
ス
や
エ

γ
ゲ
ル
ス
が
な
お
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

独
裁
と
両
立
し
う
る
、
否
こ
の
独
裁
の
一
形
態
だ
と
解
し
た
」
と
こ
ろ
の

ー
ー
を
棄
て
去
っ
た
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
意
味
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

独
裁
を
前
に
し
て
、
「
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
独
裁
に
対
置
さ
れ
る
と
き
、

民
主
制
は
そ
の
最
も
深
い
本
質
を
顕
わ
し
、
そ
の
至
高
の
価
値
を
示
す
」
、

「
相
対
主
義
こ
そ
民
主
主
義
思
想
が
前
提
す
る
世
界
観
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ

の
思
想
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
信
念
に
平
等
に
自
己
主
張
の
機
会
を
与
え
、

ハ
3
〉

自
由
競
争
を
通
じ
て
平
等
に
民
心
を
得
る
機
会
を
与
え
る
」
と
述
べ
て
い

北法32(2・63)407

る
。
要
す
る
に
、
民
主
制
は
相
対
主
義
的
世
界
観
世
に
支
え
ら
れ
根
拠
づ
け
ら

れ
な
が
ら
、

『
社
会
主
義
と
国
家
』
に
お
け
る
問
題
設
定
へ
の
解
答
の
重
要

な
一
部
分
を
な
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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」
の
よ
う
な
論
脈
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
制
論
と
レ

γ
ナ
l
l
l

ケ
ル
ゼ
ン
が
『
社
会
主
義
と
国
家
』
に
お
い
て
「
特
に
世
界
大
戦
中
に
、
弘
正
ム
冨

骨
骨
A
U
h
r
h、岳点
r
A
F
岳
拾
ル
ム
伊
か
と
わ
引
か
こ
と
に
つ
い
て
は
、

レ

γ
ナ

!

の
著
作
が
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
レ

γ
ナ
1
は
、
肌
白
骨

比
山
一
恥
早
品
川
か
t
r
ムr
H
r
併
で
か
か
こ
と
を
認
識
し
、
こ
の
認
識
を
は
ば
か
る
こ

と
な
く
表
明
し
た
社
会
主
義
的
著
作
者
た
ち
〔
即
ち
国
家
肯
定
論
的
社
会
主

〈

4
V

義
者
た
ち
l
l
筆
者
〕
の
代
表
者
の
一
人
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
た
と
こ

ろ
の
レ

γ
ナ
]
|
|
の
民
主
制
論
が
帰
一
す
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば

ケ
ル
ゼ
ン
は
の
国
家
は
不
可
欠
の
社
会
技
術
的
手
段
で
あ
る
と
み
@
そ
の
社

会
技
術
的
手
段
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
べ
き
目
的
は
「
万
人
が
自
由
で
あ
る

こ
と
が
不
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
可
能
な
限
り
多
数
の
人
間
が
自
由
で
あ
る
べ

き
だ
。
即
ち
社
会
秩
序
の
一
般
意
志
と
自
己
の
意
士
山
と
が
矛
盾
す
る
よ
う
な

人
間
の
数
を
可
能
な
限
り
少
な
く
す
べ
き
だ
」
と
い
う
原
理
に
よ
っ
て
根
拠

づ
け
ら
れ
た
多
数
決
原
理
に
よ
る
民
主
的
手
続
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
、
の
ケ
ル
ゼ
ン
個
人
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
目
的
決
定
に
基

づ
き
、
社
会
技
術
的
手
段
と
し
て
の
強
制
装
置
を
用
い
て
「
可
能
な
限
り
の

経
済
的
平
等
」
と
い
う
「
民
主
主
義
的
理
想
」
H
H

「
社
会
民
主
主
義
」
を
追

求
す
べ
き
こ
と
を
希
望
し
な
が
ら
@
法
制
度
の
中
に
忍
び
こ
ま
せ
ら
れ
た

「
所
有
的
個
人
主
義
」
的
自
然
法
思
想
l
|
「
権
利
・
即
ち
私
的
所
有
権
が

法
に
対
し
て
超
越
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
法
律
秩
序
の
内
容
の
形
成
に

対
し
て
超
え
が
た
い
制
限
を
設
け
る
制
度
で
あ
る
と
の
表
象
を
維
持
」
し
、

「
私
的
所
有
権
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
の
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
」
(
河
河
h

』

1

・句・

8
邦
訳
、
七
回
i
七
五
頁
)
と
こ
ろ
の
1
1
ー
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判

(
5
)
 

の
対
象
と
し
⑧
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
的
手
続
を
通
し
て
人
民
が

社
会
主
義
実
現
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
法
を
機
能
さ
せ
る
こ
と

を
阻
む
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
障
害
を
可
能
な
限
り
法
制
度
か
ら
除
去
し
脱
神
話

化
・
脱
魔
術
化
せ
し
め
て
お
い
て
、
@
人
民
が
⑤
の
原
理
・
手
続
に
従
っ
て

そ
の
よ
う
な
目
的
を
選
び
取
る
こ
と
を
静
か
に
期
し
て
待
つ
と
い
う
態
度
を

と
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
心

」
の
@
@
O
@
@
@
と
分
節
し
て
示
し
た
論
理
構
造
に
お
い
て
我
々
は
ケ

ル
ゼ
ン
に
お
け
る
民
主
制
と
価
値
相
対
主
義
の
関
係
の
問
題
の
核
心
に
出
会

う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
を
少
し
行
っ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
項
を
更
め
て
論
じ
、
そ
の
こ
と
を
め
ぐ
る

筆
者
の
見
解
を
一
応
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
上
で
再
び
民
主
制
と

社
会
主
義
の
関
係
を
焦
点
と
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
を
め
ぐ
る
議
論
に

戻
っ
て
く
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(

1

)

内
包
括
ロ
・

ω
D
N
E百
Eω
己ロ門目

ω
S
F
関
山
口

o

dロ
Z
B
E口
「
ロ
ロ
問
仏

2
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第ー次大戦後ケノレゼソの、憲法体験"."政治体験へ政治思想 (1) 

可

c-伊
丹
山
田
口
}
回
目
口
、
H
，

r
g同
日

開

仏

g
v
p
H
H
!日
ω自
己
師
"
ト

2Mvm唱
し

コ

マ

丸

山

内

の
な
円
ど
円
、
例
町
内
丸
ご
め
σ
H
宮
内
な
ヨ
苦
言
M
h
出

b
w
y
k
曲、守三
H
2
J同誌
H
e
m
h
R
3
h
-
由

、h・ω・
H
-

(
2〉
州

内

m
r
g
-
ぐ
O
B
巧

2

2

5仏
巧
目
立
仏
四
円
。

O
B
o
r
s昨

日

0

・
A
R
F
h
e

¥
位
、
~
目
町
同
宮
内
Heな
h
g
h
q
F
Q
K弓

H
S
R同
句
。
N
E
h
唱え

E
F
切
札
・
ぉ
・

ω・呂町・

長
尾
龍
一
訳
「
民
主
制
の
本
質
と
価
値
」
、
長
尾
他
訳
『
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
論
』
所
収
、
四
頁
。

ハ
3
)
H
F
R
-
∞

-gw
邦
訳
、
四
一
l
l
四
三
弓

(
4
〉
間
四
】
回
目
p
ω
O
N
E
-
-
m
g
g
ロロ仏

ω
S
2・∞・
2
・
邦
訳
、
一

O
七
頁
@

ハ
5
〉
前
掲
拙
稿
「
思
想
史
的
グ
ル
ゼ
ゾ
研
究
・
序
説
」
、
特
に
第
三
章
参

照。

(
6
〉
こ
の
よ
う
な
立
場
を
ケ
ル
ゼ
ン
を
『
社
会
主
義
と
国
家
』
に
お
け
る

論
述
の
流
れ
の
中
に
お
き
入
れ
て
み
る
時
、
我
々
は
ケ
ル
ゼ

γ
の
政
治

思
想
が
ド
イ
ツ

1
1オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
含
め
て
1

1
社
会
民
主
主
義
思

想
史
の
中
で
あ
る
特
異
な
位
置
を
占
め
な
が
ら
、
そ
の
中
で
あ
る
種
の

必
然
性
を
も
っ
て
成
立
し
て
き
た
思
想
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
問
題
に
遭
遇
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
に
つ
い

て
は
こ
の
項
で
示
唆
し
う
る
こ
と
以
上
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

七

例
え
ば
、
「
多
数
意
見
が
必
ら
ず
正
し
い
と
い
う
保
障
は
ど
こ
に
も
な

い」、

「
少
数
意
見
の
方
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
」
、
と
い

う
一
一
言
葉
が
よ
く
き
か
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
嘆
き
の
う
ち
に
民
主
制
度
に
ま
つ

わ
る
あ
る
宿
命
と
も
い
う
べ
き
も
の
へ
の
背
紫
を
衝
く
指
摘
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
過
越
の
祭
に
ピ
ラ
ト
が
イ
エ

ス
と
パ
ラ
バ
の
選
択
を
人
々
に
委
ね
た
時
人
々
は
パ
ラ
パ
を
選
ん
だ
と
い
う

聖
書
の
一
節
に
ケ
ル
ゼ
ソ
が
こ
の
点
を
く
り
返
し
寓
意
し
て
い
る
こ
と
は
周

知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
嘆
き
が
「
衆
愚
政
治
」
と
し
て
の
民
主
制
へ
の
批

判
・
攻
撃
へ
と
翻
転
す
る
こ
と
も
決
し
て
稀
で
は
な
い
。

し
か
し

「
多
数
意
見
が
必
ら
ず
正
し
い
と
い
う
保
障
は
ど
こ
に
も
な

い
」
と
い
う
嘆
き
が
「
衆
患
政
治
」
と
し
て
の
民
主
制
へ
の
批
判
・
攻
撃
へ

と
醗
転
す
る
時
、
そ
の
立
場

l
lそ
れ
を
以
下
心
の
立
場
と
よ
ぶ
ー
ー
に
は

次
の
よ
う
な
主
張
が
隠
然
あ
る
い
は
公
然
と
前
提
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
即
ち
、
①
客
観
的
に
正
し
い
意
見
・
価
値
が
多
数
決
の
手
続

に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
結
論
・
選
択
さ
れ
る
政
治
的
価
値
と
は
別
個
に
存
在

し
、
②
且
そ
れ
は
認
識
可
能
で
あ
り
、
③
多
数
決
は
そ
の
客
観
的
に
正
し
い

意
見
・
価
値
に
到
達
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
前
提
で
あ

る
。
こ
の
前
提
が
民
主
制
の
根
抵
を
掘
り
崩
し
か
ね
な
い
性
格
を
も
っ
て
い

る
こ
と
は
容
易
に
了
解
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
前
提
さ
れ
る
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場
合
に
は
、
多
数
決
が
客
観
的
に
認
識
可
能
な
正
義
に
背
反
す
る
不
正
義
を

選
択
し
た
と
い
う
こ
と
が
確
定
可
能
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
多
数
決

に
従
う
こ
と
、
民
主
制
の
ル

I
ル
に
従
う
こ
と
が
不
正
義
に
加
担
す
る
こ
と
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を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
客
観
的
に
確
定
し
う
る
わ
け
で
あ

る
か
ら
。
価
値
相
対
主
義
は
こ
の
よ
う
な
議
論
を
否
定
す
る
、
即
ち
こ
の
議

論
の
前
提
た
る
①
②
を
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
②
を
否
定
す
る
。
客
観
的

価
値
の
存
在
を
、
あ
る
い
は
そ
れ
の
客
観
的
認
識
可
能
性
を
否
定
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
既
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
価
値
相
対
主
義
に
は
、
従
来
必
ら
ず
し
も
明
断
に

理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
う
一
つ
の
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
統
治
の
客
体
で
し
か
な
か
っ

た
人
々
が
自
己
意
識
に
目
ざ
め
、
政
治
的
教
養
に
目
ざ
め
て
意
欲
し
行
為
す

る
主
体
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
自
ら
の
確
信
す
る
と
こ

ろ
を
主
張
し
、
そ
し
て
「
万
人
が
自
由
で
あ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
可
能
な
限
り
多
数
の
人
聞
が
自
由
で
あ
る
べ
き
だ
:
:
:
」
と
い
う
公

準
に
従
っ
て
そ
の
確
信
を
法
の
目
的
に
ま
で
高
め
よ
う
と
し
、
万
人
の
統
禦

の
下
に
万
人
と
共
に
そ
の
目
的
の
現
実
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
担
お
う
と
す
る
と

い
う
そ
の
よ
う
な
事
態

l
lそ
れ
は
無
論
様
々
の
技
術
的
可
能
性
の
限
界
に

服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
ー
ー
こ
そ
が
価
値
な
の
だ
、
と
主
張
し
よ
う

1
J
 

と
す
る
と
い
う
積
極
的
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
主
張
す
る
立
場
を
B
と
し
ょ

、hzdF

、EEd
F

ぅ
。
こ
の

B
一
の
意
味
に
お
け
る
価
値
が

A
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
価
値
と
は

r

k

r

k

 

位
相
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
引
の
主
張
す
る
価
値
は
却
で

〆
h

E

h

r

-

-

、

承
認
さ
れ
て
い
る
客
観
的
な
、
意
欲
し
行
為
す
る
主
体
か
ら
独
立
の
存
在
と
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し
て
の
価
値
を
否
定
す
る
時
に
は
じ
め
て
成
立
し
う
る
も
の
だ
と
い
う
こ

、i
J

と
、
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

A
で
は
価
値
は
各
人
の
主
体
的
選

〆
h
a
h

、

、

、

l
〆

択
・
行
為
と
は
別
個
の
領
域
に
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
印
で
は

価
値
は
各
人
が
主
体
的
に
意
欲
し
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
求
め
ら

れ
て
い
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
『
民
主
制
I
』
に
お
い
て
「
人
聞
の
実
践
理
性
の

二
つ
の
至
高
の
要
請
の
結
合
物
」
、
「
自
由
と
平
等
」
と
い
う
「
二
つ
の
根
源

的
本
能
の
欲
求
の
産
物
」
と
し
て
「
民
主
制
の
イ
デ
l
」
を
肯
定
的
に
み
て

(
l〉

い
る
が
、
こ
の
「
自
由
と
平
等
」
は
ま
さ
し
く
こ
の

B
の
意
味
に
お
け
る
価

戸
1
1

、

値
|
|
あ
る
い
は
そ
れ
が
可
能
と
な
る
た
め
の
主
体
の
側
に
お
け
る
前
提

!
ー
ー
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
客
観
的
に
存
在
し
た
り
認
識
の
対
象
と
な

っ
た
り
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
叫
と
町
と
で
は
価
値
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
存
在
の
位
相
が

F
i
l
h

戸
』

K

異
な
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
差
異
は
、
少
数
者
が
多
数
決

の
結
果
を
客
観
的
正
義
・
価
値
に
反
す
る
も
の
と
考
え
、
こ
の
客
観
的
正
義
・

価
値
を
多
数
者
に
抗
し
て
実
力
で
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
場
合
に
明

、，，
J

ら
さ
ま
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
時
、

A
の
意
味
に
お
け
る
客
観
的
正
義
・
価

f
L
 

値
を
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
錯
視
・
実
体
化
さ
れ
た
も
の
を



神
輿
の
如
く
に
担
ぎ
出
す
少
数
者
に
よ
っ
て
、
引
の
意
味
に
お
け
る
価
値
が

〆
1
」

否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
正
義
・
真
涯
を
体
現
す
る
と
倦
称
す
る
独

裁
者
、
歴
史
的
必
然
性
の
認
識
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
正
当
性
根
拠
を
も

つ
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
プ
戸
レ
タ
リ
ア

I
ト
独
裁
、
が
人
民
の
自
発
性
・
自
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律
性
を
圧
殺
す
る
時
に
生
じ
て
い
る
の
も
こ
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
と
い
う

ー』A
F

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

B
の
意
味
に
お
け
る
価
値
の
否
定
は
、
「
人

「
L

民
に
よ
る
」
と
い
う
契
機
を
も
た
ぬ
「
人
民
の
た
め
」
の
幸
福
主
義
的
行
政

に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
る
。

も
し
以
上
の
議
論
が
大
過
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
価
値
相
対
主
義
に
よ
る

民
主
主
義
の
根
拠
づ
け
を
、

「
多
数
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
を
扶
手
傍
観
す
る

無
責
任
な
態
度
」
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ

れ
て
や
む
を
え
ぬ
議
論
が
少
な
か
ら
ず
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
え
ぬ

と
こ
ろ
だ
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
ケ
ル
ゼ
ン
に
関
す
る
限
り
お
よ
そ
的
外

れ
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
価
値
相
対
主
義
は
単
に
叫

の
価
値
を
否
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
。

A
の
価
値
を
否
定
す
る

〆
a'ι
、

、回EJ

こ
と
に
よ
っ
て

B
の
価
値
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ

ン
は
相
対
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
を
行
う
時
、
必
ず
し
も
透
明
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
事
実
上
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
た
論
理

を
展
開
し
て
い
る
と
筆
者
は
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
に

お
け
る
価
値
稲
対
主
義
が
民
主
主
義
の
基
礎
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
議
論
に
は
十
分
の
説
得
力
が
あ
る
と
筆
者
は
思
う
。
そ
し
て
ケ
ル
ゼ

γ
が

プ
ラ
ト
ン
の
哲
人
王
の
思
想
に
、
あ
る
い
は
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
意
味
に

お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
に
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
客
観
的
正
義
が
所

与
の
も
の
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
認
識
可
能
だ
と
す
る
一
切
の
主
張
に
厳

し
く
論
難
を
加
え
る
の
は
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可

能
と
な
る
聞
の
意
味
に
お
け
る
価
値
の
領
事
」
積
極
的
に
切
り
拓
い
て
い
こ

う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ケ
ル
ゼ

γ
の
価
値
相
対
主
義
の
主
張
は
整
合

的
な
も
の
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
価
値
相
対
主
義
の
問
題
が
最
終
的
に
解
決
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
切
り
拓
か
れ
た
引
の
領
域

rtlk 

に
お
い
て
そ
れ
で
は
例
え
ば
私
は
、
民
主
制
の
公
準
に
従
っ
て
自
ら
の
確
信

を
法
の
目
的
に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
人
々
の
中
の
一
人
と
し
て
、
何
を
主

張
し
、
何
を
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
ケ
ル
ゼ

γ
自
身
は
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
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お
け
る
価
値
の
相
対
性
に
悩
ん
で
は
い
な
か
っ
た
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
問
題

は
信
仰
あ
る
い
は
道
徳
的
確
信
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
属
す
る
も
の
だ
と
し
て
学
問

的
領
域
か
ら
排
除
す
る
の
で
あ
る
が
、
意
欲
し
行
為
す
る
主
体
と
し
て
の
ケ



研究ノ}ト

ル
ゼ

γ
、
信
仰
あ
る
い
は
道
徳
的
確
信
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
と
い
う
あ
り
方
に

お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
民
主
制
の
ル
ー
ル
に
従
う
人
々
の
中
の
一
人
と
し

て
、
そ
の
中
で
い
か
な
る
内
容
的
価
値
を
確
信
し
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
悩
ん
で
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
ケ
ル
ゼ
ン
の
価
値
相
対
主
義
に
視
圏
を
限
定
す
る
限
り

は
、
そ
の
時
内
に
こ
の
レ
グ
ェ
ル
に
お
け
る
価
値
の
相
対
性
の
問
題
は
入
つ

て
き
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
、
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お

い
て
価
値
の
相
克
が
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
れ
が
必
然
で
あ
る
こ
と

を
ケ
ル
ゼ
ン
が
見
逃
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
以
上
で
我
々
が
考
察
し
て

き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
い
え
ば
ケ
ル
ゼ

γ
は
、
そ
れ
に
引
を
前
提
し
た
枠
内

戸
1
l
h

で
対
処
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
そ
う
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え

て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
現
実
に
、
あ
り
う

ベ
き
価
値
の
相
克
を
こ
の
よ
う
な
前
提
の
枠
内
で
の
克
服
・
調
整
の
可
能
性

の
、
又
少
数
意
見
の
多
数
意
見
へ
の
転
化
の
可
能
性
の
保
障
を
様
々
に
制
度

化
し
よ
う
と
試
み
、
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
の
中
で

何
が
政
治
的
価
値
と
し
て
追
求
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
お
い
て
は
ケ
ル

ゼ
シ
が
|
|
著
者
の
言
い
方
に
倣
え
ば
1

1
「
主
意
主
義
」
的
傾
向
を
示
す

こ
と
は
確
か
に
否
定
し
え
ぬ
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い

っ
て
そ
れ
が
「
赤
深
々
な
実
力
主
義
と
ま
さ
に
紙
一
重
の
:
:
:
主
意
主
義
」

で
あ
り
、

「
こ
の
点
で
、
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
は
む
し
ろ
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
道
を

拓
い
た
、
と
の
評
言
を
も
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
捌
〉
と
い
う
見

解
は
決
し
て
受
け
容
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は

「
主
意
主
義
」
と
し
て
否
定
し
去
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
原
則
的
に

万
人
を
参
加
者
と
し
て
、
現
実
の
問
題
解
決
の
た
め
に
討
論
に
よ
る
説
得
と

納
得
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
ア
ゴ
ラ
」
的
場
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
保
障

し
よ
う
と
す
る
た
め
の
思
想
的
苦
闘
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
少

な
く
と
も
潜
在
的
に
は
そ
の
よ
う
な
方
向
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
国
家

1
法
と
い
う
社
会
技
術
的
手
段
を
用
い
て
社
会
主
義
を
追
求

し
よ
う
と
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
は
、
以
上
で
概
略
明

、J

ら
か
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な

B
の
意
味
に
お
け
る
価
値
相
対
主
義
の
帰

r
f
t
h
 

結
と
し
て
の
民
主
制
を
通
し
て
の
み
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
る
、
筆
者
は
ケ
ル
ゼ

γ
の
価
値
相
対
主
義
・
民
主
主
義
・
社
会
主
義
の

関
連
を
以
上
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
上
で
こ
う
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

そ
れ
は
「
民
主
主
義
は
乎
段
で
あ
る
と
同
時
に
目
的
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
社

会
主
義
の
闘
争
の
手
段
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
社
会
主
義
が
実
現
さ
れ
た

門

2
〉

場
合
に
と
ら
れ
る
形
式
で
も
あ
る
」
と
述
べ
る

E
・
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

主
張
と
の
親
縁
性
に
想
到
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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但
し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
ケ
ル
ゼ
ン
を
も
苦
し
め
た
よ
う
な
い
わ
ば
「
大

審
問
官
」
的
疑
問
|
|
「
多
く
の
人
々
は
実
現
さ
れ
る
べ
き
社
会
的
価
値
の

決
定
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
な
ど
で
き
る
こ
と
で
も
な
い
し
、
又
そ
の

責
任
を
自
発
的
に
負
お
う
と
も
し
な
い
:
:
・
ο

と
り
わ
け
そ
の
決
定
が
自
分

(1) 

自
身
の
個
人
的
幸
福
に
対
し
て
致
命
的
な
結
果
を
招
き
か
ね
な
い
状
況
の
中

で
は
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
放
に
彼
ら
は
、
そ
れ
を
自
分
自
身
の
良
心
か
ら
何

が
正
し
く
て
何
が
不
正
か
、
正
義
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
彼
ら
に
語
る
資

、(
3
)

格
の
あ
る
外
部
の
権
威
へ
と
委
ね
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」

l
iが
不
断
に
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つ
き
ま
と
う
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
間
か
ら
免
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
デ
ウ

ス
・
エ
グ
ス
・
マ
キ

I
ナ
が
あ
り
え
な
い
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
も
非
現
実

的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
疑
問
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
時
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
次
の

よ
う
に
答
え
た
|
|
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
民
主
主
義
の
理

念
を
そ
の
疑
問
と
共
に
終
生
抱
き
続
け
た
の
で
あ
っ
た
1
1
1
0

「
多
数
の
意

思
に
抗
し
暴
力
に
さ
え
訴
え
て
主
張
さ
れ
る
民
主
主
義
は
も
は
や
民
主
主
義

で
は
な
い
。
民
衆
の
支
配
が
民
衆
の
反
対
に
抗
し
て
存
立
し
う
る
筈
が
な
い

し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
試
み
る
べ
き
で
も
な
い
。
民
主
主
義
者
は
身
を
忌

む
べ
き
矛
盾
に
委
ね
、
民
主
制
救
済
の
た
め
に
独
裁
を
求
め
る
べ
き
で
は
な

ぃ
。
船
が
沈
没
し
て
も
な
お
そ
の
旗
へ
の
忠
実
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。
自
由

の
理
念
は
破
壊
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
深
く
沈
め
ば
沈
む
ほ
ど
や

が
て
一
一
層
の
情
熱
を
も
っ
て
再
生
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
希
望
の
み
を
胸
に

白

(
4
)

抱
き
つ
与
、
海
底
に
沈
み
行
く
の
で
あ
る
」
。

因
み
に
い
え
ば
、
ケ
ル
ゼ

γ
の
立
場
を
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
そ
れ
と
比
定
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
肯
定
・
否
定
い
ず
れ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
以
前
か
ら

行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
筆
者
は
む
し
ろ
ケ
ル
ゼ

γ
を

ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
イ
卜
さ
れ
た
ル
ソ

I
主
義
者
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
カ
ン
ト

主
義
者
だ
と
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
上
述
の
議
論
で
い
さ

さ
か
な
り
と
示
唆
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

さ
て
、
と
も
か
く
こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
価
値
相
対
主
義
と
は
二
つ
の

次
元
に
お
い
て
異
な
っ
た
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
対
象
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
価
値
の
客
観
的
存
在

-
あ
る
い
は
そ
の
認
識
可
能
性
を
否
定
す
る
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ

I
プ
な
機
能

と
、
各
人
が
主
体
的
に
意
欲
し
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
の
も
つ
価
値
こ
そ
が

本
来
的
価
値
で
あ
る
と
し
て
そ
れ
を
強
く
肯
定
す
る
ポ
ジ
テ
ィ

l
フ
な
機
能

と
で
あ
る
(
後
者
の
立
場
に
立
つ
時
、
少
数
意
見
の
人
に
向
け
て
多
数
意
見

の
執
行
が
行
わ
れ
る
場
合
に
も
、
一
定
の
節
度
を
も
つ
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
が
例
え
ば

H

妥
協
H

を
民
主
制
の
重
要
な
要
素
と
し
て
評
価
す
る

の
は
こ
の
よ
う
な
脈
絡
に
お
い
て
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
点

は
ケ
ル
ゼ
ン
の
相
対
主
義
を
理
解
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
点
で
は
な
か

北法32(2・69)413
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ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
著
者
も
又
多
く
の
論
者
と

共
に
、
相
対
主
義
・
民
主
主
義
・
妥
協
を
同
じ
平
面
に
お
い
て
考
え
て
い
る

(
出
)
が
、
筆
者
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
上
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
異
な
っ

た
レ
ヴ
ェ
ル
で
働
く
概
念
だ
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
い
ず
れ
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
機
会
を
も
ち
た
い
、
と
考
え
て
い
る
U

。

こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
価
値
相
対
主
義
は
二
つ
の
次
元
に
お
い
て
異
な

っ
た
機
能
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
が
正
確
に
押
え
ら
れ
な
い
時
、
ケ
ル
ゼ
ン

の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
混
乱
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
「
相
対
主
義
か

ら
民
主
主
義
を
基
礎
苦
つ
け
て
い
る
そ
の
当
の
書
物
の
中
で
、
自
由
と
平
等
と

(
5
)
 

い
う
絶
対
的
価
値
が
民
主
主
義
の
抑
々
の
基
礎
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
制
論
に
対
す
る
当
惑
は
、

(
6〉

こ
の
よ
う
な
事
情
に
立
脚
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
1
)
E
Z
P
5
B
巧
2
8
5
L
3
同二
2
0
0
5
0
5
t
p
ω
-
E
-

邦
訳
、
四
l
五
頁
ω

(

2

)

何

回

2
ロ
m
R
5・
り
な
て
。
g
a
h
h
ミ
H
R芯
阿
君
"
礼

E
h円。
H
R
N
r
苦
S
R
W

刷、

れ
町
内
入
山
氏
、

h
s
g
n除
、

-VH芯
N
b遣
。
如
、

Q
H
F
~〈
町
民
内
定
み

2
2
4内
ど
・

2
・h郎
、
H
H
命
入
山
N
h
h
h
H
R
H
F
F
ω

・H
J
可∞・

〈

3
)
同
州
色
回
目

P
問
。
ロ
ロ
仏
国
昨
日
O

B

O

{

巴
m
B
R
E
Q
-
]
y
ミ
・
邦
訳
、
九
九
|

一O
O頁
ω

ハ
4
)
ケ
ル
ゼ
ン
、
「
民
主
制
の
擁
護
」
、
長
尾
龍
一
訳
、
鵜
飼
・
長
尾
編

『
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
』
所
収
、
二
五
五
頁
。

(
5
〉
加
藤
新
平
『
法
哲
学
概
論
』
五
二
八
頁
。

(
6
)

尚
、
筆
者
に
は
、
長
尾
龍
一
(
「
民
主
制
論
」
、
鵜
飼
・
長
尾
編
『
ハ

ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
』
所
収
、
参
照
〉
及
び
著
者
(
山
)
も
こ
の
点
に
お

い
て
結
局
加
藤
と
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
の
理
解
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

1¥ 

既
に
筆
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
を
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
無
政
府
主
義
的

|
|
ひ
い
て
は
反
民
族
的
|
i
傾
向
に
反
対
す
る
と
こ
ろ
の
・
そ
し
て
民
主

主
義
的
国
家
形
式
を
断
乎
と
し
て
維
持
し
て
い
く
べ
き
と
考
え
る
と
こ
ろ
の

-
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
者
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
こ

と
の
意
味
の
半
ば
は
既
に
概
略
明
ら
か
に
な
っ
た
。
以
上
を
ふ
ま
与
え
れ
ば
、

国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
と
さ
れ
る
も
の
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か

も
、
ほ
ぼ
推
察
し
う
る
と
こ
ろ
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を

端
的
に
了
解
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
『
一
般
国
家
学
』
に
お
け
る
次
の
一

節
に
着
目
す
る
こ
と
が
好
使
で
あ
る
。
そ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
マ
ル
ク
ス
主
義

国
家
論
を
批
判
し
な
が
ら
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
国
家
的
強
制
秩
序
が
法
秩

序
に
保
護
さ
れ
て
い
る
生
産
手
段
の
私
的
所
有
者
に
よ
る
無
産
者
の
経
済
的

搾
取
と
い
う
以
外
の
何
の
目
的
を
も
も
た
な
い
と
い
う
見
解
:
:
:
は
誤
っ
て

い
る
。
『
国
家
』
と
呼
ば
れ
る
強
制
装
置
は
き
わ
め
て
様
々
の
目
的
に
役
立
つ

北法:12(2・70)414



特
種
な
社
会
技
術
的
手
段
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
搾
取
関
係
の
維
持
の
た
め
に

も
、
そ
れ
の
緩
和
の
た
め
に
も
、
否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
搾
取
関
係
の
全
面
的
廃

棄
即
ち
生
産
手
段
の
共
同
所
有
の
保
護
の
た
め
に
も
役
立
ち
う
る
の
で
あ

(
1〉る」。

」
の
よ
う
に
没
価
値
的
法
理
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
国
家
的
強
制
装
置
は
き

(1) 

わ
め
て
様
々
な
目
的
に
役
立
ち
う
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
例
示
と
し
て

第一次大戦後ケルゼシの、憲法体験"."政治体験へ政治思想

こ
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
目
的
が
提
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
偶
然

で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
目
的
を
最
終
的
に
決
定
す
る
べ
き
位
置

に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
人
民
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
決
定

は
、
「
万
人
が
自
由
で
あ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
可
能
な
限

り
多
数
の
人
間
が
自
由
で
あ
る
べ
き
だ
。
即
ち
社
会
秩
序
の
一
般
意
志
と
自

己
の
意
志
と
が
矛
盾
す
る
よ
う
な
人
間
の
数
を
可
能
な
限
り
少
く
す
べ
き

だ
」
と
い
う
思
想
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
多
数
決
原
理
に
従
っ
て
、
又

分
業
の
必
然
性
と
技
術
的
不
可
能
性
の
ゆ
え
に
直
接
民
主
制
は
断
念
さ
れ
ざ

る
を
え
な
い
と
し
て
も
可
能
な
限
り
そ
れ
に
接
近
し
た
手
続
き
を
駆
使
し

て
、
な
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
し
て
国
家
的
強
制
装
置
は
そ
の
よ
う
に
し
て
決
定
さ
れ
た
目
的
を

実
現
す
る
社
会
技
術
的
手
段
と
し
て
そ
れ
に
仕
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と

み
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
後
に
問
題
に
す
る
議
会
と
行
政
の
関
係
が
原
理
的

レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
一
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
又

ケ
ル
ゼ
ン
の
こ
の
よ
う
な
政
治
思
想
が
『
純
粋
法
学
』
第
一
版
に
お
い
て
は

次
の
よ
う
に
内
容
的
価
値
的
に
脱
色
さ
れ
な
が
ら
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

注
目
に
値
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
純
粋
に
実
証
主
義
的
に
考
察
す
れ
ば
、

法
は
外
的
強
制
秩
序
に
他
な
ら
ず
、
従
っ
て
特
種
な
社
会
的
技
術
と
し
て
概

念
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
即
ち
希
望
さ
れ
た
社
会
状
態
に
正
反
対
な
人

間
の
行
態
に
対
し
て
効
果
と
し
て
強
制
行
為
小
:
:
〉
を
結
び
つ
け
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
希
望
さ
れ
た
社
会
状
態
を
惹
起
す
る
か
、
こ
れ
を
惹
起
し
よ

う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
」

(
N
N
h
h
N
ω
-
M
∞
戸
邦
訳
、
五
二
頁
)
。

」
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ソ
の
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
の
上
に
彼
の
倫
理

的
・
民
族
的
社
会
主
義

l
lそ
れ
は
勿
論
ナ
チ
ズ
ム
と
は
無
縁
で
あ
る
、
念

の
た
め
!
!
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
可
憶
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
「
マ
ル

グ
ス
か
ラ
ッ
サ

I
ル
か
」
と
い
う
論
文
の
給
び
の
部
分
で
ケ
ル
ゼ
ン
が
イ
ギ

リ
ス
労
働
党
と
R
・
マ
グ
ド
ナ
ル
ド
に
大
き
な
評
価
を
与
え
つ
L
自
ら
の
政

治
的
信
条
を
吐
露
し
て
い
る
部
分
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
て
お
こ

う
。
「
・
:
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
国
家
を
最
高
の
人
倫
的
目
標
を
実
現
す
る
手

段
と
み
な
し
た
と
い
う
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
:
:
:
彼
の
啓
示
は
こ

う
で
あ
る
。
『
国
家
は
徳
へ
向
か
う
努
力
を
尽
く
し
な
が
ら
個
人
と
協
働
す

る
方
向
に
組
織
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
々
人
の
意
識
は
共
同

北法32(2・71)415
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的
意
識
の

g
E与
2
2野
田
町
庄
の
中
で
自
己
を
再
発
見
す
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
全
体
と
個
人
と
は
、
今
や
充
足
と
平
和
と
へ
の
永
久
的
追
求

を
一
体
と
な
っ
て
す
す
め
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
。
政
治
的
理
論
と
し

て
は
|
|
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
政
治
運
動
と
し
て
の
社
会
主
義
に
と
っ
て
は

重
要
な
こ
と
な
の
だ
が
1

1

マ
ル
ク
ス
主
義
は
決
定
的
な
瞬
間
に
不
十
分
な

も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
先
に
言
及
し
た
レ

γ
ナ

ー
、
バ
ウ
ア
l
、
ヒ
ル
フ
ァ

I
デ
ィ
ン
グ
、
ク
ノ
フ
、
カ
ウ
ツ
キ
l
の
明
者
作

な
ど
指
導
的
な
ド
イ
ツ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
著
作
に
あ
ら
わ
れ
た
重
要
な

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
0

0

0

0

0

0

0

0

0

現
象
ゃ
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
が
指
導
的
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
あ

る
徴
候
を
示
す
も
の
と
し
て
う
け
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
も
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

や
単
に
反
国
家
的
で
な
く
、
民
族
に
つ
い
て
盲
目
で
な
く
、
倫
理
的
に
無
関

心
で
『
社
会
学
的
』
で
は
な
く
、
本
当
に
政
治
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
覚
的

に
倫
理
的
で
あ
る
理
論
の
方
向
へ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
転
換
が
準
備
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
い
う
も
の
が
妥
当
性
を
も
ち
う

る
た
め
に
は
多
く
の
留
保
が
い
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
こ
の
よ
う
な
傾
向
を

た
だ
一
つ
の
ス
ロ

l
ガ
γ
に
総
括
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
表
現
す
る
こ
と
が

(
2
)
 

で
き
よ
う
。
即
ち
、
『
ラ
ッ
サ
l
ル
へ
還
れ
』
」
。

既
に
問
題
と
し
て
摘
示
し
て
お
い
た
ケ
ル
ゼ

γ
の
〉
ロ

mhrE回

へ
の
憧

僚

n
大
ド
イ
ツ
主
義
“
は
、
仮
に

H

倫
理
的
・
民
族
的
社
会
主
義
u
と
よ

ん
で
お
い
た
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想
が
具
体
的
場
面
に
お
い
て
あ
ら

わ
れ
出
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
っ
た
今
行
っ
た
引
用
の
最
後
に
も
示

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
一
九
二

0
年
代
前
半
に
、
く
り
返
し

J
フ
ッ
サ
l
ル
へ
還
れ
u

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
発
し
、
そ
れ
と
共
に
げ
大

ド
イ
ツ
主
義
μ

を
標
携
し
、
〉
口
出
口
E
E
E

へ
の
熱
い
思
い
を
吐
露
し
て
い
た
。

そ
れ
が
レ
ン
ナ

I
、
パ
ウ
ア

I
ら
社
会
民
主
党
指
導
層
の
立
場
と
一
致
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
み
た
。
こ
の
点
も
又
実
は
ケ
ル
ゼ
ソ
の

H

憲
法
体

験

μ
l
l
w政
治
体
験

μ
と
深
く
関
わ
る
と
こ
ろ
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ

γ
は
「
大
戦
終
了
間
際
独
自
の

H

ド
ナ
ウ
連
合
μ

構
想

を
画
策
し
た
」
ハ
的
、
又
お
[
初
参
照
〉
が
、
戦
後
は
つ
大
ド
イ
ツ
主
義
μ

す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
共
和
国
と
の
H

合
併
μ

の
熱
烈
な
支
持
者
と
な
っ
て
い
た
」

(
印
)
。
又
そ
の
こ
と
は
敗
戦
後
の
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
死
命
を
制

す
る
問
題
で
も
あ
っ
た
。
「
一
九
一
八
年
一
一
月
一
一
一
日
の
国
家
形
態
・
統

治
形
態
に
関
す
る
法
律
第
二
条
」
は
「
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
ド
イ
ツ

共
和
国
の
一
構
成
部
分
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
お
り
(
臼
)
、
そ
の
規
定
の

趣
旨
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
に
お
い
て
断
念
さ
れ
た
の
は
「
一
九
一
九
年
九

月
一

O
日
の
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
条
約
第
八
八
条

w
合
併
禁
止
μ

」

に
余
儀
な
く
さ
れ
た
結
果
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
無
念
さ
を
ケ
ル
ゼ
ン
は

後
に
ス
イ
ス
の
詩
人
C
・
F
-
マ
イ
ヤ
l
の
詩
の
一
節
を
『
ド
イ
ツ
系
オ

1
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ス
ト
リ
ア
憲
法
論
』
の
結
語
と
す
る
こ
と
で
卒
直
に
明
か
し
て
い
る
。

え
よ
、
時
は
来
ら
ん
、
そ
の
時
に
は
張
ら
れ
ん
/
ひ
と
つ
の
天
幕
が
ド
イ
ツ

の
全
土
を
覆
い
て
。
:
:
:
/
堪
え
よ
緩
か
に
熟
す
る
も
の
、
そ
の
老
ゆ
る
は

晩
し
。
/
他
の
萎
る
る
と
き
、
我
は
一
の
国
家
と
な
る
」
(
印
)
。

「
我
々
す
べ
て
が
欲
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
、
そ
れ
は
帝
制
な

第一次大戦後ケノレゼユノの、憲法体験"."政治体験'・政治思想 (1) 

き
大
ド
イ
ツ
で
あ
る
」
、
「
そ
れ
故
も
し
我
々
が
対
外
的
大
戦
争
を
行
う
は
め

に
陥
れ
ば
、
そ
の
中
で
ド
イ
ツ
の
個
々
の
政
府
、
ザ
ク
セ
ン
、
プ
ロ
イ
セ

ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
政
府
は
成
程
崩
壊
し
去
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ

の
灰
の
中
か
ら
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
如
く
に
不
滅
の
も
の
と
し
て
飛
び
立
つ
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
み
が
我
々
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、

即
ち
ド
イ
ツ
人
民
が
/
」
、
こ
れ
は
ケ
ル
ゼ

γ
が
同
時
期
に
し
ば
し
ば
共
感

を
込
め
て
引
用
し
た
ラ
ッ
サ
l
ル
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
ラ
ッ
サ
l
ル
の
大

ド
イ
ツ
主
義
に
共
鳴
す
る
倫
理
的
・
民
族
的
社
会
主
義
者
ケ
ル
ゼ
ン
の
立
場

は
、
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
者
ケ
ル
ゼ
ン
の
立
場
と
統
合
さ
れ
う
る
も
の

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
大
ド
イ
ツ
主
義
の
一
面
を
の

み
孤
立
的
に
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
拡
大
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
を
ド
イ
ツ
フ
ア
ジ
ス

(
3〉

ト
、
国
家
主
義
者
と
呼
ぶ
こ
と
は
全
く
当
を
失
し
た
こ
と
だ
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
こ
の
一
面
を
無
視
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ケ

ル
ゼ
シ
に
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
思
想
的
論
脈 権

の
中
に
位
置
を
も
っ

w
大
ド
イ
ツ
主
義
H

に
口
を
つ
ぐ
む
こ
と
と
同
様
、
ヶ

ル
ゼ
ン
理
解
を
歪
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
切
望
し
た
〉
ロ
R
E
Z白
は
ケ
ル
ゼ
ソ
を
起
草
者

と
す
る
憲
法
を
も
っ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
と
ワ
イ
マ
l
ル
共
和
国
の
一
体

化
で
あ
り
、

F
・
ア
ド
ラ
ー
の
よ
う
に
「
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
お
よ
び

リ
1
プ
グ
ネ
ヒ
ト
の
意
味
で
の
革
命
的
な
ド
イ
ツ
へ
の
合
併
で
あ
る
」
と
は

言
わ
な
い
と
し
て
も
、
ラ
ッ
サ

1
ル
、
レ
ン
ナ
l
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
対
す

る
高
い
評
価
に
こ
め
ら
れ
た
社
会
主
義
実
現
へ
の
一
階
梯
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
見
紛
う
べ
く
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
〉
口
忠
臣
ロ
田
へ
の
憧
担
保

は
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
〉
口
出
口
E
Z固
と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、

む
し
ろ
そ
の
実
現
に
よ
っ
て
無
残
に
も
打
砕
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う

こ
と
、
こ
の
点
を
ハ

γ

キ
リ
と
確
認
し
さ
え
す
れ
ば
、
ひ
い
き
の
ひ
き
倒
し

よ
ろ
し
く
ケ
ル
ゼ

γ
の

n
大
ド
イ
ツ
主
義
u
を
隠
し
通
そ
う
と
無
駄
な
努
力

(
4〉

を
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

き
て
、
と
も
あ
れ
筆
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
の

n
憲
法
体
験
μ

の
背
後
に
こ
の
よ

う
な
彼
自
身
の
政
治
思
想
が
ひ
そ
ん
で
い
た
、
と
考
え
て
い
る
。
先
に
筆
者

は
、
著
者
の
指
摘
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の

w
憲
法
体
験
H

は
H

政
治
的
実
践
的
体

験
“
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
深
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
有
機
的
一
項
と

し
て
抱
え
返
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
、
ど
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
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"
憲
法
体
験
μ

を
以
上
で
示
さ
れ
た
概
略
の
上
に
据
え
て
理
解
さ
れ
る
べ
き

だ
、
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
思
想
は
、
以
上
で

そ
の
一
端
を
垣
間
み
た
彼
の
ト
ー
タ
ル
な
政
治
思
想
の
中
の
有
機
的
一
項
を

占
め
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ケ
ル
ゼ
ン

の
民
主
主
義
思
想
と
共
和
国
憲
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
理
解

は
、
以
上
を
前
提
と
し
て
ふ
ま
え
た
上
で
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
著
者
、
が
引
用
す
る
次
の
言
葉
は
、
本
書
の
中

で
は
い
さ
さ
か
H

す
わ
り
u

の
悪
い
も
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
以

上
の
論
脈
の
中
に
お
け
ば
ス
ム
ー
ス
に
理
解
さ
れ
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
既
に
み
た
言
葉
だ
が

一
九
二
九
年
一
二
月
七
日

の
第
二
次
憲
法
修
正
と
し
て
現
実
化
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
政
治
状

況
の
右
傾
化
を
限
前
に
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
お
よ
そ
憲
法
と

は
、
政
治
的
勢
力
関
係
の
表
現
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
は
、
民
主
政

体
に
関
心
を
も
っ
諸
集
団
、
な
か
ん
ず
く
社
会
主
義
的
志
向
の
労
働
者
集
団

の
明
瞭
な
優
勢
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
存
立
十
年
の
聞
に
、
こ
の
勢
力
関
係

の
点
で
或
る
ず
れ
が
生
じ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
市
民
サ
イ

ド
か
ら
憲
法
の
改
変
を
求
め
る
声
が
い
や
が
上
に
高
く
且
つ
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ

ュ
に
な
り
つ
L
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
努
力
が
根
本
的
に
目
指
し
て

い
る
も
の
、
そ
れ
は
、
大
統
領
権
力
の
強
化
で
あ
り
、
民
主
主
義
的
・
議
会

主
義
的
体
制
を
職
能
身
分
的
体
制
に
よ
っ
て
縮
少
な
い
し
取
っ
て
替
え
る
こ

(
5
)
 

と
で
あ
る
」
(
問
〉
。

さ
て
、
こ
こ
で
我
々
は
ケ
ル
ゼ
ン
が
『
純
粋
法
学

I
』
に
お
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
を
想
起
し
て
お
き
た
い
、
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
叙
述
は
、
以
上
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
け
る
価
値
相
対
主

義
・
民
主
主
義
・
社
会
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
の
思
考
が
薄
い
影
を
ひ
そ
か

に
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
恩
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
権
利
と

権
利
主
体
の
:
:
:
自
己
矛
盾
に
み
ち
た
全
概
念
規
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機

能
は
容
易
に
洞
観
さ
れ
る
。
権
利
、
即
ち
、
私
的
所
有
権
が
法
に
対
し
て
超

越
的
な
範
隣
で
あ
り
、
法
律
秩
序
の
内
容
の
形
成
に
対
し
て
超
え
が
た
い
制

限
を
設
け
る
制
度
で
あ
る
と
の
表
象
を
維
持
す
べ
き
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

法
と
別
の
、
法
に
対
し
て
独
立
し
た
権
利
と
い
う
概
念
は
、
次
の
場
合
に
お

い
て
、
ま
す
ま
す
重
大
な
も
の
と
な
る
。
即
ち
、
法

|
l私
的
所
有
権
の
制

度
を
ま
だ
保
障
し
て
い
る
法
律
秩
序
ー
ー
が
変
動
の
可
能
な
、
常
に
変
動
し

つ
も
ふ
あ
る
、
人
の
洛
意
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
秩
序
で
あ
っ
て
、
神
の
、
氷
久

の
意
思
に
、
理
性
に
、
自
然
に
基
く
秩
序
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ

る
。
こ
の
秩
序
の
設
定
が
民
主
主
義
的
手
続
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
特
に

そ
う
で
あ
る
。
権
利
が
法
と
異
っ
て
い
て
、
法
か
ら
独
立
し
て
存
在
し
て
い

北法32(2・74)418



な
が
ら
、
法
的
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
法
以
下
で
は
な
く
、
実
に
恐
ら
く

そ
れ
以
上
で
す
ら
あ
る
と
の
考
え
は
法
律
秩
序
に
よ
っ
て
私
的
所
有
権
の
制

度
が
廃
止
さ
れ
る
の
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
何
故
に
権
利
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
個
人
の
自
由
・
自
治
的
人
格
と
い
う
倫
理
的
価
値
に
結
び

第一副次大戦後ケノレゼソの、憲法体験九、政治体験グ・政治思想 (1) 

場つ
合け
tこら
おれ
いる
てか
、fi.

".. 

全T

易こ
にの

了自
解由
での
きう
るち

こ常
のに
意所
義有
に権
おも
い包
て含
、さ

人れ
をて
白い
由る

な
人
格
と
し
て
認
め
な
い
よ
う
な
秩
序
、
即
ち
、
権
利
を
保
証
し
な
い
よ
う

な
秩
序
は
一
般
に
法
律
秩
序
と
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
」

(
h
N
N
h

L
円

ω・
合
同
・
邦
訳
、
七
四
|
七
五
頁
)
。
こ
こ
に
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
け
る
価
値
相

対
主
義
・
民
主
主
義
・
社
会
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
の
思
考
が
影
を
落
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
ず
こ
こ
で
は

「
所
有
的
個
人
主
義
」

n
H
自
由
主
義
的
民
主
主
義
の
中
心
的
価
値
た
る
私
的

所
有
が
絶
対
的
で
あ
り
、
法
秩
序
に
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張

が
1
1
1
ひ
い
て
は
「
権
利
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る

「
個
人
の
自
由
・
自
治
的
〔
H
H
自
律
的
〕
人
格
と
い
う
倫
理
的
価
値
」
が
|

ー
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
し
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
更
に
そ
こ
で
は
民

主
主
義
的
手
続
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
法
秩
序
は
私
的
所
有
権
の
制
度
を
廃

止
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
事
態
は
明
ら
か
だ
、

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
事
実
上
こ
の
点
に
ふ
れ
て
い
る

(
m
l

m)。
だ
が
、
そ
れ
が
以
上
の
よ
う
な
議
論
に
ま
で
深
め
ら
れ
な
い
の
は
、

著
者
の
自
由
主
義
的
法
治
国
家
思
想
の
持
主
と
い
う
ケ
ル
ゼ
ン
像
が
そ
れ
を

容
れ
る
余
地
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
著
者
に
よ
れ
ば
、

共
和
国
憲
法
に
「
基
本
権
お
よ
び
自
由
権
に
つ
い
て
」
の
章
ー
ー
も
っ
と
も

そ
れ
は
「
ワ
イ
マ

l
ル
流
の
社
会
権
条
項
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
と
い
っ
て
よ
」

い
(
臼
)
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
ー
ー
が
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
対
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
こ
れ
は
、
私
の
見
解
で
は
、
決
し
て
遺
憾
と
す

べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
、
と
い
う
〈
臼
〉
。
こ
の
こ
と

が
以
上
で
み
た
こ
と
と
直
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う

こ
と
は
今
こ
こ
で
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
『
純
粋
法
学

I
』
に

お
い
て
な
お
ケ
ル
ゼ
ン
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
を
み
る
時
、
制
憲
レ

グ
ェ
ル
で
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
発
揮
|
|
「
混
沌
の
政
情

社
会
情
勢
の
中
で
、
大
同
に
就
く
(
す
な
わ
ち
妥
協
に
導
く
・
:
:
・
)
」
ベ
き

役
割
を
果
た
し
つ
L
彼
の
法
理
論
を
実
定
化
さ
せ
る
に
至
ら
し
め
た
役
割
が

直
ち
に
「
革
命
を
挫
折
」
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
す
る
こ
と
が
決
定
的

に
誤
ま
り
で
あ
る
こ
と
は
!
!
"
革
命
μ

概
念
を
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
的
に
の

み
解
す
る
の
で
な
い
限
り
1
1
明
白
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
法

は
強
制
機
構
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
に
は
い
か
な
る
政
治
的
又
は
倫
理
的
の

価
値
も
帰
属
し
な
い
。
そ
の
価
値
は
む
し
ろ
法
1
1
1手
段
と
し
て
の

1
1に
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対
し
て
超
越
的
な
目
的
に
か
か
っ
て
い
る
」
(
同

h
h
N
ω
・
足
場
邦
訳
、
五

七
頁
)
。
筆
者
は
こ
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
言
葉
を
、
制
憲
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
彼
の
民

主
制
思
想
の
か
か
わ
り
が
、
憲
法
に
直
接
に
何
ら
か
の
政
治
的
価
値
を
体
現

さ
せ
る
と
い
う
方
向
に
は
働
か
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
1
1
既
に
み
た

よ
う
に
法
の
目
的
は
法
超
越
的
な
も
の
で
あ
り
、
法
に
そ
れ
を
内
在
さ
せ
る

こ
と
は
民
主
主
義
的
決
断
に
障
壁
を
設
け
よ
う
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
意

図
に
よ
る
も
の
だ
、
と
批
判
す
る
の
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
上
の
立
場
で

あ
っ
た
|
|
、
法
H
強
制
機
構
を
私
的
所
有
の
廃
棄
|
l
生
産
手
段
の
共
同

所
有
の
保
障
と
い
う
目
的
に
仕
え
る
こ
と
を
も
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
こ

と
を
法
理
論
的
に
準
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
な
り
の
「
革
命
」

へ
の
展
望
へ
つ
な
が
っ
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

又
あ
る
点
に
お
・
い
て
レ
ン
ナ
l
の
円
私
法
制
度
の
社
会
的
機
能
』
と
通
ず
る

点
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

鵜
飼
信
成
の
追
憶
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ

ン
は
あ
る
時
鵜
飼
の
「
胸
ぐ
ら
を
つ
か
ま
え
る
よ
う
に
し
て
、
『
君
、
社
会

主
義
を
ど
う
思
う
』
と
閲
」
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
答
え
を
待
た
な
い

で
「
『
純
粋
法
学
の
目
的
は
ね
、
こ
れ
ま
で
の
法
律
学
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
l
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
よ
』
と
断
定
さ

(
6
)
 

れ
た
」
。
鵜
飼
の
「
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
」
こ
と
だ
、
と
い
う
。

清
宮
四
郎
訳
、
『
一
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同
町
ま
』
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h
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q
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ω
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品
品
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(
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E
・ト
l
ピ
ッ
チ
ュ
の
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
論
文
集
』
の
緒
言
に

描
き
出
さ
れ
た
ケ
ル
ゼ
ン
像
に
は
、
本
稿
で
テ
l

マ
と
し
た
問
題
関
心

は
全
く
欠
如
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
傾
向
と
な
っ
て

あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て

ナ
チ
ズ
ム
と
の
対
比
の
中
で
描
き
出
さ
れ
た
ケ
ル
ゼ

γ
像
は
「
直
裁
に

民
族
共
同
体
へ
の
嫉
妬
行
為
な
り
と
刻
印
を
お
さ
れ
た
」
と
こ
ろ
の

「
科
学
の
没
価
値
性
を
堅
持
せ
ん
と
す
る
立
場
」
に
あ
り
、
「
そ
の
背

後
に
は
一
切
の
共
同
体
的
思
惟
や
世
界
観
的
意
欲
を
不
可
能
に
す
る
よ

う
な
個
人
主
義
的
思
考
法
が
潜
ん
で
」
い
る
と
す
る
ナ
チ
ス
の
ケ
ル
ゼ

ン
弾
劾
に
お
け
る
そ
れ
と
!
l
'価
値
評
価
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
プ
ラ
ス
と

マ
イ
ナ
ス
を
逆
転
し
た
だ
け
の
|
|
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ

て
よ
い
(
開
・
吋
。
-uxRr・開
E
-
a
E口
問
N
C
同
与
柏
戸
》
町
H
H
A
W
H
H
h
w

・L

『礼
E
l

h
q
h
t守
む
お
司
自
血
肉

o
r
g♂
ω-B-
長
尾
龍
一
訳
、
『
神
と
国
家

〈
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
論
文
集
〉
』
一
六
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
ト
l
ピ

ッ
チ
ュ
の
視
点
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
具
体
像
を
歪
め
る
も
の
で
あ
る
と
い



わ
ざ
る
を
え
な
い
。

(
5
〉
こ
の
大
統
領
権
力
の
強
化
、
民
主
主
義
的
・
議
会
主
義
的
体
制
の
職

能
身
分
制
に
よ
る
縮
少
・
代
替
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
論
が
直
接

に
警
戒
の
対
象
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
〈
四
-
・
肉
色
白

g・
4

、。ョ

=
1
2
3
5
礼モミ丸町、

P
君。如、
a
F
N・
人
官
、
・
・
関
与
・
由
・
∞
-

(

6

)

鵜
飼
信
成
「
ア
メ
リ
カ
の
ケ
ル
ゼ
ン
」
、
鵜
飼
・
長
尾
編
『
ハ
ン

ス
・
ケ
ル
ゼ

γ
』
所
収
、
一
三
六
|
一
三
七
頁
。

(1) 第一次大戦後ケルゼシの、憲法体験"."政治体験へ政治思想

〈
未
完
〉
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Hokkaido L. Rev. 

"V erfassungser le bnis“ "po1i tisches Erlebnis“ 

und poli tischer Gedanke Kelsens nach dem 

ersten Weltkrieg(ll 

一一一EinigeBetrachtungen uber :?>uber 

Kelsenismus~ von Prof. TEJIMA--

Hiromichi IMAI. 

Dieser Aufsatz ist ein Versuch， mit dem neulich von Prof. Takashi 

TE]IMA verるffent!ichtenBuch "Uber Kelsenismus“ (Kelsenism-

ko， Tokio， 1981) sich auseinnanderzusetzen. In dieser Schrift behauptet 

Prof. TEJIMA， einer der heutigen beruhmtesten Verwaltungsrechts-

und Verfassungsrechtswissenschaftler ]apans， das es gelte， die Tota!itat 

des Gedankens Kelsens一一-Kelsenismussozusagen--in ihrer "Seinsver-

bundenheit“ zu begreifen um die Verwaltungslehre Kelsens recht 

zu verstehen. Und er finde den Schlussel dazu im "Verfassungser1ebnis“ 

Kelsens， d. i. im Er1ebnis， das Kelsen im Prozes der Gestaltung der 

Bundesverfassung Republik Osterreichs als ihr Schopfer oder ihr 

geistiger Vater gemacht hat. V on hier aus komme die logische S:truktur 

der Beziehung zwischen Verfassungstheorie und Verfassungspraxis 

bei Kelsen an den Tag. 

Es ist， erkenne ich zwar an， der grose Verdienst dieser Schrift， 

das sie uns einen wichtigen Anhalt gibt， die Totalitat des Gedankens 

Kelsens an seinem "Verfassungserlebnis"， also an dem Zusammenhang 

seiner Theorie mit seiner eigenen Verfassungspraxis klarzumachen. 

Gleichzeitig sehe ich aber die Beschranktheit dieser Forschung darin， 

das sie das "Verfassungser1ebnis“ Kelsens nicht genug bis in sein 

politisches Erlebnis und in seinen politischen Gedanken vertieft. 

Das Prof. TEJIMA Kelsen fur einen Liberalist also die Verfassung， 

deren geistiger Vater er selbst ist， fur die jene Funktion habende 

* a. o. Professor an der Universitat Hokkaido 
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halt， die die weitere Entwicklung der Revolution hindert， ist deutlich 

einseitig. Diese Einseitigkeit scheint mir eine Folge jener Beschranktheit. 

Ich， meinesteils， halte Kelsen fur einen staatsbejahenden 

Sozialisten der die demokratische Staatsform fur unbedingt notwendig 

schatzt， und sowohl gegen die anarchistische und nationalblinde 

Tendenz der marxistischen politischen Theorie als gegen Diktaturen 

jeder Art kampft. 

Man mus das "Verfassungserlebnis“ Kelsens in Hintergrund 

seines politischen Gedankens begreifen. Und der Hinweis von Prof. 

TEJIMA， das die Rechtstheorie Kelsens einen grosen Aufschwung 

in seinem Verfassungserlebnis genommen habe， mus， wie mir scheint， 

in diese Kontext eingebettet werden. 

V 北法32(2・276)620


