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研究ノ}ト

一
五
筆
者
は
、
『
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
考
』
の
著
者
手
品
孝
が
、
「
憲
法
を
め
ぐ
る

理
論
と
実
践
の
相
互
述
関
:
:
:
の
治
理
お
よ
び
椛
造
」
(

3

)

を
ケ
ル
ゼ
ン
の

グ
滋
法
体
験
4

に
即
し
て
抱
え
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
に
般
極
的
意
義
を
認
め
て

き
た
。
し
か
し
そ
の
上
で
、
そ
の
視
点
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
忠
怨
的
統
体
性
|
|
著

者
が
「
ケ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
ー
ー
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す

る
た
め
に
は
、

と
述
べ

い
さ
さ
か
狭
間
町
な
も
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、

た
。
そ
し
て
本
占
の
意
義
も
又
限
界
も
、
共
に
本
討
が
ケ
ル
ゼ
ン
の

M
憲
法
体

験
H

に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
視
点

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
筆
者
は
更
に
、
著
者
に
よ
り
本

3
に
お
い
て
切
り
拓
か
れ

た
こ
の
「
憲
法
を
め
ぐ
る
理
諭
と
実
践
の
相
互
述
関
:
:
:
の
論
理
お
よ
び
構
造
」

の
解
明
の
可
能
性
を
向
く
評
価
し
な
が
ら
、
同
時
に
木
古
に
浅
さ
れ
て
い
る
狭

隠
さ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
」
思
法
体
験
d

は
が
政
治
的
実
践
的
体
験
μ

の
レ

ヴ
エ
ル
に
ま
で
深
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
か
政
治
的
実
践
的
体
験
4

の
有
機
的

一
項
と
し
て
把
え
返
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
視
点
を
提

示
し
た
こ
1
1
八
〉
。
著
者
が
提
起
し
た
「
温
法
を
め
ぐ
る
理
論
と
実
践
の
相
互

通
関
:
:
:
の
必
理
お
よ
び
構
造
」
の
解
明
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
レ
ヴ
ェ
ル

の
問
題
へ
と
深
め
ら
れ
そ
の
中
の
有
機
的
一
頃
と
し
で
把
え
返
な
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
一
間
具
体
的
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
中
で
こ
そ
、
そ

の
解
明
の
重
要
性
は
一
一
周
切
災
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
、
と
忠
わ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
視
点
を
提
示
し
、
そ
の
上
で
我
々
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
時

ケ
ル
ゼ
ン
を
め
ぐ
っ
て
お
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
問
題
連
闘
が
立
ち
現
わ
れ
て
く

る
の
か
を
概
観
し
て
き
た
(
九

l
一
三
)
0
1
1
i
無
論
、
本
稿
の
制
約
か
ら
い
っ

て
、
そ
こ
に
立
ち
現
わ
れ
て
き
た
問
「
峰
雄
関
の
存
在
を
確
認
し
若
干
の
論
点
を

垣
間
見
る
以
上
の
こ
と
は
な
し
え
な
か
っ
た
し
、
従
っ
て
そ
れ
の
立
ち
入
っ
た

正
維
な
議
治
ま
で
は
な
し
え
な
か
っ
た
。
リ
人
以
上
で
そ
の
所
在
が
俗
川
刊
附
さ
れ
た

北法33(1・142)142

問
題
述
関
に
つ
い
て
の
本
絡
的
検
討
は
後
日
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

が
|
i
。
そ
し
て
そ
の
上
で
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
議
論
が
ケ
ル
ゼ
ン
の
方
法
的

純
粋
性
に
反
す
る
も
の
で
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
無
視
す
る
も
の
で
も
な
い
と

い
う
こ
と
を
示
し
た
(
一
四
)
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
筆
者
は
交
に
、
こ
の
ご
闘
で
議
論
の
対
象
ど
し
た
諭
点
と

裏
腹
の
関
係
に
立
つ
問
題
を
提
示
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
お
う

と
H
U
ぅ
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
以
上
の
議
論
に
一
応
の
し
め
く
く
り
を

与
え
て
お
こ
う
、
と
思
う
。
そ
の
後
で
、
つ
ま
り
次
項
以
後
で
、
著
者
の
ケ
ル

ゼ
ン
理
解
を
め
ぐ
る
浅
さ
れ
た
若
干
の
問
題
点
l
l
i
と
り
わ
け
ケ
ル
ゼ
ン
の
行

政
(
訟
)
理
論
の
理
解
及
び
そ
れ
と
関
わ
る
若
干
の
論
点
を
め
ぐ
る
と
こ
ろ

の
の
倹
討
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
段
取
り
を
と
り
、
円
以
後
に
ケ
ル
ゼ
ン
の

イ
デ
才
ロ
ギ

l
批
判
の
業
綴
に
言
及
し
て
こ
の
い
さ
さ
か
ま
と
ま
り
を
欠
く
こ

と
に
な
っ
た
小
論
を
結
ん
で
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
既
に
筆
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
が
ラ
ッ
サ
1

ル
の
政
治
思
想
を
極
め
て
積
綴



的
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
、
百
そ
れ
ば
か
り
か
、
更
に
彼
が
そ
の
ラ
ッ
サ
ー

ル
の
田
村
む
の
核
心
を
継
承
し
て
い
る
と
さ
え
忠
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
、
何
度

か
言
及
し
て
き
た
。
筆
者
が
定
式
化
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
的
立
場
|
|
「
マ

ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
無
政
府
主
，
説
的

l
lひ
い
て
は
反
民
族
的

i
ー
傾
向
に

第一伏大戦後ケルゼンの‘憲法体験、・‘政治体験、・政治思想 (3) 

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
・
出
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
」
と
い
う
立
場

{
1
)
 

ー
ー
に
そ
れ
が
ハ
ッ
キ
リ
と
体
現
さ
れ
て
い
る
。
だ
、
が
、
ヶ
ル
ゼ
ン
が
ラ
ッ
サ

i
ル
か
ら
継
承
し
て
い
る
の
は
、
単
に
政
治
思
怨
だ
け
で
は
な
い
。
同
時
に
彼

は
ラ
ッ
サ
l
ル
の
憲
法
観
を
も
継
承
し
て
い
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ケ

ル
ゼ
ン
は
自
ら
の
政
治
論
文
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
ラ
ッ
サ

I
ル
に
肯
定
的
に

言
及
し
、
且
そ
の
憲
法
論
か
ら
引
用
を
行
っ
て
い
る
が
、
彼
は
そ
の
憲
法
論
に

お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
ラ
ッ
サ
1
ル
の
憲
法
制
闘
を
も
同
時
に
白
ら
の
も
の
と

し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
憲
法
観
が
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理

論
の
中
に
は
明
示
的
な
も
の
と
し
て
も
ち
こ
ま
れ
て
は
い
な
い
と
し
て
も
。
も

し
こ
の
よ
う
な
議
論
が
大
過
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
事
情
が
見
遇
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
法
理

論
の
解
釈
上
豆
大
な
難
聞
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に

つ
い
て
は
後
に
若
干
の
言
及
を
行
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
ケ

ル
ゼ
ン
に
継
承
さ
れ
る
ラ
ッ
サ
l
ル
の
憲
法
観
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
一
不
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ラ
ッ
サ
l
ル
は
周
知
の
如
く
、
い
わ
ゆ
る
憲
法
闘
争
の
時
期
に
窓
法
を

め
ぐ
っ
て
二
つ
の
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
『
憲
法
の
本
質
に
つ
い
て
』

(dZ司

〈
宮
内
凶
器
出
国
間

2
8
8目
)
及
び
『
今
、
何
を
』
(
羽
田
田
口
ロ
ロ
寸
)
で
あ
る
。
そ
こ

に
お
い
て
示
さ
れ
た
彼
の
者
荏
観
の
核
心
は
次
の
点
に
存
し
た
。
即
ち
彼
は
、

憲
法
に
つ
い
て
の
「
形
式
的
な
法
律
学
的
定
義
」

l
l「
窓
法
と
は
一
同
に
お
い

て
公
布
さ
れ
た
基
本
法
で
あ
り
、
こ
の
国
民
の
う
ち
に
お
い
て
公
法
の
組
織
を

。

。

。

縫
立
ず
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
矧
の

l
ー
を
「
窓
法
の
概
念
、
憲
法
の
本

(
2
)
 

質
は
何
か
、
を
全
く
述
べ
て
い
な
い
」
と
し
て
斥
け
た
上
で
、
そ
の
本
質
を

。
。
。

「
所
与
の
社
会
の
中
に
存
在
し
て
い
る
事
実
上
の
力
関
係

L
-
o
g
z
r
z
w
z

ζ
R
E
2
5包
百
一
虫
色
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
存
在
し

て
い
る
和
舟
h
ふ
か
時
保
こ
そ
が
、
こ
の
社
会
の
す
べ
て
の
法
律
及
び
法
的
制

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
。
。
。
。
。
。
。

度
を
、
そ
れ
が
本
質
に
お
い
て
ま
さ
に
現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
以
外
の
も
の

か
ゆ
か
h
か
わ
い
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
あ
の
能
動
的
に
作
用
す
る

(
3〕

力
守
口
O

芯
丘
ぬ
耳
目
円
F
O
ロ
含
同

E
P
な
の
で
あ
る
」
、
こ
う
ラ
ッ
サ
l
ル
は
言
う
。

も
し
か
り
に
「
遊
星
の
運
動
が
、
太
陽
の
引
力
と
い
う
恨
拠
〔
基
本
、
。

E
ロ円四〕

に
よ
っ
て
、
現
に
あ
る
事
実
と
浅
う
も
の
に
は
な
り
え
な
い
よ
う
に
規
定
さ
れ

規
制
さ
れ
て
い
る
」
と
い
い
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
「
根
拠
〔
基
本
、
の
円

5
5

と
い
う
観
念
の
中
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
を
必
然
的
に

そ
れ
が
現
に
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
に
し
て
い
る
能
動
的
な
必
然
性
、
作
用
的
な

(
4
)
 

力
と
い
う
思
怨
が
あ
る
」
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
宮
山
法
が
一
一
国
の
基
本
法

北法33(1・143)143
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〔の

E
ロ
内
]
出
品
目
立
む
を
な
す
」
と
い
う
場
合
、
「
基
本
〔
線
地
、
の

E
ロ
仏
〕
」
と
は

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
憲

法
と
は
こ
の
よ
う
な
板
拠
づ
け
の
力
、
即
ち
「
す
べ
て
の
法
律
に
作
用
し
て
い

る
能
動
的
な
規
定
力
」
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ラ
ッ

サ
l
ル
は
こ
の
よ
う
な
能
動
的
な
規
定
力
に
こ
そ
窓
法
の
本
質
を
求
め
る
。
そ

(
5
)
 

し
て
そ
れ
は
「
事
実
上
の
力
関
係
」
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
成
文

憲
法
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
近
代
に
回
有
の
勿
力
」
の
源
泉
は
、
「
明
ら
か
に

当
該
諸
国
の
内
部
に
存
す
る
現
実
の
力
関
係
に
あ
る
変
化
、
か
生
じ
て
き
た
」
と

い
う
点
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
匂
も
し
こ
の
力
関
係
の
変
化
が
な

か
っ
た
な
ら
、
憲
法
の
制
定
と
は
「
そ
の
バ
ラ
バ
ラ
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
諸

部
分
を
単
一
の
文
書
に
ま
と
め
る
」
と
い
う
こ
と
を
越
え
る
も
の
で
は
あ
り

(
6
)

。
。
。
。

え
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
以
上
要
す
る
に
、
「
滋
法
問
題
と
は
本
来
法
の
問
題

。
。
。

河
内
川
口
宮
丘
町
白
間
出
口
で
は
な
く
て
力
の
問
題

ζ
t
z
p
m宮
口
な
の
で
あ
る
。
郎

0

0

0

0

0

 

ち
一
国
の
現
実
の
窓
法
は
、
そ
の
闘
に
存
立
し
て
い
る
尖
在
的
事
災
的
力
関
係

の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
。
成
文
窓
法
は
、
社
会
の
う
ち
に
存
す
る
現
炎
的
な

カ
関
係
の
正
維
な
表
現
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
価
値
と
持
続
性
と
を
有
す
る
の

(
7
)
 

で
あ
る
」
。

ラ
ッ
サ
l
ル
は
こ
の
よ
う
な
忠
怨
を
、
巧
み
な
例
と
躍
動
す
る
一
白
川
英
を
駆
使

し
な
が
ら
、
く
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
ラ
ッ
サ

l
ル
の
議
決
に
つ
い
て

は
、
後
に
そ
れ
を
一
九
一
九
年
公
刊
の
ラ
ッ
サ

l
ル
全
集
第
二
巻
に
収
録
し
た

編
集
者
E
・
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
こ
の
議
演
は
ラ
ッ
サ

l
h
N
の
最
良
の
も

の
:
:
:
政
治
的
な
議
演
技
術
の
7

イ
ス
タ
l
ヴ
エ
ル
ク
の
一
つ
で
あ
る
」
と
激

賞
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
と
り
わ
け
こ
の
議
，
討
を
意
義
あ
る
も
の
と

し
、
あ
り
ふ
れ
た
講
演
を
は
る
か
に
地
与
え
た
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
ラ

ッ
サ
l
ル
が
政
治
的
憲
法
の
本
質
的
モ
メ
ン
ト
の
叙
述
と
い
う
課
題
に
迫
り
そ

れ
を
遂
行
す
る
際
に
示
し
た
歴
史
哲
学
的
な
把
え
方
で
あ
る
。
こ
の
程
『
既
得

北法33(1・144)144

権
の
体
系
』
に
お
い
て
減
念
か
ら
思
弁
的
に
展
開
す
る
法
哲
学
の
巨
匠
で
あ
る

こ
と
を
示
し
た
ラ
ッ
サ
!
ル
が
こ
こ
で
は
政
治
的
制
度
は
社
会
的
発
展
状
態
に

依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
リ
ア
ル
に
証
明
し
て
い
る
の
で

あ
る
」
。
そ
し
て
こ
の
ラ
ッ
サ
l
ル
に
匹
敵
し
う
る
も
の
と
し
て
は
、
『
ア
ン

チ
-
デ
ュ
l
リ
ン
グ
』
の
中
で
「
権
力
論
」
を
論
じ
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
あ
る
の
み
で

(
8
)
 

あ
ろ
う
、
と
い
う
。
ベ
ル
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
こ
の
よ
う
な
ラ
ッ
サ

1
ル
へ
の
円
以

高
級
の
評
価
に
、
も
う
少
し
内
容
的
な
面
に
か
か
わ
る
論
点
に
注
目
し
な
が
ら

立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。

「
ラ
ッ
サ
1

ル
が
示
し
た
の
は
、
制
定
法
の
形
式
に
も
た
ら
さ
れ
た
政
治
的

憲
法
は
、
そ
れ
が
社
会
の
う
ち
に
事
実
上
存
在
す
る
力
関
係
の
表
現
で
あ
る
場

合
に
の
み
、
メ
そ
の
限
度
に
お
い
て
の
み
、
実
践
的
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く

存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
『
事
実
的
力
関
係
』
又
は
『
社
会
的

力
関
係
』
の
概
念
を
分
析
し
た
。
近
年
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ

I
は
、
生
産
手
段
と

は
階
級
編
成
と
階
級
発
艇
を
規
定
す
る
要
因
で
は
あ
る
と
指
摘
す
る
と
向
時
に



経
済
的
考
察
様
式
の
限
界
を
も
示
す
と
い
う
や
り
方
で
、
唯
物
史
観
に
対
す
る

明
瞭
で
一
義
的
な
態
度
決
定
を
避
け
た
が
、
そ
の
こ
と
を
蔽
う

F
段
と
し
て
メ

ン
ガ
ー
は
こ
の
概
念
を
大
い
に
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
講
演

(3) 

に
お
け
る
故
直
要
性
は
そ
ニ
に
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
社
会
の
様
々
な
占
的
刈
を
そ

の
可
能
性
及
び
同
時
に
そ
の
可
能
の
限
界
に
お
い
て
が
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
行
政
的
・
軍
事
的
な
権
力
等
の
組
織
さ
れ
た
国
家
権
力
の
未
だ
組

第一次大戦後ケノレゼンの、憲法体験ミ.、政治体験、・政治思想

織
さ
れ
て
い
な
い
社
会
の
諸
カ
に
対
寸
る
圧
倒
的
な
優
感
性
が
読
者
に
明
ら
さ

ま
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
組
織
さ
れ
た
国
家
権
均
す

ら
、
い
っ
た
い
ど
の
点
ま
で

l
l汚
時
の

1

1
組
織
さ
れ
て
い
な
い
純
粋
に

社
会
的
な
力
を

F
』
煽
い
日
に
あ
う
こ
と
な
し
に
無
視
す
る
こ
と
が
で
主
る
の

か
と
い
う
こ
と
、
更
に
、
単
に
軍
隊
と
大
砲
と
を
も
っ
王
だ
け
で
な
く
、
単
に

貴
族
、
大
工
業
家
、
銀
行
家
、
市
民
階
級
だ
け
で
な
く
、
小
市
民
階
級
や
労
働

者
も
、
そ
し
て
故
後
に
は
一
般
的
意
識
、
階
級
利
害
及
び
党
派
利
害
を
こ
え
た

。
。
。
。
。
。
。

人
民
の
文
化
感
情
も
実
在
的
な
力
の
要
素
『
権
力
の
一
部
』
な
の
だ
と
い
う
こ

(
9
)
 

と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
又
一
不
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
こ
の
よ
う
に
概
括
さ
れ
る
テ

1
7
を
語
り
縦
ぎ
な
が

ら
、
ラ
ッ
サ

1
ル
は
最
後
に
聴
衆
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

「
諸
君
、
こ
の
講
演
を
肝
に
銘
じ
て
お
い
て
頂
き
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
諸
活
が

憲
法
を
自
ら
創
造
す
る
と
い
う
状
況
に
再
び
立
ち
至
っ
た
時
に
、
い
か
に
行
為

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
一
枚
の
紙
片
に
字
を
書
く
こ
と
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
お
尖
的
な
力
関
係
を
変
化
さ
せ
る
場
合
に
の
み
、
何
ら
か
の

こ
之
が
な
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
心
件
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け

(
刊
)

で
す
」
、
と
。

こ
う
し
て
ラ
ッ
サ
i
ル
は
当
時
の
怠
法
闘
争
を
前
に
し
な
が
ら
、
権
力
の
側

か
ら
の
力
の
原
理
に
対
し
て
単
に
法
の
原
理
を
対
置
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
る
な

ら
ば
そ
れ
は
無
力
な
も
の
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
ぬ
こ
と
を
説
き
、
人
々
に
事
実

上
の
力
闘
係
こ
そ

J

切
の
法
の
保
拠
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
法
窓
を
向
け

た
の
で
あ
っ
た
。

ケ
ル
ゼ
ン
が
一
九
二

O
年
の
『
社
会
主
義
と
同
家
』
に
お
い
て

l
i文
そ
の

他
の
政
治
論
文
に
お
い
て
l
1
1
ラ
ヅ
サ

l
ル
の
憲
法
を
め
ぐ
る
講
演
か
ら
い
く

つ
か
の
引
用
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
ふ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
彼
は
一
九
二
九

年
に
、
彼
自
身
が
起
草
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
容
径
の
第
二
次
改
正
の
試

み
が
お
し
進
め
ら
れ
て
い
た
時
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
を
我
々
は

既
に
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
引
用
し
て
お
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た

め
て
み
て
お
こ
う
と
思
う
。
「
か
か
ゆ
か
骨
骨
山
町
、
酔
恥
仇
附
か
骨
骨
九
日

tr卦円、

あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
は
、
民
主
的
国
家
形
式
に
関
心
を
も
っ
諸
集
団
、

な
か
ん
ず
く
社
会
主
義
的
志
向
を
有
す
る
労
働
者
階
級
の
明
瞭
な
優
勢
を
示
し

て
い
る
。
そ
の
存
立
十
年
の
聞
に
、
こ
の
力
関
係
に
お
い
て
或
る
沖
仰
が
生
じ

北法33(1・145)145

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
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
な
り
つ
つ
あ
る
か
ら



研究ノート

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
す
る
こ
と
な
い
し
取
っ
て
替
え
る
こ
と
で
あ
る
」

Q
B
-
但

し
訳
文
の
一
部
を
変
更
し
た
〉
。
著
者
に
よ
っ
て
も
引
用
さ
れ
て
い
る
ケ
ル
ゼ

ン
の
こ
の
文
章
は
、
ラ
ッ
サ

l
ル
の
憲
法
観
の
核
心
が
ケ
ル
ゼ
ン
に
受
容
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
の
観
点
か
ら
自
ら
の
起
草
し
た
成
文
憲
法
が
支
え
ら
れ
て
い

た
政
治
的
力
関
係
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
を
醒
め
た
眼
で
み
つ
め
て
い
る
こ

と
、
を
疑
う
余
地
な
き
明
瞭
さ
で
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

〔

H
)

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
窓
法
、
政
治
制
度
が
社
会
的
力
関
係
に
依
存
し
て

お
り
、
そ
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
ハ
ッ
半
リ
と
認
め
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
間
題
は
尖
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
理
論
上
の
一
大
難
問
1

1
尖
効
性
と

妥
当
性
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
1
1
J
の
一
つ
の
拍
円
以
却
を
形
成
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
筆
者
は
ひ
そ
か
に
推
察
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
と

し
て
、
ヶ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
よ
う
な
「
社
会
的
力
関
係
」
を
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
な
形
で
把
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
「
社
会

的
力
関
係
」
と
い
う
言
葉
を
単
に
偶
然
に
用
い
た
の
で
は
な
く
、
彼
の
思
想

の
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
の
意
味
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
与
え
て

い
る
、
と
来
者
は
考
え
て
い
る
。
我
々
は
既
に
一

O
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
の

オ
ッ
ト

l
・
パ
ウ
ア

l
批
判
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
が
展
開
し
て
い

る
そ
テ
ィ
!
フ
は
、
本
項
に
お
け
る
我
々
の
問
題
関
心
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、

ま
さ
し
く
ケ
ル
ゼ
ン
の
起
草
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
憲
法
|
|
「
民
主
的

国
家
形
式
に
関
心
を
も
っ
諸
集
団
、
な
か
ん
ず
く
社
会
主
義
的
志
向
を
有
す
る

労
働
者
階
級
の
明
瞭
な
優
勢
を
示
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
の
1

1
の
あ
り
方
を
規

定
し
、
そ
れ
を
通
し
て
す
べ
て
の
法
律
に
作
用
し
て
い
る
能
動
的
規
定
力
た
る

「
社
会
的
な
力
関
係
」
の
分
析
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
観
点
に
立
っ
て
そ
こ
に
お
け
る
議
論
の
核
心
を
あ
ら
た
め
て
抽
出
す
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
政
治
過
程
を
支
配

す
る
も
の
は
、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
単
純
な
階
級
対
立
、
回
定
的
な
量
と
方

向
性
を
も
っ
力
の
衝
突
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
一
方
で
「
相
互
に
対
立

し
あ
い
な
が
ら
」
も
同
時
に
「
作
用
を
及
ぼ
し
あ
い
」
、

一
定
の
均
衡
点
に
達

す
る
「
諸
力
の
関
係
」
で
あ
る
。
「
む
き
出
し
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
と
み
な
さ

れ
る
共
同
体
」

l
iケ
ル
ゼ
ン
は
「
一
九
世
紀
の
立
憲
君
主
制
」
は
そ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
1
1
1
に
お
い
で
す
ら
、
一
階
級
は
他
階
級
を

一
方
的
に
押
え
つ
け
る
程
強
く
は
な
く
、
「
法
秩
序
の
内
容
は
:
:
:
妥
協
を

一
万
す
」
に
す
ぎ
ず
、
国
家
の
尖
効
性
は
「
民
族
の
一
切
の
階
級
の
諸
力
の
帰
す

る
ん
こ
ろ
」
、
つ
ま
り
階
級
諸
力
の
均
衡
点
に
お
い
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
階
級
諸
力
の
均
衡
」
と
呼
ぶ
事
態
の
中

に
あ
っ
て
、
災
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
わ
け
で

北法33(1・146)146
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均三「
哲ぶ
はら
フ

そ
ロ

の
レ

政
タ J山

リ!~
74U内

『識

iが
次の

1.<i:第

荏盗
の r
う 25
合薩

証主
移て
すさ
るえ
筈い
でけ
あば
る、

その

れ
故
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
「
革
命
前
の
階
級
国
家
と
連
立
政
権
に
よ
る
真
の
人
民
共

(3) 

和
国
と
を
又
こ
の
国
家
と
未
来
の
社
会
主
義
の
イ
デ
ア

1
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
す
ぎ
な
い
ヘ
「
そ
の
差
は
、

第一次大戦後ケノレゼンの、憲法体験、."jJ;主治体験、・政治思;也

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
ヘ
と
述
べ
え
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
ケ
ル
ゼ
ン
が
パ
ウ
ア

l
批
判
を

l
l
ひ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス

の
国
家
理
解
に
対
す
る
批
判
を
1

1
行
う
際
の
基
本
的
立
脚
点
が
あ
っ
た

Q

こ

こ
に
「
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
(
;
:
・
〉
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
」
と
こ
ろ
の
「
社
会
技

術
的
手
段
」
た
る
「
外
的
強
制
秩
序
」
と
い
う
法
慨
念

!
l『
純
粋
法
学
工
』

に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
法
概
念
ー
ー
が
重
要
な
イ
ン
プ
リ
ケ
l
シ
ョ
ン

を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
が
彼
の
法
理
論
・
憲
法
観
を
包

括
し
た
政
治
思
想
の
中
で
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の

彼
の
言
葉
の
う
ち
に
紛
う
か
た
な
き
明
瞭
さ
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が

i
ー
も
と
よ
り
民
主
的
憲
法
を
拠

り
一
昨
と
し
ゃ
1

1
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

i
ト
の
党
を
し
て
国
家
の
政
府
を
・
:
:
引
き
受
け
さ
せ
る
l
l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
な
や
、
そ
し
て
プ
ロ
レ

タ
リ
ア

i
ト
の
生
活
上
の
利
害
を
知
怒
し
て
い
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
政
党
の
指
導

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

1
マ
ル
ク
ス
主

義
〕
は
不
十
分
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
」
、
と
い
う
の
が
そ
の
言

楽
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
あ
ら
ゆ
る
憲
法
は
、
政
治
的
力
関
係

の
表
現
で
あ
る
」
と
い
う
ラ
ッ
サ

l
ル
の
憲
法
観
を
基
本
的
に
紙
承
し
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
こ
の
力
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
を
階
級
均
衡
論
と
い
う
形

で
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
ケ
ル
ゼ
ン
は
彼
の
方
法
論
的
立
場
か
ら
、

こ
の
力
関
係
と
い
う
憲
法
の
グ
ル
ン
ト
に
属
す
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
を
メ
タ
法

律
学
的
問
題
と
み
な
し
た
が
放
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
憲
法
観
l
l
t窓
法
思
想
の
レ

ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
ラ
ヅ
サ
l
ル
に
対
す
る
親
縁
性
は
、
彼
の
法
理

論
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
限
定
さ
れ
た
視
野
の
う
ち
に
は
、
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
が

な
い
の
で
あ
る

J

ラ
ヅ
サ
l
ル
は
既
に
日
比
た
よ
う
に
「
形
式
的
な
法
律
学
的
定

義
」
は
「
憲
法
の
俳
台
、
憲
法
の
和
島
は
何
か
、
を
全
く
述
べ
な
い
」
、
と
し
た
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
法
理
論
は
「
法
規
範
の
純
粋
に
形
式
的
な
考
察
様
式
を
超
出
」

し
て
は
な
ら
な
い
、
「
法
律
学
の
形
式
的
・
規
範
的
考
察
様
式
の
本
質
は
こ
の

限
定
に

ι犯
」
、
と
述
べ
た
。
こ
の
両
者
の
言
葉
は
、
成
程
方
法
的
・
学
問
論

的
観
点
か
ら
は
ま
っ
向
か
ら
の
対
立
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
そ
こ
に
は
同
時
に
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実
質
的
思
想
上
の
一
致
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
相
似
性
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
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い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
少
な
く
と
も
一
九
二
九
年
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
階

級
均
衡
論
1
1
iプ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
一
一
層
の
優
勢
化
と
い
う
推
移
の
方
向
性

を
ヴ
ェ
ク
ト
ル
と
し
て
含
む
と
こ
ろ
の

l
ー
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
た
事
態
に
ハ

ッ
キ
リ
と
逆
流
現
象
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
先
に
示
し
た
文
章
に
お
い
て
、
ケ

ル
ゼ
ン
は
第
二
次
憲
法
改
正
へ
の
動
向
に
即
し
て
、
あ
ら
た
め
て
ラ
ッ
サ
|
ル

的
憲
法
観
を
披
濯
し
な
が
ら
、
こ
の
憲
法
改
正
へ
の
動
向
の
背
後
に
こ
の
よ
う

な
力
関
係
の
逆
転
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
逆
転
は
い
う

ま
で
も
な
く
そ
れ
以
後
ま
す
ま
す
明
瞭
な
も
の
と
な
り
、
担
加
速
度
を
強
め
て

い
く
。
そ
れ
故
に
彼
は
一
九
三
四
年
に
『
純
粋
法
学
工
』
の
序
文
に
お
い
て
、

ケ
ル
ゼ
ン
の
起
草
し
た
共
和
国
憲
法
を
実
質
的
に
支
え
た
あ
の
階
級
均
衡
1
1
i

憲
法
の
グ
ル
ン
ト
で
あ
る
と
こ
ろ
の
事
実
上
の
力
関
係
の
表
現
と
し
て
の

i
1

が
既
に
ふ
八
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
つ
つ
、
「
法
と

国
家
の
客
観
的
科
学
と
い
う
理
想
が
一
般
的
承
認
を
う
け
る
見
通
し
を
も
つ

の
は
、
た
だ
社
会
的
均
衡
の
時
期
に
お
い
て
だ
け
で
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
代
に
合
わ
な
い
も
の
は

全
く
な
い
よ
う
に
見
え
る
」
(
河
見
h
円

ω・
〈
ロ
ア
邦
訳
、
九
頁
て
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る

G

以
上
の
議
論
か
ら
、
ヶ
ル
ゼ
ン
が
受
容
し
た
ラ
ッ
サ

l
ル
の
憲
法
観

q
p純

粋
法
学
w

そ
れ
自
体
を
も
、

M

純
粋
法
学
“
の
存
立
す
る
レ
ヴ
ェ
ル
を
こ
え
た

深
い
根
抵
に
お
い
て
制
約
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
憲
法
観
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
あ
る
憲
法
が
共
和

的
で
あ
る
と
そ
の
条
文
自
体
の
中
で
自
称
す
る
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と

か
ら
そ
れ
を
既
に
共
和
国
憲
法
と
認
め
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う

観
点
が
当
然
に
出
て
く
る
。
そ
れ
が
条
文
で
言
う
通
り
に
共
和
国
憲
法
で
あ
る

た
め
に
は
、
そ
の
主
観
的
意
味
を
同
時
に
客
観
的
意
味
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の

現
実
的
力
関
係
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
規
定
は
単

な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
虚
飾
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
ケ
ル
ゼ
ン
は
『
オ

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
窓

ー
ス
ト
リ
ア
同
法
論
』

法
の
同
白
頭
に
は
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
民
主
共
和
国
で
あ
る
。
そ
の
法
は
人
民
に

由
来
す
る
』
と
い
う
原
則
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
法
技
術
的
観
点
か
ら
は
、
窓

法
そ
の
も
の
に
お
い
て
憲
法
の
性
絡
に
つ
い
て
の
こ
の
種
の
理
論
的
判
断
を
下

す
こ
と
は
余
計
な
こ
と
で
あ
り
、
法
的
に
無
意
味
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
民

主
共
和
国
で
あ
る
の
か
否
か
の
判
断
を
下
す
こ
と
は
、
専
ら
法
認
識
の
事
柄
で

あ
っ
て
、
法
の
事
柄
で
は
な
い
。
法
の
事
柄
は
、
民
主
的
共
和
国
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
事
実
に
つ
い
て

い
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
は
民
主
共
和
国
を
、
し
か
も
議
会
制
共
和
国
の

(
H〉

典
型
の
極
み
を
呈
ポ
し
て
い
る
」
。

こ
の
よ
う
に
、
自
分
に
つ
い
て
「
共
和
肉
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
を
有
す
る
意

法
を
客
観
的
意
味
に
お
け
る
共
和
国
窓
法
た
ら
し
め
る
の
も
、
又
「
自
分
は
動
物
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で
あ
る
」
と
語
る
石
の
如
き
存
在
に
転
落
せ
し
め
る
の
も
、
事
実
的
力
関
係

i
l

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
風
憲
法
に
即
し
て
い
う
な
ら
、
階
級
均
衡
、
そ
れ
も
プ
ロ

レ
タ
リ
ブ
ー
ト
の
一
層
の
優
勢
化
と
い
う
方
向
性
を
も
っ
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
含
む

と
こ
ろ
の
ー
ー
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
共
和
国
憲
法
の
起
草
者
た
る
ケ
ル
ゼ
ン

第一次大戦後ケルゼンのた憲法体験、・、政治体験ミ・政治思想 (3) 

が
他
面
で
学
問
的
に
提
示
し
た
グ
純
粋
法
学
d

も
又
、
「
共
和
国
」
憲
法
を
共

和
国
憲
法
た
ら
し
め
る
こ
の
力
関
係
を
肯
定
的
に
-
評
価
す
る
彼
の
政
治
的
観
点

の
上
に
立
脚
し
て
い
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
成
程
H

純
粋
法
学
d

の
体
系
の
中
に
く
り
込
ま
れ

て
は
い
な
い
。
だ
が
、
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
グ
純
粋
法
学
d

の

合
理
的
理
解
の
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は

グ
純
粋
法
学
N

を
越
え
な
が
ら
、
そ
の
体
系
を
支
え
る
超
越
論
的
前
提
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
、
も
し
P
純
粋
法
学
4

が
以
上
で
筆
者
が
述
べ
た
よ
う
な
事
態
に

よ
っ
て
根
抵
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
が
大
過
な
い
も
の
だ
と
す
れ

ば
|
l
'そ
し
て
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
が
故
に
、
我
々
は
ケ
ル
ゼ

ン
の
法
理
論
を
彼
の
政
治
思
想
・
世
界
観
と
有
機
的
に
関
わ
ら
ぜ
つ
つ
理
解
し

う
る
の
で
あ
る
が

l
iこ
の
グ
純
粋
法
学
4

の
体
系
を
自
足
的
、
自
己
完
結
的

体
系
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
の
上
で
そ
の
内
部
に
ひ
そ
む
不
整
合
を
と
り
上
げ

そ
れ
を
問
題
と
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
仮
象
問
題
を
生
み
出
す
と
い
う

危
険
を
苧
ん
だ
も
の
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ケ
ル
ゼ
ン
研
究
が
進
展
し
、
議
論
が
綿
密
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
昨
今
の
風
潮

は
、
二
万
で
は
無
論
大
い
に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
の
議
論
の
細
密

化
が
他
方
で
こ
の
よ
う
な
仮
象
問
題
の
生
産
に
手
を
貸
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
の
危
快
も
根
拠
な
し
と
し
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の

法
理
論
に
様
々
の
不
整
合
を
見
出
す
時
、
そ
れ
は
法
理
論
と
し
て
訂
正
さ
れ
る

べ
き
不
整
合
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
さ
に
そ
れ
は
法
と
政
治
の
接
点
に
属
す
る

が
ゆ
え
に
、
法
理
論
と
し
て
は
不
整
合
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な

い
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
こ
の
点
は
慎
重
に
見
き
わ
め
る
必
要
の
あ
る
と

こ
ろ
だ
と
、
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仮
象
問
題
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
、
仮
象
の
問
題
状
況
を
つ
く
り

上
げ
て
し
ま
う
こ
と
、
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
我
々
は
ケ
ル
ゼ

γ
の
政
治
思
想
と

法
理
論
の
接
点
に
眼
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
を

含
む
思
想
的
全
体
が
、
い
か
な
る
問
題
状
況
の
下
で
い
か
な
る
問
題
を
解
決
し

ょ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
呈
示
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
思
想
史
的
処
理
を
く
ぐ

り
抜
け
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
我
々
に
と
っ
て
の
問
題

状
況
と
そ
の
中
で
の
我
々
な
り
の
解
決
を
求
め
よ
う
と
す
る
我
々
自
身
の
試
み

と
対
質
さ
せ
て
お
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
論
、
こ
の
対
質
そ
れ
自
体

は
学
問
的
領
域
を
こ
え
る
問
題
で
あ
っ
て
、
各
研
究
者
の
内
面
に
お
い
て
処
理

さ
れ
て
い
て
よ
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
点
の
自
覚
が
な
い
ま
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ま
に
自
分
に
と
っ
て
不
整
合
と
思
わ
れ
る
も
の
を
直
ち
に
対
象
1
1
i
ケ
ル
ゼ
ン

の
法
理
論

l
ー
に
内
在
す
る
自
体
的
不
整
合
と
解
し
、
思
想
史
的
処
理
を
施
す

こ
と
な
し
に
そ
の
不
整
令
を
批
判
・
克
服
す
る
こ
と
は
、
仮
象
的
問
題
状
況
を

濫
造
す
る
結
果
に
終
わ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
と
り
わ
け
ウ
ェ

ー
パ

l
の
方
法
論
の
衣
鉢
を
継
承
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
方
法
的
純
粋
性
の
理
解
と

も
関
わ
る
点
で
あ
り
、
十
分
な
留
意
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

拙
稿
「
ラ
ツ
サ
!
ル
へ
巡
れ
」
、
長
尾
龍
一
他
編
『
ケ
ル
ゼ
ン
生
誕
百

年
記
念
論
袋
、
新
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
』
(
木
鐸
社
二
九
八
一
〉
所
収
、
参
照
。

(

2

)

司

-
F
S
Z
ロ
0・
c
r
o円
〈

2
F由
ωE口
問

ωd420p
同

bh'S
ロ
h
C
E恒
三
'

、5
F
M耐え
2
5
h刊
号
7
3
3
r
m
m
-
5口
開

-FEEOMPNWK-

hp
∞
2
-
Z
U
S
E
-
ω
-
N
U
J
森
岡
勉
訳
『
憲
法
の
本
質
・
労
働
者
綱
領
』

(
法
律
文
化
社
、
一
九
八
一
)
、
一
二
九
頁
、
以
下
、

F
m
g丘一
0
・
ぐ
2
F回目

田
口
忠
刷
印
耳
2
0
p
ω
N吋
柚
邦
訳
、
三
九
頁
、
と
い
う
よ
う
に
略
記
す
る
。

(

3

)

』

1
F
N
K
-

∞・

ω
同
町
・
邦
訳
、
内
五
一
氏
。

(
4
)
L
S礼
子
∞

-MH・
邦
訳
、
問
凶
頁
。

(
5
〉

与

え
-
w

∞
-
U
H

『
・
邦
訳
、
阿
川

l
川
五
京
。

(
6
)
i
s
m九-
w

∞
-
A
品
・
邦
訳
、
六
一
十
氏
。

(

7

)

i

『ph叫

Jω
・
8
・
邦
訳
、
七
六
一
氏
。

(
8
〉
開
・
図
。
吋
自
己

0
5・
〈

CHσ
。
5
2
r
Eロ
m
N広
三

C
σ
2
〈
2pmω
ロロ開
T

君
。
目
。
口
安
門
回
目

s
z
o
p
片
品
な
員
同
守
門
川
、
，
話
、
己
主
h
h
h
H
吋
見
、
、
E
N
号
、
制
札
ぬ
と
T

3
M
W
2・
同
九
-
h
p
ω
・
口
町
・

(
9
)
L
S
N
K
-
w
ω
H
N
h・

(

叩

)

』

R
A
u
ω
・
2
・

(
日
)
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
け
る
ラ
ツ
サ

l

ル
の
受
取
廿
と
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義

は
、
次
の
よ
う
な
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
指
摘
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
利
益
は
、
自
己
を
実
現
し
、
固
執
し
よ
う
と

す
る
、
必
然
的
な
心
理
的
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者

と
も
、
権
力
を
必
要
と
す
る

0

・
:
・
し
た
が
っ
て
い
ず
れ
の
社
会
的
集
団

も
、
国
家
の
承
認
を
得
ょ
う
と
努
め
、
す
で
に
そ
れ
を
獲
得
し
て
い
る
場

介
に
は
、
国
家
的
援
別
に
よ
っ
て
自
己
の
利
益
の
貫
徹
に
向
か
っ
て
努
力

す
る
。
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
国
家
的
総
ガ
に
手
の
と
ど
い
て
い
な
い
社
会

集
団
は
、
国
家
に
よ
っ
て
権
力
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
ロ

り
、
ま
た
も
っ
と
も
強
力
な
社
会
的
利
益
に
い
た
っ
て
は
、
国
家
を
支
配

す
る
権
力
さ
え
も
獲
得
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
す
べ
て
の

社
会
的
対
立
は
、
同
時
に
社
会
的
核
力
要
因
の
緊
張
関
係
で
も
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
国
家
に
お
い
て
も
、
国
家
の
支
配
的
私
会
集
団
と
、
支
配
柏
を

獲
得
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
集
問
も
し
く
は
支
配
紘
か
ら
排
除
さ
れ
て
い

る
集
団
と
の
、
絶
え
さ
る
闘
争
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
多
く
の
肉

家
的
制
度
は
、
社
会
的
ト
人
集
団
の
相
互
に
街
突
す
る
要
求
の
安
協
の
結
果

で
あ
り
、
一
部
の
法
は
、
背
馳
し
て
い
る
社
会
的
諸
利
益
の
そ
の
時
々
の

也
不

均
衡
状
態
を
示
し
て
い
る
。
法
の
形
成
と
社
会
に
お
け
る
変
動
と
の
問

の
関
係
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
社
会
主
義
者
お
よ
び
彼
ら
か
ら
学
ん
だ

人
々
の
不
朽
の
功
縦
に
印
刷
す
る
」

(
C
0
2四
守
口

5
0
F
み
た
h
S
H
E
-司
、

hHghupPRω-hhhw-ω
ヨ
同
・
戸
部
他
訳
、
『
一
般
国
家
学
』
(
学
陽

書
一
民
、
一
九
七
州
〉
七
六

l
七
七
瓦
)
。
尚
、
引
川
文
中
*
印
は
、
イ
ェ
リ

北法33(1・150)150
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ネ
ッ
ク
が
一
フ
ツ
サ
|
ル
の

3
C
F
2
〈
tpωω
ロロ悶
ω手
4
2
0ロ
な
と

3ヨ
よ
ω

ロ
ロ
ロ
ー
の
参
畑
町
を
指
示
し
て
い
る
個
所
で
あ
る
。

(
ロ
)
穴
包
括
P
〈
D
門司。色。

NE吋
同
・
〉
口
出
向
問
。
仏
R
M
H
E
h
h
v川
、
さ
九
之
内
宮
内
九
2
・

h叫
HREhh明同町、
F、
会

ω・円以・

(
臼
)
『
一
般
届
家
学
』
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
憲
法
が
共
和
的
で
あ
る
と
自
称
す
れ
ば
そ
れ
で
右
の
憲
法
は
す
で
に
共

和
憲
法
で
あ
る
か
?
憲
、
法
で
連
邦
だ
と
主
張
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
あ
る
国

は
連
邦
で
あ
る
か
?
法
行
為
法
通
常
は
文
一
吉
一
同
で
定
立
さ
れ
る
か
ら
、
そ

れ
は
、
そ
れ
自
身
の
な
義
に
つ
い
て
な
に
か
述
べ
る
こ
と
が
で
主
る
。
こ

れ
は
法
学
的
、
い
な
、
社
会
科
学
的
認
識
一
般
の
材
料
と
自
然
科
学
的
認
識

の
材
料
と
の
間
の
重
要
な
差
呉
で
あ
る
。
石
は
自
分
は
動
物
で
あ
る
と
は

い
え
な
い
。
あ
る
人
間
の
行
為
が
主
観
的
に
も
つ
こ
と
を
要
求
す
る
法
的

意
味
を
あ
た
主
か
ら
客
観
的
意
味
だ
と
考
え
る
の
は
匂
2
E
C
司
ユ
ロ
ロ

ez

〔
不
当
前
提
〕
で
あ
る
」
(
同
o
r
g
-
h
N
N
K
S
ミ
3
n
b民
白

HhpP2・

ω・
H
N
P

出
旧
宮
四
郎
訳
『
一
般
国
家
学
』
、
一
二
五
頁
)
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
を

つ
き
つ
め
て
い
く
な
ら
、
現
実
的
力
関
係
と
根
本
規
範
と
の
デ
リ
ケ
ー
ト

な
関
係
が
う
か
び
上
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
推
測
し
て
い

る
。
と
い
う
の
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
こ
の
文
章
を
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
「
し
っ
た
い
、
そ
れ
ら
が
法
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
、
お
よ

び
法
体
系
に
お
け
る
そ
の
地
位
い
か
ん
、
他
の
法
行
為
に
対
す
る
そ
の
意

義
い
か
ん
は
、
そ
れ
ら
を
解
釈
す
る
図
式
を
創
設
す
る
媒
介
と
な
る
根
本

仮
説
の
い
か
ん
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」
(
み
ミ
4

邦
訳
、
同
)
。

(

M

)

問。
-
z
p
o
h
H
2
・
Z
R
E
R
b
n
h
h叫

H
b
b
H
h
2
h
F
p
h
h
z
C
2
E
H
コ.2

2MHHRに
門
知
同
ど
と

hhhHERbh円
FHhh円
』
九
匹
、

hhhHFNNH・H由
自

ω
・
ω・]戸出品

著
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
理
論
を
フ
自
由
主
義
的
法
治
国
家
8

末
期

に
お
け
る
極
限
的
な
行
政
観
念
」

(
N
O
叶
)
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ

一ムハ
は
よ
り
詳
細
に
は
次
の
よ
う
に
概
括
さ
れ
る
思
想
史
上
の
位
置
を
占
め
る
、
と

言
う
。
「
絶
対
君
主
政
的
福
祉
国
家
の
時
代
に
は
幸
福
主
義
的
行
政
観
念
が
支

配
し
た
。
法
治
国
家
に
お
い
て
は
、
必
然
に
行
政
の
法
的
観
念
構
成
へ
の
傾
向

が
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
日
同
家
活
動
を
能
う
限
り
縮
減
し
行
政

活
動
の
分
野
で
も
こ
れ
を
消
極
行
政
の
範
囲
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
夜
警
国
家

2
2
Z
急
n
r
z
a
g
E
)
の
l
l
p自
由
主
義
d的
l
l理
念
と
、
議
会
主
権
的

な
法
律
国
家
(
の
g
2
N
g三
E
円
)
の
思
想
に
基
づ
く
『
法
律
に
よ
る
行
政
』

(開

2
2
N
B悶
ヨ
向
。
ぐ
2
d〈
m
r
E
m
)
の
|
i
p
法
治
国
家
4

的

l
l原
理
と
が
、

行
政
の
現
実
を
規
制
し
た
。
法
的
行
政
観
念
の
成
立
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、

初
期
に
お
け
る
そ
れ
は
、
な
お
前
代
の
『
全
体
の
福
祉
』
に
代
わ
る
『
個
人
の

自
由
』
〔

l
『
人
間
人
格
の
絶
対
的
価
値
』
〕
と
い
う
実
質
的
・
内
容
的
要
素
と

結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
が
次
第
に
形
式
化
し
て
き
た
の
は
、
グ
自
由
主
義
的

法
治
函
家
d

思
想
自
体
の
形
式
主
義
化
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ケ

ル
ゼ
ン
の
行
政
論
は
、
実
に
そ
の
尖
端
に
位
置
し
て
い
る
」
(
N
G
S
、
と
。
こ
の

よ
う
な
位
置
づ
け
か
ら
、
著
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
(
法
)
理
論
に
対
し
て
、

北法33(1・151)151

次
の
よ
う
に
評
価
を
下
す
。
「
行
政
の
本
質
を
そ
の
法
形
式
的
側
面
に
求
め
る

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

家
時
代
の
行
政
を
対
象
と
す
る
場
合
に
こ
そ
意
味
な
し
と
せ
ぬ
と
は
い
え
、
国
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家
職
能
の
転
換
と
そ
れ
に
伴
う
国
家
行
政
機
能
の
拡
大
強
化
に
条
件
づ
け
ら
れ

て
い
る
今
日
の
福
祉
主
義
的
法
治
国
家
に
お
け
る
行
政
に
つ
い
て
は
、
も
は
や

妥
当
し
え
な
い
」
(
N
S
)
、
と
。
他
の
個
所
で
は
よ
り
具
体
的
且
決
定
的
に
こ
の

論
点
が
敷
〆
仰
さ
れ
て
い
る
。
「
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
論
は
、
グ
国
家
〈
H
H
法
〉
↓
行

政
d

を
理
念
裂
と
す
る
自
由
主
義
的
法
治
国
家
期
の
行
政
の
基
本
構
造
を
的
確

に
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
や
が
て
行
政
の
社
会
機
能
的
重
心
が
法

的
次
元
:
:
・
か
ら
超
法
的
デ
ィ
メ
ン
ジ
ヨ
ン
:
:
:
へ
と
決
定
的
に
推
移
し
始
め

る
現
代
国
家

(
1グ
社
会
的
法
治
国
家
乙
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
理
論
的
対
応

能
力
を
1
1
1形
式
的
に
は
と
も
か
く
、
実
質
的
に
は

l
iも
ち
え
な
い
。
す
な

わ
ち
、
現
代
の
国
家
は
、
そ
こ
に
お
け
る
行
政
作
用
が
形
式
的

1
法
的
に
は
な
お

ケ
ル
ゼ
ン
的
意
味
で
グ
執
行
4

で
あ
り
な
が
ら
(
社
会
的
法
治
国
家
)
、
実
質
的

に
は
、
す
な
わ
ち
全
社
会
的
座
擦
の
中
で
は
中
枢
的
グ
政
治
u
機
能
(
国
家
基

本
政
策
の
形
成
決
定
〉
を
営
む
地
位
へ
急
上
昇
し
つ
つ
あ
り
(
佐
会
除
法
治
国

家
〉
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
後
者
の
場
に
行
政
の
畳
一
か
か
存
在
理
由
を
、
延
い

て
国
家
そ
の
も
の
の
構
造
特
質
を
見
出
す
グ
行
政
国
家
a
(
:
:
;
)

で
あ
る
が
、

ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
論
、
さ
ら
に
遡
っ
て
純
粋
法
学
は
、
こ
の
現
代
的
に
最
も
ク

ル
l
シ
ャ
ル
な
問
題
性
(
:
:
:
)
を
視
野
に
取
り
込
む
概
念
装
置
・
理
論
装
置

を
致
命
的
に
欠
く
の
で
あ
る
」
(
N
E
I
N
N
S
。
そ
し
て
「
そ
の
無
政
府
的
な
形
式

性
の
放
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
観
念
は
、
や
が
て
ナ
チ
ス
の
権
威
主
義
的
行
政
思

想
へ
の
媒
介
的
地
位
に
立
つ
こ
と
と
も
な
る
」

3
0
3
と
す
ら
い
う
。

行
政
(
法
)
理
論
と
い
う
切
断
面
に
即
し
て
行
わ
れ
た
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ

ン
評
価
は
、
例
え
ば
J
-
H
・
ハ
ロ
ウ
ェ
ル
が
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
自
由

北法33(1・152)152

主
義
の
没
落
』
に
お
い
て
示
し
て
い
る
シ
ェ
ー
マ

1
1
i「
自
由
主
義
は
:
殺
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
自
殺
し
た
」
、
そ
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど
っ
た
自
由
主
義
の

額
廃
は
「
自
由
主
義
者
と
名
乗
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
b
u
b国
家
を
も
酔
恥
島

家
(
同

2Eω
臼

S
2
)
な
り
と
宣
号
一
目
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
よ
う
な
学
者
の
形
式
主
義
」

(
1
)
 

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
す
る
言
葉
か
ら
窺
い
と
れ
る
と
こ
ろ
の

l
ー
と
符
合

す
る

Q
O
P
注
凶
参
照
〉
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
評
価
は
、

我
々
が
こ
れ
ま
で
に
呈
示
し
て
き
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
・
法
理
論
の
理
解

と
大
き
な
異
和
感
を
含
む
も
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
否
、
む
し
ろ

そ
れ
は
我
々
の
理
解
と
真
正
面
か
ら
対
立
す
る
も
の
だ
、
と
す
ら
評
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
以
下
、
本
項
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
の
差
異
・
対
立
の

う
ち
に
い
か
な
る
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と

思
う
。
と
は
い
っ
て
も
、
筆
者
は
著
者
と
ち
が
っ
て
、
行
政
法
、
行
政
理
論
の

専
門
家
で
は
な
い
。
従
っ
て
著
者
の
示
し
て
い
る
行
政
(
法
)
理
論
そ
の
も
の

を
取
り
上
げ
て
そ
れ
と
直
接
に
対
質
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
い
う

る
の
は
せ
い
ぜ
い
、
従
来
本
稿
全
体
に
わ
た
っ
て
展
開
し
て
き
た
我
々
の
議
論

を
あ
ら
た
め
て
行
政
(
法
)
理
論
に
対
し
て
|
1
1筆
者
の
乏
し
い
知
見
の
許
す

限
度
内
で
1
1
1
聞
か
れ
た
も
の
に
す
る
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以

上
に
立
ち
入
っ
た
検
討
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
へ
と
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら



:、。

手
九

L結
論
か
ら
先
に
一
吉
う
な
ら
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
(
法
)
理
論
の
理
解
と
い

う
切
断
面
か
ら
窺
い
と
れ
る
著
者
と
筆
者
の
見
解
の
対
立
の
根
低
に
は
、
ケ
ル
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ゼ
ン
の
法
治
国
家
論
の
理
解
を
め
ぐ
る
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
、
と
筆
者
に
は

忠
わ
れ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
『
純
粋
法
学
工
』
に
お
い
て
、
法
を
社
会
技
術
的
強

制
秩
序
と
し
て
任
意
の
目
的
に
仕
え
る
も
の
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
規

定
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
治
思
想
を
構
成
す
る
国
家
論
的
局
面
が
い
刈
法
治
的
要
必
の

結
果
内
容
的
・
価
値
的
に
脱
色
さ
れ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
察
し
て
き
た
。
つ
ま
り
1

1
逆
か
ら

い
え
ば

l
l内
容
的
・
価
値
的
に
一
応
は
脱
色
さ
れ
て
は
い
る
が
、
根
抵
的
に

は
彼
の
政
治
思
想
と
は
無
縁
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と

考
え
て
き
た
。
そ
し
て
、
筆
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
治
国
家
論
も
又
、
基
本
的
に

こ
の
よ
う
な
政
治
思
想
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、
制
約
さ
れ
て
い
る

i
lそ
れ
が
方

法
論
的
混
治
主
義
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
と
し
て
も

l
lと
考
え

て
い
る
。
従
っ
て
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の
行
政
(
法
)
理
論
も
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識

に
貫
か
れ
た
法
治
国
家
論
の
一
断
面
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
、
と
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
論
に
グ
法
律
に
よ
る

行
政
d

と
い
う
原
理
が
貫
か
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
又
そ
れ
が
い
か
に
形
式
的
で

あ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
直
ち
に
P

自
由
主
義
的
法
治
国
家
8

思
想
の

延
長
上
に
位
置
づ
け
、
つ
自
由
主
義
的
法
治
函
家
d

末
期
に
お
け
る
極
限
的
な

行
政
観
念
」
と
評
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

少
な
く
と
も
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
行
政
観
念
」
を
、
ラ
ッ
サ

l
ル
が
「
夜
明
一
日
国
家
」

と
瑚
笑
し
た
自
由
主
義
的
法
治
国
家
理
念
の
延
長
上
に
あ
る
と
み
る
こ
と
は
、

断
じ
て
不
可
能
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
成
程
ケ
ル
ゼ
ン
が

7
自
由
主
義

的
法
治
国
家
d

の
形
式
主
義
化
」
を
お
し
進
め
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
筆

者
と
い
え
ど
も
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
ヶ
ル
ゼ

ン
に
よ
っ
て
お
し
進
め
ら
れ
た
こ
の
「
形
式
主
義
化
」
は
、
そ
の
法
治
国
家
を

ρ
自
由
主
義
d

の
批
判
的
克
服
を
志
向
す
る
政
治
思
想
に
対
し
て
閃
か
れ
た
も

の
と
す
る
た
め
、
と
い
う
一
面
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
断
じ
て

f
自
由
主
義

的
法
治
国
家
d

思
想
の
頒
落
態
と
と
ら
え
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で

は
な
い
か
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
と
政
治
思
想
と
の
関
わ
り
に
限
を
ふ
さ
ご
う

と
し
な
い
限
り
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の
法
治
国
家
論
の
核
心
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
国
家
職
能
の
転
換
と
そ
れ
に
伴
う
国
家
行
政
機
能

の
拡
大
強
化
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
今
日
の
福
祉
主
義
的
法
治
国
家
に
お
け

る
行
政
」
に
対
し
て
も
、
あ
る
本
質
的
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
そ
の
点
が
著
者
に
は
必
ず
し
も
明
確
に
は

把
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
以
上
の
論
点
を
解
明
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
弟
子
で
も

あ
り
僚
友
で
も
あ
る
ア
ド
ル
フ
・
メ
ル
ク
ル
が
ケ
ル
ゼ
ン
の
生
誕
九

O
年
記
念

論
集
に
ょ
せ
た
論
文
「
法
治
国
家
の
理
念
と
形
態
」
に
依
拠
す
る
の
が
好
便
で

北法33(1・153)153
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あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
メ
ル
ク
ル
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
的
認
識
に
よ

っ
て
法
治
国
家
と
い
う
概
念
は
実
質
的
法
治
国
家
と
形
式
的
法
治
国
家
と
い
う

二
義
性
を
有
す
る
こ
と
が
鮮
明
に
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
そ

こ
に
我
々
は
以
上
の
問
題
に
つ
い
て
の
鍵
を
見
出
し
う
る
と
思
わ
れ
る
の
で

(
2
)
 

あ
る
。)

 

-
1
 

(
 

メ
ル
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
実
質
的
法
治
国
家
概
念
は
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
、
と

り
わ
け
カ
ン
ト
法
哲
学
に
よ
っ
て
長

J

ぶ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
古
典
的
観

念
論
、
と
り
わ
け
誰
よ
り
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
法
治
国
家
論
」

は
、
「
英
仏
の
啓
蒙
期
の
影
掛
け
を
、
と
り
わ
け
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
国
家
思
想
の

影
響
を
強
く
う
け
た
」

も
の
で
あ
り
、
「
ト
イ
ツ
の
警
察
国
家
の
実
践
と
理
論

と
に
対
す
る
反
作
用
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
「
国
家
の
う

ち
に
法
法
則
の
支
配
下
に
お
け
る
平
等
で
自
由
で
人
倫
的
な
人
絡
性
の
共
同
体

を
み
た
」
が
そ
れ
は
同
時
に
「
個
人
主
義
に
対
す
る
過
大
評
価
、
過
剰
評
価
に

対
応
す
る
内
容
」
を
も
っ
「
国
家
契
約
」
の
理
論
を
伴
っ
て
い
た
。

山
川
だ
が
、
立
憲
君
主
制
の
法
律
学
に
よ
っ
て
事
実
上
こ
の
よ
う
な
法
治
国

家
概
念
の
内
容
は
変
化
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
、
実
質
的
法
治
国
家

概
念
は
形
式
的
法
治
国
家
概
念
と
な
っ
た
。
こ
の
変
化
を
メ
ル
ク
ル
は
思
想
史

的
・
理
論
史
的
に
F
・I
-
シ
ュ
タ
l
ル
の
所
説
に
即
し
て
説
明
し
て
い
る
。

「
ド
イ
ツ
の
保
守
的
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
完
成
者
」
で
あ
る
シ
ュ
タ
l
ル
は

「
政
治
的
個
人
主
義
:
・
・
の
法
治
国
家
原
理
を
・
・
・
う
け
入
れ
」
乍
ら
、
そ
こ
に

次
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
て
、
こ
の
転
化
を
果
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る

G

メ
ル

ク
ル
は
シ
ュ
タ
l
ル
の
言
葉
を
引
用
す
る
。
そ
の
趣
旨
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
国
家
は
法
治
国
家
た
る
べ
き
で
あ
る
、
そ
れ
は
近
代
の
合
言
葉
で
あ
り
、
:
:
:

発
展
の
原
動
力
で
あ
る
。
国
家
は
自
ら
の
活
動
の
方
向
と
限
界
、
及
び
そ
の
市

民
の
自
由
の
領
域
を
、
法
の
方
法
に
お
い
て
正
確
に
規
正
し
、
不
可
侵
の
も
の
と

し
て
保
障
す
べ
き
で
あ
り
、
人
倫
的
理
念
は
国
家
の
命
令
に
よ
っ
て
は
従
っ
て

直
接
的
に
は
、
そ
れ
が
法
領
域
に
属
す
る
限
度
内
で
実
現
(
強
制
)
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
」
。
こ
れ
こ
そ
が

7
法
治
国
家
6

の
概
念
」
で
あ
り
、
「
国
家
が
行
政
目

的
な
し
で
た
だ
単
に
法
秩
序
を
管
理
す
る
も
の
だ
と
か
、
或
い
は
た
だ
た
だ
個

々
人
の
権
利
を
保
護
し
た
り
す
る
も
の
だ
と
か
い
う
こ
と
」

lliつ
ま
り
文
化

目
的
・
権
力
目
的
と
区
別
さ
れ
た
法
目
的
だ
け
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
!
|

「
が
法
治
国
家
の
概
念
な
の
で
は
な
い
。
法
治
国
家
と
は
、
一
般
に
国
家
の
目

的
と
内
容
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
目
的
・
内
容
を
実
現
す
る
あ
り

(
4
)
 

方
と
性
格
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
。

こ
の
シ
ュ
タ
l
ル
の
言
葉
が
示
し
て
い
る
の
は
、
「
法
治
国
と
は
人
倫
的
理

念
が
『
法
の
方
法
に
於
い
て
』
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
存
」
し
、
従
っ
て
「
人
倫

国
の
形
式
的
側
面
を
意
味
す
る
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

」
と
に
よ
っ
て
シ
ュ
タ
l
ル
は
法
治
国
家
を
「
君
主
的
権
力
の
自
由
な
る
突

現
」
の
た
め
の
機
構
と
把
え
た
の
で
あ
り
、
「
市
民
の
自
由
な
活
動
を
、
国
家

権
力
に
対
し
て
法
に
よ
っ
て
保
障
」
せ
ん
と
す
る
自
由
主
義
的
法
治
国
家
だ
け

北法33(1・154)154
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を
法
治
国
家
と
み
る
理
解
を
否
定
し
、
法
治
国
家
の
概
念
か
ら
自
由
主
義
を
切

(
5
)
 

断
す
る
可
能
性
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
メ
ル
ク
ル
は
、
カ
ン
ト

的
法
治
国
家
概
念
か
ら
の
「
目
的
と
内
容
」
の
除
去
、
そ
れ
の
形
式
的
法
治
国

家
概
念
へ
の
転
化
と
見
、
歴
史
的
に
は
立
憲
君
主
制
的
法
治
国
家
の
成
立
を
み

て
い
る
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
シ
ュ
タ
i
ル
が
カ
ン
ト
的
法
治
国
家
概
念

i
lそ
れ
を
、
フ
ン

ボ
ル
ト
的
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
法
治
国
家
概
念
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

に
内
ー
ー
か
ら
そ
れ
に
固
有
の
国
家
の
目
的
・
法
秩
序
の
内
容
を
除
去
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
我
々
な
り
の
問
題
関
心
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
法
治
国
家
側
概

念
か
ら
グ
所
有
的
個
人
主
義
d

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
抜
き
去
っ
た
と
い
う
こ
と

法
概
念
が
グ
一
所
有
的
個
人
主
義
8

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
解
放
さ
れ
て
形
式
化

さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ

れ
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
シ
ュ
タ
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
法
治
国
家
の
と
ら

え
方
に
よ
っ
て
、
「
法
は
も
は
や
国
家
の
目
的
と
か
内
容
と
か
と
は
み
な
さ

れ
ず
」
|
|
つ
ま
り
か
所
有
的
個
人
主
義
H

と
不
可
分
の
も
の
と
は
み
な
さ
れ

(
7
)
 

ず
|
|
「
国
家
の
〔
法
と
い
う
目
的
〕
以
外
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
」

と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
形
式

的
法
治
国
家
は
、
「
生
命
・
自
由
・
財
産
へ
干
渉
す
る
函
家
行
為
」
も
、
そ
れ

が
「
法
律
に
適
合
し
て
い
る
」
と
い
う
要
件
さ
え
満
た
し
て
い
れ
ば
、
十
分
に

法
治
国
家
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て

(
9
)
 

は
そ
れ
は
「
法
律
国
家
。
2
2
N
gえ
g
乙
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
こ

に
は
、
法
は
主
権
者
を
こ
え
、
主
権
者
を
制
約
す
る
も
の
だ
、
と
い
っ
た
法
観

念
は
原
理
的
に
は
な
い
。
法
は
主
権
者
が
必
要
に
応
じ
て
つ
く
り
出
す
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
一
切
の
内
容
・
目
的
を
除
去
さ
れ
た
法
治
国
家
に
、
あ

ら
た
め
て
グ
所
有
的
個
人
主
義
d

的
価
値
を
そ
の
目
的
と
し
て
|
|
時
に
は
あ

る
制
約
を
与
え
つ
つ
l
l
l
課
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な

性
絡
の
目
的
を
否
定
す
る
こ
と

l
!し
か
も
、
そ
れ
を
保
守
主
義
的
方
向
へ
と

否
定
す
る
こ
と
も
、
社
会
主
義
的
方
向
へ
と
否
定
す
る
こ
と
も

i
lも
又
可
能

で
あ
る
、
と
い
う
帰
結
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
国

家
は
そ
の
よ
う
な
様
々
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
う
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
立
憲
君
主
制
の
法
律
学
に
お
け
る
法

治
国
家
概
念
は
、
古
典
脅
学
の
法
治
国
家
論
の
強
い
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
も
、

基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
含
む
形
式
的
法
治
国
家
と
い
う
様
相
を
示
し

て
い
た
、
と
メ
ル
ク
ル
は
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
転
換
を
与
え
ら
れ
た
法
治
国
家
概
念
は
、
自
由
主
義
勢
力
が
政

権
担
当
能
力
を
有
す
る
に
至
り
、
純
粋
な
自
由
主
義
的
主
張
が
現
実
政
治
に
対

し
て
有
効
性
を
も
た
な
く
な
り
、
そ
の
主
張
が
現
実
と
妥
協
し
は
じ
め
る
に
至

る
と
い
う
局
面
に
お
い
て
、
威
力
を
発
揮
し
だ
し
た
。
メ
ル
ク
ル
は
こ
の
点
を

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
国
家
を
い
わ
ゆ
る
法
目
的
に
制
限
す
る
と
い

北法33(1・155)155
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に
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近
し
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る
に
す
ぎ
な
い
イ
デ
ア
ー
ル
な
要
請
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
グ
夜
警
国
家
4

と
い
う

ラ
ッ
サ

l
ル
の
有
名
な
靭
笑
的
言
葉
は
、
成
程
法
治
国
家
の
理
念
に
つ
い
て
は

完
全
に
当
を
得
て
は
い
る
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
の
現

実
に
つ
い
て
は
党
派
色
の
つ
い
た
メ
カ
ネ
に
よ
っ
て
若
干
歪
め
ら
れ
た
像
を
示

し
て
い
た
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
例
え
ば
前
世
紀
中
葉
に
周
知
の
よ
う

に
義
務
教
育
の
法
定
や
国
家
的
救
貧
に
反
対
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の

教
条
主
義
が
、
大
陸
の
自
由
主
義
の
政
党
指
導
者
に
よ
っ
て
抱
か
れ
る
こ
と
は

ど
こ
に
お
い
て
も
な
か
っ
た
。
自
由
主
義
は
、
政
権
を
握
る
や
単
な
る
秩
序
維

持
に
の
み
国
家
目
的
を
限
界
、
、
つ
け
る
と
い
う
極
端
な
考
え
方
を
拒
否
し
、
穏
和

な
干
渉
主
義
に
余
地
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
国
家
は
、
絶
対
主
義
的
福
祉
国

家
か
ら
立
憲
的
福
祉
国
家
に
な
る
:
:
:
と
い
う
危
険
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
祉

目
的
及
び
文
化
目
的
と
い
う
課
題
を
ひ
き
う
け
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
文
化

政
策
は
、
最
大
の
規
模
に
お
い
て
す
す
め
ら
れ
た

0

・
・
・
〔
こ
の
例
と
し
て
メ

ル
ク
ル
は
学
校
制
度
を
あ
げ
て
い
る
〕
:
:
:
。
経
済
の
領
域
を
国
家
的
に
規
制

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
い
わ

ば
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
領
域
す
ら
命
令
の
納
の
目
の
中
に
と
ら
え

ら
れ
た
:
:
:
。
こ
の
よ
う
な
法
状
態
が
依
然
と
し
て
法
治
国
家
の
理
念
に
対
応

す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
治
国
家
の
概
念
は
そ
の
よ
う
な
発
展
に
応
じ

て
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
法
治
国
家
の
リ
ベ
ラ
ル
な
理
論
家

は
、
政
権
担
当
能
力
を
有
す
る
に
至
っ
た
自
由
主
義
の
時
代
か
ら
、
こ
の
概
念

に
対
し
て
絶
対
的
管
察
国
家
の
理
論
家
が
与
え
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
否
事
実

(
U
)
 

与
え
て
い
た
と
こ
ろ
の
内
容
を
与
え
た
の
で
あ
る
」
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
形
式
的
法
治
国
家
概
念
は
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
関
わ

り
な
が
ら
、
更
に
一
歩
す
す
め
て
そ
れ
を
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
へ
と
発
展

(ロ)

さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
グ
法
律
に
よ
る
行
政
d

の
思
想
は
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
国
家
の
干
渉
政
策
を
民
主
主
義
的
人
民
意
志
の
統
制
下
に
お
こ
う
と
す

る
彼
の
政
治
思
想
の
形
式
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
表
現
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
に

筆
者
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
既
に
察
知
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。
が

と
も
あ
れ
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
カ
ン
ト
的
・
古
典
哲
学
的
法
治
国
家
概
念

か
ら
立
憲
君
主
国
家
的
法
治
国
家
概
念
へ
の
転
化
を
、

メ
ル
ク
ル
が
次
の
よ
う

に
意
味
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
立
憲
国
家
の
ド
ク
ト
リ
ン
に
お

い
て
は
、
法
は
国
家
の
唯
一
許
さ
れ
る
目
的
か
ら
、
国
家
の
任
意
の
目
的
に
と

プ
い
か
骨
骨
砂
子
島
h」

b
f
v
い
か
か
ち
か
か
。
法
治
国
家
概
念
の
こ
の
よ
う

な
定
式
化
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
秩
序
目
的
及
び
権
力
目
的
の
他
に
強
力
に
高

ま
っ
て
き
た
日
出
家
の
文
化
目
的
及
び
福
祉
目
的
に
道
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
あ
れ
こ
れ
の
国
家
課
題
に
対
す
る
決
断
と
相
争
う
様
々
の
国
家
課

題
の
配
分
は
、
法
治
国
家
と
し
て
の
国
家
の
評
価
に
と
っ
て
何
ら
か
の
形
で

(
臼
〉

重
要
性
を
も
っ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
。
こ
の
「
あ
れ
こ
れ
の
国

家
課
題
に
対
す
る
決
断
と
相
争
う
様
々
の
国
家
課
題
の
配
分
」
は
、
究
極
的

に
は
こ
の
よ
う
な
形
式
的
法
治
国
家
概
念
に
と
っ
て
超
越
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
属
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す
る
と
こ
ろ
の
「
事
実
的
力
関
係
」
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
形
式
的
法
治
国
家
概
念
は
、
こ
の
「
事
実
的
力
関
係
」
の
領
域
を

方
法
的
純
粋
性
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ
る
べ
き
法
理
論
の
領
域
の
彼
岸
に
属
す
る

も
の
と
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
対
し
て
関
か
れ
た
も
の
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ

第一次大戦後ケノレゼンのた憲法体験、バ政治体験、・政治思想 (3) 

っ
て
内
容
を
充
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
現
実
の
ア
レ
コ
レ
の
国
家

(
H
)
 

と
な
る
よ
う
な
、
単
な
る
形
式
な
の
で
も
あ
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
る

G

ケ
ル
ゼ
ン
が
「
国
家
に
帰
せ
ら
れ
る
す
べ
て
の
行
為
は
た
だ
法
命
題
の
現
実

化
に
す
ぎ
な
い
」
、
「
い
か
な
る
人
間
の
行
為
も
、
法
的
帰
属
規
則
な
し
に
は
国

家
の
行
為
と
は
み
な
さ
れ
な
い
、
と
い
う
大
胆
な
主
張
を
も
っ
て
登
場
し
て
き

(
日
)

た
」
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
主

張
に
よ
っ
て
国
家
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
行
為
は
、
法
目
的
を

追
求
す
る
国
家
行
為
だ
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
実
質
的
法

治
国
家
概
念
が
前
提
す
る
法
概
念
は
既
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
公
益
か
、
何
が
国
家
に
よ
っ

て
追
求
さ
れ
る
目
的
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
は
、
政
治
的
あ
る
い
は
倫

理
的
な
要
請
、
メ
タ
法
律
学
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
と
し
て
、
法
学
か
ら
は
追
放

さ
れ
る
と
共
に
、
法
学
を
こ
え
た
領
域
に
お
い
て
固
有
の
政
治
的
・
倫
理
的
問

題
と
し
て
、
人
々
が
決
断
す
る
べ
き
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な

っ
た
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
は
『
}
般
国
家
学
』
に
お
い
て

こ
の
点
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
『
国
家
』
と
い
う
社
会
技
術
上
の
手
段
を
も
っ

て
ど
の
よ
う
な
目
的
を
追
求
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
政
治
的
な
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
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
学
が
国
家
の
目
的
を
問
わ
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
円
」
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
実
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
ー
が
『
客
観

性
』
論
文
の
あ
る
個
所
で
次
の
よ
う
に
議
論
を
す
す
め
て
い
る
問
題
に
|
l
従

っ
て
『
客
観
性
』
論
文
の
核
心
的
テ
1
7
そ
れ
白
体
に
|
|
通
底
し
て
い
る
、

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ウ
ェ

l
パ
l
の
議
論
と
は
こ
う
で
あ
る
。

重
要
性
の
放
に
、
少
し
引
用
が
長
く
な
る
が
煩
を
い
と
わ
ず
に
-
一
小
そ
う
。
「
我

々
が
普
通
の
意
味
で
の
経
済
政
策
や
社
会
政
策
の
実
際
的
な
諸
問
題
」
に
つ
い

て
「
実
際
的
な
個
別
的
な
問
題
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
論
ず
る
場
合
に
は
、
「
あ
る

目
的
が
令
.
面
的
に
同
意
さ
れ
て
、
自
明
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
前
挺
さ
れ
て
い
て
|
|
例
え
ば
緊
急
融
資
、
社
会
保
川
一
寸
や
救
貧
政
策

の
具
体
的
な
課
題
、
工
場
監
債
や
工
業
裁
判
所
や
職
業
紹
介
な
ど
の
諸
方
策
、

大
部
分
の
労
働
保
護
立
法
な
ど
を
考
え
て
み
よ
l
l
」
、
従
っ
て
「
そ
こ
で
問
題

と
な
る
の
は
、
た
だ
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
に
つ
い
て
だ
け
だ
」
と
思
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わ
れ
が
ち
だ
が
、
「
そ
れ
は
少
な
く
と
も
み
せ
か
け
の
上
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
」
。

考
察
を
更
に
一
歩
進
め
て
「
も
し
我
々
が
慈
善
的
l
警
察
的
な
福
祉
施
設
お

よ
び
経
済
施
設
の
具
体
的
な
諸
問
題
か
ら
、
経
済
政
策
や
社
会
政
策
の
問
題



研究ノート

へ
と
:
:
:
寸
阿
め
て
い
く
な
ら
ば
そ
の
よ
う
な
「
み
せ
か
け
」
や
、
こ
こ
に
お
い

て
「
規
範
と
な
る
べ
き
価
値
の
規
準
が
自
明
の
も
の
だ
と
い
う
み
せ
か
け
」
は

(η) 

全
く
の
仮
象
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
か
く
し
て
ウ
ェ
l
パ
l

は
続
け
る
。
「
あ
る
課
題
が
社
会
政
策
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
称
す
る
こ

と
は
、
ま
さ
に
、
は
っ
き
り
き
ま
っ
た
目
的
を
前
提
し
て
、
そ
こ
か
ら
た
だ
技

術
的
な
考
慮
を
は
ら
う
だ
け
で
、
問
題
は
片
づ
く
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、

そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
問
題
が
一
般
的
な
文
化
問
題
の
領
域
の
中
へ
入
り
こ

ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
規
範
的
な
価
値
規
準
そ
の
も
の
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
お

こ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
し
、
ま
た
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

そ
れ
は
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
争
い
は
、
今
日
我
々
、
が
非
常
に
考
え
や

す
い
こ
と
な
の
だ
が
、
『
階
級
の
利
益
』
相
互
の
問
で
行
わ
れ
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
又
色
々
な
世
界
観
の
聞
に
お
い
て
も
起
る
で
あ
ろ
う
」
。
又
「
個
人
が
ど

ん
な
世
界
観
を
主
張
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
他
の
多
く
の
こ
と
が

ら
と
説
ん
で
、
そ
の
人
の
『
階
級
の
利
益
』
:
:
:
と
世
界
観
と
を
結
び
つ
け
る

と
こ
ろ
の
親
和
力
の
程
度
も
又
健
か
に
、
非
常
に
著
し
い
程
度
に
お
い
て
、
決

(
国
)

定
的
と
な
り
が
ち
で
あ
る
」
。

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
経
済
政
策
や
社
会
政
策
を

国
家
が
す
す
め
て
い
く
場
合
、
必
ず
法
律
を
媒
介
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
従
っ
て
、
ゥ
ェ
l
パ
ー
の
こ
の
よ
う
な
社
会
政
策
・
経
済
政
策
を
め
ぐ

る
考
え
方
は
、
次
の
よ
う
な
ウ
ェ

l
パ
l
自
身
の
法
学
を
め
ぐ
る
、
吏
に
は
そ

れ
を
超
越
し
た
領
域
に
あ
る
究
極
価
値
を
め
ぐ
る
考
察
と
内
在
的
に
関
連
し
あ

っ
て
い
る
、

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ウ
ェ

j
パ
ー
は

即
ち
、

1

1
例
え
ば
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
に
即
し
て
い
え
ば
1

1
お
よ
そ
次
の
よ

う
に
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
法
が
存
在
す
べ
き
か
ど
う
か
」
と
い
う
価

値
判
断
に
対
し
て
法
学
は
直
接
に
は
解
答
を
与
え
え
な
い
。
だ
が
、
法
学
は
規

範
の
が
論
理
的
・
形
式
的
考
察
d

を
行
う
他
に
、
「
も
し
我
々
が
法
的
思
考
の

規
範
に
従
っ
て
あ
る
効
果
を
望
む
な
ら
、
か
く
か
く
の
法
規
が
そ
の
た
め
に
一

(
叩
)

番
適
当
な
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
を
一
部
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
そ
う
で

あ
れ
ば
法
学
は
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
じ
て
「
法
が
存
在
す
べ
き
か
」
と
い
う
問

題
、
ひ
い
て
は
究
極
的
価
値
の
問
題
を
、
手
段
と
目
的
の
悶
果
的
関
係
の
レ
ヴ

ェ
ル
に
お
い
て
把
え
返
す
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
吟
味
し
、
そ
れ
に
反
省
を
促

す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
科
学
、
従
っ
て
法
学
は
、
た
と
え
「
個

人
個
人
の
行
動
の
究
極
的
意
味
に
つ
い
て
」
の
実
践
哲
学
的
考
察
を
直
接
に
は

行
い
え
ぬ
と
し
て
も
、
「
適
当
な
子
段
」
の
提
示
を
過
し
て
少
な
く
と
も
そ
れ
に

問
践
的
に
関
わ
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
行
為
が
・
:
:
自
由

に
な
れ
ば
な
る
程
」
、
「
人
絡
性
」
と
そ
の
抱
懐
す
る
ご
定
の
究
極
的
『
価

値
と
と
の
関
係
は
、
「
人
格
性
の
行
為
に
お
い
て
諸
目
的
へ
と
鋳
な
お
さ
れ
、
こ

{
初
}

う
し
て
目
的
論
的
に
合
理
的
な
行
為
へ
と
お
き
か
え
ら
れ
る
か
ら
」
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
『
純
粋
法
学
I
』
に
お
け
る
、
社
会
技
術
的
手
段
と
し
て
の
法

l

国
家
と
い
う
モ
テ
ィ

l
フ
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
政
策
・
経
済
政
策
と
法
・
国
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家
の
と
ら
え
方
を
、
法
・
国
家
の
側
か
ら
つ
き
つ
め
て
考
え
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に

成
立
す
る
も
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
あ
れ
こ
れ
の
国
家

第一次大戦後ケ jレゼンの竺立法体~1ミバ政治体験ミ・政治思、怨 (3) 

課
題
に
対
す
る
決
断
と
相
争
う
様
々
の
国
家
課
題
の
配
分
」
は
形
式
的
法
治
国

家
に
と
っ
て
超
越
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
時
、
そ
こ
に
は
こ

の
よ
う
な
問
題
逮
関
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
行

政
(
法
)
理
論
を
問
題
に
す
る
時
、
そ
こ
に
は
ウ
ェ

l
パ
!
が
社
会
政
策
・
経

済
政
策
を
価
値
判
断
・
学
問
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
問
題
に
し
た
の
と
同
一
の

問
題
状
況
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
祭
を
ふ
ま
え
る
時
、
形
式
的
法
治
国
家
概
念
の
観
点
か
ら
は
、
こ

の
よ
う
に
「
階
級
の
利
益
」
、
「
世
界
観
」
と
密
接
に
関
わ
り
、
「
一
般
的
な
文

化
問
題
の
中
へ
入
り
こ
ん
で
い
る
」
と
こ
ろ
の
「
問
題
」
に
つ
い
て
の
「
規
範

的
な
価
値
規
準
そ
の
も
の
を
め
ぐ
る
争
い
」
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
よ
う

と
、
そ
れ
が
法
治
国
家
の
性
格
に
関
わ
る
こ
と
は
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的
法
治
国
家
概
念
|
!
「
も
は
や

古
典
的
観
念
論
の
法
治
国
家
概
念
で
は
な
く
、
以
前
の
特
種
な
内
容
が
取
り
去

ら
れ
た
法
治
国
家
概
念
で
あ
り
、
自
ら
の
気
に
入
る
法
内
容
が
そ
れ
に
充
た
さ

れ
る
と
考
え
う
る
が
放
に
保
守
主
義
者
に
も
自
由
主
義
者
に
も
正
当
で
あ
り
う

(
幻
)

る
と
こ
ろ
の
空
虚
な
外
皮
」
と
し
て
の
ー
ー
が
前
擬
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
ウ
エ

l
パ
l
的
問
題
圏
が
成
立
可
能
と
な
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

〔

n)

で
申
の
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
慌
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
質
的
法
治
問
家
概
念
が
形
式
的
法
治

国
家
概
念
に
転
化
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
同
家
の
文
化
目
的
及
び
福
祉

目
的
」
は
法
治
国
家
の
枠
内
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
法
目
的
と
な
る
こ
と
が
で
き

る
。
例
え
ば
「
階
級
の
利
益
」
問
で
行
わ
れ
る
諸
々
の
政
策
上
の
規
範
的
な
価

値
基
準
を
め
ぐ
る
争
い
の
一
定
の
結
果
と
し
て
国
家
的
承
認
を
獲
得
し
た
文
化

目
的
・
権
力
目
的
が
実
定
法
上
の
法
目
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
立
憲

君
主
的
法
治
函
家
に
お
い
て
は
、
経
済
的
領
域
へ
の
国
家
的
干
渉
も
法
的
目
的

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
「
渉
r

け
体
、
が
法
的
規
制
に
服
せ
し
め
ら
れ
た
の

で
あ
り
、
尚
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
計
算
可
能
性
が
確
保
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。

夜
明
百
国
家
た
る
実
質
的
法
治
国
家
概
念
に
は
こ
の
よ
う
な
も
の
が
法
的
目
的
と

し
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
原
理
的
に
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
。

と
こ
ろ
で
メ
ル
ク
ル
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
実
は
民
主
主
義
的
契
機

の
増
大
を
意
味
す
る
。
彼
は
、
カ
ン
ト
的
法
治
国
家
概
念
は
「
首
尾
一
貫
し
て
非

民
主
主
義
的
で
リ
ベ
ラ
ル
な
刻
印
を
帯
び
て
い
た

l
カ
ン
ト
は
人
民
支
配
を

一
種
の
任
制
と
よ
ん
で
い
る
1

|

|
」
が
、
「
立
憲
主
義
的
法
治
国
家
槻
念
は
、
少

な
く
と
も
潜
勢
的
に
は
民
主
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
転
換
を
な
し
と
げ
た

(
お
)

の
で
あ
っ
た
」
、
と
い
う
。
何
故
な
ら
1
l
l既
に
示
唆
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

北法33(1・159)159

1

1
「
国
家
行
為
が
法
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
要
請
す
る
形
式

的
法
治
国
家
概
念
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
そ
の
法
が
成
る
君
主
の
個
人
的

意
士
山
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
の
か
、
少
数
の
人
々
の
意
士
山
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
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る
の
か
、
人
民
の
意
士
山
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て

は
関
か
れ
て
い
る
が
、
「
立
憲
国
家
に
お
け
る
立
法
の
過
程
の
性
格
」
を
考
察
す

る
な
ら
、
そ
こ
に
は
「
国
家
行
為
を
人
民
代
表
の
授
権
へ
と
制
約
す
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
」
と
い
う
方
向
性
が
開
か
れ
て
い
る
、
と
判
断
し
て
い
る
か

(
剖
)

ら
で
あ
る
。
更
に
、
そ
れ
に
、
立
法
過
程
が
真
に
民
主
主
義
的
な
も
の
と
し
て

完
成
さ
れ
る
な
ら
、
そ
し
て
行
政
が
完
全
に
法
律
に
適
合
的
な
も
の
と
な
る
な

ら
、
行
政
は
個
人
の
自
由
に
対
す
る
潜
在
的
脅
威
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
集
合
的
・

国
民
的
自
律
の
現
実
化
の
た
め
の
マ
シ

l
ン
と
な
る
と
つ
け
加
え
る
こ
と
も
許

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
上
山
安
敏
は
『
憲
法
社
会
史
』
の
あ
る
個
所
に
お
い
て
、

ド
イ
ツ
の
法
治
国
家
論
は
「
本
来
、
権
力
者
の
力
の
論
理
に
対
し
て
法
の
論
理

に
よ
っ
て
個
人
の
権
利
を
擁
護
す
る
、
下
か
ら
の
運
動
か
ら
出
発
し
た
は
ず
」

だ
が
、
「
形
式
的
合
法
性
の
名
の
下
に
同
家
の
上
か
ら
の
統
治
手
段
へ
転
化
し

(
お
)

て
し
ま
う
」
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
理
論
は
こ
の
「
転
化
」
を
ふ

ま
え
た
上
で
更
に
そ
れ
に
ひ
と
ひ
ね
り
を
与
え
形
式
的
合
法
性
の
名
の
下
に
国

家
が
行
う
上
か
ら
の
統
治
の
そ
の
上
に
人
民
意
士
山
を
据
え
よ
う
と
し
、
そ
の
可

能
性
が
あ
る
限
り
で
統
治
機
構
を
不
可
欠
の
も
の
と
し
た
の
だ
、
と
も
い
え
よ

ぅ
。
そ
の
限
り
で
、
官
僚
制
の
肥
大
化
傾
向
は
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
ア
ン
ビ
ヴ

ア
レ
ン
ト
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
だ
が
、
こ
の
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
は
既

(
m
m
)
 

に
ふ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
三
権
分
立
批
判
と
法

段
階
説
が
重
要
な
実
践
的
意
義
を
帯
び
る
に
至
る
。
し
か
も
、
実
質
的
法
治
悶

北法33(1・160)160

家
概
念
の
形
式
的
法
治
国
家
概
念
へ
の
転
回
は
、
既
に
一
一
で
み
た
自
由
概
念

の
意
味
転
化
に
対
応
し
な
が
ら
、
こ
の
点
と
内
的
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
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
。

(

1

)

ト
『

c
r口
同
・
白
色

-o唱。
-f
吋
pmw
九
R
h、
言
。
k
，

hhF26P均
三
品
句
白
、
~

三町。~。
hH-EAFU-
℃
・
丘
一
時
・
右
上
良
平
訳
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の

自
由
主
義
の
没
落
』
(
創
一
花
社
、
一
九
五
一
ニ
ズ
二
三
瓦
。

(
2
)
〉

L
D
E
』・

ζ
2
E
-
E
Z
ロロ
ι
の
2
z
r
ι
2
m
o
n
z
m
2
2
g
p
H口一

ι
勺

r
h
H
R
?・
hHHHJ『白
=
h
h代
内
定
、
~
H
宅
、
~
句
。

.
c
s
h
hミ
乱
白

h
u
r
g四
・
ぐ
C
ロ
〉
-

同
・
宮
2
r
f
k
r・
〈
2
L
E
a
.
岡山・

H
4
2
n
r
F
何
者
包
百
円

W
5
3
.
メ

ル
ク
ル
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
議
論
の
射
程
乞
古
典
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
ま

で
の
ば
し
て
い
る
の
だ
が
、
本
」
稿
で
は
議
論
を
近
代
以
後
に
限
定
す
る
。

(
3
)
H
r
E
 
•. 

∞・
HUM-

(

4

)

同

σ
-
L
J
ω
-
H
M
M
h・

(
5
〉
中
村
哲
「
シ
ユ
タ

l

ル
の
凶
ー
採
用
論
同
」
、
国
家
学
会
経
品
、
第
五

O

在
、
一
一
一
号
、
同
八
頁
。

(
6
)
〈
間
]
・
〉
・

ζ
2
r
f
目
。
宅
自
己

5
問
。
ロ
骨
印
刷
U
口

7
5
5
Z問中

-一宮回目向。ロ♂一口一

U
R
S心
室
内
、
河
内
町

F
N
a
p
g
ミ
hhRNV代
匂
与
ミ

F
N
W九・

ぬ唱

ω
-
H由
由
。

(

7

)

中
村
哲
「
シ
ュ
タ
ー
ル
の
国
家
理
論

U
」
、
国

p

家
学
会
雌
刊
誌
、
第
五

O

巻
、
二
号
、
六

O
頁
以
下
参
照
。

(

8

)

〉・

ζ
t
r
r
E
2
ロ
ロ
仏
の
2
g
r
仏
E
H
N
R
E
S
E
R
E
-
∞-
H
8・
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(

9

)

同

Z
P
-
ω
・呂町・

(
叩
)
尚
、
高
岡
敏
「
シ
ユ
タ
ー
ル
に
お
け
る
法
治
国
の
概
念
」
、
法
哲
学
年

線
、
一
九
六
三
(
上
)
法
の
概
念
、
所
収
、
一
八
八
頁
参
照
。

ハ
ロ
)
〉

-
g
2
r
r
E
o
o
zロ
岱
の
2
S
F
円山
2
H州ぬ
n
y
g
m
S
2
0曲、

ω
-
E
U
同・

ハ
ロ
)
〈
巴
・
肉
。

-
s
p
h
h戸円台
2
5
2
h
h
hミ
に

S
F
ω
・
ω
H
R・
邦
訳
、
五

二
頁
以
下
。

(
日
)
〉
-
Y
向。円

E
L
L
Z
S
L
O
g
s
-円
L
E
M
N
R
Z
m
ω
g
m芯
♂

ω・回目印・

(

H

)

別
の
論
文
に
お
い
て
メ
ル
ク
ル
は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
鋭
く
見
抜
き
そ

れ
に
法
理
論
的
表
現
を
与
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
究
盤
的
帰
結
に
ま
で
も
た

ら
さ
な
か
っ
た
、
と
い
う
意
義
と
限
界
と
に
お
い
て

G
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の

国
家
学
を
評
価
し
て
い
る
。
メ
ル
ク
ル
は
こ
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

「
今
日
の
全
国
法
学
に
と
っ
て
国
有
な
こ
と
は
、
法
的
要
素
と
法
外
的
要

素
と
が
国
家
に
つ
い
て
の
表
象
の
う
ち
に
織
り
交
じ
り
あ
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
法
律
学
的
意
味
に
お
け
る
国
家
が
他
の
、
州
問
ち

政
治
的
及
び
社
会
学
的
意
味
に
お
け
る
国
家
か
ら
は
純
粋
に
区
別
さ
れ
え

ず
、
一
方
で
は
法
治
国
家
、
国
家
の
法
的
側
面
が
た
と
え
ば
社
会
学
的
考

察
の
対
象
と
さ
れ
、
他
面
で
国
家
の
社
会
現
象
が
法
的
に
重
要
な
も
の
と

み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
「
イ
ェ
リ
、
キ
ヅ
グ
の
一
般
国
家
学
は
二
側
同
一

の
法
治
国
家
、
法
的
意
味
に
お
け
る
国
家
を
法
律
学
的
及
び
社
会
学
的
観

点
か
ら
考
察
す
る
試
み
を
示
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
成
程
、
従
来
の
法

理
論
の
状
態
に
対
し
て
あ
る
巨
大
な
進
歩
を
与
え
た
、
つ
ま
り
、
旧
来
の

国
家
概
念
は
、
単
に
法
律
学
的
考
察
の
対
象
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時

に
法
外
的
考
察
の
対
象
で
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
認
識
を
与
え
た
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
に
、
ま
だ
こ
の
事
柄
に
お
け
る
究
極
の

認
識
か
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
即
ち
こ
の
よ
う
な
原
理
的
に

異
っ
た
考
察
様
式
に
は
呉
っ
た
対
象
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
社
会
学
的
考
察
の
対
象
は
そ
れ
汝
に
、
法
学
が
関
わ
る
の

と
同
じ
法
治
国
家
、
法
的
意
味
に
お
け
る
国
家
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い

う
認
識
が
そ
れ
で
あ
る
」
。
ォ
ッ
卜
1

・
マ
イ
ヤ

i
の
行
政
法
理
論
は
、

「
行
政
と
は
国
家
の
、
多
か
れ
少
な
か
れ
法
外
的

z
n
y
g吟
巳
な
領
域
で

あ
る
が
、
そ
れ
じ
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
法
律
学
〔

1
行
政
法
学
〕
の
対

象
で
あ
り
う
る
」
と
い
う
前
提
か
ら
出
売
し
、
従
っ
て
「
メ
タ
法
律
学
的

学
問
の
対
象
と
し
て
の
法
治
国
と
い
う
観
念
、
及
び
非
法
に
つ
い
て
の
法

学
と
い
う
観
念
」
と
い
っ
た
「
純
粋
に
不
可
能
な
観
念
」
を
つ
く
り
上
げ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
限
界
と
同
根
の
誤
謬
で
あ
る
、

と
メ
ル
ク
ル
は
考
え
る
。
(
〉
・
豆
町

HEu
∞円白血仲間

N耳
2
r
E
L
E
F
R
E

--。
r
o
m
H
E
2
0
2
P
E
-
む
た

-3.2司
同
州
内
へ
FH-乳、
N22HhRF、
九
叫
町
田

RN5

切に・

h
y
ω
・
]5印
申
戸
)

(日

)
H
r
-
p
-
∞
-H印由()『・

(
叫
山
)
問
。
日
目
。

P
み

N
R
2
5
2
・凶

HQBHMPTanwω
・
8
・
邦
訳
、
六
七
頁
。

(
げ
)
宮
信
者
5
2
E
C
o
z
o
rを
凶
仲
間
実

E
N
E
-
-
2
2
2
E
r
-
-
F
2

ロロ
L
m
G
N
U
-匂
D
E】

ωnroH
何ユ向。ロ
Z
E
m
u
-ロ
H
C
E再
三
ミ
た
な
〉

Nhhド

』
恥

HHRN夜
、
ぞ
2
2
R
b

白、AS
5
E
N
N
-
ω
-
H印
凶
『
・
出
口
勇
蔵
訳
「
社

会
科
学
お
よ
び
社
会
政
策
の
認
識
の
『
客
観
性
』
」
、
『
世
界
の
大
思
想
、

ウ
ェ

l
パ
l
、
政
治
・
社
会
論
集
』
(
河
出
書
房
、
一
九
六
五
〉
、
五
七
頁
。

(
問

)
H
r
-
p
w
∞
-
H
8・
邦
訳
、
五
七
|
五
八
真
。

(
m
m
)

沼
目
当
$
2
5
2
0
5
n
E
E
白

r
F
E
F
E
u
p
h
g
s
p

入
山

RHJ&HH内

HN2・
ョ
々
h託、句
R
F

民、hphV2・
∞

-
E
N
U
出
口
勇
蔵
訳
「
戦

北法33(1・161)161
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業
と
し
て
の
学
問
」
、
『
位
界
の
大
思
想
、
ウ
ェ

l
バ
l
、
宗
教
・
社
会
論

集
』
、
(
河
出
者
一
房
二
九
六
八
)
、
コ
一
七
八
頁
。
尚
、
筆
者
が
本
文
で
「
法

学
は
規
範
の
グ
論
閣
内
的
・
形
式
的
考
察
d

を
行
う
他
に
:
・
:
」
と
述
べ
た

趣
旨
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
ウ
ェ

l
バ
l
は
別
の
表
現
を
用
い
て
い
る

の
だ
が
、
ヶ
ル
ゼ
ン
が
『
国
法
学
の
主
要
問
題
』
第
一
版
序
文
に
お
い
て
、

ウ
ェ

l
パ
l
の
『
客
観
怜
』
論
文
の
一
節
を
引
き
な
が
ら
、
「
私
の
立
場

を
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l

パ
l

の
用
語
(
:
:
:
)
を
用
い
て
簡
潔
に
表
現
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
本
書
の
認
識
目
的
の
独
自
性
は
、
法
規

範
の
純
粋
に
形
式
的
な
考
察
様
式
を
超
出
し
よ
う
と
は
し
な
い
と
い
う
点

に
あ
る
。
蓋
し
、
私
の
考
え
で
は
、
法
律
学
の
形
式
的
・
規
範
的
考
察
様

式
の
本
質
は
こ
の
限
定
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
(
穴
乙

sp〈
2
2仏
伺

N
5

r
〉
口
出
同
問
。

ι
2
同
日
ヌ
芝
、
さ
守
守
言
内
丸
町
、
匂
h
b
a
b之
内
ど
に
町
、
H
2・
H叩
HH・

ω・
HM)
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を

め
ぐ
っ
て
は
、
拙
稿
「
思
想
史
的
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
・
序
説
」
、
本
誌
、
第

、lJ

三
二
巻
、
-
号
、
第
一
章
、
特
に
そ
の
こ
を
参
照
。

r
tー、

(
却
〉
冨
目
当
与

F
岡山口

mロ
r
o
H
S
L
E
E
P
-ロ
υ

む
き
さ
ζNHG

入山刷、¥忌

HHhHN氏、

g
J
h詰
と
円
、
HR刷、
hhnF2wω
・
5
N・
松
井
秀
親
訳
『
口
ツ

シ
ャ
!
と
ク
ニ

1

ス
口
』
(
未
来
社
、
一
九
五
五
)
一
一
一
七
頁
以
下
。

(
幻
)
〉
・
冨
2
E
w
E
2
5
L
の
2
g
r
L
2
H
N
2
z
m
2
2
z
p
ω
-
H
u
m
-

(
忽
)
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
バ
ー
は
、
「
社
会
学
・
経
済
学
の
『
価
値
自
由
』
の

意
味
」
と
い
う
論
文
の
結
び
に
お
い
て
、
「
国
家
は
:
:
:
究
極
の
『
価
値
』

。。

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ヘ
と
い
う
主
張
を
斥
け
な
が
ら
、
「
し
か
し
、
評
価

の
領
域
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
立
場
が
き
わ
め
て
十
分
に
、
意
味
あ

る
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
」
、
と
し
て
い
る
。
即
ち
「
反

抗
に
そ
な
え
て
の
強
制
手
段
と
し
て
国
家
が
利
用
可
能
性
を
も
っ
と
い
う

関
心
か
ら
、
国
家
の
権
力
を
考
え
ら
れ
る
限
り
最
大
限
に
高
め
よ
う
と
の

。。

ぞ
み
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
れ
に
い
か
な
る
固
有
の
価
値
を
も
認
め
ず
、

そ
れ
を
全
く
他
の
諸
価
値
を
実
現
す
る
た
め
の
単
な
る
技
術
的
補
助
手
段

だ
と
き
め
つ
け
る
」
と
い
う
立
場
で
あ
る

(ζ
自
宅
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ロ
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5
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¥
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町
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2
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h
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b
E
ω
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印
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=
・
木
本
卒
造
聡
訳
『
社
会
学
・
経
済
学
の
「
価

値
自
由
」
の
意
味
』
(
日
本
一
弁
論
社
、
一
九
七
二
)
、
一
一
一
間
頁
、
一
一
一
六

頁
〉
。
こ
の
ウ
ェ
!
パ

l
の
一
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
適
確
に
示
し
て

い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
幻
)
〉
・

7
向。同

E
-
H仏
2
5
L
C
E
E
Z
仏

mm
河

EHFH回
目
円
恒
三

2
・
ω-Hω
叶・

〈

出

〉

]{r-L-uω
・

HU由・

(
お
)
上
山
安
敏
『
憲
法
社
会
史
』
、
二
三
頁
。

(
お
)
本
稿
己
、
一
三
。
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一七

前
回
世
で
メ
ル
ク
ル
に
即
し
て
み
た
議
論
は
、
突
は
一
九
二
九
年
の
「
司

法
と
行
政
」
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
に
よ
っ
て
一
層
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
形
で
展

開
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
以
下
、
ま
ず
こ
こ
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
の

議
論
の
流
れ
を
メ
ル
ク
ル
の
呈
示
し
た
シ
ェ
ー
マ

1

|実
質
的
法
治
国
家
論

l

カ
ン
ト
的
・
古
典
哲
学
的
法
治
国
家
論
↓
形
式
的
法
治
国
家
論
川
V
立
憲
君
主
制

的
法
治
国
家
論
、
及
び

l
ケ
ル
ゼ
ン
的
法
治
国
家
論
(
そ
れ
は
彼
の
国
家
肯
定

論
的
社
会
主
義
の
意
味
に
お
け
る
国
家
の
形
式
的
側
而
を
成
す
も
の
と
考
え
ら



れ
る
)
lー
を
想
起
し
な
が
ら
垣
間
み
て
お
こ
う
。

さ
て
こ
の
「
司
法
と
行
政
」
と
い
う
論
文
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、

伝
統
的
法
理
論
は
司
法
と
行
政
と
を
本
質
的
対
立
に
お
い
て
み
る
。
そ
の
上

第一次大戦後ケ Jレゼンのた憲法体験、・会政治体験、・政治思想 (3) 

に
、
司
法
は
1
1
立
法
と
共
に

l
i法
目
的
に
仕
え
る
が
、
行
政
は
「
文
化
目

的
」
あ
る
い
は
「
権
力
目
的
」
に
仕
え
る
と
い
っ
た
理
論
が
成
立
す
る
。
こ
の

よ
う
に
「
文
化
目
的
」
、
「
権
カ
目
的
レ
と
法
目
的
と
が
対
立
的
な
も
の
と
し
て

把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
根
源
に
あ
る
も
の
は
、
「
国
家
と
法
と
の
聞
の
関

係
に
つ
い
て
の
通
常
の
表
象
」

l
|つ
ま
り
、
国
家
と
法
の
一
一
元
論
と
い
う
ケ
ル

ゼ
ン
か
ら
み
れ
ば
誤
っ
た
実
体
化
思
考
ー
ー
で
あ
る
、
そ
れ
が
司
法
と
行
政
の

(
1
)
 

本
質
的
対
立
と
い
っ
た
誤
り
を
再
生
産
す
る
の
だ
、
と
ケ
ル
ゼ
ン
は
言
う
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は

l
lメ
ル
ク
ル
も
指
摘
し
て
い
た
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
、
が
1
i
l
あ
る
目
的
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ

れ
、
法
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
国
家
目
的
と
な
る
。
つ

ま
り
国
家
は
法
と
い
う
形
式
に
よ
る
他
い
か
な
る
目
的
を
も
追
求
し
え
な
い
。

従
っ
て
文
化
日
的
・
権
力
目
的
と
さ
れ
る
も
の
も
、
国
家
行
為
に
よ
っ
て
追
求

さ
れ
る
限
り
は
法
目
的
で
も
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
文
化
目
的
・
権
力
目
的
が
法
目
的
と
対
立
的
に
考
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
こ

に
は
次
の
よ
う
な
法
観
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
国
有
に
法
と
み
な
さ

れ
る
べ
き
も
の
は
、
「
裁
判
を
通
し
て
適
用
さ
れ
る
刑
法
・
民
法
・
裁
判
法
と

い
う
よ
う
な
最
も
古
い
、
最
も
始
源
的
な
形
式
に
お
け
る
法
」
だ
け
だ
、
と
い

う
法
観
で
あ
記
。
こ
の
よ
う
な
法
観
は
実
質
的
法
治
国
家
概
念
に
お
け
る
法
観

と
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
し
か
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
こ

の
よ
う
な
法
観
は
超
歴
史
的
妥
当
性
を
も
つ
わ
け
で
は
な
く
、
絶
対
君
主
と
市

民
と
の
対
抗
関
係
と
い
う
歴
史
的
・
政
治
的
状
況
の
所
産
に
他
な
ら
な
い
の
で

(
3
)
 

あ
る
。
筆
者
は
そ
れ
を
「
所
有
的
個
人
主
義
」
の
呼
内
に
あ
る
も
の
と
み
て
差

し
支
え
な
い
、
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
点
に
は
こ
れ
以
上
立
ち
入

ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
旧
自
由
主
義
が
市
民
階
級
の
理
論
と
し
て
は
次
第
に
消
滅
し

て
」
、
「
市
民
階
級
の
精
神
的
利
益
を
代
表
す
る
理
論
に
お
い
て
、
国
家
は
も
は

や
決
し
て
必
要
悪
で
は
な
く
て
、
種
々
の
社
会
的
目
的
の
実
現
の
た
め
に
必
要

(
4
)
 

か
っ
有
用
な
道
具
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
変
る
や
、
悶
家
は

民
法
・
刑
法
・
訴
訟
法
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
可
能
な
任
務
の
遂
行
に
満
足
せ

ず
、
「
市
民
の
営
業
活
動
を
規
制
し
、
市
民
の
教
育
と
健
康
を
配
慮
し
、
要
す
る

に
、
い
う
と
こ
ろ
の
文
化
目
的
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
る
」
。
「
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
一
般
的
法
規
範
(
法
律
て
即
ち
常
業
法
、
教
育
法
、
衛
生
法
、
即
ち
い

わ
ゆ
る
文
化
法
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
一
般
的
法
規
範
を
基
礎
と
し
て
個
々

の
法
行
為
、
決
定
処
置
が
国
家
機
関
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
仕

(
5
)
 

K
M
で
行
わ
れ
る
」
。
こ
こ
に
お
い
て
前
項
に
お
い
て
示
し
た
マ
ヅ
ク
ス
・
ウ
ェ

l

パ
!
の
問
題
閣
と
相
蔽
う
問
題
圏
、
が
一
ぶ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

北法33(1・163)163

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
「
文
化
法
の
技
術
」
こ
そ
は
、
「
行
政
法
」
に
他
な
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6
)

ら
な
い
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
古
い
裁
判
法
、
い
わ
ゆ
る
民
法
・
刑
法
」
も

や
は
り
「
希
望
さ
れ
た
社
会
状
態
を
実
現
す
る
た
め
」
の
「
技
術
」
に
他
な
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
こ
れ
ら
の
「
行
政
法
」
も
又
「
同
じ
技
術
」

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
一
方
で
民
法
と
刑
法
、
他
方
で
そ
れ
以
外
の
す
べ
て

が
区
分
さ
れ
る
」
と
す
れ
ば
!
ー
ー
そ
の
対
立
は
「
本
質
的
に
は
、
私
法
と
公
法

の
対
立
に
帰
着
す
る
」
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
1
1
1
そ
れ
は
絶
対
君
主
制

と
出
自
由
主
義
と
の
対
抗
関
係
と
い
う
歴
史
的
・
政
治
的
説
明
に
よ
っ
て
解
明

さ
れ
る
べ
き
対
象
に
す
ぎ
な
い
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
は
「
そ
の
対
立
は
法
技

術
的
観
点

l
l合
理
的
考
設
の
立
場
に
立
っ
と
こ
ろ
の
ー
ー
か
ら
は
、
全
く
浴

(
8
)
 

意
的
な
も
の
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
ケ

ル
ゼ
ン
の
言
葉
は
所
有
権
を
原
型
と
す
る
主
観
的
法
の
概
念
を
自
然
法
思
想
の

遺
産
で
あ
る
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
し
、
所
有
的
個
人
主
義
の
法
思
想
的
、
法

制
度
的
あ
ら
わ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
彼
の
悶
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
の
立

場
を
内
包
し
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
絶
対
君
主
制
と
旧
自
由
主
義
と
の
対
抗

関
係
の
中
で
成
立
し
た
法
的
諸
概
念
を
歴
史
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
相
対

化
し
て
み
て
い
る
と
い
う
観
点
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。こ

の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
言
う
。
「
も
し
国
家
が
何
ら
か
の

方
向
へ
と
配
慮
を
お
し
及
ぼ
し
て
い
こ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
国
家
は
人
間
を

あ
る
一
定
の
行
為
へ
と
義
務
づ
け
る
1

1
即
ち
人
闘
が
こ
の
行
為
を
し
な
か
っ

た
り
、
指
図
さ
れ
た
の
と
は
ち
が
っ
た
仕
方
で
行
っ
た
場
合
に
は
、
不
法
効
果

北法33(1・164)164

を
も
っ
て
、
即
ち
強
制
行
為
を
も
っ
て
威
嚇
す
る

l
!こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
行

。

。

。

。

う
」
。
そ
し
て
「
国
家
の
文
化
目
的
は
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
国
家
に
よ
っ
て
追

(
9
V
 

求
さ
れ
る
限
り
は
、
法
形
式
に
お
い
て
の
み
追
求
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し

て
翻
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
民
法
や
刑
法
も
又
「
有
害
な
る
侵
害
か
ら
保
護
さ

れ
る
べ
き
生
命
・
健
康
・
名
誉
・
経
済
、
要
す
る
に
市
民
の
福
祉
」
と
い
っ
た

「
文
化
」
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り

た
て
て
「
文
化
目
的
」
と
異
質
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
必
要
は
な
い
の
だ
、
と
。

だ
が
、
仲
そ
の
よ
う
な
民
法
や
刑
法
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
法
目
的
が
行
政
法

に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目
的
と
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
対
立
さ
せ
ら
れ

る
時
、
そ
こ
で
は
ひ
そ
や
か
に
所
有
的
個
人
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
し
の
び

こ
ん
で
き
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を

ケ
ル
ゼ
ン
が
直
接
に
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
次
の
指
摘
の

中
に
そ
の
よ
う
な
趣
旨
1

l
思
想
史
的
に
は
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
カ
ー
に
も
つ
な

が
る
と
考
え
う
る
と
こ
ろ
の
ー
ー
ー
が
う
か
が
い
と
れ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
即
ち
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
民
法
や
刑
法
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
い

わ
ゆ
る
法
目
的
も
、
「
無
産
者
の
倫
理
的
・
政
治
的
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
優

越
し
た
階
級
の
生
命
と
所
有
と
を
保
護
す
る
」
も
の
、
「
支
配
階
級
の
権
力
を

維
持
す
る
た
め
の
手
段
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
、
と
指
摘
し
、
そ
の
イ
デ

(
U
)
 

オ
ロ
ギ
i
性
を
暴
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
川
又
逆
に
、
行
政
法
の
追
求
す
る



目
的
が
非
法
的
で
法
か
ら
自
由
な
も
の
だ
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
は
法

か
ら
自
由
な
国
家
と
い
う
権
力
国
家
思
想
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
な

(ロ}

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第一次大戦後ケノレゼンの‘憲法体験、バ政治体験、・政治思想 (3) 

こ
の
よ
う
な
仲
・

ω二
つ
の
事
情
を
み
る
時
、
我
々
は
例
え
ば
ケ
ル
ゼ
ン
が

「
神
と
国
家
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
「
尚
子
一
説
は
国
家
と
法
の
対
立
を
も
っ
て

雨
者
を
二
つ
の
体
系
と
な
し
、
政
治
的
必
要
に
応
じ
て
時
に
は
一
方
を
、
時
に

(
日
)

は
他
方
を
用
い
た
の
で
あ
る
」
、
と
い
う
言
葉
を
想
起
し
う
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
『
純
粋
法
学
工
』
か
ら
、
い
さ
さ
か
長
く
な
る
が
二
つ
の
引
用
を
行

っ
て
お
こ
う
と
思
う
。
そ
の

ωは
先
の
付
に
、
川
仰
は
川
仰
の
事
態
に
対
応
す
る
。

ω
「
公
法
と
私
法
の
対
立
を
絶
対
化
す
る
こ
と
は
、
:
:
:
公
法
の
範
囲
ー
ー
ー

特
に
憲
法
と
行
政
法
の
範
閉
ー
ー
だ
け
が
政
治
的
支
配
の
領
域
で
あ
り
、
私
法

の
領
域
で
は
政
治
的
支
配
が
全
く
あ
り
得
な
い
か
の
よ
う
な
表
象
を
生
み
出
す

も
の
で
あ
る
。
:
:
・
こ
の
『
政
治
的
な
る
も
の
』
と
『
私
的
な
る
も
の
』
と
の

全
対
立
は
主
観
的
法
の
領
域
に
は
存
在
し
な
い
。
私
権
も
や
は
り
、
そ
れ
だ
け

が
政
治
的
権
利
と
よ
ば
れ
て
い
る
権
利
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
政
治
的
権
利
で

あ
る
。
:
;
公
の
、
政
治
的
な
法
の
範
囲
と
私
的
な
、
非
政
治
的
な
法
の
範
囲

と
を
原
理
的
に
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
行
為
た
る
契
約
に
お
い
て
設

定
さ
れ
る
『
私
』
権
も
ま
た
、
立
法
と
行
政
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
公
法
に
劣

ら
ず
政
治
的
支
配
の
舞
台
な
の
だ
と
い
う
こ
と
の
洞
察
が
、
妨
げ
よ
う
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
我
々
が
私
法
と
よ
ん
で
い
る
も
の
は
、
そ
れ
が
法
全
体
の
構
造

の
う
ち
で
有
す
る
機
能
か
ら
見
れ
ば
、
資
本
主
義
経
済
秩
序
に
相
応
す
る
と
こ

ろ
の
、
経
済
的
生
産
と
生
産
物
の
分
配
と
に
関
す
る
単
に
特
殊
な
法
形
式
で
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
機
能
は
顕
著
な
政
治
的
機
能
で
あ
り
、
従
っ
て
、
支
配

機
能
な
の
で
あ
る
」

B
H
N
h
h
ω
・
ロ
ω
円
邦
訳
、
一
七
六

i
一
七
七
頁
)
。

川
「
伝
統
的
法
律
学
で
は
、
公
法
と
弘
法
と
の
対
立
が
権
力
と
法
と
の
、
あ

る
い
は
少
な
く
と
も
国
家
権
力
と
法
と
の
、
絶
対
的
対
立
で
あ
る
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
表
象
が
、
つ
ま
り
公
法
の
領

域
に
お
い
て
は
、
特
に
政
治
的
に
と
り
わ
け
重
要
性
を
も
っ
と
こ
ろ
の
憲
法
と

行
政
法
と
の
領
域
に
お
い
て
は
、
法
原
理
が
私
法
の
領
域

l
lそ
れ
は
、
言
わ

ば
法
の
本
来
の
領
域
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
ー
ー
に
お
い
て
と
同
じ

意
味
に
お
い
て
は
、
そ
し
て
同
じ
強
さ
に
お
い
て
は
妥
当
し
な
い
か
の
ご
と
き

表
象
が
、
生
み
出
さ
れ
た
。
私
法
の
領
域
と
呉
っ
て
、
公
法
の
領
域
で
は
、
厳

格
な
法
よ
り
も
、
国
家
の
利
益
・
公
の
幸
福
が
支
配
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
も
の
は
い
か
な
る
場
合
に
も
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

る
。
そ
れ
故
に
、
公
法
の
領
域
に
お
け
る
一
般
的
規
範
と
執
行
機
関
と
の
関
係

は
私
法
の
領
域
に
お
け
る
も
の
と
は
呉
る
と
さ
れ
、
後
者
に
お
け
る
よ
う
に
具
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体
的
事
件
に
法
律
が
そ
の
ま
ま
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
単
に
法
律
の
わ

く
の
う
ち
で
自
由
に
国
家
目
的
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
緊
急
の
場
合
に
は
、

即
ち
、
い
わ
ゆ
る
国
家
緊
急
権
の
場
合
に
は
、
法
律
に
反
し
て
で
も
そ
う
さ
れ

る
の
だ
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
」
(
河
河
ト
円

ω・
ロ
=
-
邦
訳
、

一
七
三
l
一
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七
回
頁
)
。

}
の
よ
う
な
思
想
は
、
「
神
と
国
家
」

に
お
い
て
も
ハ
ッ
キ
リ
と
示
さ
れ
て

い
る
。
「
国
家
と
法
の
二
元
論
は
論
理
的
・
体
系
的
な
矛
盾
で
あ
る
ば
か
り
で

は
な
く
、
法
政
策
的
濫
用
の
源
泉
と
も
な
る
。
そ
れ
は
法
学
的
・
国
家
学
的
議

論
の
仮
装
の
も
と
に
、
突
定
法
を
破
ろ
う
と
い
う
純
粋
に
政
治
的
要
請
の
実
現

を
援
助
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
国
家
と
法
は
、
二
つ
の
相
矛
盾
す
る
規
範

体
系
と
さ
れ
、
『
突
定
』
法
が
支
配
者
に
不
都
合
な
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
に

は
、
『
国
家
』
・
国
家
理
性
・
国
益
・
公
『
法
』
と
い
う
よ
う
な
名
目
を
も
っ
て

(

H

)

(

同
日
)

そ
の
意
図
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
「
伝
統
的
法
律
学
が
公
法
と
私
法
の
間
に
認
め
た
対
立
の
う
ち

に
、
既
に
、
極
め
て
明
瞭
に
、
近
代
の
法
律
学
を
支
配
し
、
そ
れ
と
同
時
に
我

わ
か
仏
岳
会
佐
野
寺
子
卦
酌
レ
ち
い
か
ん
』
じ
ら
れ
山
一
、
=
骨
骨
!
l
l
島
野
b
b
か一、一

元
論
!
ー
ー
が
現
わ
れ
て
い
る
」
(
同
阿
見
』
い
町
一

ω・
ロ
日
・
邦
訳
、

一
七
八
頁
)
、
と
ケ

ル
ゼ
ン
は
言
う
。
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
お
い
て
法
理
論
・
純
粋
法
学
と
広
い
意

味
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
接
点
が
あ
る
、
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
神
と
国
家
」
と
い
う
論
文
が
ま
さ
し
く
こ
の
接
点
の
具

体
的
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
も
の
だ
、
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
国
家
と
法
の
二
元
論
に
対
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
国
家
と
法
の
同

二
説
を
対
置
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
一
一
一
一
口
う
。
「
法
を
自
然
法
に
お
い

て
絶
対
化
す
る
こ
と
を
し
な
い
実
証
主
義
的
考
祭
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
国

家
は
:
:
:
す
べ
て
の
国
家
行
為
は
そ
れ
が
法
と
い
う
性
質
を
も
っ
秩
序
を
実
現

す
る
が
ゆ
え
に
、
又
そ
の
限
り
で
の
み
法
行
為
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
法
治
国
家
」
で
あ
り
又
そ
れ
は
「
法
秩
序
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
べ
き
目

(

日

間

)

的
と
の
関
連
で
い
え
ば
:
・
:
権
力
国
家
で
あ
り
、
文
化
国
家
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
法
と
国
家
の
二
元
論
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
。
そ

し
て
い
わ
ば
司
法
と
行
政
を
本
質
的
対
立
と
し
て
構
成
す
る
伝
統
的
法
律
学
批

判
は
そ
の
一
要
素
と
し
て
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
脱
に
一
ぷ

昨
比
さ
れ
て
も
い
る
よ
う
に
、
突
は
こ
の
よ
う
な
問
題
性
が
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て

と
り
わ
け
痛
切
に
感
じ
と
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
彼
を
と
り
ま
く
第
一
次
大
戦

後
の
歴
史
的
・
政
治
的
状
況
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
彼

に
と
っ
て
の
歴
史
的
・
政
治
的
問
題
状
況
に
つ
い
て
の
深
い
自
覚
が
、
そ
れ
以

前
の
歴
史
的
・
政
治
的
問
題
状
況
を
相
対
化
す
る
こ
と
な
し
に
そ
こ
に
お
い
て

成
立
し
た
思
考
枠
組
・
諸
概
念
を
絶
対
化
す
る
結
果
に
陥
っ
て
い
る
従
来
の
法

理
論
に
対
す
る
鋭
い
批
判
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
二
一
年

に
発
表
さ
れ
た
論
文
の
冒
頭
一
節
が
そ
の
間
の
事
情
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い

る
。
「
最
近
ま
で
、
人
民
に
よ
り
あ
る
い
は
人
民
に
選
ば
れ
た
代
表
に
よ
り
立

法
が
行
わ
れ
れ
ば
、
民
主
主
義
の
要
請
は
充
た
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
権
力
分
立
の
ド
グ
マ
は
立
法
と
行
政
と
を
本
質
的
に
異
っ
た
国
家
の
機
能

で
あ
る
と
し
た
の
で
、
両
者
が
全
く
別
の
、
相
互
に
排
除
す
る
原
理
に
従
っ
て

組
織
さ
れ
て
も
ー
ー
ー
了
度
全
く
民
主
主
義
的
な
立
法
の
上
に
専
制
的
な
行
政
が
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第一次大戦後ケノレゼンのた憲法体験、バ政治体験ミ・政治思惣 (3) 

お
か
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
よ
う
に
1

1
、
そ
れ
で
も
矛
盾
だ
と
感
ぜ

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
軍
事
的
崩
壊
に
端
を
発
し
た
ロ
シ
ア
、
ト
イ
ッ
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
革
命
は
、
権
力
分
立
及
び
民
主
化
の
立
法
の
領
域
へ

の
制
限
に
と
り
わ
け
関
心
を
も
っ
て
い
た
立
憲
君
主
制
の
崩
壊
と
共
に
、
人
民

支
配
の
徹
底
的
な
貫
徹
、
と
り
わ
け
又

l
i従
来
君
主
及
び
君
主
に
任
命
さ
れ

た
官
吏
に
の
み
委
ね
ら
れ
て
い
た
行
政
の
領
域
に
お
け
る
そ
れ
の
貫
徹
へ
の
要

求
が
提
出
さ
れ
た
」
。

法
と
国
家
の
同
一
位
説
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
立
法
・
行
政
・
司

法
の
分
離
・
並
列
を
主
張
す
る
権
力
分
立
論
を
理
論
的
誤
謬
と
し
て
斥
け
、
そ

れ
ら
を
法
的
段
階
構
造
論
に
組
み
入
れ
一
元
化
し
な
が
ら
、
そ
の
全
体
を
「
人

民
支
配
の
徹
底
的
な
貫
徹
」
に
よ
っ
て
統
一
し
よ
う
と
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
強
烈

な
実
践
的
志
向
の
理
論
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
と
見
な
け
れ
ば
な
ら

(
臼
)

な
い
。
こ
の
こ
と
を
と
り
わ
け
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
は
、
『
民
主
制
I
』
の

あ
る
個
所
1

1
本
稿
言
一
の
冒
頭
で
約
三
頁
に
わ
た
っ
て
示
し
た
と
こ
ろ
|
|

で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
お
け
る
叙
述
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
ま
ず
確
認
す
べ
‘
き
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
そ
こ
に
お
い
て
は
上
述
の
趣
旨
と
一
致
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
グ
法

律
に
よ
る
行
政
。
の
思
想
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
三
権
分
立

的
法
治
国
家
の
否
定
の
上
に
立
脚
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
実
質
的
法
治
国
家
論
を
否
定
し
、
そ
れ
を
形
式
的
法
治
国
家
に
転
換
せ

し
め
、
こ
の
法
的
段
階
構
造
の
A
士
一
体
に
人
民
の
民
主
主
義
的
意
志
を
貫
徹
せ
し

め
よ
う
と
す
る
意
図
に
貫
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ

こ
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
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
浴
意
的
に
選
び
取
ら
れ
た
一
段
階
の
み

に
限
定
さ
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
い
う
こ
と
の
矛
盾
を
、
法
の
技
術
者

や
国
家
の
建
設
者
に
悟
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
」

(
O
O
B
C
T
2
5
y
ω
・
2
・
邦

訳
、
二
四
頁
)
。

こ
の
よ
う
な
論
脈
の
中
で
、
法
段
階
説
が
そ
の
原
型
を
あ
ら
わ
し
て
き
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
に
我
々
は
最
大
限
の
注
目
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
見

て
く
れ
ば
、
法
段
階
説
は
三
権
分
立
説
を
批
判
し
な
が
ら
、
法
創
造
の
全
過
程

に
民
主
主
義
を
貫
徹
さ
せ
る
と
い
う
実
践
的
志
向
と
内
面
的
関
わ
り
を
有
す
る

も
の
と
|
|
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
に
よ
っ
て
1

1
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
そ
こ
に
お
け
る
問
題
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
m
法

律
に
よ
る
行
政
ρ

に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
行
政

の
本
質
を
そ
の
法
形
式
的
側
面
に
求
め
」
た
と
し
て
も
、
そ
の
故
に
「
国
家
職

能
の
転
換
と
そ
れ
に
伴
う
国
家
行
政
機
能
の
拡
大
強
化
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
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る
今
臼
の
福
祉
主
義
的
法
治
国
家
に
お
け
る
行
政
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
妥
当

し
え
な
い
」
(
N
O
∞
)
と
評
価
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
的
を
失
し
て
い
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
(
法
)
理
論
の
主
た
る

モ
テ
ィ

l
フ
は
、
そ
の
よ
う
な
拡
大
す
る
行
政
を
全
体
と
し
て
人
民
の
民
主
主

義
的
自
己
統
治
と
い
う
枠
組
の
中
に
保
持
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
、
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
民
主
主
義
的
自
己
統
治
の
枠
の
中
に
あ
る
限
り
、
む
し
ろ
そ
の
よ

う
な
国
家
の
福
祉
政
策
的
、
社
会
政
策
的
追
求
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
れ
は
「
搾
取
関
係
の
緩
和
」
、

す
な
わ
ち
生
産
手
段
の
共
有
の
保
障
」
の
た
め
に
も
機

能
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
の
行
政
を
も
内
容
的
に

含
み
う
る
可
能
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
そ
れ
の
全
く
廃
棄
、

こ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
司
法
と
行
政
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
文
章
を
い
く
つ

か
拾
い
あ
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
の
文
章
は
一
方
で
固
有
の
法
理
論
的
領
域

に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
、
法
的
段
階
構
造
に
「
人
民
支
配

の
徹
底
的
な
貫
徹
」
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
位
を
担
保
せ
ら

れ
る
と
こ
ろ
の
法

i
国
家
を
通
し
て
の
社
会
主
義
へ
の
進
歩
と
い
う
彼
の
政
治

思
想
を
否
定
し
が
た
い
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
る
答
で
あ
る
。

mw
「
間
接
的
国
家
行
政
に
対
立
す
る
の
は
直
接
的
国
家
行
政
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
鼠
家
が
そ
の
社
会
的
課
題
を
自
覚
し
、
国
家
が
福
祉
と
経
済
の
機
能
を
も

っ
て
社
会
生
活
に
干
渉
す
る
の
と
同
じ
程
度
に
お
い
て
重
要
性
を
獲
得
す
る
。

も
し
未
来
に
、
理
論
的
に
古
く
さ
く
な
っ
た
司
法
と
行
政
の
区
別
の
代
わ
り
に
、

間
接
的
国
家
機
能
あ
る
い
は
国
家
行
政
と
直
接
的
国
家
機
能
あ
る
い
は
国
家
行

政
の
区
別
が
あ
ら
わ
れ
、
新
た
な
法
体
系
学
及
び
と
り
わ
け
新
た
な
官
庁
組
織
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の
基
礎
を
提
供
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
未
来
の
国
家
は
今
日
そ
う

で
あ
る
よ
り
は
る
か
に
高
い
程
度
に
お
い
て
も
は
や
単
な
る
裁
判
国
家
な
の
で

は
な
い
、
即
ち
単
に
間
接
的
行
政
の
国
家
な
の
で
は
な
く
て
、
言
葉
の
本
来
の
、

よ
り
狭
い
意
味
に
お
い
て
行
政
国
家
即
ち
直
接
的
行
政
の
国
家
と
な
ろ
う
と
い

(
刊
)

う
こ
と
を
想
定
し
て
よ
い
か
ら
な
の
で
あ
る
」
。

同
「
司
法
と
行
政
の
対
立
の
克
服
は
、
裁
判
国
家
か
ら
行
政
国
家
へ
の
進
歩

と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
確
信
が

肉
迫
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
正
義

は
1

1

そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
1

1
裁
判
国
家
に
お
け
る

裁
判
法
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
行
政
国
家
に
お
け
る
行
政
法
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

う
る
、
な
ぜ
な
ら
重
要
な
の
は
応
報
的
正
義
で
は
な
く
て
均
等
化
的
正
義
だ
か

ら
で
あ
る
、
と
い
う
確
信
が
そ
れ
で
あ
出
」
。

…
山
「
法
技
術
的
に
み
る
な
ら
ば
、
資
本
主
義
的
l
個
人
主
義
的
国
家
か
ら
社

会
主
義
的
l
普
遍
主
義
的
国
家
へ
の
発
展
は
、
国
家
は
直
緩
的
国
家
行
政
の
領

域
に
お
い
て
も
又
、
独
占
的
位
置
を
占
め
る
べ
く
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
を
意

(
幻
}

味
す
る
」
。



(3) 

こ
の
川
同
一
川
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
先
の
川
で
『
純
粋
法
学
工
』
か
ら
行
っ
た

引
用
文
に
は
、
突
は
次
の
よ
う
な
文
が
続
い
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
お
こ
う
。
つ
な
が
り
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
、
一
部
を
重
複
さ
せ
つ
つ
示
す
。

「
我
々
が
私
法
と
よ
ん
で
い
る
も
の
は
、
そ
れ
が
法
全
体
の
構
造
の
う
ち
で
有
す

る
機
能
か
ら
み
れ
ば
、
資
本
主
義
経
済
秩
序
に
相
応
す
る
と
こ
ろ
の
、
経
済
的
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生
定
と
生
産
物
の
分
配
と
に
関
す
る
単
に
特
殊
な
法
形
式
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
機
能
は
顕
著
な
政
治
的
機
能
で
あ
り
、
従
っ
て
、
支
配
機
能
な
の
で

あ
る
。
社
会
主
義
経
済
秩
序
に
お
い
て
で
あ
れ
ば
、
他
の
法
形
式
が
適
合
す
る

で
あ
ろ
う
、
つ
ま
り
今
日
の
私
法
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
、
自
治
的
・
民
主
主

義
的
な
法
形
式
で
は
な
く
て

lll推
察
す
る
と
こ
ろ
1
1
他
律
的
・
専
制
主
義

的
で
、
和
わ
か
か
仔
か
仔
酌
世
心
仕
い
上
う
か
hr
砂
舟
が
適
合
す
る
で
あ
ろ

う
」
(
同
阿
見
ト

h
ω
・

HE-
邦
訳
、

一
一
七
一
旦
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
最
後
に
あ
げ
た
『
純
粋
法
学
工
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て

は
、
多
少
の
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
は
、
こ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
私
法

1
自
治
的
・
民
主
主
義
的
、
行
政
法

1
他

律
的
・
専
制
主
義
的
、
と
し
た
上
で
、
社
会
主
義
的
経
済
秩
序
に
お
い
て
は
、

前
者
は
後
者
へ
転
化
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
お

り
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
そ
の
転
化
を
一
片
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
だ

か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
一
面
的
で

あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
行
政
の
民
主
化
」
と

い
う
論
文
の
結
び
の
部
分
を
示
し
て
お
く
の
が
好
使
で
あ
る
。
そ
こ
で
ケ
ル
ゼ

γ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
行
政
の
民
主
化
の
要
請
は
、
そ
れ
が
近
視
限
的
な
ス

ロ
ー
ガ
ン
以
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
妥
当
性
は
た
だ
制
約
つ

き
、
制
限
っ
き
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
し
か
も
ま
さ
し
く
民
主
制
そ
の

も
の
の
維
持
と
い
う
関
心
に
立
つ
場
合
に
そ
う
で
あ
る
。
集
合
体
の
自
己
決
定

恥
ゆ
必
除
骨
心
骨
仲
か
岳
「
〔
〕
骨
定
措
と
か
7
F
骨
P
企
?
そ
れ
ゆ
え
に
全
体
の

民
主
主
義
と
部
分
の
民
主
主
義
の
間
で
、
全
人
民
の
意
思
と
多
か
れ
少
な
か
れ

浴
意
的
に
限
定
さ
れ
た
人
々
の
グ
ル
ー
プ
の
意
思
の
聞
で
、
選
択
が
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
よ
り
高
次
の
全
体
の
民
主
主
義
の
維
持
の
た
め

に
、
徹
底
的
に
民
主
的
な
行
政
よ
り
も
、
専
制
的

l
官
僚
的
行
政
(
最
高
の
首

脳
部
と
し
て
は
民
主
的
な
も
の
を
抱
く
と
こ
ろ
の
)
の
方
が
相
対
的
に
適
切
な

手
段
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と
。
こ
こ
で
行
政

の
問
題
を
ひ
と
ま
ず
除
象
し
て
一
般
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
問
題
を
扱
お
う
。
こ
の

時
、
問
題
は
、
集
合
体
の
自
己
決
定
権
と
個
体
の
自
己
決
定
権
の
矛
盾
に
あ

る
。
こ
の
矛
盾
を
ふ
ま
え
た
上
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
集
合
体
の
自
己
決
定
機
の
側

に
立
ち
、
そ
れ
を
貫
徹
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
蹴
っ
て
考
え
て
み
る
な
ら
、
ケ

ル
ゼ
ン
の
民
主
主
義
思
想
は
、
「
現
実
に
我
々
が
平
等
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、

被
支
配
が
不
可
欠
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
に
立
つ
が
ゆ
え
に
「
支
配
・
国
家
の

絶
対
的
昏
岳
で
あ
っ
た
自
由
の
概
念
」

(
1つ
ま
り
「
個
体
の
自
己
決
定
権
」
)
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を
否
定
し
、
そ
の
よ
う
な
自
由
の
概
念
を
「
支
配
の
一
形
態
・
一
国
家
形
態
」
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に
お
け
る
自
体

(
l「
被
支
配
が
不
可
欠
で
あ
る
な
ら
ば
、

我
々
自
身
に
支
配

さ
れ
た
い
」
と
い
う
支
配
・
被
支
配
の
川
一
性
と
し
て
の
「
集
合
体
の
自
己
決

定
権
」
)
に
転
化
さ
せ
、
そ
の
自
由
概
念
の
意
味
転
化
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る

(
幻
)

「
自
由
と
平
等
の
結
合
」
に
自
ら
の
基
礎
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
が
集
合
体
の
自
己
決
定
権
の
側
に
立
ち
、

そ
れ
が
個
体
の
自
己
決
定
権
と
対
立
す
る
場
合
に
そ
れ
を
優
先
さ
せ
る
と
す
れ

ば
、
こ
の
場
合
こ
の
集
合
体
の
自
己
決
定
権
は
個
体
の
自
己
決
定
権
に
対
し
て

専
制
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
民
主
主
義
に
即
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
」
、
「
そ
の
よ

う
な
国
家
が
た
だ
そ
れ
に
服
従
す
る
諸
個
人
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
限
り

は
」
民
主
主
義
で
あ
り
続
け
る
、
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
事

態
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
集
合
体
の
自
己
決
定
権
と

個
体
の
自
己
決
定
権
の
聞
に
成
立
す
る
こ
の
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
を
行
政
に
も
適

用
し
う
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
「
よ
り
高
次
の
全
体
の
民

主
主
義
の
た
め
に
は
、
徹
底
的
に
民
主
的
な
行
政
よ
り
も
、
専
制
的
・
官
僚
的
行

政
(
最
高
の
首
脳
部
と
し
て
は
民
主
的
な
も
の
を
抱
く
と
こ
ろ
の
)
の
方
が
」
、

人
民
の
民
主
主
義
的
意
志
の
貫
徹
の
た
め
に
は
「
相
対
的
に
適
切
な
手
段
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
以
上
の
議
論
の
う
ち
に
は
、
実
質
的
法
治
国
家
概
念
か
ら
形
式
的

法
治
函
家
概
念
へ
の
概
念
上
の
変
化
が
自
由
概
念
の
意
味
変
化
1
1
l
「
支
配
・

国
家
の
絶
対
的
否
定
で
あ
っ
た
自
由
の
概
念
」

(
1「
個
体
の
自
己
決
定
権
」
)

か
ら
支
配
と
被
支
配
の
同
一
性
と
し
て
の
自
由
の
概
念

(
l「
集
合
体
の
自
己

決
定
一
権
」
)
へ
の
自
由
概
念
へ
の
意
味
変
化
ー
ー
ー
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
、
と
い

う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
両
者
の
対
応
を

媒
介
す
る
の
は
、
所
有
的
個
人
主
義
の
理
論
的
・
実
践
的
克
服
へ
の
志
向
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
既
に
何
度
か
示
唆
し
て
き
た
よ
う

に
、
実
質
的
法
治
国
家
思
想
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
経
済
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
法

的
国
家
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
表
現
で
あ
り
、
所
有
的
個
人
主
義
を
そ
の
内
容
・

目
的
と
す
る
法
治
国
家
で
あ
る
と
見
て
差
し
支
え
な
く
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
主

義
思
想
、
ひ
い
て
は
全
政
治
思
想
は
、
法
治
国
家
概
念
が
形
式
化
さ
れ
る
場
合

に
の
み
そ
れ
と
両
立
可
能
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
形
式
的
法
治
国
家
概
念
は
、
そ
れ
と
は
全
く
別
の
可
能
性
に
対

し
て
も
開
か
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
複
数
の
可
能
性

の
う
ち
の
ど
れ
を
現
実
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
ラ
ッ
サ

ー
ル
の
憲
法
観
を
継
承
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
は
、
究
極
的
に
は
、
事
尖
的

力
関
係
の
問
題
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
仮
に
限
史
的
に
は
反
民
主
主
義

的
帰
結
の
方
が
現
実
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
し
て
も
|
|
事
実
そ
う
な
っ
た
の

で
あ
っ
た
が
l

1
、
そ
れ
は
思
想
家
ケ
ル
ゼ
ン
の
責
任
で
も
、
ま
し
て
や
純
粋
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法
学
者
と
し
て
の
似
の
責
任
で
も
な
い
。
問
題
は
む
し
ろ
、
民
主
主
義
的
自
律

を
支
え
う
る
成
熟
し
た
政
治
的
判
断
能
力
を
も
っ
た

P

個
人
6

の
大
衆
的
ひ
ろ

が
り
を
も
っ
た
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
成
立
可
能
性
の
問
題
な
の
だ
、
と
い
わ
な
け
れ

(mxu) 

ば
な
ら
な
い
。

第一次大戦後ケルゼンの‘憲法体験、・‘政治体験、・政治思想、 (3)

ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
論
を
グ
自
由
主
義
的
法
治
国
家
4

の
形
式
主
義
化
の
極
み

に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
誤
り
で
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
形
式
主
義
化
が
ケ
ル
ゼ
ン
に
あ
っ
て
は
以
上
の
よ
う
な
イ
ン
プ
リ
ケ

l
シ
ヨ
ン
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
看
過
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

大
き
な
誤
解
へ
と
道
を
開
く
も
の
だ
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
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一
以
「
神
と
国
家
」
、
長
尾
縦
訳
『
神
と
国
家
〈
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

批
判
論
文
集
V
』
(
有
斐
閣
、
一
九
七
一
)
、
向
山
ハ
京
。

(
U
)
H
Z
p
w
∞
-
N
3・
邦
訳
、
間
二
一
真
。

(
日
)
こ
の
問
題
は
前
項
一
五
七

l
一
五
八
一
及
で
ふ
れ
た
問
題
l
l
l
ケ
ル
ど
ン

の
国
家
目
的
に
つ
い
て
の
指
摘
か
ら
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
1

の
『
客
観

性
』
論
文
の
核
心
的
問
題
に
つ
い
て
論
じ
及
ん
だ
問
題

l
lに
直
接
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
関

t
z
p
F己
目
ロ
ロ
牛
〈
2
4と
E
ロ
m
-
ω
-
H吋∞品・

(
げ
)
阿
内
包

m
o
p
。。
B
c
r
g
t
ω
-
2ロロ
m
L
2
ぐ
2
唱
と

E
ロ
m
w
5
・
h
v
R

」早々
2
2・河内、
bh匂
SEw-伐
と
穴
、
百
句
忌
ミ
h
q
w

切
に
い
日

ω・
5
2・

(
日
)
そ
れ
故
「
神
と
国
家
」
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
ば
言
う
。
「
困
家
概
念
を

法
概
念
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
純
粋
な
認
識
批
判
的
無
政
府
主
義
も
少
な

く
と
も
消
極
的
な
倫
理
的
・
政
治
的
効
果
を
も
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
国
家
が
絶
対
的
実
在
で
あ
り
、
細
川
人
に
有
無
を
い
わ
さ

デ
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
何
人
か
ら
分

F

燐
Z
い
れ
た
地
点
か
ら
宿

命
的
に
伺
人
に
立
ち
向
か
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ニ
の
よ
う
な
観
念
を
除

去
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
国
家
を
法
秩
序
に
他
な
ら
な
い
と

し
、
飼
人
に
、
国
家
も
ま
た
人
為
の
産
物
で
あ
る
こ
と
、
人
間
に
よ
る
、

人
間
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
国
家
の
本
れ
か
ら
人
間
の

抑
圧
を
正
当
化
寸
る
帰
結
を
浮
き
山
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
意
識
さ
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せ
る
。
そ
の
時
々
の
国
家
秩
序
に
お
け
る
支
配
者
は
、
自
ら
の
利
益
に
あ

う
ゆ
え
に
、
歴
史
的
・
偶
然
的
に
定
ま
っ
た
国
家
秩
序
の
内
容
を
絶
対
的

な
も
の
と
唱
え
、
こ
の
秩
序
の
変
更
の
試
み
に
対
し
国
家
本
質
論
を
も
っ

て
対
抗
し
て
き
た
。
国
家
と
は
時
に
応
じ
て
内
谷
の
変
化
す
る
、
ま
た
そ

れ
を
変
化
さ
せ
う
る
法
秩
序
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
五
一
角
の
強
制
秩
序
と

い
う
形
式
的
な
定
義
以
外
に
国
家
の
定
義
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
し

て
、
被
治
者
に
宥
利
な
国
家
改
革
を
阻
み
続
け
て
き
た
障
壁
の
う
ち
、
政

治
的
に
放
も
有
効
な
も
の
の
一
つ
を
取
り
除
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
閣
内
論
は
法
の
純
粋
理
論
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
。
そ
れ
は
国
家
に
関
す
る
似
而
非
理
論
の
政
治
的
濫
用
を
打
破
す
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
」
(
同
巳
Z
P
O
O
R
ロロ仏

ω
g
a
w
∞
-

N
∞
ωw
邦
訳
、

五
一
一
氏
〉
。
-
」
こ
に
純
粋
法
学
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
・
政
治
思
想
の
内

在
的
関
連
が

l
lケ
ル
七
ン
の
グ
憲
法
体
験
0

・
m
政
治
体
験
〈
政
治
思

恕
と
の
内
十
化
的
関
わ
り
に
お
い
て
や

l
i示
唆
さ
れ
て
い
る
、
少
な
く
と
も

そ
の
よ
う
な
関
述
を
読
み
取
る
乙
と
が
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

(

m

四
)
同
包
括

P
し
『

E
Z
N
ロ
ロ
巴
ぐ

2
当
色
丹
ロ
ロ

m
w
ω
-
Zロ・

(
初
)

H

V

E
・

(幻

)
F
E
-
-
∞・
5
0
∞-

(
沼
)
同
包
括
P
U
E
H
M
c
r同
副
丘
己
負
ロ
ロ

m
L
R
〈
0
2
5
}
Zロ
mw
∞・

5
旨・

(
お
)
本
稿
口
、
一
一
、
本
誌
、
第
三
一
一
巻
、
て
一
号
、
一

O
一一一

l
一
O
凶
京
参
照
。

(
鈍
)
問
、
一

O
六
頁
参
照
。

(
お
)
但

L
、
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の

H

行
政
の
民
主
化
H

を

め
ぐ
っ
て
、
『
民
主
制
工
』
と
「
行
政
の
民
主
化
」
の
論
文
の
問
に
ケ
ル

ゼ
ン
の
見
解
の
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る

(
著
者
〔
手
島
孝
〕
は

w
i
"に
お
い
て
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
〉
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
次
項
に
お
い
て
言
及
す
る
つ
も
り
で
い
る
。

(
部
)
〈

m-・
州
内
包
括
P
〈

0
3
0
E
-田
口
口
間
余
山
門

UOHH凶
c
r
s
t
o
-
長
尾
龍
一
沢

ー
民
主
制
の
擁
護
」
・
鵜
飼
・
長
尾
編
『
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ

y
』
(
東
大
出
版

会
二
九
七
山
〉
所
収
、
参
照
、
な
お
メ
ル
グ
ル
は
一
九
三
同
年
の
あ
る
論

文
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
憲
法
に
体
現
さ
れ
た
民
主
主
義
の

死
の
原
因
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
が
「
民
主
主
義
者
と
し
て
の
索
援

と
縫
信
と
を
抱
く
者
な
き
民
主
主
義
で
あ
っ
た
、
否
、
お
そ
ら
く
は
そ
も

そ
も
民
主
主
義
者
な
き
民
主
主
義
で
あ
っ
た
」
(
云

2
E
-
C
Z官
ロ
ロ
関

口
口
仏
∞
nFFnr師
向
]
色
。
印

F
O
F回
。
仏
国
ロ
r
oロ印

ισ
円
切
己
ロ
仏
σω
〈
ぬ
吋
{
知
mw

田口口四・

5

U
完
詔
ぶ
・
2
た
こ
a
N
4

号
b
r
S
2
3
h
h
R』
Ehhehshb
切
に
-
M
W
H申
白

F
ω
-

E
主
)
と
述
べ
て
い
る
が
、
ぐ

2
z
-岳
開
ロ
ロ
四
仏

2
0
0
5
0
r
s
z角
川
に
お

け
る
ケ
ル
七
ン
の
判
断
と
同
地
出
自
の
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
幻
〕
こ
こ
で
何
ら
か
の
怠
味
に
お
け
る
自
然
法
思
想
に
依
拠
し
つ
つ
ケ
ル
ゼ

ン
の
形
式
的
法
治
国
家
論
を
批
判
す
る
と
い
う
方
向
に
訴
え
る
こ
と
も
一

つ
の
可
能
な
方
途
で
あ
ら
う
し
、
そ
の
後
の
多
く
の
ケ
ル
ゼ
ン
批
判
は
こ

の
よ
う
な
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
視
点
の
有

効
性
に
つ
い
て
は
目
下
の
と
ニ
ろ
筆
者
は
大
き
な
疑
問
を
も
っ
て
い
る

O

A
F
-

筆
者
は
こ
の
点
を
十
分
に
凶
開
閉
す
る
肘
窓
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、

J
-
N
・
シ
ユ
ク
ラ

l
の
次
の
よ
う
な
言
葉
は
お
お
よ
そ
の
筆
者
の

気
持
を
代
弁
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
示
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

シ
ユ
ク
ラ
ー
は
『
リ

l
ガ
リ
ズ
ム
』
の
あ
る
個
所
に
お
い
て
「
抵
抗
の
教

義
と
し
て
の
自
然
法
」
に
関
し
て
、
若
干
の
検
討
を
行
い
、
「
人
々
が
服
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(3) 第一次大戦後ケルゼンの‘憲法体験ミ.民政治体験、・政治思想

従
し
な
い
こ
と
に
決
め
る
理
由
が
、
『
こ
れ
は
法
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら

そ
れ
ば
高
次
の
自
然
法
と
相
容
れ
な
い
か
ら
』
と
一
言
一
う
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
か
、
そ
れ
と
も
『
ニ
れ
は
法
で
あ
る
、
し
か
し
私
は
そ
れ
か
ら

生
じ
そ
う
な
結
果
が
全
く
不
正
で
有
害
で
あ
る
と
考
え
る
』
と
量
一
一
日
う
方
を

好
む
と
い
う
こ
と
か
が
、
本
当
に
最
も
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
、

と
問
ぃ
、
結
論
的
に
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
「
:
:
:
以
上
の
よ
う

な
考
察
は
そ
れ
自
体
、
圧
政
に
抵
抗
す
る
た
め
に
は
、
自
然
、
法
あ
る
い
は

何
ら
か
の
法
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
さ
さ

か
疑
問
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
必
要
な
こ
と
は
、
市
民
一
般
の
間
の

骨
作
品
附
子
仔
お
か
わ
骨
骨
や
か
か
」

(
H
Z
・
ω
r
E
p
p
hむ
と
己

F
E
E
-

3
・
3
戸
田
中
成
明
訳
『
リ

l
カ
リ
ス
ム
』
(
岩
波
書
応
、
一
九
八
一
)
、

一
O
六

l
一
O
七
頁
ヲ
「
自
然
法
は
、
他
の
何
物
も
な
し
え
な
か
っ
た
ほ

ど
実
際
に
抵
抗
を
鼓
採
し
て
き
で
い
る
と
い
う
歴
史
的
主
張
を
調
べ
て
み

る
と
、
こ
れ
も
ま
た
少
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
献
身
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒

と
同
様
、
無
神
論
者
、
相
対
主
義
者
、
共
産
主
義
者
、
社
会
主
義
者
、
自

由
主
義
者
も
、
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
抵
抗
者
逮
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
彼
ら
は
、
多
様
な
現
代
世
界
が
一
不
さ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
、

多
数
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
道
徳
的
信
条
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
多
く
の
場
合
、

lr
ぃtr乱
ー
が
か
引
か
レ
ん
い
山
、
人
い
J

戸

ム

r

h

ゃ
い
(
自

然
法
で
あ
れ
、
何
か
そ
れ
以
外
の
も
の
で
あ
れ
)
で
は
な
く
、
自
由
主
義

的
で
民
主
主
義
的
な
社
会
に
お
け
る
具
体
的
な
政
治
的
体
験
で
あ
っ
た
」

公
立
に
・
・
唱
・

3
・
邦
訳
、
一

O
九
頁
)
。
こ
の
シ
ュ
ク
ラ

l
の
言
葉
は
ケ
ル

ゼ
ン
の
価
値
相
対
主
義
の
絞
心
的
部
分
と
共
鳴
し
あ
う
も
の
で
あ
り
、
本

稿
七
で
略
述
し
た
築
4

引
の
価
似
相
対
主
義
昭
解
と
一
致
す
る
も
の
だ
、
と

筆
者
は
考
え
て
い
る
(
但
し
、
シ
ュ
ク
一
フ
ー
が
阿
書
で
示
し
て
い
る
ケ
ル

ゼ
γ
畑
地
解
は
筆
者
が
批
判
的
克
服
の
対
象
と
し
て
い
る
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
)
。
ヶ
ル
セ
ン
の
行
政
(
法
)
閣
内
論
辻
、
背
後
に

こ
の
よ
う
な
価
値
相
対
主
義
を
前
提

L
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
江
、

そ
れ
が
「
ナ
チ
ス
の
権
威
主
義
的
行
政
思
恕
の
媒
介
的
地
枚
に
立
つ
」
と

い
う
評
価
は
、
筆
者
に
と
っ
て
到
底
容
認
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

(未

。
克
一
)
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Verfassungserlebnis"， "politisches Erlebnis“und 

politischer Gedanke Kelsens nach dem 

ersten Weltkrieg (3) 

-Einige Betrachtungen uber ))むberKelsenismus<< 

von Prof. TEJIMA 

Hiromichi IMAI* 

vii) Kelsen schatzt nicht nur den politischen Gedanke Lassalles， 

sondern auch seine Verfassunganschauung hoch， und zwar nimmt er 

diese uber. Folgende Worten Kelsens druckt dies aus: "Jede Verfassung 

ist der Ausdruck eines politischen Kraftverhaltnisses. Die osterreichische 

Verfassung zeigt das deutliche Ubergewicht der an einer demokratischen 

Staatsform interessierten Gruppen ; vor allem der sozialistisch orientierten 

Arbeiterschaft". Rechtstheorie Kelsens hat diesen Gesichtspunkt als 

meta-juristischen zu ihrer transzendentalen Voraussetzung. Wenn man 

das nicht genug beachtet hatte， kδnnte man nicht umhin， viele Schein-

prohlp.me in Kelsen-Studien zu sch日ffen.

Prof. Tejima beurteilt， die Verwaltungslehre Kelsens biete den im 

auserest巴nGrad formalisierten V erwal tungs begriff dar， der fur den letzten 

Stufe des liberalen Rechtsstaats charakteristisch sei. Verfasser halt diese 

Beurteilung fur zweifelhaft. Zwar reinigt Kelsen den Begriff des Rechts-

staats， aber er nimmt gleichzeitig diesen formalisierten Rechtsstaat fur 

ein sozial・technischesMittel， womit jeder beliebige soziale Zweck verfolgt 

werden kann. Und er， als ein politischer Denker， sieht dieses Mittel 

fur geeignet an， um die kapitalistische Wirtschaftsordnung uberzuwinden. 

Die Verwaltungslehre Kelsens musse， wie mir scheint， in diese Kontext 

eingebettet werden. 

Scharf kritisiert Kelsen das Prinzip der Gewaltentrennung als das 

die vollige Demokratisierung hemmende， und versucht， die getrennten 

Gewalten in die vereinheitlichte Struktur zu bringen. Man kann ihm 

seine dieser Stufentheorie des Rechts grundliegenden praktischen Absicht 

* Professor an der Univ. Hokkaido. 
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Hokl王aidoL. Rev. 

aus den folgenden Worten ablesen，: "ist das Prinzip der Einheit des 

Rechtserzeugungsprozesses erkannt， dann fehlt jeder Grund dafur， das 

demokratische Organizationsprinzip auf ein mehr oder weniger wi11kurlich 

herausgegri妊enesStadium dieser Prozesse zu beschrankern; dann o妊net

sich das Auge des Rechtstechnikers oder Staatskonstrukteurs fur den 

Widerspruch， der darin besteht， das die eine Stufe der Rechtserzeugung 

oder Staatsverwirklichung-namlich die legislative-demokratisch， die 

nachstfolgende-die sogenannte Exekutive-aber wieder autokratisch 

organisiert ist." Verwaltungs‘ und Justiztheorie Kelsens liegen wesent-

lich in diesem Rahmen. Sie werden von seiner Absicht gestutzt， die 

demokratische Entscheidungen des Volks， wie es das den Zweck des 

Rechts setztenden Subjekt sein s01l， durch die ganzen Stufen der Rechts-

ordnung oder des Staats durchzusetzen. 
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