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次
大
戦
後
ケ
ル
ゼ
ン
の
。
憲
法
体
験
。

政

治

思

想

に

I
7
2ニ
ズ
ム
考
』
(
善
措
)
の
批
判
的
検
討
を
手
が
か
り
に

i
l

第
目

次

一l
八
(
以
上
位
巻
2
号
)

九
l
一
四
(
以
上
本
号
・
未
完
)

九

我
々
は
先
に
、
ヶ
ル
ゼ
ン
憲
法
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
オ
l
ス
ト
リ

ア
共
和
国
憲
法
第
一
条
が
「
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
た
こ
と
を
見
た
。
そ
し
て
ケ
ル
ゼ

ン
の
民
主
主
義
思
想
が
こ
の
「
憲
法
の
民
主
的
形
成
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
比

. 
。
政
治
体
験
。

• 

A、
I 

ヲム

道

井

類
な
く
大
で
あ
っ
た
」
(
回
)
と
い
う
著
者
の
指
摘
に
基
本
的
に
同
意
し
た
。

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

に
は
大
き
な
混
乱
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
所
以
を
示
し
、
そ
れ
に
対

し
て
筆
者
自
身
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
思
想
に
つ
い
て
の
理
解
の
概
絡
を
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示
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
こ
そ
、
ケ
ル
ゼ
ン
の

w
憲
法
体
験
u

を
正
確
に
理
解

す
る
た
め
の
前
提
だ
、
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
筆
者
は
ケ
ル
ゼ

ン
の
民
主
主
義
思
想
を
含
む
政
治
思
想
を
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
無
政

府
主
義
的
1

1
ひ
い
て
は
反
民
族
的

l
l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
」
と
定
式
化
し
た
。
そ
の
上
で
ケ
ル

ゼ
ン
の
法
理
論
も
又
こ
の
よ
う
な
政
治
思
想
の
有
機
的
一
項
と
し
て
の
位
置

を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

筆
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
と
そ
れ
を
包
括
し
た
法
思
想
・
政
治
思
想
を

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
近
代
思
想
史
の
流
れ
の
中

で
も
っ
て
い
る
あ
る
重
要
な
位
置
に
つ
い
て
の
展
望
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
オ
l
ス
ト
ヮ
ァ
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
含
め
た
意
味
で
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
治
状
況
が
近
代
史
の
中
で
占
め
て

い
る
位
置
と
意
味
と
の
重
要
性
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
も
の
を
、
ケ
ル
ゼ
ン
の

法
理
論
・
法
思
想
・
政
治
思
想
は
近
代
思
想
史
の
中
で
占
め
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
著
者
が
ケ
ル
ゼ
ン
の

H

憲
法
体
験
“
を
照
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
恩

想
的
統
体
性
に
注
目
を
促
し
た
時
、
既
に
潜
在
的
に
提
示
さ
れ
て
い
た
問
題

で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
も
し
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
を
め
ぐ

る
理
解
が
プ
レ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
理
解
へ
至
る
途
は
閉
ざ

さ
れ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
以
上
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
思
想
、
ひ
い
て

は
政
治
思
想
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
思
想
史
的
意
味
を

も
つ
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
の
立
ち
入
つ

た
考
察
は
勿
論
本
稿
の
埼
外
の
課
題
で
あ
る
。
だ
が
、
筆
者
自
ら
の
覚
え
警

と
し
て
お
よ
そ
の
問
題
の
所
在
を
確
認
す
る
た
め
だ
け
に
も
、
本
項
以
下
に

お
い
て
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
、
三
の
視
点
か
ら
試
論
的
検
討
を
行
っ
て

い
き
た
い
、
と
思
う
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
法
思
想
・
政
治
思
想
は
、
ま
ず
第
一
に
近
代
思
想
史
の
全
体

的
動
向
と
い
う
大
き
な
視
野
か
ら
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

」
の
よ
う
な
視
野
に
立
つ
時
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想
は
何
よ
り
も
ま
ず
「
所
有

的
個
人
主
義
」
に
対
し
て
批
判
的
な
観
点
に
立
つ
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
所
有
的
個
人
主
義
」
は
、
近
年

C
・

B
-
マ
グ
フ
ァ

l
ソ
ン
の
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ホ
ッ
プ
ス
、

ロ
ッ
ク
、

A
・
ス
ミ
ス
を
そ
の
代
表
者
と
し
、
又
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
カ

ン
ト
ゃ
あ
る
限
定
を
付
し
た
上
で
の
へ

I
ゲ
ル
の
哲
学
の
根
抵
を
な
し
て
い

る
。
そ
し
て
「
へ

l
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
」
を
自
ら
の
学
問
的
出
発
点
と
し
、

「
経
済
学
批
判
」
に
お
い
て
そ
の
後
の
思
想
的
発
展
の
成
果
を
集
約
し
て
い

北法32(3・82)706 



る
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
、
こ
の
「
所
右
的
個
人
主
義
」
に
対
す
る
最
も
包
括

的
、
根
抵
的
な
批
判
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
マ
ル
ク
ス
の

思
想
が
そ
の
後
の
「
所
有
的
個
人
主
義
」
批
判
の
立
場
に
立
つ
ほ
と
ん
ど
す

第 1次大戦後ケルゼγの、憲法体験。¥¥政治体験グ・政治思想、 (2) 

べ
て
の
思
想
に
対
し
て
何
ら
か
の
形
で
深
い
刻
印
を
刻
み
こ
ん
で
い
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想
は
、
全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
こ

の
「
所
有
的
個
人
主
義
」
批
判
の
潮
流
の
中
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ま

ず
こ
の
よ
う
に
「
所
有
的
個
人
主
義
」
批
判
者
と
し
て
の
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ

ン
と
い
う
こ
と
の
で
き
る
一
面
が
ケ
ル
ゼ
ン
に
あ
る
こ
と
を
ハ
ッ
キ
リ
と
確

認
し
て
お
き
た
い
、
と
思
う
。
こ
の
意
味
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
、

「
所
有
的
個
人

主
義
」
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
限
り
で
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

に
対
し
て
は
明
瞭
に
拒
容
的
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。
前
項
八
に
お
い
て
み
た

『
純
粋
法
学

I
』
か
ら
の
引
用
(
前
号
、
七
四

l
七
五
頁
〉
は
、
こ
の
こ
と

が
法
理
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

現
代
的
に
は
、
こ
の
間
題
は
F
-
A
・
ハ
イ
エ
グ
が
『
隷
従
へ
の
道
』
、

働
債
の
。
、
む
と
HRHEWN
も
H
，

h
S
2
4
U
1・
2
h
a
H
e
w
h
A
w
h
r
N
a立
。
お
お
芝
山
門
、
芯
町
、
叫
・
1
3

に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
を
一
つ
の
焦
点
に
あ
わ
せ
て
行
っ
た
批
判
的
検
討
と
こ

の
ハ
イ
エ
ク
の
『
隷
従
へ
の
道
』
に
対
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
反
論

.6mgc口目

g
n同
同

Erg-UHHM311そ
れ
は
後
に

4
gミ
E
s
;
¥
b
3
2
E

E
Q
-
-
(邦
訳
書
名
『
民
主
主
義
の
真
偽
を
分
つ
も
の
』
)
の
第
三
部
と
し
て

再
録
さ
れ
て
い
る

l
ー
と
の
関
わ
り
を
見
た
時
、
最
も
鮮
明
な
形
で
浮
か
び

(
2〉

上
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き

こ
と
は
、
ヶ
ル
ゼ
ン
が
ハ
イ
エ
タ
へ
の
反
論
を
行
う
際
に
、
議
論
の
対
象
を

「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
理
論
に
お
け
る
個
人
的
所
有
と
自
由
」
、
「
へ

I
ゲ
ル
の
哲
学
に
お
け
る
個
人
的
所
有
と
自
由
」
に
ま
で
拡
げ
、
そ
れ
に
対

し
て
原
則
的
批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
思
想
・
政
治
思
想
は
「
所
有
的
個
人
主
義
」
の
思
想

史
的
源
流
そ
の
も
の
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
れ
と
真
正
面
か
ら
対
立
し
、

そ
れ
の
批
判
的
克
服
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
し
て
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
近
代
の
思
想
的
地
平
そ
れ
自
体
の
克
服
を
志
向
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ケ
ル
ゼ

ン
と
ハ
イ
エ
ク
の
真
正
面
か
ら
の
対
峠
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
点
を
め
ぐ
る
問

題
設
定
の
当
否
を
鋭
く
問
い
か
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
対
立

関
係
を
仔
細
に
検
討
し
て
い
く
な
ら
、
こ
の
「
所
有
的
個
人
主
義
」
を
め
ぐ

る
問
題
こ
そ
は
現
代
の
正
義
論
、
自
由
論
、
民
主
主
義
論
等
を
め
ぐ
る
諸
問

(
3〉

題
の
奥
深
く
に
ひ
そ
む
基
本
的
問
題
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

」
の
よ
う
に
「
所
有
的
個
人
主
義
」
と
真
正
面
か
ら
対
立
す
る
限
り
に
お

い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
同
じ
側
に
立
っ
て
い
る
。
ケ
ル
ゼ
ン

と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
聞
に
対
立
点
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な

北法32(3・83)707 
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意
味
で
の
共
通
の
立
場
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
丙

者
は
「
所
有
的
個
人
主
義
」
に
対
し
て
、
そ
し
て
そ
の
基
礎
を
な
す
私
的
所

有
と
市
場
経
済
体
制
・
資
本
主
義
体
制
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
お
い
て
一
致
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
批
判
的
・
拒
否
的
立
場
を
現
実
の

政
治
的
過
程
の
中
で
貫
徹
し
て
い
こ
う
と
す
る
政
治
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い

て
基
本
的
に
対
立
す
る
に
至
る
。
具
体
的
に
い
う
な
ら
、

マ
ル
ク
ス
主
義
に

お
け
る
反
国
家
的
・
無
政
府
主
義
的
傾
向
、
反
民
族
的
・
反
倫
理
的
・
社
会

学
的
傾
向
、
及
び
民
主
主
義
評
価
の
ア
イ
マ
イ
さ

|
lそ
れ
ら
の
諸
傾
向
は

ボ
ル
シ
ェ
グ
イ
ズ
ム
に
お
い
て
は
一
一
層
増
幅
さ
れ
、
民
主
主
義
評
価
の
ア
イ

マ
イ
さ
は
反
民
主
主
義
的
・
独
裁
的
立
場
と
な
る
ー
ー
が
そ
の
際
の
対
時
線

を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、

『
社
会
主
義
と
国
家
』
の
執
筆
を
契
機
と
し
て
「
科
学
的

社
会
主
義
の
最
も
重
要
な
代
表
者
の
一
人
」
た
る
マ
ッ
ク
ス
・
ア
ド
ラ
!
と

論
争
を
交
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
な
っ
た
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
念

の
た
め
『
社
会
主
義
と
国
家
』
は
「
社
会
主
義
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な

い
」
こ
と
、
そ
れ
が
批
判
的
論
議
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
た
だ
「
マ
ル

〈

4
)

ク
ス
主
義
、
し
か
も
そ
の
う
ち
の
政
治
理
論
の
み
で
あ
る
」
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
こ
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
言
葉
は
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
端
的
に
一
一
小
す
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
世
界
大
戦
と
そ
の
も
た
ら
し
た
諸
結
果
に
よ

って、

マ
ル
ク
ス
主
義
が
危
機
に
陥
っ
た
と
し
て
も
:
;
社
会
主
義
自
身
の

危
機
で
は
な
い

Q

政
治
運
動
と
し
て
の
社
会
主
義
に
と
っ
て
:
:
:
マ
ル
ク
ス

主
義
は
政
治
理
論
と
し
て
は
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

(
5
)
 

た
」
と
い
う
言
葉

l
lケ
ル
ゼ
ン
が
『
社
会
主
義
と
国
言
及
び
『
マ
ル
ク

ス
か
ラ
ッ
サ

l
ル
か
』
に
お
い
て
繰
り
返
し
結
語
に
し
て
い
る
言
葉
1
l
i
か

ら
窺
い
と
れ
る
歴
史
意
識
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
は
大
き
く
視
野
を
と
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
位
置
に

あ
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
理

論
の
不
十
分
性
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
国
家
肯
定
論
的
社
会
主

義
の
立
場
は
、
成
程
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
立
場
と
真
向
か
ら
対
立
す
る

が
、
し
か
し
ケ
ル
ゼ
ン
の
理
解
に
よ
れ
ば
国
家
肯
定
論
へ
至
る
通
路
は
既
に

マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
内
部
で
、
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ

ル
ス
が
呈
示
し
た
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ズ
ム
国
家
論
が
そ
れ
で
あ
る
(
こ
の
点
に

つ
い
て
は
次
項
で
言
及
す
る
)
。
こ
の
通
路
を
経
て
国
家
肯
定
論
的
社
会
主

義
の
主
張
が
成
立
す
る
。
そ
の
傾
向
は
又
ラ
ッ
サ
l
ル
の
復
権
の
主
張
と
通

ず
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
日
法
秩
序
を
任
意
の
目
的
を
実
現
す
る

l
l従
つ

て
社
会
主
義
を
も
実
現
し
う
る
ー
ー
ー
た
め
の
社
会
技
術
的
手
段
と
し
て
の
強

制
装
置
と
把
え
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
観
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
主
義
思
想
の
展

閣
と
表
裏
の
調
係
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
的
対

北法32(3・84)708 



象
領
域
は
、
こ
の
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

既
に
み
た
よ
う
に
、
ヶ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
『
社
会
主
義
と
国
家
』
に
お
い
て
、

「
特
に
世
界
大
戦
中
に
、
社
会
民
主
党
内
で
国
家
肯
定
論
が
有
力
と
な
っ
た

第 1次大戦後ケルゼンの、憲法体験九、政治体験グ・政治思想、 (2)

こ
と
に
つ
い
て
は
、
レ

γ
ナ
1
の
著
作
が
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
ォ
l
ス

ト
リ
ア
人
レ
ソ
ナ
ー
は
、
国
家
は
不
可
欠
の
社
会
技
術
で
あ
る
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

の
代
表
者
の
一
人
で
あ
る
」
と
し
て
、
レ
ン
ナ
l
の
「
国
家
肯
定
論
的
社
会

(
6〉

主
義
」
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
レ

ン
ナ
l
の
著
作
」
と
は
、
第
一
義
的
に
は
、
=
』
h
a
Z凡同事
H
E
-
h
n
s
h
g札

LEtgH芯
S
N
h
w
を
指
し
て
い
る
が
、
こ
の
書
の
ケ
ル
ゼ
ン
が
参
照
を
指
示

し
て
い
る
個
所
の
す
ぐ
後
に
お
い
て
、
レ
ン
ナ
ー
は
大
よ
そ
次
の
よ
う
な
、

極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
自
分
自
身
は
マ

ル
ク
ス
の
理
論
に
忠
実
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
次
世
界
大

戦
中
に
「
経
済
の
国
家
化
が
漸
次
進
行
し
て
き
た
」
と
い
う
事
態

l
l
「マ

ル
ク
ス
が
体
験
し
た
こ
と
も
、
論
述
し
た
こ
と
も
な
い
」
事
態

1
1が
み
ら

れ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
国
家
に
対
す
る
関
係

如
何
と
い
う
問
題
」
を
、
従
来
と
は
異
な
っ
た
位
相
に
お
い
て
「
プ
ロ
レ
タ

リ
ア

I
ト
の
政
治
の
中
心
問
題
た
ら
し
め
」
る
に
至
っ
た
。
だ
が
、
残
念
な

が
ら
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
「
政
治
の
中
心
問
題
」
へ
の
解
答
を
引
き
出
し
う
る

だ
け
の
も
の
を
残
し
て
は
い
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
国
家
や
法
を
「
そ
れ
自
体

と
し
て
研
究
対
象
に
据
え
て
研
究
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
無

論
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
問
題
の
重
要
性
を
看
過
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き

ご
、
。

ナ
f
H
h
v

「
し
か
し
、
彼
の
著
作
か
ら
取
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
い
え

ば
、
国
家
や
法
に
つ
い
て
の
単
な
る
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
い
:
:
:
」
。

そ
れ
ゆ
え
今
こ
そ
「
古
い
引
用
を
投
げ
あ
う
」
の
で
は
な
く
「
国
家
と
法
を

研
究
す
る
」
ベ
き
時
だ
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
国
家
学
、
法
学
批
判
」
が
さ
し

(
7
V
 

迫
っ
て
必
要
だ
、
こ
う
レ
ン
ナ
l
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
筆
者
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
一
九
二

O
年
以
後
の
国
家
学
、
法
学
が
こ

の
レ
ン
ナ
l
の
要
請
を
直
接
に
充
た
そ
う
と
し
て
登
場
し
て
き
た
も
の
だ
、

と
断
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
だ
い
い
ち
ケ
ル
ゼ
ン
は
レ
ン
ナ
1
程
マ
ル
ク

ス
に
対
し
て
評
価
が
甘
く
は
な
い
。
だ
が
又
、
こ
の
よ
う
な
レ
ン
ナ
I
の
意

識
と
無
縁
な
と
こ
ろ
に
ケ
ル
ゼ

γ
の
法
理
論
が
あ
る
わ
け
で
な
い
こ
と
も
又

(
8
)
 

先
の
ケ
ル
ゼ

γ
自
身
の
言
葉
か
ら
み
て
確
か
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

「
純
粋

法
学
の
目
的
は
:
:
・
こ
れ
ま
で
の
法
律
学
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
う
ケ
ル
ゼ
ン
自
ら
の
言
葉

は
既
に
見
た
が
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
『
社
会
主
義
と
国
家
』

の
序
章
に
お
い
て
、
法
理
論
と
し
て
後
に
体
系
化
さ
れ
る
に
至
る
も
の
と
政

北法32(3・85)709 



研究ノート

治
論
と
が
混
然
一
体
と
な
っ
た
形
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

そ
の
帰
結
が
反
マ
ル
グ
ス
政
治
論
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て

い
る
と
い
う
限
定
を
付
し
た
上
で
、
上
述
の
レ
ン
ナ
!
の
要
請
に
答
え
る
第

一
歩
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
政
治
論
と
法
理
論
を
混
然
と
含
む
ケ
ル
ゼ
ン
の
議
論
と
は
例
え
ば
こ

「
人
聞
の
人
聞
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
支
配
、
あ
ら
ゆ
る
強
制
が

う
で
あ
る
。

自
己
目
的
で
な
く
、
他
の
目
的
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
と
と
、
そ
の
目
的
に

対
し
て
支
配
や
強
制
は
手
段
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
手
段
は
自
由
と
い
う
価
値
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
や
む
を
得
ざ

る
場
合
、
自
由
の
価
値
以
上
に
重
要
な
秩
序
目
的
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
の
み
正
当
化
さ
れ
る
。
そ
れ
故
『
国
家
』
と
か
「
法
秩
序
』
と

か
と
よ
ば
れ
る
支
配
、
い
わ
ゆ
る
『
強
制
装
置
』
は
、
そ
の
追
求
す
る
社
会

的
目
的
、
即
ち
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
様
々
な
内
容
を
取
込
み
う
る
社
会
生
活
の
形
式
で
あ
り
、
多
種
多
様
な

目
的
を
実
現
し
う
る
社
会
技
術
の
手
段
で
あ
る
」
。
さ
て
、
そ
れ
で
は
ケ
ル
ゼ

ン
は
、
強
制
秩
序
の
発
動
を
正
当
化
し
う
る
「
自
由
の
価
値
以
上
に
重
要
な

秩
序
回
的
」
と
し
て
何
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
言
う
な
ら

そ
れ
は
階
級
対
立
の
抑
制
・
廃
棄
つ
ま
り
経
済
的
平
等
の
実
現
で
あ
る
。
こ

の
点
を
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
:
:
:
自
由
主
義
国
家
の

最
小
限
の
法
秩
序
は
、
支
配
階
級
に
よ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
搾
取
を
保
障
す
る

役
割
を
果
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
前
世
紀
以
来
国
家
と
い
う
支
配
機
構
が
社

会
に
干
渉
す
る
度
合
が
た
か
ま
り
、
従
来
自
由
意
志
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
社

会
関
係
が
法
的
強
制
の
内
容
と
な
る
に
つ
れ
て
、
経
済
的
諸
勢
力
の
自
由
な

活
動

r
よ
っ
て
尖
鋭
化
し
た
階
級
対
立
を
抑
制
す
る
力
が
大
き
く
な
る
。
も

と
よ
り
こ
こ
数
十
年
来
の
諸
々
の
社
会
立
法
も
階
級
対
立
と
経
済
的
搾
取
を

除
去
し
え
な
か
っ
た
が
、
階
級
対
立
を
廃
す
る
方
向
に
努
力
す
る
に
際
し

て
、
政
治
的
手
段
、
即
ち
国
家
が
適
当
な
手
段
で
あ
り
、

(
本
来
国
家
外
的

存
在
で
あ
る
〉
資
本
主
義
的
経
済
秩
序
を
ど
こ
ま
で
除
去
し
他
の
秩
序
を
も

っ
て
こ
れ
に
代
え
る
か
は
、
国
家
的
強
制
秩
序
の
内
容
の
問
題
に
他
な
ら
な

ハ
9
)

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
」
。

こ
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
議
論
が
「
経
、
済
の
国
家
化
」
の
進
行
と
そ
れ
を
ふ
ま
え

た
国
家
に
対
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
関
係
如
何
に
現
代
の
政
治
的
中
心

問
題
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
者
カ
l
ル
・
レ
ン

ナ
ー
の
問
題
提
起
を
、
法
学
・
国
家
学
の
方
向
か
ら
把
え
返
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
了
解
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
ケ
ル
ゼ

ン
は
更
に
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
「
上
述
の
議
論
に
お
い
て
、
国
家

と
は
『
門
主
権
的
な
)
強
制
秩
序
』
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
定
義
が
と
ら
れ

て
い
る
」
。
そ
れ
は
「
こ
の
定
義
こ
そ
、
『
自
由
と
強
制
、
無
政
府
主
義
と
国

北法32(3・86)710 



長
L
U
卦
一
昨
(
目
白
押
印
曲
目
ロ
る
か
基
恥
骨
骨
岳
』

b
い
ト
、
か
か
恥
か
酌
h
r
凪町一昨

に
と
っ
て
の
最
大
の
重
要
性
を
も
っ
要
因
を
表
現
し
う
る
最
も
稔
り
豊
か
な

、
門
川
)

概
念
規
定
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
国
家
と
は
、

「
(
主
一
権
的
な
)
強
制
秩
序
」
で

第 1次大戦後ケノレゼンのれ憲法体験1/ • ¥¥政治体験μ ・政治思想、 (2) 

あ
る
と
い
う
こ
の
「
単
純
な
定
義
」
は
、
そ
の
後
の
ケ
ル
ゼ

γ
の
狭
義
に
お

け
る
法
理
論
に
お
い
て
基
本
的
に
維
持
さ
れ
続
け
て
い
く
。
そ
の
定
義
が
、

一
九
ご

O
年
に
お
い
て
は
「
あ
ら
ゆ
る
政
治
理
論
に
と
っ
て
の
最
大
の
重
要

性
を
も
っ
要
因
を
表
現
し
う
る
最
も
稔
り
豊
か
な
概
念
規
定
」
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
法
理
論
の
原
型
的
モ
チ
ー
フ
が
政
治
論
と
の
密
接

な
関
わ
り
の
中
で
成
立
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ケ
ル
ゼ

γ
の
法
理
論
の
基
本
的
性
格
を
み
る
上
で
忘
れ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
点
で
あ

ろ
う
。T

・
マ
イ
ャ
ー
と
い
う
現
代
の
社
会
民
主
主
義
研
究
者
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
、

ア
ド
ラ
l
、

ヘ
ラ
!
の
問
で
交
わ
さ
れ
た
「
国
家
肯
定
論
」
と
「
国
家
否
定

論
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
以
上
の

点
を
確
認
し
た
後
で
は
、
蛇
足
に
堕
し
か
ね
な
く
も
な
い
が
、
論
点
を
ハ
ヅ

キ
リ
さ
せ
て
お
く
た
め
に
敢
え
て
そ
れ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
「
国
家
概
念

の
領
域
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
遺
産
を
具
体
化
し
、
問
題
化
す
る
た
め

の
討
論
に
関
し
て
い
え
ば
、
『
国
家
肯
定
論
者
』
と
『
国
家
否
定
論
者
』
の

ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国
初
期
の
こ
ろ
の
討
論
は
、
最
高
の
国
家
理
論
的
水
準
に

導
か
れ
、
社
会
主
義
と
国
家
を
め
ぐ
る
現
代
の
議
論
に
と
っ
て
も
最
大
の
影

響
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
一
つ
に
は
社
会
主
義
的
政
治

に
と
っ
て
の
国
家
『
一
般
』
の
意
義
へ
の
問
と
い
う
基
礎
的
性
格
か
ら
帰
結

し
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
は
、
こ
の
議
論
が
国
家
に
つ
い
て
の
党
外
の
学
問

的
な
議
論
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
位
置
を
占
め
る
卓
越
し
た
国
法
学
者
に
よ
っ

て
す
す
め
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
帰
結
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
対
決

に
お
け
る
当
事
者
は
ハ

γ
ス
・
ケ
ル
ゼ

γ
、
マ
ッ
ク
ス
・
ア
ド
ラ
l
、

マ
ン
・
へ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
ジ
l
グ
フ
リ
ド
・
マ
ル
ッ
ク
、
オ
ッ
ト
l

・パ

ウ
ア
l
、
グ
ス
タ
フ
・
ラ

I
ト
プ
ル
フ
等
の
寄
与
は
、
主
要
当
事
者
た
ち
の

聞
の
範
例
的
戦
線
配
置
の
中
へ
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
別
個
に
代
表
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
議
論

は
有
効
性
の
高
い
国
家
概
念
を
求
め
て
の
社
会
主
義
外
の
学
問
的
研
鈴
と
社

会
主
義
内
に
お
け
る
国
家
に
対
す
る
社
会
民
主
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
の
論

争
の
交
点
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
、
こ
こ
で
一
般
国

家
学
上
の
議
論
と
特
殊
社
会
主
義
的
議
論
と
の
テ
I
マ
と
登
場
人
物
と
が
は

じ
め
て
同
一
の
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
そ
の
理
由
か
ら
し
て
、
社
会

(
日
)

主
義
的
国
家
論
の
一
つ
の
頂
点
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
当
時
の
社
会
主
義
思
想
と
公
法
理
論
の
二
つ
の

流
れ
の
合
流
点
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
偶
然
で
は
な
く
、
む

J、、
ノレ
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研究ノート 1

し
ろ
不
可
避
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
所
有
的
個
人
主
義
」
の

陥
っ
た
デ
ィ
レ
ン
マ
が
近
代
そ
れ
自
体
の
意
味
を
問
い
返
す
政
治
的
・
理
論

的
必
然
性
を
含
む
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

事
態
が
他
面
で
同
時
に
私
法
的
諮
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
し
て
も
深
い
反
省
を
迫

ら
ず
に
お
か
な
い
こ
と
は
当
然
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
カ
ー
ル
・
レ
ン
ナ
l

の
論
文
「
法
制
度
の
社
会
的
機
能
」
は
こ
の
よ
う
な
反
省
の
所
産
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
も
又
こ
の
領
域
に
お
い
て
も
鋭
い
イ
デ
オ

(
刊

uxu〉

ロ
ギ
l
批
判
の
刃
を
向
け
て
い
る
。

(

1

)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
。
・

ω・宮内凶
G
r
o
H
S
F
N
Z』官。問主
n
a
N
H
F
g
q

。
、
、
。
E
2句
守
町
立
R

忠
之
、
R
Q
N
な
苦
-
旬
。
志
向
句
芯
』
い

2
』r
p
H
U
B
-
藤
野

渉
、
将
積
茂
、
瀬
沼
長
一
郎
訳
『
所
有
的
個
人
主
義
の
政
治
理
論
』

(
合
同
出
版
一
九
八

O
〉
参
照
。
又
拙
稿
「
思
想
史
的
ケ
ル
ゼ
γ
研

究
・
序
説
」
、
北
大
法
学
論
集
担
巻
1
号
、
に
お
い
て
も
こ
れ
に
つ

い
て
何
度
か
言
及
し
て
い
る
。
特
に
そ
の
第
三
章
に
お
い
て
。
こ
の
よ

う
な
事
情
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
特
に
こ
の
概
念
に
つ
い
て
の
説
明

を
行
う
こ
と
は
し
な
い
。

(

2

)

念
の
た
め
断
っ
て
お
く
が
ケ
ル
ゼ
ン
も
ハ
イ
エ
グ
も
勿
論
「
所
有
的

個
人
主
義
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
の
不
都
合
も
生
ぜ
ず
、
む
し

ろ
こ
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
両
者
の
対
立
は
グ

リ
ア
i
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ

と
を
通
し
て
こ
こ
に
は
思
想
史
上
安
易
に
見
過
す
こ
と
の
許
さ
れ
な
い

重
要
な
示
唆
が
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿

で
は
そ
の
点
に
論
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

円

3
V
C
・
B
-
マ
タ
フ
ァ

l
ソ
ン
に
よ
る
別
の
著
作
、

N
)
、
言
。
門
誌
と
円

叫

3Z。
ミ
田
口
富
久
治
訳
『
民
主
主
義
理
論
』
(
青
木
書
庖
一
九
七

八
)
は
ケ
ル
ゼ
ン
と
ハ
イ
エ
グ
の
対
立
関
係
を
念
頭
に
お
き
た
が
ら
読

み
す
す
め
る
と
、
そ
れ
と
現
代
正
義
論
、
自
由
論
、
民
主
主
義
論
と
の

関
わ
り
が
実
に
鮮
や
か
な
展
望
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ

う
な
意
味
で
そ
れ
は
軽
視
す
べ
か
ら
ざ
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
、

と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

(
4
〉
問
。
-
m
m
p
h
r
u
H
h
a
N
か
苦
E
R
W
N
R出
匂
H
Q
Q
F
H
、。、話、。

H
S
・
M
-

人
由

Nhe
ミ・

E
8・
ω・
〈
邦
訳
出
頁
。

(
5
)
N
F
R
-
ω
-
M
O
∞
"
邦
訳
一
九
三
頁
。

(
6
〉
切
に
・
・

ω・
M
M
印
"
邦
訳
一

O
七
真
。

(

7

)

同

-
P
E
R
ミ白
R
P
S
E
-
』
門
コ

.as丸
、

3SashHSSF

N
-
F
な
見

ghaマ
』
匂
』
白
内
、
崎
町
宮
廷
内
民
ミ
h

・・

ω・
2
同・

ハ
8
)
ケ
ル
ゼ
ン
の
『
社
会
主
義
と
国
家
』
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
言
葉

は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
的
確
に
伝
え
て
い
る
。
レ
γ
ナ
ー
は
「
『
国
家
は

社
会
主
義
の
挺
子
と
な
る
』
と
し
、
『
社
会
主
義
の
核
心
的
要
素
は
今

日
既
に
資
本
主
義
国
家
の
全
制
度
に
附
着
し
て
い
る
』
と
述
べ
、
『
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
の
実
践
程
国
家
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
強
い
も
の
は
な
い
」
と

主
張
す
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
主
張
は
全
く
正
し
い
か
も
知
れ
な
い

北法32(3・88)712 
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が
、
こ
こ
で
彼
が
マ
ル
ク
ス
を
援
用
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。
:
:
:
彼

が
『
社
会
主
義
的
国
家
論
・
法
理
論
の
不
可
欠
性
』
を
唱
え
る
の
は
全

く
正
し
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
彼
の
主
張
の
す
べ
て
が
『
マ
ル
ク

ス
の
主
張
と
全
く
一
致
し
て
い
る
』
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
は
、
見
込
み
の
な
い
努
力
で
あ
ろ
う
」
〈
同
色
8
P
匂

S
R
N守
道
官

き

丸

匂

H
E
N
-
N・
h
a
h
d・-
ω
H
N♂
邦

訳

一

O
七
|
一

O
八
頁
〉
、

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

〈
9
)
H
F
R
-
ω
・
ロ
ロ
・
邦
訳
一
一
一
l
l
一
一
凶
頁
。

(
叩
)
L
S
丈--∞
-

H

印
『
・
邦
訳
一
四
頁
。

(
日
〉
己
5
5回
目
冨
q
n
p
巴ロ

-ggasp--HS・

国

4
0目

hseN千

旬
、

3
8
5礼
~UHEN-ra四・
4
0
口
出
国
ロ
由
討
H
O
B
S
L白
}
ニ
ロ
・
、
H，r
o
s
s

ζ
q
σ
子
国
内
回

-
F
ω
-
g
h・
マ
イ
ヤ
ー
は
こ
こ
で
「
社
会
主
義
外
の
学

問
的
研
鍵
と
社
会
主
義
内
に
お
け
る
国
家
に
対
す
る
社
会
民
主
主
義
の

関
係
に
つ
い
て
の
論
争
の
交
点
」
が
い
か
な
る
様
相
に
あ
る
の
か
に
つ

い
て
は
論
及
し
て
お
ら
ず
、
視
点
を
後
者
の
論
争
に
の
み
限
定
し
て
い

る
。
こ
の
「
交
点
」
は
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
の
内
面
に
も
存
在
し
て
お
り
、

そ
れ
を
マ
イ
ヤ
!
の
指
摘
す
る
よ
う
な
問
題
状
況
と
の
関
わ
り
の
中
で

明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
公
法
学
史
的
、
法
哲
学
史
・
法

思
想
史
的
、
政
治
思
想
史
的
領
域
に
ま
た
が
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ハ
ロ
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
、
「
思
想
史
的
ケ
ル
ゼ

γ
研
究
・
序

説
」
の
第
三
章
ゴ
に
お
い
て
概
略
的
議
論
を
行
っ
て
お
い
た
。
参
照
願

「
L

え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
臼

)
N
・
レ
ー
ザ
ー
は

z出
回
口
切
開
包
括
ロ
ロ
ロ
仏
関
白
己
河
内
ロ
ロ
R
3
0
R

同
州
民
苦

w
H
N
R
F
H
M
P
F
3
5
R尚
喜
ミ
は
な
と
hRFAW
知

2MNHh町内
MN2・
~wqMH
江、.

H
3
2
S偽
札
な
同
ぬ
ま
』
円
、
h
h
g
-
N
2
5
R
H
F
旬
、
-

h
・
』
也
可
白
〉
と
い
う

興
味
深
い
論
文
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ

γ
と
レ

γ
ナ
l
の
理
論
的
、
思
想

的
共
通
性
に
つ
い
て
か
な
り
多
岐
に
わ
た
る
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
そ

の
中
で
レ
ー
ザ
ー
の
関
心
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
レ
ソ
ナ
!
の
こ
の
よ
う
な

多
岐
に
わ
た
る
共
通
性
を
確
認
し
な
が
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
オ
ッ
ト

1
・

バ
ウ
ア
ー
や
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
理
論
よ
り
以
上
に
第
-
次
大
戦
後

の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
現
実
と
シ
ャ
ー
プ
に
切
り
結
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
こ
に
お
け
る
レ
ー
ザ
ー
の
指

摘
は
と
り
わ
け
本
項
に
お
け
る
レ
ン
ナ
1
と
ケ
ル
ゼ
ン
の
関
係
を
ふ
ま

え
た
上
で
更
に
ケ
ル
ゼ
シ
が
オ
ヅ
ト

1
・
バ
ウ
ア
l
批
判
を
行
っ
て
い

る
と
い
う
問
題
局
面
に
即
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
国
家
肯
定
論
を
マ
ル
ク
ス

主
義
国
家
論
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
み
て
い
こ
う
と
す
る
次
項
に
お
け

る
我
々
の
議
論
に
と
っ
て
極
め
て
示
唆
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
そ
の
中
で
レ
ー
ザ

ー
は
当
面
の
我
々
の
問
題
と
し
て
い
る
点
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

「
ヵ
l
ル
・
レ
ン
ナ
ー
は
『
法
制
度
の
社
会
的
機
能
』
と
い
う
画
期

的
著
作
に
お
い
て
、
数
世
紀
を
通
じ
て
生
じ
た
所
有
権
と
そ
の
機
能
の

変
化
を
追
求
し
|
|
同
書
の
副
題
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
|
|
『
市
民

法
批
判
』
の
た
め
の
寄
与
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
そ
こ

に
お
い
て
固
有
の
法
理
論
の
諸
端
緒
を
展
開
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
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研究ノート

そ
し
て
そ
れ
は
後
の
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
『
純
粋
法
学
』
と
の
広
範

囲
に
ま
で
及
ぶ
一
致
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

3
・
お
)
、
と
。
そ

し
て
レ
ー
ザ
ー
は
こ
の
「
広
範
囲
に
ま
で
及
ぶ
一
致
」
の
例
と
し
て
、

「
方
法
的
混
清
主
義
」
批
判
|
|
レ
ン
ナ
ー
も
ケ
ル
ゼ
ン
も
司
法
学

的
と
社
会
学
的
の
〕
両
方
の
方
法
と
視
点
の
相
互
補
完
の
必
要
性
」
を

承
認
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
|
l
、
「
個
人
意
思
と
共
同
体
意

思
の
聞
の
意
思
関
係
を
法
秩
序
に
と
っ
て
構
成
的
な
も
の
と
み
な
し
」
、

「
法
義
務
の
概
念
を
考
察
の
中
心
に
お
い
て
い
る
」
こ
と
、
「
権
利
の

賦
与
を
単
に
法
秩
序
が
利
用
可
能
な
特
殊
な
技
術
と
見
て
い
る
」
こ

と
、
更
に
は
狼
本
規
範
論
を
め
ぐ
っ
て
も
あ
る
関
連
を
認
め
う
る
こ
と

な
ど
を
あ
げ
て
い
る

(ω
・
ぉ

C
。
だ
が
レ
ー
ザ
ー
は
両
者
の
こ
の
よ

う
な
諸
点
に
わ
た
る
一
致
が
レ

γ
ナ
l
の
「
所
有
権
と
そ
の
機
能
変

化
」
に
即
し
た
「
市
民
法
批
判
」
と
い
う
『
法
制
度
の
社
会
的
機
能
』

の
基
本
的
モ
チ
ー
フ
と
『
純
粋
法
学
』
の
基
本
的
モ
チ
ー
フ
と
の
内
在

的
関
連
か
ら
生
じ
た
必
然
的
一
致
で
あ
る
の
か
、
レ
ー
ザ
ー
が
「
ケ
ル

ゼ
ン
と
レ
ン
ナ
!
の
問
の
一
致
点
及
び
両
者
が
共
通
し
て
マ
ル
グ
ス
主

義
の
立
場
に
近
い
こ
と
が
こ
と
の
ほ
か
顕
著
な
の
は
私
的
所
有
批
判
に

お
い
て
で
あ
る
」

(ω
・
印
む
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
点
と
ど
う
関

わ
る
の
か
、
更
に
は
、
そ
の
一
致
は
ケ
ル
ゼ
ン
と
レ
ン
ナ
ー
と
の
聞
の

政
治
思
想
の
上
で
の
大
き
な
一
致
|
|
レ
ー
ザ
ー
は
こ
の
点
に
つ
い
て

も
こ
の
論
文
で
興
味
深
い
い
く
つ
か
の
例
を
示
し
て
い
る
|
|
と
内
在

的
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
の
法
理
論
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
一

致
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
ふ
れ
る
と
こ
ろ
は
な

ぃ
。
〔
尤
も
、
公
法
と
私
法
、
主
観
的
法
と
客
観
的
法
の
二
元
論
、
法

主
体
と
い
う
概
念
等
が
私
的
所
有
権
の
制
度
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
た

め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
構
成
体
で
あ
り
又
、
物
権
と
債
権
の
区
別
が
搾

取
を
陰
蔽
示
る
機
能
を
果
た
す
と
い
っ
た
ケ
ル
ゼ

γ
自
身
が
直
接
指
摘

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
一
言
及
は
あ
る
が
(
〈
m
F
ω
・日仏門一)〕。

し
か
し
レ
ー
ザ
ー
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
一
致
点
の
列
挙
は
、
不
可
避

的
に
こ
の
よ
う
な
問
題
を
我
々
に
つ
き
つ
け
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ

う
。
無
論
こ
の
よ
う
な
問
題
を
本
稿
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
だ
ケ
ル
ゼ
ン
を
「
所
有
的
個
人
主
義
」
批
判
者
と
し
て
把
え

よ
う
と
す
る
我
々
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
問
題
の
所
在
を
避
け
て
通
る

こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
、
そ
れ
を
後
の
課

題
と
し
た
い
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

因
み
に
い
う
な
ら
、
今
示
唆
し
た
よ
う
に
レ
ー
ザ
ー
は
単
に
こ
の
よ

う
な
法
理
論
上
の
共
通
性
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
政
治
思
想
上
の
共

通
性
に
つ
い
て
も
か
な
り
多
岐
に
わ
た
る
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
既
に
筆
者
が
前
掲
拙
稿
や
本
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
点
と
重
な
る
と

こ
ろ
が
あ
る
ば
か
り
か
、
今
迄
筆
者
が
気
づ
か
な
か
っ
た
更
に
多
く
の

共
通
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
筆
者
に
そ
こ
に
ひ
そ
む
問
題
点
を
気
づ
か

せ
て
く
れ
た
、
と
い
う
意
味
で
も
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ

た
。
た
だ
筆
者
の
関
心
は
、
両
者
の
共
通
性
を
並
列
的
・
枚
挙
的
に
列

挙
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
共
通
性
を
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、

ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
と
方
法
的
純
粋
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
の
法
理
論
と
が
内
在
的
関
連
に
立
っ
て
お
り
、
と
り
わ
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け
本
稿
に
即
し
て
い
え
ば
、
そ
の
内
在
的
関
連
が
ケ
ル
ゼ

γ
の
第
一
次

大
戦
後
の
"
憲
法
体
験
u

-

H
政
治
体
験
μ

に
よ
っ
て
決
定
的
展
開
を

遂
げ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
狭
義
の
法
理
論
l
lさ

し
あ
た
っ
て
本
稿
で
射
程
に
お
い
て
い
る
の
は
『
一
般
国
家
学
』
及
び

『
純
粋
法
学

I
』
で
あ
る

l
lー
が
こ
の
展
開
過
程
に
よ
っ
て
そ
の
内
的

性
格
を
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
点
に
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
関
連
の
核
心
に
、
レ
ン
ナ
1
的
意
味
で
の
機

能
変
化
し
た
私
的
所
有
権
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

筆
者
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
政
治
思
想
家
レ
ー
ザ
ー
の
視
点

は
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
レ
ン
ナ

I
の
見
解
の
共
通
す
る
部
分
が
第
一
次
大
戦

後
の
政
治
過
程
に
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
く
れ
た
点
で
一
示
唆
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
我
々
の
こ
の
よ
う
な

問
題
に
、
そ
し
て
そ
れ
を
核
心
と
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
と
政
治
思

想
の
内
在
的
関
連
に
ま
で
は
、
及
ん
で
は
い
な
い
。

一
O

前
項
に
お
い
て
恒
間
見
た
よ
う
に
、
ヶ
ル
ゼ
ソ
の
法
思
想
・
政
治
思

想
は
、
近
代
の
法
思
想
・
政
治
思
想
の
存
立
の
地
平
を
「
所
有
的
個
人
主

義
」
に
即
し
て
対
自
化
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
批
判
的
に
克
服
し
よ
う
と
す
る

性
格
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
が
マ
ル
ク
ス
主
義

国
家
論
と
対
立
す
る
に
至
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
近
代
の
法
思
想
・
政
治
思

想
の
存
立
の
地
平
を
批
判
的
に
克
服
し
よ
う
と
す
る
現
実
的
。
プ
ロ
セ
ス
に
主

体
的
に
深
く
関
わ
る
こ
と
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
一
九
二
四
年
に
=
ロ

2
問
問
自
主
=
紙
上
に
、
オ

ッ
ト
l
・
パ
ウ
ア
I
著
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
革
命
』
を
論
評
し
た
小
論
E
0
2
0

回

E
巾
認
可
己
主
回
ロ
宮
、

HZCH-gz
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
前
項
で
示

し
た
問
題
、
つ
ま
り
ケ
ル
ゼ

γ
の
国
家
肯
定
論
的
立
場
は
結
論
的
に
は
マ
ル

ク
ス
主
義
国
家
論
の
立
場
に
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し

か
し
ケ
ル
ゼ
ン
白
身
の
理
解
に
よ
れ
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
内
部
に
、

既
に
国
家
肯
定
論
へ
至
る
通
路
は
準
備
さ
れ
て
い
た
と
い
う
思
想
史
的
問
題

を
、
ケ
ル
ゼ
ン
の

w
憲
法
体
験
μ

及
び
そ
れ
を
含
む
も
の
と
し
て
の

H

政
治

体
験
μ

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
み
る
上
で
恰
好
の
素
材
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
以
下
、
こ
の
小
論
に
即
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
関
わ
り
を
見
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
。

バ
ウ
ア
ー
は
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
革
命
』
の
序
言
に
お
い
て
、
「
マ
ル
ク
ス

及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
著
作
以
後
に
新
た
な
る
経
験
的
素
材
が
生
じ
て
き
て
い

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
」
(
国
・
問
。
-
回
目
P

。=o回
同
ロ

m
g

唱。-xunrm

叶

r
a
w
p
h
b遣
、
h，

u

均
九
・
』
1
u
H

由民

wω
・日
0
・
以
下
こ
の
論
文
か
ら
の
引

用
は
(
切
2
0
5
目見
D
丘町
P
ω
・
印
。
)
と
略
記
し
、
本
文
中
の
引
用
文
の
後

に
一
爪
す
)
。
こ
の
「
新
た
な
る
経
験
的
素
材
」

l
lそ
れ
は
我
々
が
ケ
ル
ゼ

ン
の
n
憲
法
体
験

t
w政
治
体
験
“
と
し
て
把
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
の

内
容
を
な
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
1
1
1は
、
バ
ウ
ア

1
の
表
現
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|
|
ケ
ル
ゼ
ン
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

l
lに
従
え
ば
、
「
国
家
民

主
主
義
の
変
化
、
更
に
は
労
働
者
階
級
の
国
家
及
び
民
族
に
対
す
る
関
係
の

変
化
」
(
回
出

5
5
吋
Z
O丘町
P
ω
・
印
。
)
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
着
目
し
そ

の
こ
と
が
有
す
る
積
極
的
意
義
に
眼
を
向
け
る
パ
ウ
ア
l
は
、
ケ
ル
ゼ

γ
に

よ
れ
ば
、
国
家
論
を
め
ぐ
る
「
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
図
式
」

l
l
l

「
国
家
は
階
級
対
立
の
所
産
と
し
て
成
立
し
、
階
級
闘
争
の
特
種
な
る
手
段

と
し
て
、
そ
の
木
質
上
、
搾
取
関
係
の
維
持
の
た
め
の
組
織
で
あ
り
、
従
つ

て
被
搾
取
階
級
に
よ
る
政
治
的
権
力
の
革
命
的
奪
取
及
び
そ
れ
に
立
脚
す
る

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
、
生
産
手
段
の
社
会
化
、
及
び
階
級
対
立
の
揚

棄
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
の
み
死
滅
に
至
ら
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
図
式
ー
ー

か
ら
既
に
「
大
い
に
か
け
離
れ
て
い
る
」
(
切
自
叩
ロ
吋

FOH山
内

P
ω
-
g〉。

し
か
し
パ
ウ
ア
ー
は
「
新
た
な
事
実
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
修
正

を
加
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
本
来
そ
の
ま
ま
に

ハ
ッ
キ
リ
と
承
認
し
土
う
と
は
せ
ず
」
、
そ
の
修
正
を
「
原
則
的
に
マ
ル
ク

ス
主
義
の
図
式
の
枠
内
」
に
と
ど
め
た
が
っ
て
い
る
(
∞

g
m
g
吋
F
g巴
2
・

ω
・印
O
)
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
パ
ウ
ア
ー
が
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
忠
誠
を
ひ
き

ず
っ
て
い
る
限
り
、
パ
ウ
ア
l
自
身
が
摘
出
し
た
「
新
た
な
る
経
験
的
素
材
」

の
も
つ
歴
史
的
・
政
治
的
・
思
想
的
意
義
に
つ
い
て
の
意
識
化
は
妨
げ
ら

れ
、
混
濁
さ
せ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
バ
ウ
ア
l
の
認

識
が
要
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
図
式
か
ら
「
大
い
に
か
け
離
れ
て
い
る
」
と

い
う
こ
と
を
「
確
定
」
し
、
そ
こ
に
「
特
殊
の
意
義
」
な
見
ょ
う
と
す
る

ハ切

mgm]一
川
目
、

HEDH-opω
・
印
。
〉
。
こ
の
こ
と
を
確
定
し
う
る
な
ら
、
バ
ウ
ア

ー
の
思
想
は
、
パ
ウ
ア
l
自
身
そ
れ
に
無
自
覚
で
は
あ
っ
て
も
、
実
は
「
国

家
と
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
国
家
で
も
あ
り
、
そ
の
内
在
的
可
能
性
を
更
に
発

展
弘
」
状
る
こ
ト
、
骨
法
と
行
政
と
ト
改
革
す
る
こ

U
仙
任
会
全
詮
へ
の
安
仔

可
能
な
道
で
あ
る
」
〔
切
同

E
a
叶

r
g氏
自
・

ω・
8
ご
と
い
う
カ

l
ル
・
レ

ン
ナ
1
及
び
ケ
ル
ゼ

γ
自
身
の
基
本
思
想
と
重
な
り
あ
う
も
の
で
あ
る
、
少

な
く
と
も
そ
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の

よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
次
大
戦
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
で
は
「
社
会
民
主
主
義
と
プ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
権
力
を
分
有
す
る
と
い
う
連
立
政
権
」
が
成
立
し
、
レ
ン
ナ

ー
が
そ
の
初
代
の
首
相
に
な
っ
た
。
こ
の
連
立
政
権
の
成
立
と
は
、
ケ
ル
ゼ

ン
に
上
れ
ば
「
以
前
か
ら
近
代
国
家
を
構
成
し
て
い
る
社
会
的
な
力
関
係

1
1
l
レ
ン
ナ
ー
は
そ
れ
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た

l
lの
政
治
的
表
現
」
に

他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
又
「
レ
ソ
ナ
l
の
思
想
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
」
〈
回
告
冊
目

叶
r
m
O岡
山

8
・
ω・
印
乙
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
バ
ウ
ア
ー
は
一
九
一
七
年

の
党
大
会
に
は
レ
ン
ナ
l
批
判
の
一
節
|
|
「
社
会
問
題
を
単
な
る
行
政
的

施
策
の
中
で
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
れ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

北法32(3・92)716 



に
よ
る
政
治
権
力
の
奪
取
に
よ
っ
て
の
み
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

1
1
l

を
「
左
派
」
宣
言
の
中
へ
と
り
入
れ
さ
せ
た
。
だ
が
そ
の
パ
ウ
ア
ー
は
、
第

「
し
か
も
事
ブ
ル
ジ
ョ
ア
派
大
臣
と

(2) 

一
次
大
戦
後
の
こ
の
レ
ン
ナ
l
内
閣
に
、

共
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
多
数
派
を
擁
す
る
議
会
に
選
ば
れ
且
そ
の
議
会
に
対

し
て
責
任
を
有
す
る
政
府
」
た
る
レ
ン
ナ
i
内
閣
に
、
外
相
と
し
て
入
閣
し

第 1次大戦後ケノレゼンの、、憲法体験グ.、政治体験グ・政治思想

た
(
回
白
日
目
、
H
，rOCH-2・
ω・印
H

)

。
そ
の
こ
と
は
一
体
ど
の
よ
う
に
理
解
し

う
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
政
府
を
も
っ
国
家
を
、
当
の
政
府
の
外
相
で
あ
っ

た
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
パ
ウ
ア
ー
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
。

「
一
切
の
外
的
革
命
な
し
に
古
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
引
き
ず
り
出
さ
れ
、

社
会
民
主
主
義
が
最
も
強
力
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
間
に
も
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
l
ト
の
独
裁
で
は
断
じ
て
な
か
っ
た
こ
の
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共

和
国
」
ハ

ω
2
m
g
叶，

y
g江
3
・
ω・
2
〉
を
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
よ
う
に
問

題
を
設
定
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
バ
ウ
ア
l
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
こ
の
オ
1
ス

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

ト
リ
ア
共
和
国
は
「
決
し
て
階
級
国
家
で
は
な
か
っ
た
、
『
な
ぜ
な
ら
、
こ

こ
で
は
諸
階
級
は
国
家
権
力
を
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
』
の
で
あ

り
、
一
階
級
が
『
国
家
』
を
手
段
と
し
て
他
階
級
を
支
配
し
た
の
で
は
な
く

て
、
『
階
級
諸
力
の
均
衡
』
が
存
在
し
た
の
だ
か
ら
」
(
回
目
ロ
叩
ロ
吋
r
g
H
-
2・

ω・
2
u、
と
。
そ
の
国
家
l
l
l
そ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
「
.
ブ
ル
ジ
ョ
ア

国
家
で
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
家
で
も
な
く
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
理

論
に
従
え
ば
存
在
す
る
筈
の
な
い
国
家
」
で
あ
る

l
lに
対
し
て
バ
ウ
ア
ー

が
「
人
民
共
和
国
〈

o-zz宮
ゲ
ロ
ど
と
い
う
名
誉
あ
る
名
称
を
与
え
て
い

る
と
述
べ
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
彼
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
引
用
す
る
。
「
こ
の
共

和
国
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
階
級
も
他
の
階
級
を
支
配
す
る
に
十
分
な
程

強
く
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
す
べ
て
の
階
級
が
国
家
権
力
を
分
担
し
、
分
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
事
実
上
そ
の
民
族

〈
i
r
に
属
す
る
一
切
の
階
級
が
国
家
権
力
に
参
与
し
た
し
、
国
家
の
実
効

性
は
そ
の
民
族
〈
D
F
に
属
す
る
一
切
の
階
級
の
諸
力
の
合
成
体
な
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
故
に
我
々
は
こ
の
共
和
国
を
人
民
共
和
国
〈
o
-
r
B吉
宮
停
と

よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
(
切
2
5
2
斗

rgH-opω
・印

C
。
バ
ウ

ァ
ー
は
こ
の
「
人
民
共
和
国
」
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
「
本
当
の
民
族
全
体
の
自

己
統
治
で
あ
っ
た
」

(
F
g
m
g
吋
r
g丘町
P
ω
・
印
む
と
す
ら
言
っ
て
い
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
よ
う
な
バ
ウ
ア
l
の
言
葉
に
肯
定
的
評
価
を
与
え
る
。

「
パ
ウ
ア
ー
が
も
は
や
無
条
件
的
反
対
者
の
目
で
国
家
を
見
る
こ
と
を
せ

ず
、
統
治
と
い
う
よ
り
高
次
の
観
点
か
ら
幾
分
好
意
的
に
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ

え
に
恐
ら
く
は
又
よ
り
鋭
く
見
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は

国
家
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
利
益
の
た
め
に
も
は
た
ら
く
と
い
う
従
来
は

否
認
さ
れ
て
い
た
機
能
を
発
見
す
る
と
共
に
、
民
族
の
統
一
性
を
、

『
民
族

北法32(3・93)717 
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的
全
体
性
』
を
、
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
階
級
闘
争
理
論
の
観
点
か
ら

は
全
く
存
在
せ
ず
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
款
腕
的
な
虚
構
に
す
ぎ
ず
、
国
家

な
き
共
産
主
義
社
会
:
:
:
に
お
い
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
も

の
を
、
発
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
回
田
口
白
号
叶

v
g一口
8
・
ω・
2
)。

よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
パ
ウ
ア
l
評
価
は
、
前
号
の
八
で
み
た
ケ
ル
ゼ
ン
の

「
倫
理
的
・
民
族
的
社
会
主
義
」
と
で
も
い
う
べ
き
立
場
や
〉

gnrzロ
へ

の
憧
僚
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

パ
ウ
ア
!
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
の
正
当
性
を
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
相
争
う

諸
階
級
が
均
衡
し
あ
う
」
と
い
う
一
時
的
現
象
が
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
い

わ
ゆ
る
H

ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ズ
ム
国
家
μ

に
つ
い
て
の
議
論
に
求
め
う
る

(回同己目門目、
H
，
r
g
ュgwω
臼
)
と
考
え
て
い
る
。

だ
が
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
試
み
は
無
駄
で
あ
る
。

「
・
:
:
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
従
来
の

す
べ
て
の
国
家
を
純
粋
に
搾
取
者
の
組
織
と
し
て
描
い
た
後
で
、
文
字
通
り

に
は
こ
う
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
例
外
的
に
は
、

相
争
う
諸
階
級
が
ほ
ぼ
均
衡
す
る
に
至
る
結
果
、
国
家
権
力
が
外
見
上
仲
介

者
然
と
し
て
両
階
級
に
対
し
て
一
定
の
自
立
性
を
つ
か
の
間
で
あ
れ
得
る
よ

う
な
時
期
が
あ
ら
わ
れ
る
』
、
と
。
重
要
な
こ
と
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
こ
の
階

級
聞
の
仲
介
を
行
う
国
家
の
機
能
を
ハ
ッ
キ
リ
と
単
に
仮
象
に
す
ぎ
な
い
と

説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
「
彼
は
事
実
と
し
て
そ
の
よ
う
な
機

能
を
否
定
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
根
本
に
お
い
て
は

そ
れ
を
承
認
す
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
あ
る
」
(
烈
注
目
ヨ
吋
Z
D
H
W
P
ω
・日同

ご
。
ェ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
は
結
局
ご
切
の
諸
力
は
階
級
対
立
を
尖
鋭
化

の

す
る
こ
と
へ
と
向
か
う
と
さ
れ
、
そ
れ
と
は
反
対
の
方
向
に
作
用
す
る
諸
カ

は
、
こ
の
階
級
闘
争
理
論
の
像
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
が
放
に
、
無
視
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
の
政
治
体
系
の
枠
内
で
は
、
一
国
家
の
統

治
に
お
い
て
諸
階
級
が
政
治
的
に
協
力
し
あ
う
と
い
う
よ
う
な
思
想
を
容
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
余
地
の
な
い
こ
と
は
、
全
く
自
明
の
こ
と
な
の
で
あ
る
」
(
切
田
口
氏
田
吋
r守

。Hwg-ω
・印
M
〉
。
こ
の
こ
と
は
又
エ

γ
ゲ
ル
ス
が
「
社
会
民
主
主
義
が
連
立

政
権
に
到
達
し
た
道
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
普
通
選
挙
権
」
を
「
支
配
階
級
の

道
具
」
に
す
ぎ
な
い
、
そ
れ
は
「
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
『
労
働
者
階
級
の
成

熟
度
の
測
定
器
』
と
し
て
考
察
の
対
象
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
」
、
と
述
べ
て

い
る
と
こ
ろ
に
も
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
(
回

E
凸
虫
、
H
d
g巳
2
・
ω・

日日同・)。
こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
バ
ウ
ア
l
の
先
に
示
さ
れ
た
見
解
の
正
当
性

を
エ

γ
ゲ
ル
ス
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
る
。
し
か
し
同
時
に

ケ
ル
ゼ
ン
は
パ
ウ
ア
l
の
見
解
を
正
当
化
す
る
か
に
思
わ
せ
る
隙
が
エ

γ
ゲ

ル
ス
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
見
る
。
と
い
う
の
は
、
諸
階
級
か
ら
「
外

見
上
」
独
立
し
て
い
る
国
家
を
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
「
社
会
か
ら
あ
ら
わ
れ
出
な

北法32(3・94)718 



が
ら
社
会
の
上
に
立
ち
、
ま
ず
ま
ず
そ
れ
か
ら
疎
遠
に
な
っ
て
い
く
威
力
」

と
規
定
し
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
言
葉
に
「
そ
の
も

U
2
ω
g由
同

国

n
E
R
E
E
F、
」
と
ケ
ル
ゼ
ジ
は
叫

の
ズ
バ
リ
の
国
家
だ
!

ぶ
。
そ
し
て
「
こ
こ
で
も
又
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
社
会
的
諸
階
級
か
ら
解
放
さ
れ

第 1次大戦後ケノレゼンの、憲法体験".¥¥政治体験グ・政治思想 (2) 

た
国
家
・
階
級
対
立
を
調
停
す
る
国
家
の
機
能
に
対
し
て
動
揺
的
な
態
度

を
と
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
ハ
ッ
キ
リ
示
さ
れ
て
い
る
」
(
切
ω
E
o
g

吋

r
gユopω
・印
M
-

〉ロ
B
・
)
と
言
う
。
つ
ま
り
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
エ

γ
ゲ
ル

ス
は
、
ひ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
未
決
着

の
ま
L

で
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
実
は
マ
ル
ク
ス
や
エ

ン
ゲ
ル
ス
の
歴
史
分
析
の
う
ち
に
も
、
彼
ら
が
そ
こ
か
ら
自
覚
的
に
は
階
級

国
家
論
的
見
解
を
引
き
出
し
て
は
い
る
が
、
実
は
階
級
均
衡
1

国
家
の
諸
階

級
か
ら
の
自
立
性
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
の
で
き
る

多
く
の
実
例
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

バ
ウ
ア
ー
は
こ
の
よ
う
な
事
態
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
オ

ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
評
価
及
び
そ
の
基
礎
と
な
る
国
家
論
を
マ
ル
ク
ス
主
義

の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
と
み
せ
か
け
る
試
み
に
辛
う
じ
て
成
功
し

て
い
る
の
だ
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
ぐ
開
「
回
同
戸
mwg吋
F
g口開
p
m・日日)。

バ
ウ
ア
ー
は
こ
の
土
う
な
試
み
の
た
め
の
い
く
つ
か
の
引
用
を
行
っ
た
後

で

l
lケ
ル
ゼ
ン
が
こ
の
「
オ
ッ
ト
l

・
パ
ウ
ア
1
の
政
治
理
論
」
と
い
う

小
論
を
補
訂
し
て
そ
れ
を
第
二
章
と
し
て
お
さ
め
て
い
る
『
マ
ル
ク
ス
か
ラ

ッ
サ
l
ル
か
』
に
お
い
て
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
|
|
こ
う
述
べ
て

い
る
。
「
マ
ル
ク
ス
自
身
の
叙
述
に
従
え
ば
、
国
家
の
発
展
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
の
上
昇
期
と
い
う
歴
史
的
段
階
」
の
「
初
期
」
に
お
い
て
は
「
国
家
は

土
地
貴
族
階
級
の
支
配
組
織
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
「
そ
の
時
期
の
終
り
に

は
そ
れ
は
単
な
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
支
配
組
織
に
な
っ
て
い
た
。
封
建
国

家
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
間
に
は
、
諸
階
級
の
力
の
均
衡
す
る
時
期
が
あ

っ
て
、
そ
の
時
期
に
は
両
階
級
は
両
階
級
か
ら
自
立
化
し
た
国
家
権
力
の
支

(
1
)
 

配
に
服
す
る
か
、
そ
れ
と
も
支
配
を
分
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
。

そ
の
よ
う
な
事
態
は
第
一
次
大
戦
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
も
別
の
形
で
あ

て
は
ま
る
。
「
パ
ウ
ア
1
に
従
え
ば
、
『
世
界
戦
争
に
よ
っ
て
ひ
き
起
さ
れ
た

諸
革
命
己
目
当
巳

NE田
町
ロ
』
は
、
彼
が
そ
の
著
書
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
革
命
の

歴
史
』
に
お
い
て
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て

だ
け
で
は
な
く
『
多
く
の
国
々
に
お
い
て
』
可
諸
階
級
の
力
の
均
衡
状
態
を
招

来
し
た
』
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
諸
国
家
は
本
来
的
に
は
階
級
支
配
を

(
2
)
 

行
う
も
の
と
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
」
o

ケ
ル
ゼ
ゾ
自
身

こ
の
バ
ウ
ア
I
の
見
解
を
支
持
す
る
。
た
だ
、
バ
ウ
ア
!
と
違
う
の
は
、
ケ

ル
ゼ
ン
が
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
枠
に
は
収
ま
ら

な
い
、
否
む
し
ろ
そ
れ
と
対
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
点
に
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研究ノート

あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
的
国
家
論
の

シ

=
l
マ
は
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
よ
り
肯
定
的

に
援
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
歴
史
分
析
と
必
ず
し
も
全
面
的
に
照
応
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
社
会
的
諸
階
級
か
ら
解
放
さ
れ
た
国
家
、
階
級

対
立
を
調
停
す
る
国
家
の
機
能
」
に
対
す
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
動
揺
的
な
態

度
」
は
こ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
パ
ウ
ア
ー
は
こ
こ
に
第
一
次
大
戦
後
の

歴
史
的
、
政
治
的
状
況
に
と
っ
て
大
き
な
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
が
ひ
そ

ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
結
果
的
に

は
ケ
ル
ゼ
ン
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
い
わ
ば
一
一
層
大
き
な
「
動
揺
的
」
立
場
に

立
た
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
ヶ
ル
ゼ
ン
は
パ
ウ
ア
!
の
階
級
均
衡
l
↓
階
級
支
配

か
ら
自
立
し
た
国
家
、
と
い
う
見
解
を
支
持
し
、
そ
の
上
で
も
し
そ
の
よ
う

に
一
言
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
場
合
、
「
国
家
と
は
そ
の
本
質
か
ら
い
っ

て
一
階
級
の
他
階
級
に
対
す
る
搾
取
的
支
配
の
た
め
の
組
織
で
あ
る
と
い
う

マ
ル
グ
ス
の
国
家
観
の
根
幹
を
な
す
テ
ー
ゼ
」
は
実
は
「
あ
か
ら
さ
ま
に
放

ハ
3
)

棄
さ
れ
て
い
る
の
だ
」
、
と
考
え
る
。
た
だ
パ
ウ
ア
!
は
マ
ル
ク
ス
主
義
国

家
論
の
こ
の
基
本
思
想
を
「
俗
流
マ
ル
ク
ス
主
義
」
と
き
め
つ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
「
放
棄
」
が
公
然
と
表
面
に
あ
ら
わ
れ
出
る
こ
と
を
回
避
し

(
4
)
 

え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
国
家
論
が
二

義
的
ア
イ
マ
イ
さ
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
が
こ
の
「
俗

流
マ
ル
ク
ス
主
義
」
を
も
、
パ
ウ
ア
l
の
「
諸
階
級
の
均
衡
」
に
つ
い
て
の

ハ
5
)

理
論
を
も
共
に
正
当
化
し
う
る
見
解
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
パ
ウ
ア

ー
の
こ
の
試
み
を
可
能
に
し
て
い
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
主
義
の
こ
の
よ
う

な
二
義
性
は
今
や
理
論
的
・
実
践
的
に
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
パ
ウ
ア

ー
は
事
実
上
こ
の
問
題
に
遭
遇
し
て
い
る
。
た
だ
彼
は
そ
の
こ
と
に
、
そ
し

て
そ
の
こ
と
の
も
つ
歴
史
的
・
思
想
史
的
意
味
に
必
ず
し
も
自
覚
的
で
な
い

の
で
あ
る
。
も
し
彼
が
こ
の
点
を
明
確
に
自
覚
す
る
な
ら
、
「
普
通
選
挙
権
」

1

1

「
社
会
民
主
党
が
連
立
政
権
に
到
達
し
た
道
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
普
通

選
挙
権
」
ー
ー
を
「
支
配
階
級
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
」
と
か
、
そ
れ
は
せ
い

ぜ
い
の
と
こ
ろ
「
労
働
者
階
級
の
成
熟
度
の
測
定
器
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
い

う
よ
う
な
評
価
ー
ー
そ
の
よ
う
な
評
価
か
ら
出
て
く
る
実
践
的
帰
結
は
「
革

命
で
あ
り
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
で
あ
っ
て
、
資
本
家
と
共
同
し
て
国

家
権
力
を
平
和
的
に
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
」
と
い
っ

た
硬
直
し
た
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
ー
ー
が
な
さ
れ
て
い
る
文
脈
の
中
の

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
言
葉
に
よ
っ
て
自
説
を
補
強
、
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
よ
う

な
態
度
が
で
て
く
る
筈
は
な
い
の
で
あ
る
(
回

22ω
吋

r
g
ュ2
・
ω・印臼)。

だ
が
、
パ
ウ
ア
ー
は
必
ず
し
も
自
覚
的
に
で
は
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と

も
事
実
上
は
問
題
の
核
心
に
ふ
み
こ
ん
で
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
パ
ウ
ア
1
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は
「
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
〔
資
本
家
と
共
同
し
て
国
家
権
力
を
平
和
的
に

引
き
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
〕
政
治
状
況
を
最
も
美
し
い
バ
ラ
色
に
描
き
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
を
真
の
人
民

第 1次大戦後ケノレゼンの、憲法体験".¥¥政治体験グ・政治思想、 (2) 

共
和
国
と
よ
び
」
、
そ
こ
に
は
「
単
に
形
式
的
な
民
主
主
義
が
実
現
さ
れ
て

い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
『
機
能
的
』
民
主
主
義

4
5
r昨日
OB--開

3

U
O
B
o
r
s件
目
。
も
又
実
現
さ
れ
て
い
る
」
(
回

E自

門

田

吋

r
g丘町
P
ω

印臼)、

と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
よ
う
な
パ
ウ
ア
1
の
指
摘
を
ふ

ま
え
な
が
ら
こ
ま
ご
ま
と
し
た
論
点
に
立
ち
入
っ
て
い
る
が
、
本
稿
の
性
格

上
そ
れ
を
割
愛
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
議
論
を
も
う
少
し
原
理

的
レ
ヴ
Z

ル
へ
と
引
き
戻
し
て
い
こ
う
。

終
戦
直
後
の
連
立
政
権
の
後
、

「
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
一
九
二

O

年
十
月
以
来
、
純
粋
に
，
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
政
権
に
指
導
さ
れ
て
い
る
」
。
バ

ウ
ア
ー
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
そ
れ
を
「
階
級
国
家
と
考
え

る
の
で
は
な
く
、
人
民
共
和
国
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
。
ヶ
ル
ゼ

γ
に
よ

れ
ば
「
そ
れ
は
正
し
い
」
。
「
と
い
う
の
は
、
階
級
聞
の
真
の
力
関
係
が
外
面

的
に
連
立
政
権
と
し
て
表
現
さ
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
は

副
次
的
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
(
∞
E
m
g
吋

r中

。同日

g-ω
・
2
〉
。
こ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
端
的
に
は
「
外
面
的
に
連
立
政

権
と
し
て
表
現
さ
れ
る
」
に
至
る
と
こ
ろ
の
「
階
級
間
の
真
の
力
関
係
」

H

「
階
級
諸
力
の
均
衡
」
を
長
期
的
・
漸
次
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
み
よ
う

「
重
要
な
こ
と
は
、
オ
ッ
ト
l

・
バ
ウ
ア
ー
が
両

階
級
の
力
の
『
均
衡
状
態
』
と
よ
ん
で
い
る
も
の
が
軍
事
的
崩
壊
の
直
接
的

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

所
産
な
の
で
は
決
し
て
な
く
、
戦
争
の
ず
っ
と
以
前
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
の
強
化
と
共
に
は
じ
ま
っ
た
漸
次
的
。
プ
ロ
セ
ス
の
成
果
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
革
命
以
前
に
は
一
切
の
権
力
が
，
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
側
に
あ

り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
側
は
全
く
の
無
力
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
階
級
闘
争
理
論
の
通
常
の
叙
述
が
そ
う
し
た
が
る
よ
う
に
一
階
級
が

他
階
級
を
無
制
約
的
に
支
配
し
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
革
命
と
共
に
均

衡
状
態
が
生
じ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
」
。
「
両
階
級
聞
の
関
係

は
む
き
出
し
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
と
み
な
さ
れ
る
共
同
体
(
と
り
わ
け
印
世

紀
の
立
憲
君
主
制
)
に
お
い
て
も
又
、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
関
係
な
の
で

は
な
く
て
、
相
互
に
対
立
し
あ
い
な
が
ら
作
用
を
及
ぼ
し
あ
う
力
の
関
係
で

あ
っ
た
。
か
く
し
て
既
に
こ
の
国
家
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
諸
階

級
は
権
力
を
わ
け
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
|
|
何
故
な
ら
既
に
こ
の
国
家

に
お
い
て
は
他
の
階
級
に
対
し
て
そ
の
存
在
の
条
件
を
一
方
的
に
押
し
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
強
い
階
級
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら

ー
ー
の
で
あ
り
、
法
秩
序
の
内
容
は
わ
ず
か
に
妥
協
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
国

家
の
実
効
性
は

l
lバ
ウ
ア
!
と
共
に
語
る
と
す
る
な
ら
ば
|
|
民
族
の
一

北法32(3・97)721 
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切
の
階
級
の
諸
力
の
帰
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
(
回
2
m
g
吋
rm0・

丘町ロ・

ω・印印一)。

第
一
次
大
戦
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
「
政
治
的
革
命
℃

D
E
5
r
R

d
B
三
日
N

」
も
畢
寛
こ
の
よ
う
な
漸
次
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
成
立
し
つ
つ

あ
っ
た
均
衡
状
態
の
顕
在
化
に
他
な
ら
な
い
、
と
ケ
ル
ゼ
ン
は
見
る
。

一
八
年
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
権
力
の
獲
得
も
、

「
一
九
一
八
年
以
前
の

国
家
を
搾
取
的
階
級
国
家
と
し
て
人
民
共
和
国
に
対
立
せ
し
め
う
る
ほ
ど
に

本
質
的
な
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
戦
争
前
の
十
年
間
に
お
け
る
労
働

者
の
生
活
の
向
上
、
普
通
選
挙
権
、
社
会
政
策
的
立
法
ー
ー
そ
の
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
発
展
を
妨
げ
た
の
は
た
だ
戦
争
だ
け
で
あ
っ
た

l
lは
戦
後
の
改
革
に

お
い
て
労
働
者
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
無
限
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ

た
し
、
と
り
わ
け
戦
争
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
経
済
的
苦
境
1

|』
一
切

の
改
革
に
対
す
る
自
然
的
限
界
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
ー
ー
を
計
算
に
入
れ
て

も
そ
う
な
の
で
あ
る
」
ハ
∞

E
町
宮
吋
r
g
ユopω
・印印〉。

』
う
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
出
す
。

「
一
九
一
八
年
か
ら

一
九
二
三
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
の
う
ち
に
も
は
や
い

か
な
る
階
級
国
家
を
も
見
な
い
者
は
、

一
九
世
紀
後
半
以
来
発
展
し
て
き
た

近
代
国
家
全
体
を
も
は
や
階
級
国
家
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
又

そ
の
者
は
単
に
量
的
な
差
異
し
か
存
し
な
い
と
こ
ろ
に
質
的
原
理
的
対
立
が

tv
か
ふ
か
b
h蕗
わ
か
と
こ
ろ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
法
を
も
克
服
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
者
は
、
革
命
前
の
階
級
国
家
と
連
立
政
権
に
よ

る
真
の
人
民
共
和
国
と
を
、
又
こ
の
国
家
と
未
来
の
、
社
会
主
義
の
イ
デ
ア

ー
ル
に
全
く
ふ
さ
わ
し
い
社
会
像
と
を
へ
だ
つ
も
の
は
、
単
に
程
度
の
差
に

九

す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
差
は
目
的
意
識
的
改
革
に
よ
っ
て
埋
め
る
こ

。

。

。

。

。

。

。

。

。

と
が
可
能
で
あ
り
、
革
命
に
よ
っ
て
と
び
こ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で

は
な
い
、
と
い
う
認
識
に
長
期
間
心
を
閉
ざ
し
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
」
〈
回
自
由
g
吋
r
g
H
W
P
ω
-
g
F
)。

こ
こ
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
が
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論

と
対
立
し
な
が
ら
成
立
す
る
様
相
が
如
実
に
窺
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
現
代
わ

が
国
に
お
け
る
あ
る
政
治
史
家
は
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ズ
ム
国

家
論
に
言
及
し
、
そ
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
視
点
を
押
し
広
げ
て
み
る
な
ら
ば
、

「
む
し
ろ
特
定
の
階
級
に
全
面
的
に
従
属
、
奉
仕
す
る
国
家
権
力
こ
そ
例
外

(
6〉

な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
、
「
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
国
家
分
析
の
視
点
を
つ
き
つ
め

て
ゆ
く
な
ら
ば
、
『
例
外
国
家
』
が
も
っ
『
階
級
均
衡
』
『
閏
家
権
力
の
自

立
』
と
い
う
基
本
的
性
格
は
い
ず
れ
も
現
代
資
本
主
義
国
家
に
お
い
て
も
通

常
あ
ら
わ
れ
う
る
現
象
と
も
い
え
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
『
例
外
的
な
国
家
形

態
』
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
ド
イ
ツ
帝
国
に
つ
い
て
の
彼
の
具
体
的

分
析
は
逆
に
、
現
代
国
家
の
常
態
的
な
し
か
し
複
雑
な
国
家
構
造
の
性
格
を

北法32(3・98)722 



よ
り
深
く
み
つ
め
る
貴
重
な
手
が
か
り
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ

(
7
V
 

る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
が
有
効
な
も
の
で
あ

る
な
ら
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
批
判
は
、

「
例
外
国
家
」
こ

第 1次大戦後ケルゼンの、憲法体験ρJ政治体験p ・政治思想、 (2) 

そ
む
し
ろ
常
態
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
に
先
鞭
を
つ

け
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
ケ

ル
ゼ
ン
の
問
題
提
起
は
、

ケ
ル
ゼ
ン
自
ら
の
起
草
し
た
憲
法
と
の
内
在
的
関

連
に
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
熱
情
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
の
で

「
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が

l
l
eも
と
よ
り
民
主
的
憲
法
を
拠
り
所
と

あ
る
。

し
て
|
|
政
治
的
力
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
政
治
的
力
が
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
党
を
し
て
国
家
の
政
府
・
を
引
き
受
け
さ
せ
る
|
|
そ
れ
が
単
独

に
で
あ
れ
、
，
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
と
の
連
合
に
お
い
て
で
あ
れ
ー
ー
と
い
う
可

能
性
の
前
に
否
必
然
性
の
前
に
立
た
せ
る
や
い
た
や
、
そ
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
生
活
上
の
利
害
を
知
悉
し
て
い
る
プ
ロ
レ
タ
り
ア
政
党
の
指
導
者

が
か
の
国
家
の
操
縦
梓
を
援
る
や
い
な
や
、
こ
の
教
理
〔
H

マ

ル

ク

ス

主

〔

8
)

義
〕
は
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
は
さ
け
が
た
い
」
、
と
。

パ
ウ
ア
ー
は
本
来
な
ら
こ
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
べ
き
管
で
あ
っ
た
。
し

か
し
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ド
グ
マ
に
呪
縛
さ
れ
て
そ
の
結
論
を
逸
し
て
い

る
。
パ
ウ
ア
l
は
「
均
衡
状
態
は
単
に
一
時
的
な
も
の
」
と
見
、
「
両
階
級

の
い
ず
れ
も
が
根
本
的
に
は
や
は
り
他
の
階
級
を
支
配
す
る
こ
と
だ
け
を
志

向
し
て
お
り
、
階
級
闘
争
は
更
に
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
結
局
は
や
は

り
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
へ
と
進
ん
で
い
く
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
議
論
を
す

す
め
て
」
(
ロ

E
2田
吋

F
g巳
2
・
ω
印
由
〉
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ケ
ル

ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
パ
ウ
ア
i
は
「
と
も
か
く
も
一
度
は

マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
理
論
に
と
っ
て
義
務
で
あ
る
と
し
た
と
こ
ろ
の
転
換
を

(
8
)
(
9〉

無
期
限
に
延
期
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
(
切
2
0
2
吋

r
g
H
W
P
ω
・印由)。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
こ
の
パ
ウ
ア

l
論
の
結
語
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家

論
の
有
す
る
性
格
に
対
す
る
知
識
社
会
学
的
と
で
も
い
う
べ
き
分
析
を
行

ぃ
、
そ
の
条
件
の
変
化
と
共
に
政
治
理
論
は
マ
ル
ク
ス
か
ら
ラ
ッ
サ

l
ル
へ

の
転
回
を
成
し
建
け
る
べ
き
時
期
だ
、
と
い
っ
て
い
る
。
「
マ
ル
ク
ス
主
義

の
政
治
理
論
は
、
ま
だ
小
さ
な
反
対
派
の
理
論
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
論

は
、
国
家
ー
ー
そ
の
行
為
に
対
し
て
そ
れ
は
何
の
影
響
力
を
も
も
っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
が
|
|
に
対
す
る
闘
争
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
国
家
一
般
に
対

す
る
闘
争
と
し
て
お
し
す
す
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
根
本
的
に
は

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
な
理
論
な
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
、
シ
i
の
政
治
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
国
家
敵
対
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
も
や
は
り
又
国
家
装
置
を

支
配
し
て
い
た
貴
族
に
対
す
る
闘
争
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
無
力
な

反
対
派
と
し
て
ま
だ
政
治
的
に
無
権
利
で
あ
っ
た
時
代
に
成
立
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
国
家
を
全
く
否
定
せ
ず
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
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な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
ま
さ
し
く
単
に
政

治
的
に
の
み
無
権
利
で
あ
っ
て
経
済
的
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ

ゆ
え
国
家
を
自
己
の
私
的
所
有
を
保
護
す
る
も
の
と
し
て
は
な
い
よ
り
は
ま

し
な
も
の
だ
と
考
え
た
、
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ま
さ
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
政
権
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
軌
を
一

に
し
て
国
家
敵
対
的
理
論
か
ら
ま
さ
に
対
極
的
な
国
家
肯
定
論
的
理
論
に
転

換
し
た
の
と
丁
度
同
じ
よ
う
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
も
又
、
そ
れ
が
も
は
や
無
力
な
反
対
派
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
ず
、
そ
の
党
派
が
国
家
的
統
治
を
単
独
で
、
あ
る
い
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

と
連
合
し
な
が
ら
担
当
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
時
期
に
は
、
や
は
り
転

換
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
政
治
理
論

は
社
会
主
義
に
と
っ
て
は
窮
屈
す
ぎ
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
も
又
国
家
は
単
な

る
資
本
主
義
の
道
具
か
ら
社
会
主
義
の
道
具
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ

そ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
こ
の
国
家
は

n
自
ら
の
u
国
家
た
り
う
る
の
で

あ
り
、
又

H

自
ら
u

の
国
家
で
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
瞬
間

な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
の
運
動
の
政
治
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は
、
マ
ル
ク
ス
か
ら
ラ
ッ
サ
l
ル
へ
の
転
回
を
な
し
と
げ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
極
め
て
重
要
な
徴
候
が
、
オ
ッ
ト

I
・
バ
ウ
ア

ー
の
著
作
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
切

E
m
B
吋

r
g江
mpω
・
印
⑦
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、

『
マ
ル
ク
ス
か
ラ
ッ
サ

1
ル
か
』
の

第
一
章
に
お
い
て
よ
り
一
一
層
精
密
に
定
式
化
さ
れ
る
と
共
に
、

(
叩
)

学
』
の
第
二
章
の
中
の
叙
述
へ
と
結
晶
せ
し
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
か

『
一
般
同
家

ら
も
ケ
ル
ゼ
ソ
の
政
治
思
想
が
法
理
論
|
|
例
え
ば
こ
の
『
一
般
国
家
学
』

ー

l
の
展
開
と
内
的
性
格
と
を
促
し
制
約
し
て
い
る
と
い
う
事
情
の
一
端
が

窺
い
と
れ
る
。

既
に
紹
介
し
た

N
-
レ
ー
ザ
ー
は
ケ
ル
ゼ
ン
と
レ
ン
ナ
l
の
法
理
論
上
、

政
治
思
想
上
の
共
通
点
を
挙
げ
た
後
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
戦
後
の

展
開
の
中
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
家
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
社
会
民
主
主
義
に

対
し
て
刻
印
を
与
え
た
の
は
、
カ
ー
ル
・
レ
ン
ナ
l
と
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン

の
思
想
で
あ
っ
て
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
と
オ
ッ
ト

1
・
パ
ウ
ア
!
の
思
想

ハロ〉(ロ)

で
は
な
か
っ
た
」
と
。
我
々
は
こ
の
レ
ー
ザ
ー
の
言
葉
を
、
あ
る
意
味
で
上

述
九
・
一

O
の
二
つ
の
項
に
わ
た
る
我
々
の
考
察
に
対
す
る
結
語
と
し
て
読

む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
『
一
般
国
家
学
』
に
結
晶
す
る
に
至
る
と
こ
ろ
の
議
論
を
支
え

た
「
階
級
均
衡
」
状
態
は
、
少
な
く
と
も
三

0
年
代
の
ド
イ
ツ
・
ォ
l
ス
ト

リ
ア
に
お
い
て
は
消
失
し
て
い
た
。
か
く
し
て
一
九
三
四
年
に
ケ
ル
ゼ

γ
は

『
純
粋
法
学

I
』
の
序
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ

北法32(3・100)724 



た
@

「
社
会
科
学
に
と
ゥ
て
は
、
既
に
支
配
の
地
位
を
占
め
る
者
と
ま
だ
支

配
の
地
位
に
向
っ
て
お
し
進
み
つ
つ
あ
る
者
と
が
等
し
く
か
れ
ら
の
希
望
に

好
都
合
な
と
感
じ
る
理
論
|
|
l
即
ち
、
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ー
ー
に
対
し

て
抱
く
と
こ
ろ
の
、
あ
の
圧
倒
的
な
利
益
に
対
抗
し
う
る
よ
う
な
社
会
的
力

第 1次大戦後ケノレゼンの、憲法体験".¥¥政治体験グ・政治思想 (2) 

が
ま
だ
|
|
特
に
社
会
科
学
が
未
発
達
の
状
態
に
あ
る
た
め
に
1
|
|
欠
け
て

い
る
の
で
あ
る
。
世
界
戦
争
と
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
、
-
本
当
に
一
切
の
結
び

目
が
切
れ
て
支
離
滅
裂
と
な
っ
た
現
代
|
|
そ
こ
で
は
、
社
会
生
活
の
基
礎

が
極
め
て
深
刻
に
動
揺
さ
ぜ
ら
れ
、
従
っ
て
、
国
家
聞
の
対
立
も
国
内
の
対

立
も
極
端
に
ま
で
尖
鋭
化
さ
れ
て
い
る
|
|
『
に
お
い
て
は
、
殊
に
そ
う
で
あ

る
。
法
と
国
家
の
客
観
的
科
学
と
い
う
理
想
は
、
単
に
社
会
的
均
衡
の
時
期

HVRro仏
巾

mONEsgmwrms-nrz
に
お
い
て
の
み
、
一
般
に
承
認
さ
れ

る
見
込
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
今
日
で
は
、
純
粋
性
を
維
持
し
よ
う
と
す

る
法
の
学
説
ほ
ど
時
勢
に
合
わ
な
い
も
の
は
全
く
な
い
よ
う
に
見
え
る
」

(
H
N
M州
』
い

H

・∞
e

d園

邦
訳

八

I
九
頁
)
、
と
。
こ
こ
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
純
粋

法
学
が
「
社
会
的
均
衡
」

H

「
階
級
均
衡
」
と
い
う
歴
史
的
・
政
治
的
・
社

会
的
状
況
と
そ
の
中
で
の
問
題
解
決
の
試
み
と
不
可
分
の
内
的
関
連
を
有
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
の
だ
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
1
〉
問
。
-
S
F
冨
釦
片
岡

D
L
R
F日
E--0・
ω・
M
3・

(
2
)
H
N
之、・

(

3

)

N

h

w

於同・・

ω-MA可申同・

(
4
U
H
F
弘、・・

ω・悶∞。・

(
5
〉
L
F
F

於同・・∞
-

M
∞。.

〈
6
〉
山
本
佐
門
、
『
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
カ
ウ
ツ
キ
l
』
〈
北
海
道
大

学
図
書
刊
行
会
一
九
八
二
、
二
二
頁
。

(

7

)

向
、
二
三
頁
。

(
8
〉
対
巳
田
町

P
玄白
H
H
a
R
F
a
g
-
-
P
ω

・日コ・

〈
9
〉
『
マ
ル
ク
ス
か
ラ
ッ
サ
l
ル
か
』
に
お
い
て
は
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
文

章
に
す
ぐ
に
統
け
て
、
こ
の
「
転
換
」
を
明
瞭
に
、
自
覚
的
に
な
し
と

げ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て

R
-
ヒ
ル
フ
ァ
l
デ
ィ
ン
グ
を
挙
げ
て

い
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ル
フ
ァ
l
デ
ィ
ン
グ
は
ご
り
芯

の
由
主
宮
岳
民
ぺ
・
と
い
う
雑
誌
|
|
「
そ
の
雑
誌
は

22Emp---
に

代
わ
る
も
の
で
あ
り
、
カ
ウ
ツ
キ
l
の
言
を
以
っ
て
す
る
な
ら
『
新
た

な
課
題
を
も
っ
マ
ル
ク
ス
主
義
の
新
局
面
』
に
対
し
て
新
た
な
機
関
と

し
て
仕
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」

Q
p
a
a
R
H
h
a
s
-
-
p
ω
・
8
3

|
|
の
創
刊
号
に
の
せ
た
「
時
代
の
問
題
」
と
い
う
表
題
を
も
っ
綱
領

的
論
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
労
働
者
階
級
と
社
会
主
義
の
国
家
に
対
す
る
立
場
は
変
わ
っ
た
」
、

「
重
要
な
こ
と
は
、
も
は
や
国
家
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
国
家

の
権
力
を
労
働
者
階
級
の
為
に
利
用
し
つ
く
す
こ
と
だ
」
(
芯
ミ
)
、

と
。
ヒ
ル
フ
ァ

1
デ
イ
ン
グ
は
こ
の
観
点
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論

を
、
改
革
の
可
能
性
が
存
し
な
い
と
思
わ
れ
た
状
況
下
で
の
特
定
の
国

北法32(3・101)725 
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家
を
国
家
一
般
と
し
て
把
え
、
「
そ
れ
を
一
種
の
形
而
上
学
的
ヴ
ェ

l

ゼ
ン
へ
と
神
秘
化
し
」
、
「
国
家
そ
の
も
の
の
否
定
」
を
結
論
ぞ
つ
け
た
も

の
と
見
る
ハ
お
凡
人
・

ω-M∞由

3
0
だ
が
、
「
第
一
次
大
戦
後
の
労
働
者

の
運
動
が
民
主
主
義
の
大
き
な
体
験
を
し
た
」
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
観

点
の
不
十
分
性
を
あ
ば
い
た
。
「
労
働
者
階
級
は
共
和
国
を
自
ら
の
創

造
物
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
:
:
:
彼
ら
に
た
い
し
て
妨
害
物
と
し
て
立

ち
現
わ
れ
て
く
る
も
の
は
今
や
民
主
的
国
家
で
は
な
い
。
社
会
的
影
響

力
及
び
そ
れ
に
依
存
す
る
精
神
的
影
響
力
こ
そ
妨
害
物
と
し
て
立
ち
現

わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
国
家
に
対
す
る
態
度
も
そ
れ
故
に
別
の
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
包
括
的
な
国
家
論
へ
の
欲
求
が
目
覚
め
て
き
て
い
る

の
で
あ
る
」

Q
F
R
-
ω
・
巴

S
。
こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
に
引
用
さ
れ

て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
ヒ
ル
フ
ァ

l
デ
ィ
ン
グ
の
見
解
は
ケ
ル
ゼ

ン
の
パ
ウ
ア
l
に
対
す
る
あ
き
た
ら
な
さ
を
ハ
ッ
キ
リ
と
補
完
す
る
も

の
で
あ
り
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
見
解
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
尚
こ
こ
で
引
用
さ
れ
た
ヒ
ル
フ
ァ
l
デ
ィ
ン
グ
の
言
葉

を
注
(
m
u
で
指
示
し
た
『
一
般
国
家
学
』
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
言
葉
と
重
ね

あ
わ
せ
て
み
る
こ
と
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
『
一
般
国
家
学
』
が
当
時
の
政

治
的
、
政
治
思
想
的
状
況
の
中
で
有
し
た
意
義
を
窺
う
時
に
極
め
て
示

唆
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
叩
)
〈

m--
穴
巴
ω
m
p
h同
町
内
宮

E
語
句
H
Q
ミ
h
N
S
F
ω
-
s
h・
邦
訳
五

四
l
五
六
頁
。

(日

)
Z
-
円

2
2・
国
防
ロ
回
開
巳
自
ロ
ロ
ロ
仏
関
知
己
河
内
ロ
ロ
2
・
ω・白日・

(
2
v
A
・
プ
フ
ァ
ピ
ガ
ン
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
興
味
深
い

指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
的
後
進
性
の
ゆ
え
に
ド

イ
ツ
に
お
け
る
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ

γ
論
争
は
当
時
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に

と
っ
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア

社
会
民
主
主
義
が
「
社
会
主
義
革
命
に
定
位
す
る
理
論
と
改
良
主
義
的

実
践
の
共
存
」
と
い
う
矛
盾
を
か
か
え
た
の
は
一
九
一
八
年
以
後
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
オ
ー
ス
ト
リ
ア
社
会
民
主
党
は
組
織
防

衛
上
の
観
点
か
ら
「
口
説
急
進
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
手
放
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
党
外
に
あ
っ
た
ケ
ル
ゼ
ン

l
1
1プ
フ
プ

ピ
ガ
ン
は
ケ
ル
ゼ
ソ
が
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
カ
ー
ル
・
レ
ン
ナ
ー
な

ど
と
ほ
ぼ
同
一
の
政
治
的
立
場
を
取
っ
て
い
る
も
の
と
み
て
い
る
ー
ー

が
社
会
主
義
理
論
に
対
し
て
第
一
次
大
戦
後
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

え
た
根
拠
が
あ
る
、
と
(
〉
-
E
m
z
m
ω
P
国
告
国
間
巳
回
目
ロ
田
口
口
仏
Y
P
H

〉-出
o
a
〉

5
0山口
m口弘
OHmO門

N
Eロ
岡
国
同
国

L
W
B
R
H
-
m昨
日

ω
n
r
o
ω
Z
E
m
E

任命
D
同
日

0

・
Z
H

河
内
宮
内

N
N
R
F
H
h
E
F
3
5
R尚
道
ぬ
、
N
な
H
N
R
F
鳥
見
R
F
H
M
H
F午

。之、
.ω
・
叶
由
民
・
)
。
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以
上
二
つ
の
項
が
示
し
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ

γ
は
「
所
有
的
個
人
主

義
」
の
批
判
的
克
服
を
志
向
す
る
、
と
い
う
点
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
共
通

の
立
場
に
立
つ
が
、
そ
れ
の
批
判
的
克
服
に
際
し
て
、
又
そ
の
後
の
社
会
主

義
社
会
に
お
い
て
強
制
機
構
と
し
て
の
国
家
が
い
か
な
る
役
割
を
果
し
う
る

の
か
、
そ
も
そ
も
国
家
は
基
本
的
に
肯
定
さ
る
べ
き
な
の
か
、
否
定
さ
る
べ

き
な
の
か
、
国
家
は
永
続
的
な
も
の
な
の
か
死
滅
す
べ
き
過
渡
的
な
も
の
な



の
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
マ
ル
グ
ス
主
義
と
決
定
的
に
対
立
す
る
に
至

っ
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
国
家
は
社
会
主
義
を
実
現
し
、
維
持
す
る
た
め
の
社

会
技
術
的
手
段
と
し
て
も
十
分
に
機
能
し
う
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

も
単
に
一
般
的
に
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
起
草

第 1次大戦後ケルゼンの、憲法体験八、政治体験グ・政治思想 (2) 

し
た
憲
法
を
も
っ
第
一
次
大
戦
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
に
お
け
る
現
実

の
問
題
状
況
の
中
で
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ソ
の
」
恵
法
体
験
u

は
彼
の
H

政
治
体
験
u

-
政
治
思
想

と
別
個
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
時
期
以
前
に
「
ひ
た
す
ら
即
白

態
と
し
て
自
己
展
開
」
さ
れ
て
い
た
憲
法
理
論
や
国
家
学
・
法
学
は
こ
こ
に

お
い
て
こ
の
よ
う
な
一
体
と
し
て
あ
る

w
停
活
体
験
μ
-
w
政
治
体
験
u

・政

治
思
想
を
地
盤
と
し
た
上
で
決
定
的
展
開
を
遂
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
無
論

だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
従
来
の
公
法
理
論
史
と
は
無
縁
の
と
こ
ろ
で
行
わ

れ
た
展
開
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
九
で
み
た
T
-
マ
イ
ヤ
1

の
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
て
本
項
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
へ
至
る
公
法
理

論
史
上
の
流
れ
に
つ
い
て
も
、
筆
者
自
身
の
今
後
の
研
究
の
一
応
の
手
が
か

り
を
得
て
お
き
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
直
ち
に
こ
の
点
に
立
ち

入
る
の
で
は
な
く
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の
『
民
主
制
の
本
質
と
価
値
』
第
一
版
l
l
!

と
り
わ
け
こ
の
第
一
販
を
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
『
社
会
主
義

と
国
家
』
第
一
版
と
と
も
に
、
憲
法
制
定
直
後
の
一
九
二

O
年
に
公
表
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
憲
法
制
定
と
の
関
係
で
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
を
検
討
す

る
上
で
最
適
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
|
|
，
に
お
い
て
民
主
主
義

を
め
ぐ
る
問
題
が
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
設
定
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
論
じ
す

す
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
概
観
し
て
い
く
、
と
い
う
段
取
り
を
と
り
た
い
、

と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
論
述
の
中
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
当
時
の
公
法
理
論

上
の
核
心
的
問
題
を
民
主
主
義
論
|
|
行
論
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う

に
、
そ
れ
自
体
自
由
主
義
思
想
・
自
由
主
義
的
民
主
主
義
思
想
の
批
判
的
克

服
と
い
う
視
角
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
1

1
の
論
脈
の
中
に
織
り
こ
ん
で
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
点
の
概
観
を
得
て
お
く
こ
と
は
、

九
-
一

O
に
お
け
る
議
論
と
ケ
ル
ゼ
ン
の
公
法
理
論
史
上
の
位
置
の
関
係
を

探
っ
て
い
く
際
の
恰
好
の
素
材
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
「
民
主
制
の
理
念
」
は
、

「
自
由
と
平
等
」
と
い
う

「
人
間
の
実
践
理
性
の
二
つ
の
至
高
の
要
請
の
結
合
物
で
あ
り
、
社
会
的
存

~在。庁、
3肴
己 Y

E る

巧弓
E の
ム根
EI源

口堕
(p A>. 

g能
町の

民欲
F・求
h の
守産
EL 物
<;"で

」あ
草f る
、'-

F宗，. (p 

Q 8  
芭 P

35 
守 B

h

円吉」
J

S

R

同
句
。
同
位
向
、
。
N
E
b
-
N
W
R同'
h

ア
冨
問
。
¥
N
H
-
ω

・
2
・
長
尾
龍
一

訳
、
「
民
主
制
の
本
質
と
価
値
」
、
『
ケ
ル
ゼ
ン
選
集
9
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
』

一
九
七
七
〉
所
収
四
頁
。
以
下
、
本
項
に
お
い
て
は
同
論
文
か

ハ
木
鐸
社
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ら
の
引
用
は
ハ

U
S
M
-
r白
昨
日
開
戸

ω・
2
・
邦
訳
四
頁
)
と
い
う
よ
う
に
略

記
し
、
本
文
の
引
用
文
の
後
に
示
す
U

。
こ
の
こ
つ
の
「
実
践
理
性
の
要
請
」
、

「
根
源
的
本
能
」
の
う
ち
、
「
自
由
」
は
さ
し
あ
た
っ
て
は
「
社
会
状
態
が

も
た
ら
す
強
制
へ
の
反
感
、
屈
服
を
強
い
る
他
者
の
意
志
に
対
す
る
抗
議
、

他
律
の
苦
痛
に
対
す
る
抗
議
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
だ
が
他
国
で
第
二
の
も

の
、
即
ち
「
平
等
」
の
見
地
に
立
ち
、
「
現
実
に
我
々
が
平
等
で
あ
ろ
う
」
と

す
れ
ば
、
「
被
支
配
が
不
可
欠
」
と
な
る

(
U
2
6町
丘
町
戸

ω・
位
向
・
邦
訳

四
i
五
頁
)
、
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
平
等
を
保
障
す
る
た
め
に
不
可
失
な
「
被

支
配
」
は
、
「
自
由
」
の
要
請
の
何
ら
か
の
形
で
の
制
限
・
否
定
を
意
味
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
か
く
し
て
二
つ
の
要
議
は
直
ち
に
結
合
し
え
ず
ジ
レ
ン
マ
に

陥
る
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
自
由
の
概
念
を
「
社
会
状
態
が
も
た
ら
す
強
制

へ
の
反
感
:
:
:
」
か
ら
「
支
配
の
一
形
態
」
と
し
て
の
「
我
々
自
身
に
よ
る

支
配
」
に
意
味
転
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
う
る
と
ケ
ル
ゼ
ン
は

考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
両
原
則
の
統
合
」
を
は
か
ろ
う
と
す
る
時
、

ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
の
民
主
制
を
め
ぐ
る
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り

「
民
主
主
義
の
基
礎
を
な
す
の
は
、
平
等
の
観
念
と
結
び
つ
い
た
自
由
の
観

念
で
あ
る
」

(
U
2
5町
同
丘
町
戸

ω・
印
凶
噌
邦
訳

五
頁
)
と
考
え
ら
れ
る
わ

け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
論
述
は
一
見
極
め
て
一
般
的
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
一
般
的
性
格
に
幻
惑
さ
れ
て
、
突
は
こ

こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
が
民
主
制
の
問
題
設
定
を
あ
る
問
題
状
況
と
の
相
闘
に
お
い

て
行
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
見
逃
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
経
済
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
賞
揚
す
る
自

由
な
市
場
経
済
社
会
が
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
の
富
の
蓄
積
と
貧
困
の
蓄
積
の

対
応
的
進
行
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
諸
結
果
が
、
何
ら
か
の
形
で
国
家
に
よ

り
推
進
さ
れ
る
べ
き
配
分
的
正
義
の
導
入
を
不
可
避
な
も
の
と
し
た
と
い
う

事
態
|
l
経
済
的
自
由
と
し
て
機
能
す
る
国
家
か
ら
の
自
由
と
い
う
観
念
を

平
等
と
い
う
観
点
か
ら
抑
制
し
、
経
済
的
自
由
の
も
た
ら
す
弊
害
を
極
小

化
、
あ
る
い
は
除
去
す
る
こ
と
が
社
会
的
要
請
と
な
る
と
い
う
事
態
ー
ー
を

ふ
ま
え
て
、
自
由
と
い
う
観
念
を
「
支
配
・
国
家
の
絶
対
的
否
定
」
を
意
味

す
る
も
の
と
し
て
は
こ
れ
を
否
定
し
、
そ
れ
を
政
治
的
自
律
|
1
1
「
支
配
の

一
形
態
、

一
国
家
形
態
」
と
し
て
の
、
つ
ま
り
人
民
に
よ
る
政
治
と
い
う
意

味
で
の
'
ー
ー
と
い
う
意
味
へ
転
化
せ
し
め
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
を
平

等
と
両
立
・
結
合
す
る
も
の
と
し
て
救
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
自
由
の
概
念
が
政
治
的
考
察
の
領
域
に
登
場
す
る

に
当
つ
て
は
、
そ
の
意
味
を
変
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
そ

れ
を
「
ゲ
ル
マ
ン
的
自
由
か
ら
い
わ
ゆ
る
古
代
的
自
由
へ
の
移
行
」
と
い
う
表

現
で
敷
桁
し
て
い
る
こ
と

(
U
2
5町
田
丘
四
戸

ω・印
M
w

邦
訳

五
|
六
頁
)
、
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更
に
は
そ
れ
を
ル
ソ
ー
へ
の
言
及
に
よ
っ
て
う
け
と
め
て
い
る
こ
と
、
な
ど

が
ケ
ル
ゼ
ン
の
問
題
設
定
に
こ
の
よ
う
な
限
定
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
気

第 1次大戦後ケノレゼンの、憲法体験". ¥¥政治体験グ・政治思想 (2) 

づ
き
に
く
い
も
の
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ヶ
ル
ゼ
ン
が
そ
の
よ
う
な
概
念

を
用
い
、
又
ル
ソ

I
に
言
及
す
る
時
に
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
経
済
的
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
行
き
づ
ま
り
と
い
う
ケ
ル
ゼ

γ
に
と
っ
て
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な

事
態
が
背
後
に
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
の
中

で
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
経
済
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
不
平
等
と
い
う
こ

と
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
政
治
的
自
律
、
民
主
制
の
意
味
を
考

え
て
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
視
点
を
『
民
主
制

I
』
に
限
定
し
て
い
る
限
り
は
、

い
さ
さ
か
強
引
な
も
の
だ
と
み
な
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

主
制
I
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
『
社
会
主
義
と
国
家
』
に
も
視
線

を
向
け
る
な
ら
、
そ
れ
が
決
し
て
強
引
な
解
釈
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と

な
る
筈
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
九
で
引
用
し
た
『
社
会
主
義
と
国
家
』
の

一
節
を
あ
ら
た
め
て
想
起
し
よ
う
。
そ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
人
間
の
人
間
に

対
す
る
あ
ら
ゆ
る
支
配
・
:
強
制
」
は
、

「
自
由
と
い
う
価
値
に
矛
盾
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
や
む
を
得
ざ
る
場
合
、
自
由
の
価
値
以
上
に
重
要
な
秩
序

目
的
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
の
み
」
そ
の
目
的
に
対
す
る
手

(
1
)
 

段
と
し
て
「
正
当
化
」
さ
れ
る
、
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
「
自
由
の
価
値
以

上
に
重
要
な
秩
序
目
的
」
と
は
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
は
実
質
的
経
済
的
「
平

等
」
で
あ
っ
た
。
資
本
主
義
的
経
済
秩
序
は
、
「
一
階
級
に
よ
る
他
の
階
級

の
経
済
的
搾
取
」
を
も
た
ら
し
、
「
経
済
的
諸
勢
力
の
自
由
な
活
動
」
は
「
階

級
対
立
」
の
「
尖
鋭
化
」
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
ふ
ま
え
て

ケ
ル
ゼ
ン
は
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
の
立
場
か
ら
「
強
制
秩
序
門
た
る

ハ
2
V

「
国
家
」

H
「
法
秩
序
」
〕
の
み
が
こ
の
搾
取
状
態
を
阻
止
し
う
る
」
つ
ま
り

平
等
合
7
も
た
ら
し
う
る
、
要
す
る
に
国
家
は
「
階
級
対
立
を
廃
す
る
方
向
に

(
3〉

努
力
す
る
に
際
し
て
:
:
:
適
当
な
手
段
だ
」
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
一
般
国
家
学
』
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
主
張
は

l
ー
よ
り
一
層
の
明
断
さ

に
お
い
て
1
1
貫
か
れ
て
い
る
。
国
家
〔
肯
定
論
的
〕
社
会
主
義
は
、

民

等
と
い
う
社
会
主
義
的
理
想
を
ば
、
全
生
産
の
国
家
化
、
生
産
物
の
消
費
、

分
配
の
調
整
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
努
め
る
:
:
:
。
国
家
主
義
的
社
会
主

義
は
、
国
家
を
肯
定
し
て
、
そ
れ
を
、
そ
の
理
想
を
実
現
す
る
の
に
も
っ
と

も
適
し
た
社
会
技
術
的
手
段
と

ι一
民
と
い
う
こ
と
ば
に
そ
れ
が
事
え
る
。

以
上
明
ら
か
な
よ
う
に
、
資
本
主
義
的
経
済
的
搾
取
の
廃
棄
、
階
級
対
立

の
抑
制
・
廃
棄
こ
そ
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
自
由
の
価
値
以
上
に
重
要
な
秩
序

目
的
」
だ
と
い
う
と
こ
ろ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
が

そ
の
よ
う
に
「
自
由
の
価
値
以
上
に
重
要
な
秩
序
目
的
」
を
持
ち
出
し
て
い

る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
自
由
を
平
等
と
並
ぶ
実
践
理
性
の
要
請
、 ー寸

平
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根
源
的
本
能
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
、

既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
自
由
の
価
値
以
上
に
重
要
な
秩
序
目
的
」
と
は

平
等
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
等
以
下
の
も
の
と
さ
れ
る

自
由
と
は
、
否
定
的
自
由
、
経
済
的
自
由
に
他
な
ら
ず
、
他
面
で
政
治
的
自

律

ー寸

自
己
の
意
吐ゴ

士Eア dじ、

主主 以
c外

の
と
し何

百煮
霊語
ジト コt
tこ句、
お曹」
山も
22民

さ
自由な

11 "、
む士
しり1
ろ 2
よ 5

り E
広 5・

H-ω
・印
M
u

邦
訳

い
活
動
領
域
を
与
え
ら
れ
て
、
真
に
生
か
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
「
民
主
主
義
の
基
礎
を
な
す
の
は
、
平
等
の
観
念
と
結
び
つ

い
た
自
由
の
観
念
で
あ
る
」
(
ロ

2
5
r白
丘
町
戸

ω・
印
凶
・
邦
訳

う
が
、
そ
れ
は
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
合
意
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
思
想
は
、

五
頁
〉
と
い

「
可
能
な
限
り
経

済
的
平
等
を
図
ろ
う
と
い
う
理
想
が
民
主
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

ぃ
。
そ
れ
故
に
社
会
民
主
主
義
こ
そ
初
め
て
の
完
全
な
民
主
主
義
な
の
で
あ

る」

(
U
m
B
o
r
s巴
oFω
・∞
M
W

邦
訳

四
一
頁
)
と
い
う
主
張
を
も
当
然
に

包
括
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ヶ
ル
ゼ
ン
が
民
主
主
義
と
い
う
概
念

を
学
問
の
限
界
内
に
お
い
て
厳
筏
に
「
支
配
の
一
形
態
」
に
限
定
し
て
用
い

ょ
う
と
す
る
時
、
こ
の
よ
う
な
合
意
が
背
後
に
隠
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
に
す

ぎ
な
い
。

『
民
主
制
の
本
質
と
価
値
』
の
第
二
版
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
以
上
で
一
万

さ
れ
た
自
由
の
概
念
の
意
味
転
化
は
、

「
民
主
主
義
口
m
g
c
r
g片

山
田

B
g
を

(
5
)
 

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
の
言
葉
も
又
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
論
に
お
け
る
問
題
設
定
が
、

既
に
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
「
所
有
的
個
人
主
義
」
が
陸
路
に
お
ち
こ
ん

で
し
ま
っ
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
民
主
主
義
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
枠
内
で
は

も
は
や
発
達
不
可
能
と
な
り
、
む
し
ろ
そ
れ
と
背
反
す
る
に
至
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
歴
史
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
解
放
さ
れ
た
民
主
主
義
は
、
「
個
人
に
対
し
て

国
家
権
力
が
無
制
限
に
拡
張
さ
れ
」
、
「
個
人
的
『
自
由
』
が
全
く
否
定
さ

れ
、
リ
ベ
ラ
ル
な
理
想
が
拒
否
さ
れ
た
と
し
て
も
」
依
然
存
立
し
つ
づ
け
る

「
そ
の
よ
う
な
国
家
が
た
だ
そ
れ
に
服
従
す
る
諸
個
人
に
よ
っ

(

6

)

 

て
の
み
構
成
さ
れ
る
」
限
り
は
。
先
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
論
は
自
由
主

と
さ
れ
る
。

義
的
民
主
主
義
思
想
の
批
判
的
克
服
と
い
う
視
角
に
立
っ
て
い
る
と
述
べ
た

の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
観
点
は
ハ
イ
エ
ク
へ
の
反
論
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
・

6
2
M
o
n
g
q
E仏

ω
D
n
E
Z
5
3
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
鮮
明
に
表

現
さ
れ
る
に
至
る
。

「
立
法
機
関
の
自
由
裁
量
権
ま
た
は
『
専
断
』
は
事
実

上
、
無
制
限
で
あ
る
。
議
会
は
最
高
で
あ
る
。
そ
し
て
議
会
の
最
高
性
は
、

(
7〉

代
表
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
内
部
に
お
け
る
人
民
の
最
高
性
で
も
あ
る
」
。
例
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え
ば
、
国
家
的
強
制
秩
序
が
、
民
主
主
義
的
決
定
の
手
続
き
に
従
っ
て
生
産

手
段
の
私
的
所
有
を
否
定
し
、

「
搾
取
関
係
の
全
面
的
廃
棄
」

「
生
産
手
段

第 1次大戦後ケノレゼンの、憲法体験".、政治体験。・政治思想 (2) 

の
共
同
所
有
の
保
護
」
と
い
う
目
的
を
実
現
す
べ
き
手
段
と
し
て
の
機
能
を

果
た
す
時
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
所

有
的
個
人
主
義
」
的
諸
価
値
は
、
民
主
主
義
的
決
定
、
民
主
主
義
的
手
続
き

に
よ
る
法
創
造
、
法
改
正
の
限
界
と
は
な
り
え
な
い
も
の
だ
、
と
ケ
ル
ゼ
ン

は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想
の
叶
純

粋
法
学

I
』
に
お
け
る
表
現
と
し
て
、
前
号
七
回

l
七
五
頁
に
お
い
て
示
し

た
一
節
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
だ
け
で
も
『
純
粋
法
学

I
』
は

「
民
主
主
義
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
の
解
放
」
と
い
う
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主

義
論
を
視
野
に
と
り
入
れ
る
こ
と
な
し
に
は
十
全
な
理
解
は
覚
束
な
い
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
り

ケ
ル
ゼ
ン
の
こ
の
よ
う
な
「
民
主
主
義
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
の
解
放
」

の
思
想
こ
そ
、
ま
さ
し
く
ハ
イ
エ
ク
が
『
隷
従
へ
の
道
』
及
び
そ
れ
以
後
の

著
作
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
を
批
判
し
つ
句
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
原
動
力
を
与

(
9
)
 

え
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
ハ
イ
エ
ク
は

『
隷
従
へ
の
道
』
の
あ
る
個
所
に
お
い
て

1
l
tケ
ル
ゼ
ン
を
名
ざ
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が

l
lこ
う
述
べ
て
い
る
。

「
民
主
主
義
が
個
人
的
自
由
の

保
障
を
止
め
る
限
り
に
お
い
て
、
民
主
主
義
が
全
体
主
義
制
の
下
に
お
い
て

も
、
何
ら
か
の
形
で
残
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
真

の
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
』
は
、
そ
の
形
式
は
民
主
的
で
あ
っ
て

も
、
中
央
で
経
済
体
制
を
指
導
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
恐
ら
く
専
制
政
治
が

嘗
て
行
っ
た
と
全
く
同
様
に
、
個
人
的
自
由
を
完
全
に
破
壊
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
」
。
「
権
力
が
民
主
的
方
法
で
与
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
権
力
は

洛
意
的
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
信
念
に
は
正
当
性
が
な
い
。
:
:
:
権
力
が

添
意
的
と
な
る
こ
と
を
阻
止
す
る
の
は
、
そ
の
源
泉
で
は
な
く
て
、
そ
の
限

(m) 

界
で
あ
る
」
。
こ
の
書
物
に
お
い
て
ハ
イ
エ
ク
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
批
判
的

に
克
服
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
立
場
|
|
そ
れ
が
共
産
主
義
で
あ
れ
、
社

会
民
主
主
義
で
あ
れ
、
福
祉
国
家
論
で
あ
れ
ー
ー
を
串
刺
し
に
批
判
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ケ
ル
ゼ
ン
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
文

脈
か
ら
又
そ
れ
に
対
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
反
論
か
ら
、
又
更
に
そ
の
後
の
ハ
イ

エ
ク
の
議
論
の
展
開
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

さ
て
、
議
論
を
『
民
主
制

I
』
に
戻
そ
う
。
ル
ソ
ー
が
「
英
国
の
議
会
主

義
を
批
判
」
し
、
人
民
が
「
選
挙
の
間
だ
け
自
由
」
で
あ
り
「
選
挙
が
終
れ

ば
:
・
奴
隷
」
と
な
る
と
い
う
事
態
を
避
け
る
た
め
に
「
直
接
民
主
制
の
帰
結

を
導
き
出
し
た
」
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
(
ロ

2
5町
民
芯
戸

ω

日

ω喝

邦
訳

七
頁
)
。
だ
が
、
直
接
民
主
制
に
お
い
て
、
且
自
由
を
政
治
的

北法32(3・107)731 
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自
律
と
解
す
る
場
合
で
す
ら
、
「
個
人
の
自
由
と
い
う
観
念
と
、
社
会
秩
序

の
観
念
と
の
聞
の
解
き
難
い
対
立
」
(
口
開

HErs丘町
H
-
ω
2・
邦

訳

八

頁
)
が
消
失
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
は
そ
こ
で
は
「
採
決
に
敗
れ
た
少
数

派
で
な
く
多
数
派
に
属
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
自
由
で
あ
る
に
過
ぎ
な

い」

(
U
g
M
o
r
g門

戸
巾

H

・

ω-g-
邦
訳

七
頁
)
。
だ
が
、
ヶ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ

ば
こ
の
問
題
は
、
社
会
の
解
体
を
欲
す
る
の
で
な
い
限
り
「
元
来
の
自
由
の

観
念
へ
の
単
な
る
近
似
で
満
足
」
し
、
「
契
約
と
い
う
全
員
一
致
の
合
意
に

よ
っ
て
成
立
し
た
、
自
由
の
観
念
に
適
っ
た
仮
説
的
秩
序
を
、
多
数
決
に
よ

っ
て
存
続
せ
し
め
る
」
と
い
う
や
り
方
に
よ
る
以
外
に
解
決
不
可
能
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
「
多
数
者
の
意
志
が
門
少
数
者
を
〕
拘
束
す
る
」
(
巴
冊
目
。
町
内
注
目
。

七
l
八
頁
)
。

H-ω
・
8
同
・
邦
訳

こ
の
よ
う
な
事
態
を
ケ
ル
ゼ
ン
は
何
ら
か
の
理
念
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
解
消
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
彼
は
ル
ソ
ー
の
よ
う

に
、
少
数
者
は
単
に
一
般
意
志
に
つ
い
て
「
思
い
違
い
」
を
し
て
い
た
に
す
ぎ

な
い
、
と
も
い
わ
な
い
し
、
又
党
派
的
結
合
が
「
政
治
体
と
い
う
大
結
合
を
犠

牲
」
に
す
る
も
の
だ
と
も
、
そ
れ
が
「
国
家
に
対
す
る
特
殊
意
志
」
の
担
い
手

だ
と
し
て
非
難
す
る
こ
と
も
し
な
い
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
政
治
の
現
実
が
利
害

対
立
の
巷
」
で
あ
る

(
U
m
目
。
町
田
仲
W
F
ω
・
日
日
・
邦
訳

七
頁
)
こ
と
を
見

据
え
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
が
生
み
出
し
た
階
級
と
階
級
対
立
の
存
在
と

を
所
与
の
前
提
と
し
、
受
け
容
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
ル
ソ

ー
の
議
論
を
う
け
と
め
、
以
上
で
示
し
た
意
味
に
お
け
る
民
主
制
の
可
能
性

を
検
討
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
単
純
多
数
決
」
こ
そ
「
自
由
の
観
念
に
最
も
近
似
」

(
り
巾

H
E
r
a
-
m
F
ω
・
8
・
邦
訳

一
O
頁
〉
し
た
望
ま
し
い
も
の
だ
と
す

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
多
数
決
原
理
を
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
万
人
が
自
由
で
あ

る
こ
止
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
。
即
ち
社
会
秩
序
の
一
般
窓
志
と
自
己
の
意
志
と
が
矛
盾
す
る

ょ
う
注
入
聞
の
数
を
可
能
な
限
り
少
く
す
べ
き
だ
」
と
い
う
例
の
思
想
に
よ

っ
て
正
当
性
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る

(
0
2
5
r
g円

山
町

戸

ω・
8
・
邦
訳
一
一
頁
)
。
無
論
そ
こ
に
は
少
数
で
あ
れ
「
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
」
つ
ま
り
国
家
意
志

形
成
に
参
与
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
自
由
で
な
く
支
配
さ
れ
て
い
る

人
聞
が
残
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
が
不
可
避
で
あ
り
、
且

そ
の
こ
と
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
陰
蔽
・
歪
曲
さ
れ
ず
、
し
か
も
少
数
派
が

常
に
b

少
数
派
に
転
化
し
う
る
制
度
的
条
件
が
保
障
さ
れ
て
い
る
限
り
で
、
ケ

ル
ゼ

γ
は
そ
れ
を
や
む
を
え
ぬ
、
否
む
し
ろ
も
っ
と
も
合
理
的
な
意
志
決
定

の
あ
り
方
だ
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
が
国
家
人
格
説
、
国
家
主
権
説
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判

北法32(3・108)732 



へ
向
っ
て
い
く
の
は
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理

(
日
)

論
は
代
議
制
・
代
表
制
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に

陰
蔽
・
歪
曲
す
る
は
た
ら
き
を
果
た
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
我
々

は
こ
の
時
代
に
お
け
る
公
法
思
想
史
上
の
核
心
的
問
題
に
辿
り
つ
く
。
そ
れ

(2) 

で
は
ケ
ル
ゼ
ン
は
国
家
人
格
説
・
国
家
主
権
説
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し
て
い

第 1次大戦後ケノレゼンの、憲法体験fI .、政治体験"・政治思想、

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

多
数
決
が
国
家
秩
序
・
国
家
意
志
を
決
定
す
る
と
す
れ
ば
、
個
人
意
志
と

国
家
秩
序
・
意
志
の
相
違
を
「
近
似
的
に
最
小
限
に
限
縮
し
て
い
る
民
主
制

に
お
い
て
も
な
お
」
、
国
家
秩
序
は
偲
人
意
志
に
対
し
て
「
他
者
の
意
志
と

し
て
臨
む
」
(
口
出
gcrH阻
止
白
戸

ω・
印
寸
・
邦
訳

一
一
一
良
)
。
こ
の
こ
と
は
不

可
避
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
自
己
と
同
等
の
者
の
支
配
を
受
け
た
く
な
い
と

い
う
、
抗
議
の
念
」
が
こ
こ
で
働
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
「
民
主

的
感
情
に
と
っ
て
堪
え
難
い
事
実
」
を
「
蔽
い
隠
し
」
、
そ
れ
を
「
民
主
的

感
情
」
に
と
っ
て
心
地
よ
い
も
の
へ
と
す
り
か
え
て
し
ま
う
と
い
う
方
向
に

作
用
す
る
こ
と
が
あ
る
(
ワ
O
B
o
r
g
c目

H-ω

ヨ
・
邦
訳

一
二
一
良
)
。
こ

の
作
用
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
果
た
し
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
が

「
国
家
人
格
説
」

H
「
国
家
主
権
」
論
|
|
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
国
民
主
権
論
」

と
い
う
概
念
で
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
表
現
す
る
場
合
も
あ
る

i
ー
だ
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ケ
ル
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。

「
自
己
と
同
等
の
者
の
支
配
を
受
け
た
く
な
い
と
い
う
抗
議
の
念
に
よ
っ
て

(
民
主
制
に
お
い
て
も
不
可
避
的
に
存
在
す
る
)
支
配
の
主
体
が
ず
ら
さ
れ

て
、
国
家
と
い
う
匿
名
の
人
格
が
構
成
さ
れ
る
。
支
配
は
可
視
的
な
人
間
で

は
な
く
、
こ
の
国
家
と
い
う
人
格
か
ら
発
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
謎
の
よ
う
な
全
体
意
志
、
ま
さ
し
く
神
秘
な
全
体
人
格
が
、
個
々

人
の
意
志
や
人
格
か
ら
分
離
す
る
。
こ
の
擬
制
的
な
分
離
は
、
被
治
者
の
意

士
山
に
対
し
て
よ
り
む
し
ろ
、
実
際
に
権
力
を
行
使
し
て
い
る
人
間
た
ち
の
意

志
に
対
し
て
貫
徹
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
彼
等
は
今
や
、
実
体
化
さ
れ
た
支
配

主
体
た
る
国
家
の
機
関
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
に
至
る
。
こ
う

し
て
国
家
と
い
う
人
格
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
、
人
間
の
人
間
に
対
す
る
支
配
と
い

ぅ
、
民
主
的
感
情
に
と
っ
て
堪
え
難
い
事
実
を
蔽
い
隠
す
。
国
家
人
格
説
は

国
法
学
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
疑
い
も
な
く
そ
の
根
源
は

こ
の
民
主
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
あ
る
」

(
U
m
B
o
r
s昨
日
開
戸

ω・
印
斗
・
邦
訳

一
二
頁
)
。

と
こ
ろ
で
、
ヶ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
国
家
主
権
説
的
擬
制
は
、

「
超
越
的
・
形
而
上
学
的
性
格
」
を
も
っ
「
団
体
(
問
。

-
Z
E
7
4
2
2〉」

と
し
て
の
「
国
民
」
概
念
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
国
民
主
権

ω
2
8円
山
口
町
営
仏

g
〈
o-宮
白
」
と
表
象
さ
れ
も
す
る
。
そ
の
よ
う
な
可
能
性

は
既
に
ル
ソ
ー
の
う
ち
に
苧
ま
れ
て
い
た
。
「
〔
人
聞
か
ら
国
家
へ
の
U

支
配

北法32(3・109)733 
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の
転
移
」
が
「
巨
民
(
白
己
o
C
は
そ
の
全
自
由
を
公
民
(
円
安
婦

g)
と
し

て
回
復
す
る
た
め
に
放
棄
す
る
」
と
い
う
ル
ソ
l
の
言
葉
で
お
お
わ
れ
る
時

既
に
こ
の
よ
う
な
転
化
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
「
も
は
や

根
本
的
に
は
、
個
々
の
公
民
が
自
由
だ
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
し
、
少
な

く
と
も
重
要
で
な
い
。
:
:
:
自
由
で
あ
る
の
は
総
体
と
し
て
の
公
民
、
任
。

2
8
z
r出お
2
5
Fお
S
F
r
m
m同
町
内
向
即
ち
国
家
で
あ
る
。
即
ち
自
由
は
個

々
の
公
民
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
国
家
人
格
に
あ
る
の
で
あ
る
。
:
:
・
こ
う

。
。
。
。

し
て
個
人
の
自
由
に
代
っ
て
国
民
主
権

ω
o
E
R
E
-忌
円

札

g
〈

o-rg
が

一一一

i
三
頁
)
、
と
ケ
ル
ゼ

ン
は
言
う
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
更
に
次
の

登
場
し
た
」
(
ロ
g
g
r
H同片岡
O

H

・
ω-g-
邦
訳

よ
う
に
続
け
て
い
く
。

「
こ
れ
が
自
由
の
観
念
の
意
味
変
化
の
最
終
段
階
で

あ
る
」
が
、
こ
の
よ
う
な
「
自
由
」
概
念
の
下
に
お
い
て
は
、
「
公
民
は
一

般
意
志
に
よ
っ
て
の
み
自
由
で
あ
り
、
こ
の
一
般
意
志
へ
の
服
従
を
躯
否
す

る
者
は
国
家
意
士
山
に
従
う
よ
う
強
制
さ
れ
る
、
こ
れ
は
自
由
で
あ
る
よ
う
に

強
制
さ
れ
る
こ
と
な
の
だ
:
・
。
共
和
国
ジ
ェ
ノ
ア
で
、
監
獄
の
門
と
ガ
リ
l

船
の
囚
人
の
鎖
に
『
自
由
』

Q
F
V
R
E
C、
の
文
字
が
き
ざ
ま
れ
て
い
る
」
と

い
う
ル
ソ
l
の
指
摘
は
「
単
な
る
逆
説
で
は
な
く
、
民
主
制
の
象
徴
で
あ

る」

(
U
S
E
r同国同
H
O
H

・
ω・
印
∞
同
・
邦
訳

一一ニ

i
一
四
頁
)
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
逆
説
」
が
同
時
に
「
民
主
制
の
象
徴
」
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
場
合
の
「
民
主
制
」
、
「
国
民
主
権
」
と
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
決

断
」
的
に
選
び
と
る
そ
れ
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
「
自
己
と
同
等
の
者

の
支
配
を
受
け
た
く
な
い
と
い
う
、
抗
議
の
念
」
に
よ
り
「
民
主
的
感
情
に

と
っ
で
堪
え
難
い
事
実
」
が
「
蔽
い
隠
」
さ
れ
そ
れ
に
と
っ
て
心
地
よ
い
も

の
と
し
て
構
成
し
な
お
さ
れ
た
も
の
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
イ
デ
オ
ロ

ギ
i
的
陰
蔽
的
性
格
を
も
っ
た
民
主
制
あ
る
い
は
「
国
民
主
権
」
な
の
で
あ

る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
『
民
主
制
I
』
を
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
か
ら
は
じ
め
て

、
h
-
o

'
u
v
ゆ
れ

「
一
七
八
九
年
と
一
八
四
八
年
の
市
民
革
命
に
よ
っ
て
、
民
主
制
の

理
念
は
殆
ん
ど
政
治
思
想
に
お
い
て
自
明
の
も
の
と
な
っ
た
。
民
主
制
の
実

現
に
多
か
れ
少
な
か
れ
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
試
み
る
人
さ
え
、
大
抵
は
、

民
主
制
の
原
則
に
は
反
対
せ
ず
、
た
だ
こ
れ
を
態
態
な
態
度
で
歪
め
よ
う
と

す
る
か
、
用
心
深
く
民
主
的
な
用
語
法
の
陰
に
隠
れ
て
こ
れ
を
行
う
他
な
い

と
考
え
た
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
民
主
制
の
標
語
も
ま
た
、
確
乎
た
る
意

味
を
失
っ
て
し
ま
」
い
、

「
濫
用
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
諸
々
の
政
治
的
概

念
中
の
ナ
ン
バ
ー
・
ワ
ン
で
あ
る
こ
の
概
念
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
意
味
、

時
に
は
極
め
て
矛
盾
し
た
意
味
を
も
つ
に
至
っ
た
」
(
ロ
2
5釘
巳
5
F
∞-

三
頁
)
、
と
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
論
脈
の
中
に
同
時
に
「
国
民

印

0
・

邦
訳

主
権
」
概
念
を
お
き
入
れ
、
そ
れ
が
果
た
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
に
着
目

し
て
一
監
獄
の
門
と
ガ
リ
i
船
の
囚
人
の
鎖
に
『
自
由
』

(
5
2
5
C
の

北法32(3・110)734 



文
字
が
き
ざ
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
を
「
民
主
制
の
象
徴
」
だ
、
と
い
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
普
通
平
等
選
挙
権
が
も
た
ら
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら
こ

第 1次大戦後ケルゼンの、憲法体験"."政治体験9 ・政治思想、 (2) 

の
よ
う
な
イ
デ
オ
戸
ギ
l
性
を
帯
び
た
民
主
制
、
国
民
主
権
の
概
念
を
批
判

す
る
。
そ
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
解
放
し
た
民
主
主
義
を
、
技
術
的
可
能

性
が
許
す
限
り
で
「
国
民
主
権

ωO口
語
包
口
町
営
内
庁
印
〈
。

-rg
を
議
会
と

い
う
媒
介
者
を
通
じ
て
の
み
発
動
せ
し
め
る
こ
と
を
否
定
す
る
直
接
民
主

制
」
に
接
近
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
論
の
基
本

テ
ー
マ
が
あ
る
。
従
っ
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
議
論
に
お
い
て
は
民
主
制
・
国
民
主

権
の
概
念
は
二
義
性

|
iイ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
対
象
た
る
そ
れ
と
ケ
ル
ゼ

ン
が
肯
定
す
る
そ
れ
l
l
Jを
帯
び
て
い
る
。
こ
れ
を
混
同
し
て
は
な
ら
な

ぃ
。
こ
の
こ
と
を
近
年
我
国
の
憲
法
学
上
話
題
に
な
っ
て
い
る
コ
ソ
テ
ク
ス

ト
の
中
へ
お
き
入
れ
る
な
ら
、
こ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ソ
は

g
t
oロ
主
権
に
対
す

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
よ
V
2
1
m
主
権
へ
と

転
換
・
あ
る
い
は
純
化
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

上
述
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
議
論
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
次
の
一
節
が
と
り

わ
け
鮮
明
で
あ
る
。

一
部
は
既
に
引
用
し
た
部
分
と
重
複
す
る
が
敢
え
て
煩

を
い
と
わ
ず
示
し
て
お
こ
う
。
「
疑
い
も
な
く
代
議
制
は
民
主
主
義
の
歪
曲

で
あ
る
。
純
粋
な
民
主
制
は
、
人
民
主
権

ω
0
2
R
S
E門
【
回
目
印
〈

o-rg
を

議
会
と
い
う
媒
介
者
を
通
じ
て
の
み
発
動
せ
し
め
る
こ
と
を
否
定
す
る
直
接

民
主
制
で
あ
る
。
世
界
大
戦
に
先
立
つ
時
期
に
民
主
思
想
が
強
ま
り
、
ま
た

議
会
制
へ
の
反
対
論
も
広
ま
っ
た
が
、
こ
の
両
者
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

戦
争
の
も
た
ら
し
た
社
会
的
動
揺
に
よ
っ
て
、
人
民
主
権
の
理
念

E
2
母同

〈
♀
g
m
O
C
J
H
m
円
吉
岡
仲
間
円
は
強
力
な
盛
り
上
り
を
み
せ
、
そ
れ
と
と
も
に
議
会
へ

の
不
信
も
高
ま
っ
た
。
今
や
到
る
処
で
直
接
民
主
制
の
諸
方
法
や
そ
の
代
用

を
な
す
諸
制
度
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
」
(
口
四
百
C
町
旦
芯
戸

ω
'
m
f

二
ハ
頁
)
。
こ
う
述
べ
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
、
イ
ニ
シ

邦
訳

ア
テ
ィ
ヴ
を
肯
定
的
に
あ
げ
る
。
そ
れ
は
比
例
代
表
制
と
と
も
に
、
技
術
的

可
能
性
の
限
界
の
ゆ
え
に
や
む
を
え
ず
採
用
さ
れ
る
代
議
制
と
い
う
枠
の
中

ハロ)

で
の
真
の
民
主
主
義
H
直
接
民
主
主
義
へ
の
接
近
を
可
能
に
す
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
民
主
制
と
い
う
概
念
や
国
民
主
権
と
い
う
概
念

を
二
義
的
に
用
い
て
お
り
、
そ
れ
が
議
論
を
わ
か
り
に
く
い
も
の
に
し
て
い

る
。
し
か
し
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
制
論
を
そ
れ
が
執
筆
さ
れ
た
問
題
状
況
と
の

関
わ
り
で
み
て
い
く
限
り
、
そ
の
い
ず
れ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
確
定
不
可
能
で
は
な
い
。

」
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
国
家
主
権
論
・
国
民
主
権
論
・
国
家
法
人
論

君
主
機
関
説
の
核
心
に
ズ
パ
リ
迫
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
が
ケ
ル
ゼ
ン
の

北法32(3・111)735 



研究ノート

法
理
論
的
著
作
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
民
主
主
義
論
と
い
う
政
治

思
想
論
に
お
け
る
上
述
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
意
味
を
有
す
る
も
の
だ
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
関
連
は
ケ
ル
ゼ

γ
の
民
主
主
義
論
が
問
題
に
さ
れ
る
場

合
に
も
、
法
理
論
的
系
譜
が
追
求
さ
れ
る
時
に
も
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
ハ
ッ
キ
リ
と
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
議
論
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て

当
時
の
公
法
理
論
・
思
想
と
か
か
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
項
を
あ
ら
た
め
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

(

1

)

同
巳
回
目
P
ω
D
N
U
Z
ω
5
5
cロ仏
ω
円由主

-
h
z
F守
、
和
和
、
凡
社

C
2町、に円
FHG

hFは
句
。
H
凡
RHNr苦
言
民
主
同
札
2

k曲、
Fmw凡なヨ品
V
R
E
h
N
h
p
F
U・
e
『h
・
ω
・

9
邦
訳
一
一
一

l
一一一一一貝。

(2〉

HF
ミ・・

ω・
町
内
・
邦
訳
一
一
一
一
頁
。

(
3
)
L
P
R
-
ω
・
叶
・
邦
訳
一
四
頁
。

ハ
4
)
関
巳
ω
o
p
k山
内
町
内
偽
苦
ミ
ミ
匂
H
Q
h
H
H
h
N
S
F
ω
'
ω
悶
ぜ
邦
訳
五
四
頁
。

(
5
〉
問
。
-
ω
g・
3
若
手
h
g
R泣
き
ミ
吾
、
p
s
&
E
H
R
N
-
E
H
N・・

邑
M
P
ω
・
5
・
西
島
芳
二
訳
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
と
価
値
』
(
岩

波
文
庫
一
九
六
六
〉
四

O
頁。

(

6

)

L

『町、・・

ω・
呂
町
・
邦
訳
四

O
l四
一
頁
。

(
7
〉
関
巳
B
P
ロO
B
o
n
B
G
B仏

ω
o
n
E
U
F
H，y
m
F担
当
、

ω
n
r
g「

叶

-r巾
ロ
ロ
円
4
・
0『
(
U
E
S問。・。。口町四円
S
8
ω
m
H
W
P
Z
0・
5
・同
M

・四日"

門

U
g
-
-
h
4
2
2
h
N
Q足
。
足
柄
。
h

b
ぬ遣。
q
a
Q
u
-
u・
3
・
邦
訳
ニ

O
五

頁。

(
8
)
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
議
論
は
、
マ
ク
フ
ァ
l
ソ
ン
が
労

働
者
階
級
の
階
級
意
識
の
発
達
、
普
通
選
挙
権
の
成
立
、
を
契
機
と
し

て
「
立
憲
的
自
由
主
義
国
家
に
対
す
る
個
人
の
自
律
的
義
務
論
」
の
妥
当

性
が
揺
ら
ぐ
に
至
り
、
ひ
い
て
は
彼
が
「
二

O
世
紀
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」

と
呼
ぶ
事
態
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
し
て
い
る
問
題
状
況
(
の
・
回
・
冨
同
n-

H》

F
m
B
2
r
同1F肉
、
。
ご
之
内
Q
N
H
F
g
w
u
。
、
、
。
的
見
訟
な
内
宮
丸
弘
司
丈
NhaN・

言
F
旬。
F
F
S
H。
~PR除、・同
v
-
N
2
同
町
・
邦
訳
三

O
六
頁
以
下
〉
を

事
実
上
ふ
ま
え
て
い
る
の
だ
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(

9

)

古
賀
勝
次
郎
「
ハ
イ
エ
ク
社
会
理
論
体
系
の
研
究
伺
」
早
稲
田
社

会
科
学
研
究
一
八
号
‘
二
五
|
二
六
頁
、
参
照
。

(
叩
)
閉
，
・
〉
・
出
a
m
w
-
吋
ど
さ
白
札

HDh
問、¥
h
r
w
p
E企
岨

匂

印

N
F
一
谷

藤
一
郎
訳
『
隷
従
へ
の
道
』
(
東
京
創
元
社
一
九
五
回
可
九
六
|
九

七
τ具。

(
ロ
)
(
刊
以
)
一
三
に
お
い
て
こ
の
点
に
関
わ
る
若
干
の
問
題
点
に
つ
い
て

論
及
す
る
。

上
山
安
敏
の
『
憲
法
社
会
史
』
(
日
本
評
論
社

一
九
七
七
〉
が
リ
l

ガ

P
ズ
ム
的
制
約
を
被
る
こ
と
の
な
い
広
い
視
点
に
立
脚
し
て
ワ
イ
マ
!
ル

期
に
至
る
近
代
ド
イ
ツ
憲
法
思
想
史
を
構
想
し
た
も
の
と
し
て
高
い
評
価
を

北法32(3・112)736 



う
け
る
べ
き
労
作
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
人
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ

て
い
る

Q

と
こ
ろ
で
そ
こ
に
お
い
て
上
山
は
ケ
ル
ゼ
ン
を
公
法
実
証
主
義
の

延
長
上
に
あ
る
も
の
と
み
る
と
い
う
「
定
説
化
」
し
て
い
る
理
解
を
紹
介
し

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
法
実
証
主
義
的
憲
法
学
は
、
私
法
学
を

第 1次大戦後ケノレゼンの、憲法体験、政治体験M ・政治思想ー (2)

中
心
に
し
た
パ
ン
デ
グ
テ
ン
法
学
を
範
型
に
憲
法
素
材
を
法
律
学
的
方
法
に

よ
っ
て
国
法
学
に
仕
立
て
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
『
公
法
学
の
政
治
か
ら

の
純
化
』
あ
る
い
は
憲
法
か
ら
の
一
切
の
政
治
的
考
慮
の
排
斥
が
、
体
制
の

そ
の
法
的
安
定
に
奉
仕
し
て
き
七
。
ゲ

現
状
ハ

m
g
Z明
』

ロ
O
〉
を
義
認
し
、

ル
パ

l

u
ラ
l
パ
γ
ト
ラ
イ
ン
は
、
国
家
の
社
会
理
論
と
法
理
論
の
両
面

把
握
を
行
な
っ
た
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
国
法
学
を
規
範
学
と
捉
え
、

規
範
と
ザ
イ
ン
と
の
峻
別
を
説
く
か
ぎ
り
、
正
統
的
に
継
承
さ
れ
た
し
、
ま

た
規
範
主
義
を
一
一
層
純
化
し
て
、
非
政
治
的
方
向
を
打
ち
出
し
た
ケ
ル
ゼ
ン

い
ふ
か
『
唱
が
掛
か
卦
ι
r
b
か
目
配
卦
砂
斡
骨
骨
』
円
、
hr
か
。
と
こ
ろ
が
こ
の
法

実
証
主
義
的
憲
法
学
は
、
二

O
世
紀
に
入
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
『
政
治
化
の
時

代
』
の
到
来
と
と
も
に
‘
第
一
次
大
戦
後
の
、
厳
し
い
政
治
状
況
を
背
景
に
新

し
い
潮
流
に
よ
っ
て
兎
服
さ
れ
る
。
そ
れ
は
特
に
、
二

0
年
代
の
憲
法
と
政

ハ
l
v

治
と
を
結
び
つ
け
た
、
い
わ
ゆ
る
政
治
的
憲
法
学
で
あ
る
」
。

こ
の
紹
介
の
中
か
ら
窺
い
と
れ
る
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
シ
像
は
、
我
々
が
行
つ

て
き
た
論
述
を
ふ
ま
え
て
い
う
な
ら
、
方
法
的
純
粋
性
を
前
提
と
し
大
ケ
ル

ゼ
ン
の
法
理
論
を
、
彼
の
民
主
主
義
論
を
含
め
た
彼
の
政
治
思
想
と
は
全
く

無
縁
の
も
の
と
み
た
上
で
孤
立
的
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
「
政
治
的
憲
法

学
」
と
対
照
さ
せ
る
時
に
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
「
後
年
の
ナ
チ
ス
の
憲
法
学
の
イ
デ
オ
ロ

l
グ
な
い
し

そ
の
水
先
案
内
に
な
っ
た
、
ジ
ナ
ミ
ッ
ト
、
ス
メ
ン
ト
、

E
・
カ
ウ
フ
マ
ン
」

ま
た
「
全
く
逆
の
立
場
の
社
会
民
主
党
員
の
へ
ル
マ
ン
・
へ
ラ

1
」
ら
の

「
支
配
的
傾
向
」
の
前
に
、
「
ワ
イ
マ

l
ル
の
法
実
証
主
義
者
ア
ン
シ
ユ
ツ

ハ

zu

ツ
と
そ
の
系
譜
に
立
つ
ケ
ル
ゼ
ン
ら
は
孤
立
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
」
、

と
い
う
観
方
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

上
山
は
こ
の
よ
う
な
視
角
を
そ
の
部
分
と
し
て
含
む
「
近
代
憲
法
学
の

段
階
把
握
」

1
i山
一
一
一
月
革
命
前
後
に
席
倦
し
て
い
た
「
国
家
と
社
会
の
二

元
主
義
に
立
っ
た
社
会
政
策
的
憲
法
学
な
い
し
自
由
主
義
的
法
治
国
家
論
」

ι凶
「
ゲ
ル
バ
!
と
そ
の
遺
言
執
行
人
で
あ
る
ラ
l
パ
ソ
ト
に
よ
っ
て
、
国

法
か
ら
政
治
を
追
放
ま
た
遮
断
し
た
法
実
証
主
義
」

G
則
一
九
二

0
年
代
の

「
憲
法
と
政
治
と
を
結
び
つ
け
た
、
い
わ
ゆ
る
政
治
的
憲
法
学
」

l
lは

「
な
る
ほ
ど
ド
イ
ツ
の
憲
法
の
流
れ
を
見
る
上
で
有
効
で
あ
り
、
説
得
力
を

も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
一
旦
承
認
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
「
『
憲
法

と
政
治
』
の
か
か
わ
り
で
も
っ
て
憲
法
学
の
流
れ
を
巨
視
的
に
視
る
方
法
論

自
体
の
再
検
討
に
及
ぶ
問
題
性
」
が
苧
ま
れ
て
い
る
の
だ
、
と
指
摘
丸
一
U
W

北法32(3・113)737 
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上
山
の
い
う
「
問
題
性
」
と
は
こ
う
で
あ
る
。

「
そ
も
そ
も
こ
の
発
展
区

分
は
政
治
と
憲
法
の
結
合
を
説
い
た
政
治
的
憲
法
学
グ
ル
ー
プ
、
た
と
え
ば

ト
リ
ー
ベ
ル
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ら
に
よ
る
段
階
規
定
に
負
っ
て
い
る
。
し
か
し

彼
ら
の
論
文
自
体
、
当
時
の
公
法
学
の
潮
流
を
変
え
よ
う
と
し
た
戦
術
的
意

あ図
つを
た宮も
勺)っ

そた

?雲
、綱
y 領
ぷ論
説さ
禁事
iら史
な
さ高

品号F
t.: νノ

」政
百治
由 性
宇を
義帯
的び
法学
学 も
L の
やで

公
法
実
証
主
義
の
性
格
づ
け
は
必
ず
し
も
当
時
の
歴
史
的
実
体
に
沿
っ
た
も

の
だ
と
は
い
い
難
い
。
従
っ
て
例
え
ば
こ
の
よ
う
な
枠
組
に
多
く
を
依
拠
し

て
い
る
宮
沢
俊
義
の
議
論
は
、
上
山
に
よ
る
な
ら
成
程
一
面
で
「
シ
ナ
ミ
ツ

ト
グ
ル
ー
プ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
暴
露
す
る
の
に
鋭
い
触

覚
を
働
か
」
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
前
の
段

階
の
二
つ
の
法
理
論
の
「
政
治
的
性
格
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
「
不
透
明
な

ハ
5
)

も
の
に
な
っ
て
い
る
」
。
か
く
し
て
ご
九
二

0
年
代
の
政
治
と
憲
法
の
分

離
と
統
合
と
い
う
論
争
史
を
損
粁
に
し
て
学
史
を
構
成
す
る
こ
と
は
い
い
と

し
て
も
、
そ
れ
に
は
一
つ
の
手
続
」

1
l
「
ま
ず
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ト
リ
ー
ベ

ル
ら
の
政
治
的
憲
法
の
捉
え
る
歴
史
像
を
、
時
代
の
全
体
的
社
会
構
造
の
脈

ハ
6
V

絡
の
中
で
把
え
返
す
手
続
」
!
ー
が
必
要
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

上
山
は
こ
の
よ
う
な
議
論
を
ふ
ま
え
、
「
近
代
憲
法
史
学
」
に
お
け
る
論

点
を
取
り
扱
う
際
、
そ
れ
を
「
法
律
学
的
な
憲
法
理
論
の
枠
の
中
で
処
理
す

る
」
に
と
ど
ま
る
の
で
な
く
、
「
社
会
的
・
政
治
的
視
角
を
重
点
に
お
き
、
狭

い
社
会
史
的
枠
の
中
で
処
理
す
る
」
に
甘
ん
じ
る
の
で
も
な
く
、
「
さ
ら
に

も
っ
と
経
済
的
基
礎
構
造
に
ま
で
射
程
を
の
ば
し
、
政
治
・
憲
法
と
社
会
政

ハ
7
〉

策
・
経
済
政
策
と
の
構
造
的
関
連
に
重
点
を
お
く
」
と
い
う
方
向
を
積
極
的

に
評
価
し
て
い
こ
う
、
と
す
る
。

上
山
の
こ
の
よ
う
な
視
点
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い

る
。
そ
し
て
実
は

l
l目
下
の
筆
者
の
問
題
関
心
か
ら
い
え
ば
|
|
ケ
ル
ゼ

ン
の
憲
法
思
想
を
評
価
す
る
際
に
も
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
視

点
が
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
か

ら
い
え
ば
、
本
稿
は
ケ
ル
ゼ
ン
と
い
う
限
定
さ
れ
た
対
象
に
即
し
て
、
又
思

想
史
と
い
う
限
定
さ
れ
た
視
角
に
即
し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
す
る
研

究
の
糸
口
を
つ
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
筆
者
は
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
項
で
筆
者
が

民
主
制
に
即
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
を
「
自
由
な
市
場
経
済
社
会
が
も
た
ら
し
た
と

こ
ろ
の
震
の
蓄
積
と
貧
困
の
蓄
積
の
対
応
的
進
行
と
そ
れ
に
伴
う
諸
結
果

が
、
何
ら
か
の
形
で
国
家
に
よ
り
推
進
さ
れ
る
べ
き
配
分
的
正
義
の
導
入
を

不
可
避
な
ら
し
め
た
と
い
う
事
態
:
を
ふ
ま
え
て
い
る
」
も
の
と
し
て
抱
え

ょ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
論
脈
の
中
で
は
、
筆
者
は
例
え
ば
カ
ー
ル
・
レ

ン
ナ
!
と
ケ
ル
ゼ
ン
と
の
狭
義
の
法
理
論
史
的
関
連
を
包
み
こ
ん
だ
思
想
史

ゴヒ法32(3・114)738 



的
関
連
へ
の
着
目
は
、
少
な
か
ら
ぬ
可
能
性
を
秘
め
た
テ
1
7
た
り
う
る
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
筆
者
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
上
山
は
そ
の
卓
抜
し
た
視
角
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
と
ケ
ル
ゼ
ン
理
解

に
関
す
る
限
り
、
従
来
の
水
準
を
ふ
み
こ
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
同
書

(2) 

に
お
け
る
テ
l
マ
に
対
す
る
考
察
の
迫
力
を
減
殺
し
て
い
る
こ
と
が
惜
し
ま

第 1次大戦後ケルゼンの、、憲法体験、政治体験υ ・政治思想

れ
る
と
こ
ろ
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
無
論
そ
れ
は
上
山
の
同
書
に
お
け

る
失
点
と
い
う
よ
り
は
、
現
在
の
思
想
史
的
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
の
水
準
そ
れ
自

体
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
。

以
上
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
我
々
の
当
面
の
関
心
事
に
関
わ
る
と
こ
ろ
の
上

山
の
一
示
唆
的
な
指
摘
を
見
て
い
こ
う
と
思
う
。
上
山
に
よ
れ
ば
、
「
国
家
法

人
説
」
は
ゲ
ル
パ

l
の
段
階
(
一
八
五

0
1六
0
年
代
)
に
お
い
て
は
、
「
人

民
主
権
と
君
主
主
権
と
の
対
立
」
を
掩
い
隠
し
、
「
君
権
擁
護
」
の
機
能
を

(
B
)
 

果
し
た
。
だ
が
、

一
八
九

0
年
代
以
降
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
議
会
化
」
と

「
民
主
化
」
の
趨
勢
が
高
ま
っ
て
い
く
や
、

「
立
憲
制
の
枠
の
中
で
の
支
柱

で
あ
っ
た
国
家
主
権
・
国
家
法
人
・
君
主
機
関
と
い
う
学
説
」
は
、
「
議
会

化
」
・
「
民
主
化
」
を
担
う
政
治
的
社
会
的
運
動
を
前
に
し
て
、
む
し
ろ

「
し
だ
い
に
立
憲
君
主
制
を
形
骸
化
し
、
議
会
の
『
立
法
』
に
よ
っ
て
王
位

が
自
由
に
さ
れ
る
、
い
わ
ば
実
質
的
な
共
和
制
ヘ
の
機
導
の
役
割
合
)
分
担
し

〈

9
)

て
い
る
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
を
抱
か
せ
る
に
至
っ
た
。
特
に
「
社

会
民
主
党
の
拠
点
と
な
っ
た
(
と
君
主
側
は
考
え
る
)
帝
国
議
会
は
、
も
は

や
君
主
制
と
議
会
制
と
の
妥
協
の
場
で
は
な
く
な
り
、
体
制
側
に
と
っ
て
脅

(凶〕

威
と
感
じ
ら
れ
た
」
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
「
新
し
い
復
古
的
な
絶
対

制
理
論
は
、
か
つ
て
の
君
主
主
義
原
理
と
議
会
主
義
原
理
、
君
主
主
権
と
人

民
主
権
の
対
立
の
止
揚
の
役
割
を
も
っ
国
家
主
権
・
国
家
法
人
・
君
主
機
関

の
各
学
説
の
三
位
一
体
性
を
、
君
主
主
義
原
理
の
復
権
を
ひ
っ
さ
げ
て
さ
ま

〈
日
)

ざ
ま
な
角
度
か
ら
切
り
崩
そ
う
と
し
た
」
。

」
の
よ
う
な
「
反
動
化
」
の
攻
撃
の
矢
面
に
立
ち

「
し
か
も
そ
れ
を
主

体
的
に
受
け
と
め
て
反
撃
の
法
的
理
論
を
試
み
た
の
は
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
で

あ
っ
た
。
彼
は
、
す
で
に
ゲ
ル
パ

1
以
降
の
公
法
実
-
証
主
義
の
生
ん
だ
、
国

家
主
権
・
国
家
法
人
・
君
主
機
関
各
説
の
も
つ
近
代
的
・
市
民
的
立
憲
制
の

性
格
を
積
極
的
に
認
め
、
か
つ
帝
国
主
義
の
時
代
で
の
『
歴
史
の
方
向
』
ヘ

(ロ)

の
プ
ラ
ス
の
意
義
を
承
認
し
、
そ
れ
の
援
護
に
廻
っ
た
」
。
こ
の
よ
う
な
問

題
状
況
の
延
長
上
に
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国
が
あ
る
。
上
山
は
「
ワ
イ
マ

l
ル

の
大
統
領
制
は
皇
帝
の
代
替
(
同
町
田
伊
丹

NE目
見
乙
で
あ
っ
た
」
と
し
、
「
そ
れ

だ
け
に
『
帝
国
君
主
制
』
(
列
企
n
r
m
B
O
E
R
E
ι
が
擬
似
民
主
主
義
を
通

(
吟
)

じ
て
国
民
の
指
導
者
へ
転
轍
す
る
過
程
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
」
と

し
て
、
そ
の
過
程
を
上
述
の
よ
う
な
理
論
史
的
過
程
を
ふ
ま
え
た
上
で
ウ
エ

ー
バ
!
と
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
い
う
問
題
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
み
よ
う
と

北法32(3・115)739 
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す
る
。
こ
の
上
山
の
視
点
に
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
迫
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
み
た
『
民
主
制

I
』
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
国
家
主
権

国
家
法
人
・
君
主
機
関
説
批
判
は
こ
の
よ
う
な
問
題
配
置
の
中
に
そ
れ

を
お
き
入
れ
て
み
て
は
じ
め
て
そ
の
真
の
意
味
が
理
解
さ
れ
う
る
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
上
山
の
論
述
を
ふ
ま
え
て

い
う
と
す
れ
ば
、
「
国
家
主
権
・
国
家
法
人
・
君
主
機
関
各
説
の
も
つ
近
代

的
・
市
民
的
立
憲
制
の
性
格
を
積
極
的
に
認
め
、
:
:
:
そ
れ
の
援
護
に
廻
つ

た
」
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
を
遥
か
に
こ
え
、
い
わ
ば
更
に
そ
の
「
左
」
に
ま
わ
っ

て
君
権
擁
護
と
は
正
反
対
の
人
民
主
権
の
側
か
ら
|
|
し
か
も
明
ら
か
に

議
会
的
多
数
派
形
成
を
テ
コ
に
し
た
社
会
主
義
へ
の
展
望
を
含
む
も
の
と
し

て
の
人
民
主
権
の
側
か
ら

l
l国
家
主
権
・
国
家
法
人
・
君
主
機
関
各
説
を

打
ち
こ
わ
し
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
君
主

制
の
憲
法
の
合
法
的
改
正
と
は
み
な
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て

w
歴

史
的
に
最
初
の
憲
法
μ

で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
レ
ン
ナ
l
憲
法
」
を
い
わ
ゆ
る

「
ケ
ル
ゼ
ン
憲
法
」
へ
と
彫
琢
し
て
い
く
と
い
う
作
業
を
終
え
た
ま
さ
に
そ

の
時
点
に
お
い
て
、
技
術
的
に
可
能
な
限
り
直
接
民
主
主
義
に
接
近
し
た
民

主
主
義
を
主
張
す
る
著
作
の
中
で
、
そ
の
こ
と
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
『
社
会
主
義
と
国
家
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
議
論
を
行
つ

て
い
る
。
英
仏
米
諸
国
で
は
議
会
制
民
主
主
義
の
支
配
力
を
い
よ
い
よ
拡
大

し
て
き
た
。
ド
イ
ツ
も
又
そ
の
途
上
を
歩
み
つ
つ
あ
る
。
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

が
拾
頭
し
、
普
通
平
等
、
選
挙
が
か
ち
と
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
議
会
制
民
主

(μ) 

主
義
の
発
展
は
時
間
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
」
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
社
会

に
お
い
て
は
、
即
ち
「
議
会
に
全
権
力
が
集
中
さ
れ
、
国
民
の
多
数
の
支
援

を
背
後
に
も
て
ば
何
ご
と
を
も
合
憲
的
に
な
し
う
る
よ
う
な
関
」
で
は
、

「
古
台
社
会
か
ら
新
た
な
社
会
が
平
和
的
に
成
長
し
う
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
」
と
い
う
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
見
解
を
肯
定
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
単
に
一
つ
の

可
能
性
を
見
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
暴
力
的
移
行
よ
り
も
「
こ
の
方
が
原
則
と

(
日
)

考
え
ら
れ
る
べ
き
」
だ
、
と
ケ
ル
ゼ
ン
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
更
に
続
け
て

、
ι
'
O

B
V
、，v
e

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
止
め
難
き
政
治
的
拾
頭
を
限
に
す
る
と
き
、
ド

イ
ツ
ボ
仏
米
英
と
同
様
に
官
民
の
議
会
制
民
主
主
義
が
平
和
的
に
実
現
し
な
い

(
M
)

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
理
由
が
あ
ろ
う
か
」
。
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
よ
る
政
権
掌
援
の
方
法

如
何
の
問
題
の
大
半
は
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
好
ん
で
名
づ
け
る
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
支
配
が
ど
の
よ
う
な
政
治
体
制
な
の
か
の
問
題
に
か
か
っ
て
い

る
。
そ
れ
が
民
主
制
で
あ
る
な
ら
ば
、
少
く
と
も
既
に
民
主
政
体
を
と
っ
て

い
る
資
本
主
義
国
家
に
お
い
て
は
、
根
本
的
な
憲
法
改
正
は
不
要
で
あ
り
、

社
会
主
義
的
経
済
立
法
に
よ
っ
て
変
革
を
な
し
う
る
。
こ
の
変
革
は
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
の
社
会
主
義
政
党
が
議
会
で
多
数
を
占
め
た
瞬
間
か
ら
始
ま
る
筈
で

北法32(3・116)740 



あ
る
。
蓋
し
『
民
主
制
』
と
は
、
国
家
意
志
、
郎
ち
法
秩
序
が
、
そ
の
支
配

を
受
け
る
者
に
よ
っ
て
、
特
に
ふ
J

札
W
L
W
酔
啓
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
政
体
だ

(口〉

か
ら
で
あ
る
」
。

第 1次大戦後ケルゼンの、憲法体験"政治体験".政治思想、 (2)

ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
政
権
を
実
力
に
よ
っ
て
掌
握

し
よ
う
と
努
め
る
べ
き
か
、
国
民
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
の
故

に
、
普
通
平
等
選
挙
権
を
か
ち
と
っ
て
平
和
的
・
合
法
的
方
法
で
議
会
の
多

数
派
と
な
る
よ
う
努
め
る
べ
き
か
、
ま
さ
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
『
共
産

マ
ル
グ
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
諸
処
に
お
け
る
断
片
的
な
論
評

(

凶

)

の
聞
に
矛
盾
が
あ
る
」
。
こ
の
矛
盾
は
今
や
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
と
ケ
ル
ゼ

党
宣
言
』
と
、

ソ
や
独
撲
の
社
会
民
主
主
義
者
と
の
間
の
対
立
と
し
て
顕
在
化
す
る
。
ケ
ル

ゼ
ン
の
民
主
主
義
論
は
こ
の
よ
う
な
対
立
の
中
で
議
会
で
社
会
主
義
政
党
が

多
数
を
占
め
、
社
会
主
義
的
経
済
立
法
を
テ
コ
と
し
て
変
革
を
行
う
と
い
う

展
望
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
・

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
論
に
含
ま
れ
る
二
義
性
を
ケ
ル
ゼ
ン
と

は
逆
の
方
向
へ
一
義
化
し
て
い
っ
た
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
と
真
正
面
か
ら
対

立
す
る
の
で
あ
る
。

因
み
に
、
議
会
で
多
数
派
を
占
め
た
社
会
主
義
政
党
が
社
会
主
義
的
経
済

立
法
を
行
い
、
行
政
機
構
が
そ
の
立
法
を
執
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
変

世
帯
を
遂
行
し
て
い
く
と
い
う
ケ
ル
ゼ
ン
の
こ
の
よ
う
な
展
望
は
、
政
治
的
権

方
の
経
済
的
権
力
か
ら
の
自
立
性
と
い
う
こ
と
を
論
理
的
に
前
提
す
る
。
従

っ
て
こ
の
議
論
は
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ズ
ム
閏
家
を
例
外
と
し
て
で
な
く
む
し
ろ

常
態
と
み
て
い
く
と
い
う
ケ
ル
ゼ
ン
の
国
家
論
的
立
場
と
内
在
的
関
連
に
立

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
議
会
主
義
へ
の
決
断
は
同
時
に
民

(
川
目
〉

主
主
義
へ
の
決
断
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
ケ
ル
ゼ
ン
の
言
葉
は
こ

の
よ
う
な
論
脈
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
八
九

0
年
代
以
降
「
国
家
主

権
・
国
家
法
人
・
君
主
機
関
と
い
う
学
説
」
が
す
ぐ
れ
て
政
治
的
意
義
を
帯

さ
て
、
先
程
の
上
山
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、

び
る
に
至
っ
た
の
は
「
社
会
民
主
党
の
拠
点
と
な
っ
た
ハ
と
君
主
側
は
考
え

る
〉
帝
国
議
会
は
、
も
は
や
君
主
制
と
議
会
側
と
の
妥
協
の
場
で
は
な
く
な

り
、
体
制
側
に
と
っ
て
脅
威
と
感
じ
ら
れ
た
」
と
い
う
よ
う
な
事
情
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
議
会
制
民
主
主
義
評
価
は
、
こ
の
よ

う
に
体
制
側
に
と
っ
て
脅
威
と
感
じ
ら
れ
る
方
向
を
更
に
「
国
家
主
権
・
国

家
法
人
・
君
主
機
関
と
い
う
学
説
」
を
つ
き
抜
け
て
い
く
徹
底
さ
で
発
展
さ

せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
先
に
ふ
れ

た
よ
う
に
、
上
山
の
論
述
を
支
え
る
卓
抜
な
視
点
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ

ン
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
ケ
ル
ゼ

γ
に
関
す
る
限
り
、
そ
こ
で
の
指
摘
は
極

め
て
平
板
な
も
の
に
終
わ
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
実

は
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
上
山
の
視
点
の
中
で
正
当
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
突
に

北法32(3・117)741 
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重
要
な
役
割
を
来
た
す
筈
で
あ
る
。

こ
こ
で
我
々
は
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
王
朝
的
正
統
性
」
と
「
民
主
的
正

統
性
」
に
つ
い
て
誇
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
想
起
し
た
い
と
思
う
。
あ
る
論
者

の
整
理
す
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
そ
れ
に
つ
い
て
い
っ
て
い

る
こ
と
は
、
「
王
朝
的
権
威
が
承
認
さ
れ
て
い
る
時
に
は
、
そ
の
王
家
を
正

統
に
相
続
し
た
君
主
の
定
め
た
憲
法
が
正
当
と
し
て
通
用
し
、
国
民
的
正
当

性
の
見
地
の
支
配
す
る
時
に
は
、
何
ら
か
の
方
式
に
よ
り
:
:
・
国
民
意
志
の

決
断
に
よ
っ
て
成
る
と
考
え
ら
れ
る
憲
法
が
正
当
な
も
の
と
し
て
通
用
す

る
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
だ
が
「
こ
の
一
見
ト
ウ
ト
ロ
ジ

1
以
上
の
意

味
を
持
ち
得
な
い
議
論
は
、
次
の
二
点
に
於
て
重
要
な
理
論
的
、
実
践
的
意

「
第
一
に
そ
れ
は
、
十
九
世
紀
後
半
ド
イ
ツ
国
法
学
を
支
配

し
た
『
国
家
主
権
』
と
い
う
擬
制
的
理
論
、
即
ち
、
主
権
が
い
か
な
る
人
格

的
意
士
山
主
体
に
帰
属
す
る
か
、
そ
れ
は
君
主
に
あ
る
の
か
国
民
に
あ
る
の
か

と
い
う
、
主
権
論
に
と
っ
て
ま
さ
に
最
も
本
質
的
な
問
題
を
回
避
し
、
:
・

国
家
主
権
説
:
:
:
に
対
し
て
、
主
体
の
問
題
に
国
法
学
の
注
意
を
向
け
た
と

味
を
持
つ
」
。

い
う
功
績
を
持
っ
て
い
た
。
第
二
に
、
実
践
的
意
味
の
上
か
ら
見
て
更
に
重

要
な
こ
と
だ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
は
、
権
力
分
立
主
義
的
法
治
国
家
の

規
範
主
義
・
形
式
的
合
法
主
義
に
激
し
く
対
抗
し
て
、
政
治
の
世
界
に
於
け

る
主
権
的
決
断
意
志
の
政
治
的
意
味
を
強
調
し
た
点
で
、
高
度
の
時
代
的
実

円
四
)

践
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
」
。
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
観
点
か

ら
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
規
範
主
義
・
形
式
的
合
法
主
義
の
代
表
的
論
客
と
さ

れ
、
そ
こ
か
ら
上
山
の
い
う
「
三
段
階
把
握
」
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の

「
重
要
な
理
論
的
、
実
践
的
意
味
を
持
つ
」
二
つ
の
点
は
、
表
現
こ
そ
異
な

れ
、
既
に
事
実
上
ケ
ル
ゼ
ン
が
ふ
ま
え
、
且
そ
の
上
で
彼
な
り
の
解
答
を
提

示
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
そ
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ケ
ル
ゼ
ン
を
「
規
範
主
義
・
形
式
的
合
法
主

義
」
と
み
て
こ
の
よ
う
な
意
味
を
蔽
い
隠
し
た
と
非
難
す
る
の
は
、

ヘ
ラ

I

と
同
じ
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
方
法
に
限
定
さ
れ
た
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
み
発
言

し
て
い
る
学
問
的
著
作
を
直
ち
に
政
治
思
想
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
う
け
と
め
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
学
問
的
著
作
の
背
後
に
ひ
そ

め
ら
れ
て
い
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
的
思
想
を
全
く
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
る

門

別

)

か
ら
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「

c
・シ

ュ
、
、
、
ッ
ト
の
憲
法
制
定
権
力
に
よ
る
決
断
は
ま
さ
に
:
:
:
ケ
ル
ゼ
ン
の
根
本

規
範
の
書
き
か
え
」
で
は
な
い
の
か
と
い
う
既
に
見
た
指
摘
は
極
め
て
重
要

な
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
筆
者
は
以
上
述
べ
て
き
た
意
味
に
お
い
て
、
ケ
ル

ゼ
ン
ム
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
類
似
性
」
を
承
認
し
て
よ
い
、
と
考
え
て
い
る
。
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五第1次大戦後ケルゼンの、憲法体験1/.、政治体験グ・政治思想 (2)

ハ
1
)
上
山
安
敏
『
憲
法
社
会
史
』
(
日
本
評
論
社

(
2
〉
向
、
五

l
六
頁
。

(

3

)

問
、
六
頁
。

ハ
4
〉
向
、
六
頁
。

(

5

)

同
、
七
頁
。

(
6
〉
向
、
七
頁
。

ハ
7
〉
向
、
一
五
頁
。

ハ
8
〉
向
、
一
九
一
1
l

一
九
二
頁
。

(
9
〉向、一一一一一一一一
's・

p

・-B
二
三
四
頁
。

(
叩
〉
向
、
二
三
七
頁
。

(
臼
〉
向
、
二
三
三
頁
。

〔
臼
)
向
、
二
三
八
頁
。

(
臼
〉
向
、
二
五
六
頁
。

ハ
H
)
問。

-
E
P
ω
O
N
E
U
5
5
5仏

ω
g
m
F
ω
・

Bw
邦
訳

(
日
)
尽
に
・
・

ω-M
∞-
N
U
-

邦
訳
五
二
、
五
三
頁
。

(日)」「

FR-ω-g-
邦
訳
五
三
頁
。

(
刊

μ
〉
尽
に
・
・

ω・
出
向
・
邦
訳
五
四
頁
。

(
刊
日
)
同
内
向

-
8
p
ロ
曲
目

H
V
同

O
E由
自
門
凶

g
M
M
R
F
B
S
S
H
U
H
U
g
-
H・
〉
ロ
ロ
-
u

H
由
同
品
“

ω・
印

(
四
)
加
藤
新
平
「
国
家
権
力
の
正
統
性
」
、
『
近
代
国
家
論
、
第
一
部

権
力
』
(
弘
文
堂
一
九
五

O
)
所
収
四
一
1
i
四
二
頁
。

(
加
)
本
稿
三
注
(
2
u
、
前
号
五
一

l
五
二
頁
参
照
。

一
九
七
七
)五

三
頁
。

五
頁
。

』
の
よ
う
な
多
岐
に
わ
た
る
論
脈
の
中
で
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
更
に
ウ
ェ

ー
パ
ー
が
『
新
秩
序
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
会
と
政
府
』
に
お
い
て
提
示
し
た

諸
問
題
に
論
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
又
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
同
時
に
ボ
ル
シ

Z

ヴ

4
ズ
ム
に
対
す
る
評
価
に
関
わ
っ
て
い
る
。
以
下
、
本
稿
に
お
い
て

は
、
主
と
し
て
更
に
『
民
主
制

I
』
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
論
述
を
追
い
な
が
ら
、

そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
論
点
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
と

思
う
。ま

ず
我
々
は
議
論
の
手
が
か
り
を
ケ
ル
ゼ

γ
の
権
力
分
立
主
義
批
判
に
と

ろ
う
。
こ
の
点
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
憲
法
の
第
二
編
・
第
三
編
に
お

い
て
は
「
権
力
ハ
一
一
一
権
〉
分
立
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
(
の
2
2
a
o
r
g巴
と

執

行

(〈
o--Nぽ
r
g
m〉
の
相
対
的
二
一
即
時
に
区
分
す
る
基
本
的
立
場
が
採
用
さ

れ
て
い
る
」
と
い
う
点
で
「
粋
件
卦
令
市
川
皿
配
給
か
鳥
島
わ
」
〈
印
〉
と
み
な

さ
れ
う
る
と
著
者
〔
手
島
孝
〕
が
述
べ
て
い
た
と
こ
ろ
と
、
そ
し
て
更
に
ケ

ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
と
関
わ
る
点
な
の
で
あ
る
。
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ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
「
専
制
君
主
制
の
中
か
ら
生
れ
出
で
た
民
主
制
に
お

い
て
、
立
法
権
に
国
民
が
参
与
で
き
れ
ば
、
民
主
化
の
要
求
は
一
応
み
た
さ

れ
た
も
の
と
み
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
」
1

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
「
民

主
的
原
理
が
立
法
の
領
域
を
越
え
て
支
配
力
を
拡
大
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
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ダ
ム
の
役
割
を
来
た
し
て
き
た
」
と
こ
ろ
の
「
権
力
分
立
論
」
の
帰
結
で
あ

る
(
口
四
5
0町
田
正
ア
ω
'
g
v
邦
訳

一
一
一
一
貝
)
。
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
「
権

力
分
立
論
」
の
「
本
来
の
意
義
」
か
ら
す
れ
ば
い
わ
ば
当
然
の
も
の
で
あ
っ

て
、
「
権
力
分
立
の
原
則
を
民
主
的
な
も
の
と
唱
え
る
の
は
、
理
論
上
の
浅

慮
か
政
治
的
意
図
か
の
何
れ
か
に
よ
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
「
本
来
の

意
義
は
、
か
つ
て
の
絶
対
者
の
地
位
か
ら
立
憲
主
義
と
い
う
制
約
の
も
と
に

置
か
れ
た
君
主
が
議
会
に
集
約
さ
れ
た
国
民
の
権
力
に
対
し
最
後
に
優
位
に

保
ち
う
る
場
合
」
確
保
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
:
:
:
。
蓋
し
、

そ
こ
で
の
国
内
諸
勢
力
の
角
逐
の
状
況
に
お
い
て
、
こ
の
権
力
分
立
論
は
、

唯
一
の
国
民
代
表
機
関
で
あ
る
多
人
数
か
ら
成
る
立
法
機
関
を
最
高
機
関
な

り
と
主
張
し
え
な
い
よ
う
に
帰
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
執
行
権
が
君
主
に
与

え
ら
れ
、
君
主
が
(
概
念
上
は
行
政
権
は
立
法
権
の
下
に
立
つ
筈
で
あ
る
が

こ
れ
と
矛
盾
し
て
)
立
法
権
と
対
等
の
地
位
に
立
つ
と
さ
れ
る
と
、
経
験
の

教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
君
主
は
立
法
権
に
参
与
す
る
議
会
に
対
し
、
こ

れ
に
対
立
す
る
に
至
る
。
こ
こ
で
立
法
作
用
は
政
治
的
に
過
大
評
価
さ
れ
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
」
(
ロ
O
B
o
r
s
-
o
ケ

ω・
2
・

邦
訳

二
一
|
二
二
頁
)
。

ケ
ル
ゼ

γ
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
立
法
作
用
に
対
す
る
政
治
的
過
大
評
価

は
、
大
統
領
制
と
い
う
国
民
主
権
原
則
を
弱
化
さ
せ
る
制
度
に
結
び
つ
く
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
程
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
先

ず
ケ
ル
ゼ
ン
が
そ
の
過
大
評
価
と
結
び
つ
い
て
い
る
「
法
の
形
態
の
性
格
に

関
す
る
理
論
的
誤
謬
」
と
よ
ん
で
い
る
も
の
を
見
て
お
こ
う
。
結
論
か
ら
い

え
ば
ケ
ル
ゼ
ン
が
こ
こ
で
「
理
論
的
誤
謬
」
と
よ
ん
で
い
る
も
の
は
、
法
の

段
階
構
造
へ
の
無
理
解
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ

γ
は
言
う
。
「
我
々
は
、
法
を
立

法
段
階
に
お
け
る
一
般
的
・
抽
象
的
形
態
に
お
い
て
認
識
す
る
の
に
慣
れ
過

ぎ
て
い
て
、
今
日
で
は
法
学
と
い
え
ば
法
律
ハ
の
g
2
C
の
知
識
を
意
味
す

る
」
。
し
か
し
実
は
一
般
的
な
法
律
は
法
創
造
の
中
間
段
階
に
す
ぎ
な
い
。

「
法
創
造
の
過
程
は
、
ま
ず
立
法
の
準
則
と
し
て
の
始
源
的
・
起
点
的
規
範

た
る
憲
法
か
ら
始
ま
り
、
行
政
命
令
・
判
決
・
行
政
行
為
・
法
律
行
為
の
一

般
準
則
た
る
法
則
を
経
て
、
こ
れ
ら
の
法
の
具
体
的
形
態
に
到
る
」
。
つ
ま

り
、
「
い
わ
ゆ
る
執
行
は
立
法
に
劣
ら
ず
重
要
で
本
質
的
な
法
創
造
・
法
実
現

の
一
段
階
で
あ
り
、
:
・
執
行
な
し
に
立
法
は
一
断
片
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
法
創
造
過
程
は
〔
立
法
・
執
行
な
ど
の
諸
段
階
に
分
断
さ
れ
う
る
も

の
で
は
な
く
〕
一
体
を
な
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
民
主
的
組

織
原
理
の
適
用
領
域
を
こ
の
過
程
の
中
で
、
多
か
れ
少
な
か
れ
怒
意
的
に
選

び
取
ら
れ
た
一
段
階
の
み
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
全
然
な
い
。
こ
う
し

て
、
法
創
造
・
国
家
現
実
化
の
あ
る
段
階
(
即
ち
立
法
)
を
民
主
的
に
組
織

し
な
が
ら
、
そ
の
次
の
段
階
(
即
ち
執
行
〉
の
方
は
専
制
的
に
組
織
す
る
と

北法32(3・120)744 



い
う
こ
と
の
矛
盾
を
、
法
の
技
術
者
や
国
家
の
建
設
者
に
倍
ら
せ
る
こ
と
に

な
る
」

(
0
2
5
r
H巳
ぽ
ア

ω・
吉
岡
・
邦
訳

一一一一一

l
二
四
頁
)
。
引
用
文

最
後
の
筆
者
が
傍
点
を
附
し
て
お
い
た
部
分
に
注
目
す
れ
ば
、
オ
1
ス
ト
リ

ア
共
和
国
憲
法
が
「
純
粋
法
学
の
理
論
の
実
定
化
」
と
み
な
し
う
る
と
い
う

第 1次大戦後ケノレゼンの、憲法体験".¥¥政治体験"・政治思想 (2) 

こ
と
が
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と

が
い
え
そ
う
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
は
と
も
か
く
，
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
立
法
に
つ
い
て
の
評
価
の

実
践
的
門
町
政
治
的
〕
及
び
理
論
的
誤
り
を
明
確
化
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら

い
か
な
る
帰
結
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
「
大
統
領
制
」
批
判
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
言

ぅ
。
「
米
国
の
よ
う
な
共
和
国
が
権
力
分
立
の
ド
グ
マ
を
恭
し
く
受
容
れ
、

し
か
も
こ
れ
を
民
主
制
の
名
に
お
い
て
徹
底
さ
せ
た
と
い
う
の
は
殆
ん
ど
歴

史
の
皮
肉
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
大
統
領
共
和
国
に
お
い
て
は
、
議
会
で
な
く

国
民
か
ら
直
接
選
ば
れ
た
大
統
領
が
執
行
権
を
持
ち
、
こ
の
執
行
権
の
担

当
者
た
る
大
統
領
の
議
会
に
対
す
る
独
立
が
色
々
な
仕
方
で
保
障
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
‘
:
:
実
は
国
民
主
権
原
則
を
弱
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
」

(
口
出
自
o
r
H
Eぽ
ア

ω・
8
同
・
邦
訳

二
二
頁
)
。

す
ぐ
後
で
み
る
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
ウ
ェ

l
バ
l
の
政
治
論
の
い
く
つ
か

を
受
容
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
ウ
ェ

l
パ
I
の
「
人
民
投
票
的

指
導
者
民
主
制
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ

こ
で
こ
の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
合
意
は

明
ら
か
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
ケ
ル
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
に
議

論
を
続
け
て
い
る
。
「
幾
百
万
の
選
挙
民
に
対
す
る
た
だ
一
人
の
被
選
挙
者

と
い
う
の
で
は
、
国
民
代
表
の
観
念
も
そ
の
正
当
性
の
最
後
の
外
見
さ
え
失

っ
て
し
ま
う
」
(
口
四
日
。
rH同
門
お
ア

ω・
2i

一
一
二
頁
)
。
「
直
接
国
民

邦
訳

投
票
で
選
ば
れ
、
議
会
か
ら
全
く
独
立
し
た
大
統
領
、
行
動
能
力
の
な
い
莫

大
な
人
数
の
全
国
民
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
す
べ
も
な
い
こ
の
大
統
領
に
よ

っ
て
国
民
意
志
を
形
成
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
世
襲
の
君
主
に
そ
れ
が

不
可
能
な
の
と
同
様
に
不
可
能
で
あ
る
。
否
、
〈
期
間
が
限
ら
れ
て
い
る
に

せ
よ
)
専
制
支
配
を
行
う
チ
ャ
ン
ス
は
、
時
に
は
世
襲
の
君
主
よ
り
大
き

い
。
任
命
方
法
の
差
異
は
何
ら
決
定
的
な
差
異
を
も
た
ら
さ
な
い
。
代
表
観

念
と
民
主
的
諸
原
則
の
間
に
何
の
血
の
つ
な
が
り
も
な
い
こ
と
は
、
専
制
制

も
ま
た
こ
の
代
表
の
擬
制
を
用
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
君
主
、

特
に
絶
対
君
主
も
、
君
主
に
任
命
さ
れ
た
役
人
も
、
皆
国
家
機
関
、
全
国
民

の
代
表
だ
と
唱
え
ら
れ
る
。
自
己
を
こ
う
し
て
正
当
化
し
な
か
っ
た
纂
奪
者

や
傍
主
は
一
人
も
い
な
い
。
専
制
者
の
用
い
る
代
表
の
称
号
と
選
挙
さ
れ
た

皇
郁
の
擬
似
民
主
制
の
相
違
は
殆
ん
ど
な
い
」
(
り

2
0町
田
正
ケ

ω

2・

邦
訳

二
一
一
|
二
三
頁
可
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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研究ノート

ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
は
「
何
と
か
国
民
意
士
山
と
よ
び
う
る
よ
う
な
も
の
」

が
成
立
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
多
数
の
人
間
か
ら
構
成
さ
れ
、
あ
ら

ゆ
る
党
派
を
網
羅
し
た
議
会
」
に
お
い
て
、
し
か
も
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
勢

カ
の
共
働
に
よ
っ
て
」
で
あ
る
〔
U
m
B
D町
曲
z
o
-
-
∞

-s-
邦
訳

し
か
も
正
確
に
い
う
な
ら
そ
こ
に
は
二
つ
の
条
件
が
つ
け
ら
れ
る
。

第
一
は
、
そ
の
議
会
が
比
例
代
表
制
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
議
員
よ
り
成
る

頁)。
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
は
そ
の
議
員
が
実
質
的
に
「
命
令
的
委
任
」
に
工

っ
て
し
ば
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
条
件
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
垣
間
み
て
お
こ
う
。

川
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
「
純
粋
な
民
主
制
は
、
人
民
主
権
を
議
会
と
い
う

。
。
。

媒
介
を
通
じ
て
の
み
発
動
せ
し
め
る
こ
と
を
否
定
す
る
直
接
民
主
制
で
あ

る
」
(
ロ
OHHErs昨

日

o
F
ω
・
2
・
邦
訳

一
六
頁
)
。
だ
が
分
業
の
必
然
性
、

社
会
技
術
上
の
可
能
性
と
い
う
制
約
が
こ
の
よ
う
な
「
直
接
民
主
制
」
を
許

さ
な
い
。
か
く
し
て
現
実
的
に
可
能
な
民
主
制
と
は
、

「
直
接
民
主
制
に
接

近
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
内
在
さ
せ
」
、
「
代
議
制
の
枠
を
破
壊
す
る
傾
向
を

内
在
さ
せ
て
い
る
」
〈
0
2
5町
田
仲
ぽ
ケ
∞
・

2
・
m
O
場
邦
訳

一
六
頁
、

五
頁
)
と
こ
ろ
の
比
例
代
表
制
|
|
そ
れ
は
又
「
代
表
民
主
制
に
お
い
て
少

数
者
保
護
と
い
う
民
主
制
の
要
請
を
完
全
に
表
現
す
る
も
の
」
〈
U
g
H
o
r
s
'

同
町
ケ

ω・
3
・
邦
訳

一
四
頁
〉
で
あ
る
l
l
aと
い
う
方
法
に
よ
っ
て
の

み
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
比
例
代
表
制
が
こ
の
よ
う
な
「
傾
向
」
を
内

在
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
ケ
ル
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。
「
全
政
党
、
考
え
ら
れ
う
る
限
り
の
極
小
の
政
党
ま
で
が
、
そ
の
比
率

に
応
じ
た
代
表
者
を
出
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
比
例
を
完
全
に
保
つ
た
め
に

は
、
代
議
員
の
数
は
彪
大
な
数
に
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
。
・
:
:
そ
の
数
学
的
極

限
に
お
い
て
一
人
一
党
ま
で
が
名
乗
り
を
あ
.
け
れ
ば
、
代
表
者
の
数
と
選
挙

民
の
数
は
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
代
議
制
そ
の

も
の
が
否
定
さ
れ
、
間
接
民
主
制
で
な
く
直
接
民
主
制
に
な
っ
た
こ
と
を
意

味
す
る
」

(
U
m
B
o
r
s
5
ア

ω・白
0
・
邦
訳

一
五
|
一
六
頁
〉
と
。
無

論
上
述
の
制
約
の
ゆ
え
に
ご
人
の
代
表
者
を
送
り
得
る
団
体
の
規
模
が
適

当
に
制
限
さ
れ
ざ
る
を
得
」
(
ロ
O
B
c
r
巳
目
。
ヶ

ω-gh・
邦
訳

ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
比
例
代
表
制
が
、
か
か
る
も
の
と
し
て
成
立
す
る
わ

二
ハ
頁
)

け
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な
比
例
代
表
制
に
よ
っ
て
「
代
議
制
」
の

も
つ
}
擬
制
」
的
性
格
(
ロ
g
H
e
r
g己
目
ケ

ω-mMU
邦
訳

一
七
頁
)
は

可
能
な
限
り
極
小
化
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

凶
更
に
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
自
由
委
任
公
同
色
町
田
宮
田
口
念
。
」
は
「
代

議
制
と
い
う
大
き
な
擬
制
」
の
中
で
の
「
擬
制
の
擬
制
」
で
あ
っ
た
。
可
能

委な
任限
」り
は直
「接
命民
令主
的制

室長
官守
町布

R ベ

i3 
A f 
~ h 
E「ら
、ーノ
L.. 

当

と告
っこ
ての
'‘ v寸

え自
ら由
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れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
命
令
的
委
任
こ
そ
、
不
可
譲
の
人
民
主
権

の
直
接
的
帰
結
に
他
な
ら
な
い
」
、
と
ケ
ル
ゼ
ン
は
考
え
一
る
か
ら
で
あ
る

(
U
m
H
E
r
s
E
ア

ω・
宮
内
・
邦
訳

一
六
|
一
七
頁
)
。

」
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
比
例
代
表
制
」
と
「
命
令
的
委
任
」
と
い
う

第 1次大戦後ケルゼンの明憲法体験政治体験グ・政治思想、 (2) 

二
つ
の
条
件
を
伴
っ
た
議
会
に
お
け
る
諸
党
派
の
共
働
に
よ
っ
て
こ
そ
、

「
何
と
か
国
民
意
士
山
と
よ
び
う
る
よ
う
な
も
の
」
が
成
立
し
う
る
、
と
考
え

て
い
る
。
そ
れ
故
ケ
ル
ゼ

γ
に
よ
れ
ば
行
政
は
こ
の
よ
う
な
議
会
に
よ
っ
て

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
H

法
律
に
よ

る
行
政
H

と
い
う
原
理
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
大
統
領
制
批
判
と

い
う
ケ
ル
ゼ
ン
の
観
点
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
議
会
に
よ
る
行
政
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
を
制
度
的
に
保
障
す
る
も
の
は
「
議
院
内
閣
制
」
で
あ

る
。
か
く
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
吾
一
回
う
。
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
新
憲
法
が
明
文
で

定
め
て
い
る
よ
う
な
、
形
式
的
に
も
議
会
が
政
府
を
選
挙
す
る
と
い
う
制
度

は
、
人
民
主
権
の
前
提
の
論
理
的
帰
結
を
表
現
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

-
:
議
会
と
内
閣
の
他
に
元
首
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
た
と
え
そ
れ
が
短
い
任
期
で
選

j

ば
れ
た
共
和
制
の
元
首
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
な
お
そ
れ
自
体
と
し
て
民
主
的
性
格
を
限
縮
す
る
も
の
で
あ
る
」

(UOBGrH巳
目
。
ヶ

ω・
2
・
邦
訳

二
四

l
二
五
頁
)
、
と
。

こ
の
よ
う
に
「
人
民
投
票
的
指
導
者
民
主
制
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ウ
ェ

1

バ
l
と
ケ
ル
ゼ
ン
の
見
解
は
根
本
的
な
点
で
既
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。

こ
の
古
川
は
一
九
二

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
に
か
け
て
の
両
者
の
理
論
を
弄
ん

だ
運
命
に
ま
で
思
い
を
馳
せ
る
時
、
興
味
は
っ
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
と

も
か
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
見
解
の
対
立
は
、
両
者
が
同
じ
よ
う
な
事
態

を
見
つ
め
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ウ
ェ

l
バ
l

が
「
人
民
投
票
的
指
導
者
民
主
制
」
を
提
示
し
た
の
は
、
官
僚
制
化
と
い
う

近
代
の
宿
命
と
対
決
し
そ
の
進
展
を
阻
も
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

W
-

モ
ム
ゼ
ン
の
表
現
を
借
り
て
言
う
と
す
れ
ば
、
ウ
ェ

l
パ
ー
は
資
本
主
義
と

と
も
に
出
現
し
た
と
こ
ろ
の
合
理
的
な
関
係
の
体
系
が
、
「
一
方
で
巨
大
な

経
済
的
・
社
会
的
諸
力
を
解
き
放
ち
、
他
方
で
:
:
:
『
未
来
の
新
し
い
隷
属
』

の
徴
候
と
映
じ
た
官
僚
制
的
構
造
を
生
み
落
し
た
」
の
を
見
た
。
「
マ
ル
ク

ス
主
義
の
伝
統
的
な
提
言
は
、
長
い
目
で
み
れ
ば
非
人
間
的
な
近
代
の
産
業

体
制
の
成
果
を
止
揚
せ
ん
と
す
る
も
の
」
で
あ
れ
、
「
ウ
ェ

l
バ
ー
に
は
無

力
な
提
言
・
:
い
や
・
:
危
険
と
さ
え
思
わ
れ
た
」
。
「
中
央
集
権
的
な
合
理
的
な

計
画
経
済
体
制
」
・
:
は
「
官
僚
制
化
へ
の
傾
向
」
に
い
っ
そ
う
拍
車
を
か
け

ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
す
る
解
決
を
「
民
主

化
」
の
方
向
に
見
出
そ
う
と
し
た
ウ
ェ

1
パ
1
は
、
し
か
し
「
旧
来
の
民
主

制
理
論
を
時
代
お
く
れ
に
し
て
し
ま
っ
た
強
力
な
官
僚
制
化
の
傾
向
」
を

も
考
慮
に
入
れ
て
、
「
人
民
投
票
的
指
導
者
民
主
制
」
を
提
起
し
た
の
で
あ

北法32(3・123)747 
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っ
た
。
「
そ
こ
で
は
、
民
主
制
の
形
成
に
よ
っ
て
正
当
と
認
め
ら
れ
た
大
人

物
の
も
つ
カ
リ
ス
マ
が
、
次
第
に
カ
を
得
て
く
る
団
体
・
制
度
・
圧
力
集
団

同
》
円

g
g
B
m
g戸
唱
一
回
に
対
抗
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
」
、
と
い
う
わ
け
で

ハ
1〉

あ
る
。こ

こ
で
そ
の
モ
ム
ゼ
ソ
の
指
摘
に
即
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
と
ウ
ェ

l
パ
l
の
聞

に
存
在
す
る
問
題
を
整
理
し
て
お
け
ば
、
ひ
と
ま
ず
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言

え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
山
ケ
ル
ゼ
ン
は
ま
ず
社
会
主
義
へ
の
展
望

を
選
び
と
り
、
マ
ル
ク
ユ
主
義
と
共
に
「
非
人
間
的
な
近
代
の
産
業
体
制
の

成
果
を
止
揚
せ
ん
と
す
る
」
の
で
あ
る
が
、
他
面
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
ウ
ェ

l

パ
!
と
共
に
、
社
会
主
義
に
お
け
る
合
理
的
計
画
経
済
体
制
が
中
央
集
権

化
・
官
僚
制
へ
の
傾
向
に
一
一
層
の
拍
車
を
か
け
ざ
る
を
え
ぬ
で
あ
ろ
う
こ
と

を
認
識
し
、
そ
こ
に
重
大
な
問
題
を
見
出
す
。
そ
し
て
こ
の
点
を
め
ぐ
る
問

題
に
つ
い
て
の
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
認
識
を
も
た
ぬ
無
政
府
主
義
的
・
国
家
否

定
論
的
・
国
家
死
滅
論
的
社
会
主
義
の
立
場
を
指
弾
す
る
。
閉
そ
の
上
で
こ

の
社
会
主
義
に
内
在
す
る
中
央
集
権
化
的
・
官
僚
制
化
的
傾
向
を
、
ケ
ル
ゼ

ン
は
民
主
化
の
方
向
に
お
い
て
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
た
だ
、
そ
の
際

ケ
ル
ゼ
ン
は
ウ
ェ

l
パ
1
と
ち
が
っ
て
「
人
民
投
票
指
導
者
民
主
制
」
に
立

脚
す
る
カ
リ
ス
マ
に
依
拠
す
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
原
則
的
に
「
代

表
」
の
概
念
を
擬
制
と
し
て
批
判
す
る
ケ
ル
ゼ

γ
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
は
何
の
民
主
的
正
当
性
を
も
認
め
ら
れ
な
い
も
の
な
の

で
あ
る
。
凶
ケ
ル
ゼ
ン
の
言
う
民
主
化
の
方
向
と
は
、
上
述
し
た
よ
う
な

「
人
民
主
権
の
論
理
的
帰
結
」
と
し
て
の
「
議
院
内
閣
制
」
に
よ
る
官
僚
制

の
統
制
な
の
で
あ
る
。

以
上
を
約
言
す
れ
ば
、
「
ウ
ェ

1
パ
I
の
見
方
で
は
、
官
僚
制
的
政
党
に

的よ
tこっ
、て

す苧
ニ乙 ' 

れ
サマ

fレ'-
主 八

衆
義 民
的
指 主
導 制

の
者 成
選仲 立
と は
J¥ 

必の
然

転
的

回同
と町」
仲ま

京た
同ザコ

ぃ P
て.~

、 不

ζ2Z 
L )!!J; 

と
す
る
な
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
ウ
ェ

l
パ
1
の
結
論
へ
至
る
プ
ロ
セ
ス
を

転
轍
せ
し
め
て
、
民
意
を
国
家
意
志
へ
と
媒
介
す
る
機
能
と
し
て
政
党
を

見
、
官
僚
機
構
そ
の
も
の
を
国
民
の
民
主
主
義
的
決
定
・
目
的
決
定
に
従
い

そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
か
ら
ケ
ル
ゼ
ン
は
比
例
代
表
制
に
立
脚
す
る
議
会
の
最
高
性
と
そ

の
議
会
が
常
に
行
政
府
と
協
働
し
つ
つ
こ
れ
を
コ

γ
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を

求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ソ
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
マ
ル
ク
ス
の
パ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ

l
ン

へ
の
評
価
に
つ
い
て
の
彼
の
解
釈
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
上
述

の
文
脈
と
直
接
に
関
わ
る
限
り
で
の
み
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
ケ
ル
ゼ
ン

は
そ
こ
に
お
け
る
論
点
の
一
つ
と
し
て
マ
ル
ク
ス
が
コ
ン
ミ
ュ
l
y
を
「
議

会
的
組
織
で
は
な
く
、
活
動
的
組
織
日

F
F白
骨
肉
C
G
R∞
n
z
p
で
あ
っ
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た
」
と
述
べ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
「
こ
の
『
議
会
的
』
と
『
活
動
的
』
と

い
う
対
置
は
一
見
奇
異
な
感
じ
を
与
え
る
」
が
、

「
こ
こ
で
マ
ル
グ
ス
が
考

え
て
い
た
こ
と
は
、
コ
ン
ミ
ュ

l
ン
は
『
同
時
に
執
行
し
ま
た
立
法
す
る
機

関
』
で
あ
る
と
い
う
言
葉
か
ら
明
ら
か
に
な
る
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
続
け

第 1次大戦後ケルゼγの、憲法体験グ J政治体験グ・政治思想 (2) 

て
い
る
。
「
彼
が
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
、
立
憲
君
主
制
に
適
し
た
権
力
分

立
制
を
廃
棄
し
た
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
民
主
一
制
、
特
に
直
接
民

主
制
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
議
会
制
一
般
を
攻
撃
す
る
よ
う
な

言
葉
を
用
い
る
場
合
も
、
実
際
に
は
議
会
制
の
一
形
態
、
即
ち
権
力
分
立
的

ハ
3
)

で
単
に
立
法
の
み
を
行
う
議
会
制
を
排
撃
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
。

こ
の
よ
う
な
観
点
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
ソ
ヴ
エ
ト
制
に
対
す
る

l
lあ
る
限
定

さ
れ
た
意
味
に
お
け
る

l
L
H定
的
評
価
に
対
し
て
も
貫
か
れ
て
い
る
。
ケ

ル
ゼ
ン
は
言
う
。
「
ソ
ヴ
エ
ト
制
は
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
運
は
れ
た
単
一
の

議
会
に
代
え
て
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
築
か
れ
た
無
数
の
議
会
を
置
き
、
そ
れ

を
『
ソ
ヴ
エ
ト
』
な
い
し
評
議
会
と
よ
ん
だ
が
、
こ
れ
は
要
す
る
に
代
議
機

関
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
議
会
制
の
範
囲
が
拡
張
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も

に
そ
の
内
容
も
強
化
さ
れ
る
。
諸
議
会
は
単
な
る
『
お
し
ゃ
べ
り
小
屋
』
か

ら
、
新
共
産
主
義
の
意
味
に
お
け
る
、
真
の
実
行
的
組
織
と
な
る
と
さ
れ
る

が
、
そ
の
こ
と
の
意
味
は
、
議
会
は
立
法
、
即
ち
一
般
規
範
・
一
般
原
則
を

定
め
る
の
み
な
ら
ず
、
執
行
権
の
任
務
を
果
た
し
、
法
創
造
過
程
の
具
体
化

か
骨
卦
ト
-
な
れ
個
々
か
島
家
{
や
か
・
骨
刷
川
島
骨
骨
-Fkr
ト
ホ
ト
卦
卦
わ
か
ハ
」

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
」
(
ロ
2
5
}内
g
z
o
-
-
ω
・
8
・
邦
訳
二

O
頁
)
。
た

だ
、
歴
史
的
現
実
に
お
い
て
は
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
は
こ
の
法
の
段
階
構

造
論
に
適
合
的
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
無
数
の
議
会
の
頂
点
に
「
独
裁
を
、
し

か
も
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
で
な
く
、
諸
個
人
の
独
裁
」
を
お
く

(
U
g
M
0
・

二
八
頁
)
。
比
例
代
表
制
に
立
脚
す
る
議
会
の

日

Q
R
-
m

ア

ω・
4ω

岨
邦
訳

最
高
性
と
そ
の
議
会
が
常
に
行
政
府
と
協
働
し
つ
つ
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

ず
る
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
ケ
ル
ゼ
ン
の
展
望
は
こ
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム

と
の
対
抗
に
お
い
て
提
起
さ
れ
て
も
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
人
民
主
権
の
論

理
的
帰
結
を
表
現
し
た
」
と
こ
ろ
の
「
議
院
内
閣
制
」
は
こ
の
よ
う
な
脈
絡

の
中
に
位
置
を
占
め
な
が
ら
、
同
時
に
法
の
段
階
構
造
論
に
よ
っ
て
理
論
的

根
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ゾ
は
、
こ
の
よ
う
な
動
向
は

「
プ
ル
ジ
ョ
ワ
側
の
議
会
制
改
革
の
努
力
」
に
も
み
ら
れ
る
と
し
て
更
に

「
『
新
生
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
会
と
政
府
』
に
お
い
て
、
『
語
ら
ず
に
働
ら
く

議
会
、
常
に
行
政
府
と
協
働
し
つ
つ
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
議
会
』
を

要
請
し
て
い
る
」
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

1
パ
ー
を
|
|
ム
マ
度
は
肯
定
的
に
l
l
i

二
五
頁
)
。
こ
う
し
て

あ
げ
て
い
る
ハ
ロ
巾
B
o
r
s円
即

日

ケ

ω・
2
・
邦
訳

ケ
ル
ゼ
ン
は
三
権
分
立
と
い
う
枠
内
に
と
ど
め
お
か
れ
た
も
の
と
し
て
の
議

会
主
義
の
歴
史
的
終
末
と
で
も
し
γ

う
べ
き
も
の
を
ハ

γ
キ
リ
と
見
据
え
て
い
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る
の
で
わ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
又
「
民
主
制
こ
そ
可
能
な
限
り
最
善
の
指
導
者
選
択
原
理
を

保
障
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
ロ

osora-mw
ケ

ω-gw
邦
訳

三
三
頁
)
と

し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
ウ
ェ

l
パ
l
の
議
論
を
継
承
し
て
い
る
。
だ

が
、
そ
れ
は
「
人
民
投
票
的
指
導
者
民
主
制
」
を
否
定
す
る
「
議
院
内
閣

制
」
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
、
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
留
保
が
附
さ
れ
て
い
る
。
「
民

主
制
が
現
実
に
お
い
て
最
善
の
指
導
者
選
択
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

民
主
制
の
観
念
と
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
指
導

者
を
も
た
な
い
こ
と
こ
そ
民
主
制
の
理
想
だ
か
ら
で
あ
る
」

(
0
0
5
0町
主
ぽ

円

・

ω・叶町
w

邦
訳

四
頁
)
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ケ
ル
ゼ
ン
が
こ
の
よ
う

な
ウ
ェ

l
パ

I
の
モ
チ
ー
フ
を
継
承
す
る
の
は
「
現
実
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
、

あ
る
い
は
現
実
と
「
民
主
制
の
理
想
」
と
の
落
差
を
み
つ
め
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
落
差
こ
そ
は
、
ケ
ル
ゼ

γ
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
で
あ
っ

た
。
「
ロ
シ
ア
の
行
政
の
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
ブ
」
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
政
権
掌

握
能
力
の
欠
如
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
が
そ
の
落
差
の

あ
ら
わ
れ
な
の
で
は
な
い
。
「
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
社
会
民
主
党
に

お
い
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
中
に
は
、
必
要
な
能
力
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
政
党
と

社
会
主
義
政
党
と
の
連
立
内
閣
に
参
加
し
て
行
政
機
能
を
支
配
す
る
程
度
の

限
定
ヌ
-
れ
た
能
力
を
も
っ
た
人
物
が
見
当
ら
な
い
た
め
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

の
家
庭
に
育
っ
た
人
物
を
指
導
者
に
仰
い
で
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
生
じ
て

い
る
異
常
な
困
難
も
ま
た
上
述
の
指
摘
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
も
の
で
あ

る」

(
]
)
2
H
5
-
Q阻
止
刊

ア

ω・
叶
∞
岨
邦
訳

六
頁
)
と
ケ
ル
ゼ
ン
は
つ
け

加
え
る
。
そ
れ
故
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
教
育
に
よ
っ
て
政
治
的
関
心
を
普
及
」
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
「
自
然
的
意
味
で
の

国
民
を
、
政
治
的
権
利
を
有
す
る
人
々
と
い
う
理
想
概
念
と
し
て
の
国
民
で

な
く
、
現
実
に
政
治
の
場
で
活
動
し
て
い
る
人
々
、
そ
の
政
治
的
権
利
を
、

選
挙
権
の
行
使
の
み
に
せ
よ
実
際
に
行
使
し
て
い
る
少
数
の
人
々
、
既
ち
現

実
概
念
と
し
て
の
政
治
的
意
味
で
の
国
民
と
対
比
す
る
な
ら
ば
、
民
主
制
は

茶
番
と
化
す
る
恐
れ
が
あ
ろ
う
」
(
ロ

2
5町
田
宏
ア

ω・
3
・
邦
訳

中ハ

i
コ
一
七
頁
〉
。

こ
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
危
倶
は
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。
だ
が
そ
の
時
ケ
ル
ゼ

ン
は
民
主
制
を
「
茶
番
」
と
し
て
見
捨
て
る
の
で
な
く
、
「
そ
れ
は
深
く
沈

め
ば
沈
む
ほ
ど
や
が
て
一
一
層
の
情
念
を
も
っ
て
再
生
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い

う
暗
い
が
熱
い
心
を
も
っ
て
そ
の
崩
壊
を
見
守
っ
た
こ
と
は
既
に
我
々
の
見

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
民
主
制
の
崩
壊
へ
の
一
里
塚
と
し
て
、
大

統
領
の
権
力
の
強
化
と
民
主
主
義
的
議
会
制
の
破
壊
を
核
心
と
す
る
一
九

九
年
の
第
二
次
オ
i
ス
ト
り
ア
憲
法
改
正
が
あ
っ
た
。
そ
の
試
み
が
す
す
め

北法32(3・126)750 



ら
れ
て
い
た
時
に
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
が
発
し
た
言
葉
を
こ
こ
で
今
一
度
み
て
お

き
た
い
と
思
う
。
「
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

第 1次大戦後ケノレゼンの、憲法体験政治体験11 • 政治思想、 (2) 

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
、
，
ブ
ル
ジ
ョ
ア
サ
イ
ド
か
ら
憲
法
の
改
変
を
求
め
る
戸

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
小
な
い
し
取
っ
て
替
え
る
こ
と
で
あ
る
」
ハ
問
)
。

(
1
〉
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・

J
・
モ
ム
ゼ
ン
、
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ

ー
、
社
会
・
政
治
・
歴
史
』
中
村
貞
二
・
米
沢
和
彦
・
嘉
目
克
彦
訳

(
未
来
社
一
九
七
七
)
一

O

l
一
一
頁
。

(
2
〉
問
、
六
六
頁
。

(
3
〉
同
色
回
目
P
ω
O
N
E
-
m
S
S
E
-仏

ω
E
2・
ω・
2
・
邦
訳

二
頁
。

六
一
l
l
六

四

し
か
し
、
以
上
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
議
論
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の

n
方

法
的
純
粋
性
H

と
相
容
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の

n
方
法
的
純
粋

性
μ
を
一
一
旗
だ
に
し
な
い
時
に
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。

か
く
し
て
そ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
理
解
の
第
一
歩
か
ら
誤
っ
た
も
の
な
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
著
者
〔
手
島
孝
〕
の
『
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
考
』
を

読
み
、
又
そ
れ
に
対
す
る
本
稿
で
の
筆
者
の
論
評
、
あ
る
い
は
筆
者
の
固
有

の
考
察
を
読
み
す
す
め
て
こ
ら
れ
た
少
な
か
ら
ぬ
読
者
が
こ
の
よ
う
な
疑
問

を
払
拭
し
き
れ
な
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
よ

う
な
疑
問
は
当
を
得
た
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
的
純
粋
性
と
は
、
『
純
粋
法
学

I
』
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
言
葉
を

借
り
て
い
え
ば
、
実
定
法
一
般
と
い
う
対
象
の
規
範
と
し
て
の
「
固
有
法
則

性
」
を
認
識
す
る
た
め
に
「
一
切
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
一
切
の
自
然

科
学
的
分
子
」
か
ら
そ
れ
を
解
放
す
る
(
N
N
N
N
h

ア

ω・
戸
邦
訳

と
い
う
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
実
定
法
を
価
値
判
断
の
対
象

と
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
価
値
規
準
1
1
1
自
然
法
、
そ
の
他
の
政
治
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
ー
ー
や
、
因
果
的
現
実
と
は
別
の
あ
り
方
に
お
い
て
あ
る
と
こ
ろ
の

実
定
法
の
当
為
的
性
格
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
時
に
要

求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
定
法
の
当
為
的
性
格
を
認
識
し
ょ

う
と
す
る
と
い
う
時
に
、
そ
こ
に
実
定
法
を
超
え
た
価
値
的
性
格
を
も
っ
自

然
法
的
規
範
や
因
果
的
現
実
が
混
入
し
て
く
る
な
ら
、
そ
の
認
識
は
混
濁
し

た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「
一
九
・
二

O
世
紀
中
に
発
達
し
た
よ
う 頁
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な
伝
統
的
法
律
尚
子
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
混
濁

i
方
法
的
混
治
主
義

l
lの
所
産
だ
と
ケ
ル
ゼ
ン
に
は
映
じ
た
。
そ
れ
は
「
全
く
無
批
判
的
に

法
律
学
は
心
理
学
や
生
物
学
と
混
同
し
、
倫
理
学
や
神
学
と
も
混
同
し
た
の

で
あ
る
」
(
周
知
ト
ア

ω・
ゲ
邦
訳

ル
ゼ
ン
の
方
法
的
純
粋
性
は
、
直
ち
に
伝
統
的
法
律
学
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ

一
一
一
一
良
)
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
ケ

ギ
l
批
判
的
意
味
を
も
有
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
実
定
法
の
規
範
論
理
的
分
析
の
観
点
に
立
つ
限
り
、
法
は
政

治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
因
果
的
現
実
と
は
厳
密
に
区
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
だ
が
、
方
法
的
純
粋
性
の
観
点
か
ら
は
規
範
論
理
的
体
系
と
し
て
の

み
あ
ら
わ
れ
る
実
定
法
も
、
他
面
に
お
い
て
因
果
的
関
連
の
中
に
立
つ
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
あ
る
言
語
が
一
方
で
は
あ
る
文
法
学

的
論
理
構
造
j
l
i
そ
れ
は
時
間
的
・
空
間
的
あ
り
方
に
お
い
で
あ
る
わ
け
で

は
な
い

1
1ー
を
も
ち
な
が
ら
、
他
方
で
は
あ
る
歴
史
的
段
階
に
お
い
で
あ
る

民
族
の
下
で

l
l
つ
ま
り
時
間
的
・
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
あ
り
方
に
お
い

て
、
因
果
的
存
|
|
成
立
し
て
き
た
と
い
い
う
る
の
と
同
じ
よ
う
な
事
情
に

あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
『
純
粋
法
学

I
』
に
お
い
て
「
法
は
精
神
的
実
質
内
容

と
し
て
は
秩
序
で
あ
る
。
従
っ
て
、
規
範
的
・
法
律
学
的
認
識
の
対
象
と
な

る
」
と
し
な
が
ら
、
直
ち
に
視
点
を
か
え
て
、
そ
の
法
も
「
他
に
動
機
づ
け

ら
れ
、
他
を
動
機
づ
け
る
と
こ
ろ
の
精
神
的
・
物
体
的
な
行
為
と
し
て
は
権

力
で
あ
る
。
即
ち
、
法
の
権
力
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
社
会
心

理
学
や
社
会
学
の
客
体
と
な
る
」
(
拘
同
ド
ケ

ω
-
H
N
F
邦
訳

一
九
六
頁
)

と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
言
語
を
文
法
学
的
構
造
に
お
い
て
と
発
生
史
的

過
程
に
お
い
て
の
こ
つ
の
位
相
に
お
い
て
考
察
し
う
る
と
い
う
の
と
同
じ
こ

と
を
法
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
法
は
規
範
論
理
学

的
構
造
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
因
果
的
現
実
と
は
異
質
の
存
在

領
域
に
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

l
l
t又
そ
れ
は
実
定
法
の
規

範
論
理
学
的
構
造
で
あ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
は
、
政
治
的
理
想
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
意
味
に
お
け
る
規
範
の
そ
れ
と
も
臭
っ
た
存
在
領
域
に
あ

る
ー
ー
か
、
同
時
に
観
点
を
か
え
る
な
ら
社
会
学
的
・
社
会
心
理
学
的
対
象

と
し
て
因
果
関
係
の
一
項
を
占
め
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

我
々
は
既
に
『
純
粋
法
学

I
』
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
指
摘
を
見
た
。
そ

れ
は
「
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

ぃ
。
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

(
i
u
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
」

(
M
M
M
N

ト

ケ

φ
邸
内
・
邦
訳

五
二
一
良
)
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
規
定

は
、
法
規
範
が
人
間
の
行
為
を
原
因
づ
け
る
と
い
う
機
能
を
果
た
し
、
従
つ

北法32(3・128)752 



て
そ
れ
が
因
果
関
係
の
中
の
一
項
た
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
自
明
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
注
意
を
要
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(2) 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
法
規
範
が
人
聞
の
行
為
を
原
因
づ
け
る
場
合
、

こ
の
"
原
因
と
し
て
の
法
規
範
“
↓
H

結
果
と
し
て
の
人
間
の
行
為
μ

と
い

第1次大戦後ケノレゼンの、憲法体験、、政治体験H ・政治思想

う
因
果
関
係
は
、
そ
れ
自
体
因
果
関
係
で
あ
る
と
同
時
に
他
面
で
そ
れ
は

「
希
望
さ
れ
た
社
会
状
態
」
の
惹
起
と
い
う
目
的
的
関
係
を
担
っ
て
い
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
着
目
し
た
時
、
そ
れ
は
は
じ
め
て
単
な
る

自
然
現
象
と
し
て
の
因
果
関
係
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

う
る
。さ

て
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
な
ら
、
手
段
!
目
的
の
関
係
は
転
倒
さ
れ
た

原
因

l
結
果
の
関
係
に
他
な
ら
な
い
。
目
的
と
は
予
料
さ
れ
意
欲
さ
れ
た
結

果
で
あ
り
、
手
段
と
は
そ
の
予
料
さ
れ
意
欲
さ
れ
た
結
果
を
因
果
的
に
惹
起

す
べ
き
原
因
で
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
な
ら
、
法
規
範
は
原
因
|
結
果

の
関
係
の
中
の
一
項
を
占
め
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
手
段
1
目
的
の
関
係
の

中
に
も
立
つ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
み
ら
れ
る
時
、

実
定
法
規
範
は
不
可
避
的
に
同
時
に
因
果
的
現
実
と
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
方
法
的
純
粋
性
は
、
法
規
範
の
規
範
論
理
的
構
造
を
把
え
よ

う
と
し
て
そ
こ
か
ら
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
因
果
的
現
実
を
排
斥
し
よ
う

と
す
る
時
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
法
規
範

が
原
因
l
結
果
の
関
係
に
立
ち
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
手
段
1

目
的
の
関
係

に
立
ち
、
あ
る
特
定
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
抱
懐
す
る
政
治
的
目
的
を

実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
機
能
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
排
除
す
る
も
の

(
1
)
 

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
否
、
む
し
ろ
一
切
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
純
化
・
解
放

さ
れ
社
会
技
術
的
性
格
と
し
て
の
あ
り
方
宏
明
僚
に
有
す
る
法
規
範
こ
そ
、

政
治
的
目
的
の
実
現
に
よ
く
仕
え
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
論
、

こ
の
よ
う
な
目
的
の
領
域
は
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
法
学
の
あ
る
い
は
総
じ
て

科
学
た
る
学
問
の
対
象
で
は
な
い
と
し
て
も
。
こ
の
点
を
ケ
ル
ゼ
ン
は
『
一

般
国
家
学
』
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
『
国
家
』
と
い
う

社
会
技
術
上
一
の
手
段
で
も
っ
て
ど
の
よ
う
な
目
的
を
追
求
す
べ
き
か
の
問
題

同
政
治
学
的
の
も
の
と
し
て
、
一
般
国
家
学
の
範
域
外
に
あ
る
。
一
般
国

家
学
は
国
家
を
い
わ
ば
自
己
目
的
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
一
般
国
家
学
が
、

国
家
は
目
的
を
も
た
な
い
と
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
国
家
学
が

国
家
の
目
的
を
問
わ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
意
味
し
う
る
。
)
般
国
家
学

の
立
場
か
ら
は
、
具
体
的
な
国
家
的
強
制
秩
序
は
、
そ
れ
自
身
完
結
し
た
、

論
理
上
自
主
自
足
的
な
体
系
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
は
、
そ
の
秩
序
外
に
あ

る
契
機
に
よ
っ
て
さ
ら
に
基
礎
づ
け
あ
る
い
は
是
認
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
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(
2
V
 

も
の
で
あ
る
」
。

こ
う
し
て
、
国
家
の
目
的
と
具
体
的
強
制
秩
序
と
の
間
に
成
立
す
る
目
的

論
的
連
関
に
着
目
し
た
時
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
者
と
し

て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
が
、
こ
の
目
的
論
的
連
関
を
捨
象
し
、
国
家
的
強
制
秩

序
を
「
そ
れ
自
身
完
結
し
た
、
論
理
上
自
主
自
足
的
な
体
系
」
と
し
て
み
た

場
合
、
そ
れ
を
『
一
般
国
家
学
』
あ
る
い
は
『
純
粋
法
学
』
の
対
象
と
な
し

う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
は
ケ
ル
ゼ
ン
が
一
貫
し
て
持
ち
続
け
た
も
の
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
第
二
次
大
戦
後
に
彼
が
英
文
で
発
表
し
た
論
文

=
ω
a
8
8
8仏

可。

-Enmwu
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
論
点
が
再
び
ハ
ッ
キ
リ
と
一
万
さ
れ
る
。

そ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
成
程
「
科
学
は
政
治
か
ら
切
り
離

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
だ
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
「
政
治
が
科
学
か

ら
切
り
離
さ
れ
る
必
要
は
な
い
」
。
科
学
は
「
政
治
の
究
極
目
的
を
決
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
し
、
そ
れ
を
弁
護
す
る
こ
と
も
1

1
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
転
務
す
る
こ
と
な
し
に
は

l
l不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
「
政
治
家
が
自

ら
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
手
段
と
し
て
科
学
の
成
果
を
利
用
す
る
こ
と

は
道
理
に
適
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
。
又
、
科
学
の
領
域
外
に
あ
る
も
の
と
し

て
の
政
治
的
目
的
が
前
提
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
「
一
般
に
科
学
は
、
そ
し
て

特
殊
に
は
政
治
科
学
は
、
こ
れ
ら
の
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

ハ
3
u

し
て
、
科
学
だ
け
が
適
当
な
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
。

こ
の
引
用
を
更
に
次
の
引
用
で
補
足
し
て
お
け
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
真
意
は
一

層
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
何
ら
か
の
も
の
が
あ
る
目
的
に
対
す
る
適

当
な
手
段
で
あ
る
と
い
う
言
明
が
そ
の
科
学
的
性
格
を
保
持
し
つ
づ
け
る
の

。
。
。

は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
も
し
も
あ
る
こ
と
が
ら
が
目
的
で
あ
る
と

前
提
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
別
の
な
に
か
あ
る
こ
と
が
ら
が
適
当
な
手
段
で
あ

る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
科
学
的
言
明
は
、
何
ら
か
の
こ
と
が
ら

が
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
科
学
者

は
、
仮
り
に
万
人
に
対
す
る
経
済
的
保
障
と
い
う
こ
と
が
目
的
と
し
て
前
提

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
共
産
主
義
は
そ
の
た
め
の
適
当
な
手
段
で
あ
る

と
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
、
と
言
明
し
て
も
正
当
だ
と
い
い
う
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
彼
が
万
人
に
対
す
る
経
済
的
保
障
は
社
会
生
活
の
一
つ
の
目

的
で
あ
る
、
あ
る
い
は
目
的
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
明
す
る
な
ら
、
後
は
科

(
4
)
 

学
の
分
野
を
越
え
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
こ
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
言
葉
を
ふ
ま
え
て
い
う
な
ら
、
科
学

者
が
「
何
ら
か
の
も
の
が
あ
る
目
的
に
対
す
る
適
当
な
手
段
で
あ
る
」
か
否

か
と
い
う
こ
と
が
知
る
に
値
す
る
こ
と
と
し
て
学
問
の
対
象
で
あ
る
と
し
て

定
立
す
る
の
は
、
学
聞
を
こ
え
た
目
的
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
関
心
を
ふ
ま

え
て
可
能
と
な
る
、
と
い
え
る
筈
で
あ
る
。
筆
者
は
「
思
想
史
的
ケ
ル
ゼ

γ
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研
究
・
序
説
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
。
「
学
問
の
方
に
視

点
を
お
け
ば
そ
の
学
の
『
超
越
論
的
前
提
』
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
も
、
翻

っ
て
視
点
を
か
か
る
前
提
と
し
て
の
『
文
化
人
』
、
『
実
践
的
な
人
間
の
、

定
の
方
向
を
も
っ
た
意
欲
』
の
方
へ
お
き
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
実
は
そ
の

第 1次大戦後ケルゼンの、憲法体験11 ¥¥政治体験。・政治思想、 (2) 

『
文
化
人
』
『
実
践
的
な
人
間
』
の
抱
懐
す
る
政
治
思
想
・
世
界
観
に
他
な

ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
『
文
化
人
』
『
実
践
的
な
人
間
』
の
抱
懐
す

る
政
治
思
想
・
世
界
観
が
学
の
『
超
越
論
的
前
提
』
を
形
成
し
、
『
知
る
に

値
す
る
』
も
の
と
し
て
の
学
問
的
認
識
対
象
を
定
立
し
て
い
た
の
だ
、
と
い

カ
こ
と
に
な
る
・
:
。
か
く
し
て
、
学
問
的
認
識
内
容
も
、
そ
れ
を
学
問
と
い

う
枠
か
ら
解
き
放
っ
て
み
た
時
、
政
治
思
想
・
世
界
観
に
包
含
さ
れ
う
る
も

(
5
)
 

の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
」
。
そ
れ
は
、
以
上
の
こ
と
を
ウ
ェ

l
バ
1
の

社
会
科
学
方
法
論
の
タ
l
ム
を
用
い
て
表
現
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。き

て
、
本
稿
で
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
と
し
て
論
じ
て
き
た
も
の
、
マ
ル
ク

ス
主
義
国
家
論
の
無
政
府
主
義
的
1

1
ひ
い
て
は
反
民
族
的
l
l
t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
と
要
約
し
う

る
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
は
、
「
純
粋
に
実
一
証
主
義
的
に
考
察
す
れ
ば
:
:
・

外
的
強
制
秩
序
に
他
な
ら
」
な
い
と
こ
ろ
の
「
法
」
に
よ
っ
て
ケ
ル
ゼ
ン
自

身
が
「
惹
起
し
よ
う
と
試
み
る
」
と
こ
ろ
の
「
希
望
さ
れ
た
社
会
状
態
」
、
法

と
い
う
「
社
会
的
技
術
」
的
手
段
に
対
す
る
目
的
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
ケ

ル
ゼ
ン
が
言
明
し
た
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
法
科
学
者

と
し
て
の
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
を
法
科
学
の
領
域
に
と
っ
て
は

そ
れ
を
超
越
し
た
も
の
と
し
て
仮
設
的
に
措
定
し
、
そ
れ
が
目
的
で
あ
る
と

前
提
さ
れ
る
な
ら
、
社
会
的
強
制
機
構
と
し
て
の
法
日
国
家
は
そ
れ
に
対
す

る
適
切
な
手
段
で
あ
る
と
言
明
し
、
手
段
と
し
て
の
こ
の
法
H
国
家
を
規
範

論
理
的
体
系
性
に
お
い
て
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
無
論
、
目
的
は
科
学
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も

仮
設
的
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
限
り
で
社
会
的
技
術
的
手
段
と
し
て
の
国
家

は
任
意
の
目
的
に
仕
え
う
る
、
と
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
。
現
に
ケ
ル
ゼ
ン
は

そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
法
に
特
種
な
方
法
で
も
っ
て
、
即

ち
社
会
に
有
害
な
と
考
え
ら
れ
た
人
の
行
動
に
そ
の
人
に
よ
っ
て
害
悪
と
考

え
ら
れ
る
強
制
行
為
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
任
意
の
社
会

的
目
的
で
も
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
、
法
は
目
的
と
し
て
で
は

な
く
、
特
種
な
手
段
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
」
(
見
初
ド
ア

ω・
ωN-

邦
訳

五
七
頁
)
、
と
。
し
か
し
、
筆
者
に
は
そ
の
よ
う
な
主
張
の
妥
当
性
は
い
さ

さ
か
疑
わ
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
「
マ
ク
ド
ナ
ル

ド
が
国
家
を
最
高
の
人
倫
的
自
擦
を
実
現
す
る
手
段
と
み
な
し
た
」
と
い
う

北法32(3・131)755 



研究ノート

こ
と
に
共
鳴
す
る
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
者
ケ
ル
ゼ
ン
の
影
を
帯
び
て
い

る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
あ
ら

ゆ
る
目
的
を
追
求
す
る
の
に
適
切
な
手
段
で
あ
る
、
と
い
う
言
明
は
、
そ
れ

自
体
一
つ
の
背
理
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
筆
者
に
は
思

わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
っ
て
社
会
技
術
的
手
段
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
た
法
H
国
家
は
、
国
家
を
必
要
悪
と
み
る
自
由
放
任
政
策
ゃ
、
国
家

の
死
滅
を
最
終
目
標
と
す
る
コ
ミ
ュ
エ
ズ
ム
を
実
現
す
る
た
め
の
適
当
な
手

段
だ
と
は
み
な
し
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
要
す
る
に
、
国
家
社
会
主

義
・
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
と
い
う
政
治
思
想
の
影
が
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
に

拭
い
難
い
影
を
落
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

J
-
N
・
シ
ュ
グ
ラ

ー
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
を
リ
l
ガ
リ
ズ
ム
の
一
典
型
と
み
な
し
て
い
る

(
6
)
 

ょ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
は

(
7〉

単
に
そ
れ
自
体
と
し
て
自
己
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
い
う
な
ら
、
筆
者
に
は
ケ
ル
ゼ
ン
の

H

憲
法

体
験
u

と
は
こ
の
よ
う
な
政
治
思
想
と
法
理
論
と
の
交
錯
点
に
お
い
て
成
立

し
た
も
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
。
立
法

l
!と
り
わ
け
憲
法
制
定
ー
ー
と
は
こ

の
よ
う
な
領
域
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
だ
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
筆
者
の
見
方
を
支
持

し
て
〈
れ
て
い
る
。
「
法
の
科
学
は
政
治
か
ら
切
り
離
さ
れ
う
る
し
、
又
切

つ
ま
り
法
科
学
者
は
政
治
的
価

値
判
断
は
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
法
創
造
過
程
l
lー
そ
れ
は

法
的
権
威
の
機
能
で
あ
る
が
ー
ー
は
政
治
と
切
り
離
す
v
」
と
が
で
き
な
い
。

り
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、

な
ぜ
な
ら
こ
の
機
能
は
法
的
規
範
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

法
と
は
別
の
規
範
体
系
、
法
と
区
別
す
る
た
め
に
:
:
:
H
政
治
的
H
規
範
と

よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
規
範
体
系
の
規
範
に
よ
っ
て
も
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ

(
8〉

る
」
。
こ
の
よ
う
に
現
実
の
法
創
造
過
程
は
、

一
方
で
法
的
規
範
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
と
共
に
、
他
方
で

H

政
治
的
H

規
範
・
政
治
的
価
値
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
法
規
範
的
論
理
構
造
と
政
治
的
価
値
規
範
体

系
と
は
、
全
く
別
個
の
も
の
と
し
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
る
時
偶
然
に
合
成

さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
政
治
的
価
値
規
範
体
系

の
特
定
の
内
容
が
、
法
規
範
的
論
理
構
造
の
理
解
の
発
展
を
内
在
的
に
促
す

と
い
う
よ
う
な
相
互
関
係
も
あ
り
う
る
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

既
に
我
々
は
「
権
力
分
立
論
は
永
い
問
、
民
主
的
原
理
が
立
法
の
領
域
を

越
え
て
支
配
力
を
拡
大
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
ダ
ム
の
役
割
を
果
た
し
て
き

た
」
と
ケ
ル
ゼ
ン
が
評
価
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
「
立
法
作
用
」
に
対
す

る
「
政
治
的
過
大
評
価
」
と
共
に
「
法
の
形
態
の
性
格
に
関
す
る
理
論
的
誤

謬
」
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
、
こ
の
後
者
の
「
理
論

北法32(3・132)756 



的
誤
謬
」
を
克
服
し
た
と
こ
ろ
に
法
の
段
階
構
造
論
が
成
立
し
て
い
る
の
だ

と
考
え
て
い
た
こ
と
、
を
見
た
。
政
治
的
価
値
へ
の
志
向
が
法
規
範
の
論
理

的
構
造
を
め
ぐ
る
理
解
の
発
展
を
内
在
的
に
促
す
と
い
う
関
係
は
、
こ
の
ケ

(2) 

ル
ゼ
ソ
自
身
の
指
摘
の
う
ち
に
ハ
ッ
キ
リ
と
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の

H

憲
法
体
験
H

と
は
ま
さ
に
こ
の
政
治
的
価
値
へ
の
志
向

第 1次大戦後ケルゼンの、憲法体験、政治体験"・政治思想!

が
法
規
範
の
論
理
的
構
造
を
め
ぐ
る
理
解
の
発
展
を
促
す
と
い
う
内
在
的
関

係
そ
の
も
の
に
お
い
て
な
さ
れ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
埼
禍
の
中
か
ら
政
治
的
価
値
規
範
を
捨
象
し
、
法
規
範
の
形
式
的
論

理
的
構
造
を
の
み
抽
出
し
た
時
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
『
一
般
国
家
学
』
の
意
味
に

お
け
る
法
創
造
過
程
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
法

国
家
一
元
論
」
と
表
裏
を
な
す
「
動
力
学
的
段
階
説
・
根
本
規
範
論
」
の
完

成
に
は
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
を
「
打
っ
て
一
丸
と
す
る

n
熔
鉱
炉
M

と
し
て

の
時
代
的
・
社
会
的
環
境
(
大
戦
と
革
命
)
、
そ
こ
で
の

w
融
剤
u

と
し
て

の
体
験
的
衝
撃
ハ
ケ
ル
ゼ
ン
の
憲
法
実
践
と
と
い
う
「
一
つ
の
決
定
的
契

機
」
が
必
要
で
あ
っ
た
(
出
)
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
、
こ
の
よ
う
な
脈
絡

か
ら
み
て
全
く
正
当
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が

n
根
本
規
範
μ

を
め
ぐ
っ
て
も
存
在
す
る
の

だ
と
い
い
う
る
所
以
を
み
て
お
こ
う
。
こ
の
点
を
ケ
ル
ゼ
ン
は
直
裁
に
こ
う

述
べ
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
門
い
わ
ゆ
る
レ
ン
ナ

I
憲
法
1

1
筆
者
U

に

見
出
す
が
、
こ
の
憲
法
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
王
国
の
憲
法
す
な
わ
ち
一
八
六

七
年
一
二
月
一
二
日
の
憲
法
の
合
法
的
改
正
と
は
み
な
さ
れ
え
な
い
も
の
で

あ
る
。
一
二

O
名
の
男
た
ち
l
l
eも
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
議
会
衆
議
院
議

員
ー
ー
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
骨
恥
規
骨
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
王
国
に
妥
当
し
た
憲
法
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
も
引
き
出

さ
れ
な
い
。
こ
の
根
本
規
範
の
内
容
は
、
従
来
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

領
域
に
も
妥
当
し
た
憲
法
の
革
命
的
破
壊
と
の
み
み
な
さ
れ
う
る
構
成
事
実

を
い
い
か
え
た
も
の
で
あ
る
。
旧
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
新
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
間

に
|
|
こ
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
1

1
、
そ
れ
の
み
が
国
家
の
同
一
性
を
保
障

す
る
と
こ
ろ
の
継
続
性
は
、
法
的
に
は
成
立
し
な
い
」

(
m
i
m
-

こ
の
レ
ン
ナ
l
憲
法
と
い
う
歴
史
的
に
最
初
の
憲
法
、
あ
る
い
は
、
「
元

オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
議
会
衆
議
院
議
員
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
」

H
根
本
規
範
は
、

そ
の
後
の
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
に
お
け
る
法

的
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
超
越
論
的
前
提
と
し
て
機
能
す
る
。

そ
し
て
そ
の
議
決
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
レ

Y
ナ
I
憲
法
は
旧
憲
法
に
よ
っ

て
は
妥
当
性
を
与
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な

w
根
本
規
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範
u

と
い
う
前
提
を
お
か
な
い
限
り
客
観
的
意
味
を
有
し
え
な
い
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
こ
の
H

根
本
規
範
M

は
、
そ

れ
が
レ

γ
ナ
l
憲
法
を
歴
史
的
に
最
初
の
憲
法
と
し
て
認
識
す
る
た
め
の
前

提
に
す
ぎ
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
歴
史
的
に
最
初
の
憲
法
と
し
て
認
識

す
る
た
め
の
前
提
を
欲
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
既
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和

国
へ
の
決
断
を
含
ん
で
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(
1
〉
拙
稿
、
「
思
想
史
的
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
・
序
説
」
、
北
大
法
学
論
集

泊
巻
1
号
、
五
一
一
一
1
l
五
四
頁
参
照
。

(

2

)

同町
-
8
p
h
N
N
hぬ
遣
な
ま

b
a
Q
H伺
N
S
F
ω
・
呂
場
邦
訳
六
七
頁
。

(

3

)

同
色
団
内

P
ω
丘
町
ロ
ロ
巾
田
口
仏
匂

D
E呂
田
唱
山
ロ
口

gsミ
な
K
R
h
H
民町内吋

H
由
印
、
円

Hyω
印
斗

(
4
)
H
F
に
-
w

同
)
・

ω印
M
-

(

5

)

前
掲
拙
稿
、
ニ

O
頁。

〔

6
)
J
・
N
・
シ
ュ
ク
ラ
l
、
『
リ
1
ガ
リ
ズ
ム
』
田
中
成
明
訳
合
右

波
書
庖
一
九
八
一
〉
参
照
。

(

7

)

ケ
ル
ゼ
ン
は
実
定
法
の
規
範
論
理
的
構
造
を
法
学
の
対
象
と
し
て

考
察
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
成
程
「
法
を
、
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
社

会
的
脈
絡
か
ら
完
全
に
切
り
離
す
」
。
し
か
し
他
面
で
、
法
を
因
果
的
及

び
目
的
論
的
連
関
に
あ
る
も
の
と
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
を
「
一

つ
の
社
会
的
連
続
体
の
一
部
分
と
み
な
す
」
ハ
シ
ュ
ダ
ラ
l
、
『
リ
l
ガ

リ
ズ
ム
』
前
掲
邦
訳
五
頁
〉
と
い
う
こ
と
を
排
斥
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
し
、
「
法
と
道
徳
と
政
治
と
を
、
お
互
い
に
切
り
離
さ
れ
、
か

っ
、
そ
れ
ら
に
共
通
の
歴
史
的
過
去
や
現
在
の
環
境
か
ら
も
切
り
離
さ

れ
た
、
『
純
粋
』
で
あ
る
と
と
も
に
内
容
空
虚
な
概
念
と
し
て
区
別
す

る
た
め
に
定
義
す
る
と
い
う
、
不
毛
な
ゲ
l
ム
」
(
問
、
六
頁
)
に
ふ

け
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
思
想

史
的
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
・
序
説
」
、
五
三

i
五
四
頁
参
照
。
シ
ュ
ク
ラ
ー

の
議
論
は
筆
者
に
と
っ
て
大
い
に
示
唆
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
と
ケ
ル
ゼ

ン
理
解
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
筆
者
の
同
意
し
う
る
も
の
で
は
な

(

8

)

問。

-
E
P
∞の
F
O
ロ
n
o
m
H
M《

凶

p
v
E
-
2・閉
yω
田
町
・

未

{元〉
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" Verfassungserlebnis“， "politisches Erlebnis“und 

politischer Gedanke Kelsens nach dem ersten We1tkrieg (2) 

一一Einige Betrachtungen uber ~ むber Kelsenismus ~ 
von Prof. TEJIMA-

Hiromichi IMAI* 

Wenn man das "Verfassungser1ebnis“ Kelsens 

seines po1itischen Gedankens begreift， tritt 

Problemenkomplex auf. 

in Hintergrund 

der folgende 

i) Insofern Kelsen im Gegensatz zu "possessive individualism“steht， 

stimmt er einerseits mit dem Marxismus zu. Anderseits kritisiert er 

aber gleichseitig gegen die politische Theorie des Marxismus und 

sagt，…fur den Sozialismus als politische Bewegung...hat der 

Marxismus sich als unzulanglich erwiesen.“ 

ii) Von diesem Standpunkt aus halt Kelsen den sog. bonapartistischen 

Staat nicht fur den Staat im Ausnahmefall sondern im Normalzustand. 

Also kritisiert er die po1itische Theorie von Otto Bauer und stutzt die 

von Karl Renner， denn Kelsen glaubt， : nur der Grundgedanke Renners， 

das der Staat auch ein Staat der Proletarier sei， und das schon die 

Fortbildung seiner immanenten Mるglichkeiten，das Verfassungs→ und 

Verwaltungsreform ein brauchbarer Weg zum Sozialismus seien， sich 

den Umstanden in Osterreich nach dem ersten Weltkrieg anpasse.Daraus 

folgt die kelsenische einfache Begriffsbestimmung des Staates， das der 

"nicht denn als eine--souverane--Zwangsordnung“sei. Durch diese 

Bestimmung kommt das sowohl fur seinen politischen Gedanken ent-

scheidende als das seine Rechtstheorie grundlegende Moment zum Aus司

druck. 

iii) Die Demokratie， wie sie Kelsen behauptet， bedeutet die vom 

Liberalismus losgeloste. Dagegen erhebt F.A. Hayek Einwande， daβdiese 

Demokratie zur Despotie der Majoritat fuhre und betont， das es der 

* a. o. Prof田 soran der Univ. Hokkaido 
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irrefuhrende und unbegrundete Glaube sei， das“so long as the ultimate 

source of power is the will of the majority， the power cannot be arbi-

trary." Dieser Gegensatz zwischen Kelsen und Hayek stellt， wie mir 

scheint， symbolisch“the twentieth-century Dilemm a(Macpherson)" dar. 

iv) 1m "Vom Wesen und Wert der Demokratie“kritisiert Kelsen gegen 

die fur die Staatslehre grundlegende Personifikation des Staates. Diese 

Kritik befindet sich in diesem Kontext seiner sozialistischen Demokratie 

und richtet sich gegen jener ideologischen Funktion， die "das dem 

demokratischen Empfiden unertragliche Faktum einer Herrschaft von 

Mensch uber Mensch" verdeckt. 1n diesem Sinne bahnt die Kritik Kelsens 

gegen die Theorie der juristischen Staatsperson den Weg zur V olks-

souveranitat und zu den von der Parlamentarischen Majoritat zu er-

reichenden Sozialismus. Also bejaht Kelsen die folgende W orten von 

Engels: "Man kann sich vorstel1en， die alte Gesellschaft konne fried-

lich in die neue hineinwachsen in Landern， wo die V olksvertretung 

alle Macht in sich konzentriert， wo man verfassungsm油 igtun kann， 

was man will， sobald man die Majoritat des Volkes hinter sich hat.“-

Aber im Gegensatz zu Engels wi11 Kelsen diesen G巴dankenbis zum 

Prinzip erhるhen.

v) Die einige Momente des eignen Gedankens hat Kelsen von Max 

Weber ubergenommen. Aber Kelsen ist weder mit ein巴mStaatsoberhaupt 

neben Parlament und Kabinett， noch mit der plebizitaren Fuhrer-

demokratie einverstanden. Dieser Standpunkt Kelsens ist die Konsequenz 

sowohl seines Volkssouveranitatsgedankens als seiner Stufentheorie des 

Rechts. 

vi) 1n “Science and politics" sagt Kelsen:“Although science must be 

separated from politics， politics need not be separated from science. 1t 

stands to reason that a statesman， in order to realize his ends， may 

use the results of science as a means." Kelsen als Wissenschaftler 

denkt，: Science rnust be separated frorn politics (or sociology). Dagegen 

glaubt er als praktisches Subjekt oder ein politischer Denker，: It stands 

to reason that a statesman， in order to realize his ends， may use the 

results of science as a means， wenn diese auch， kann man hinzufugen， 

the results of science of pure theory of law seien. Hier gibt es kein 
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羽Tiderspruch・AIsosagt Kelsen in "Reine Rech tslehre“(1. Auf1.)，: ，，1st 

das Recht aber--rein positivistisch betrachtet一一-nichtsanderes als 

eine ausere Zwangsordnung， dann wird es nur als eine spezifische Technik 

begriffen:der erwunschte soziale Zustand wird dadurch herbeigefuhrt 

oder herbeizufuhren gesucht， das an das menschliche Verhalten， das 

das kontradiktorische Gegenteil dieses Zustandes bedeutet， ein Zwangs-

akt (…) als Folge geknupft wird.“ 
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