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研究ノート

J¥ 

前
項
で
示
し
た
よ
う
に
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の
法
と
国
家
の
同
一
性
説
は
、

立
法
・
行
政
・
司
法
の
分
離
・
並
列
を
主
張
す
る
権
力
分
立
論
を
斥
け
、
そ

れ
ら
を
法
的
段
階
構
造
論
に
お
い
て
説
か
れ
る
規
範
論
理
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

l

の
中
に
組
み
入
れ
て
二
冗
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
そ
の
ヒ
エ
ラ

ル
ヒ

i
全
体
を
人
民
の
民
主
主
義
的
な
意
志
の
徹
底
的
な
貫
徹
に
よ
っ
て
統

轄
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
権
力

分
立
論
に
対
置
さ
れ
た
法
的
段
階
構
造
論
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
強
烈
な
民
主
主
義

的
実
践
志
向
を
そ
の
究
極
の
支
柱
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
の

人
民
の
民
主
主
義
的
な
意
士
山
の
尊
重
を
通
じ
て
、
更
に
本
稿
一
一
に
お
い
て

我
々
が
見
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
国
家
人
格
説
・
国
家
主
権
論
に
対
す
る
批
判
と
つ

な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
こ
れ
ら
に
対
す
る
批
判
を
お
し
す
す
め

て
い
た
の
は
、
国
家
人
格
説
・
国
家
主
権
論
に
あ
ら
わ
れ
た
国
家
理
解
が
、

誰
が
国
家
の
政
治
的
あ
り
方
を
最
終
的
に
き
め
る
力
で
あ
る
か
と
い
う
問
題

を
お
お
い
か
く
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
へ
の
着

目
で
あ
り
、
そ
の
批
判
の
よ
っ
て
立
つ
立
脚
点
は
、
国
家
の
政
治
の
あ
り
方

を
最
終
的
に
き
め
る
力
は
民
主
的
手
続
き
に
従
う
人
民
で
あ
る
べ
き
だ
、
と

い
う
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
民
主
制
へ
の
決
断
」

(
O
O
B
o
r
a
-
p
円

ω
・ロコ・

〉ロ
B
・8)
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
決
断
」
は
国

家
宵
定
論
的
社
会
主
義
の
思
想
へ
と
接
続
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に

こ
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
国
家
肯
定
論
的
社
会
主
義
は
、
伝
統
的
法
律
学
に
ひ
そ
む

「
所
有
的
個
人
主
義
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
・
刻
扶
し
、
そ
れ
を
単
な
る

社
会
技
術
的
手
段
と
し
て
把
え
返
す
と
い
う
こ
と
を
基
礎
に
置
く
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
ケ
ル

ゼ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
業
績
も
や
は
り
彼
の
政
治
的
世
界
観
・
政
治

的
思
想
の
有
機
的
一
翼
を
占
め
る
も
の
と
し
て
成
立
し
て
き
た
の
で
は
な
か

っ
た
の
か
、
と
い
う
推
測
は
ご
く
自
然
に
成
立
し
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
そ
れ
自
体
と
し
て
取
り
上
げ
る
場
合
で

も
、
も
し
そ
れ
が
正
当
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
思

想
的
全
体
携
造
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
視
野
に
収
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
者
と
し
て
の
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
u

の
業
績
に
対

(
1〉

し
て
然
る
べ
き
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
」
と
し
て
そ
れ
に
注
目
を
促
し
た

の
は

E
・
ト
l
ピ
ッ
チ
ュ
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

批
判
を
あ
ま
り
に
も
一
般
的
な
形
で
理
解
し
て
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想
的

全
体
像
の
有
機
的
一
項
と
し
て
そ
れ
を
理
解
す
る
と
い
う
構
え
を
基
本
的
に

欠
落
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
が

①
所
有
的
個
人
主
義
批
判
と
い
う
意
味
を
も
っ
と
同
時
に
、
②
一
切
の
実
体

化
的
国
家
理
解
の
批
判
と
い
う
意
味
を
も
も
ち
、
か
か
る
も
の
と
し
て
政
治

北法33(6・34)1496 



的
思
想
の
不
可
欠
の
、
否
期
間
導
的
で
す
ら
あ
る
構
成
契
機
と
し
て
成
立
し
て

き
た
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
以
下
、
こ
の

点
に
と
り
わ
け
そ
の
う
ち
②
に
視
線
を
絞
っ
て
問
題
の
様
相
を
概
観
し
て
い

第一次大戦後ケノレゼンの、憲法体験"、政治体験'・政治思想 (4・完)

き
た
い
と
思
う
。

議
論
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
ー
が
「
文
化
科

学
的
論
理
学
の
領
域
に
お
け
る
批
判
的
研
究
」
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
が
も
っ
問

題
性
の
ひ
ろ
が
り
を
確
か
め
手
た
め
に
も
、
は
な
は
だ
好
使
な
も
の
で
あ
る
。

「
学
聞
が
根
拠
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
は
、
又
学
聞
の
方
法
が
発
展
さ
せ
ら
れ
る

の
は
、
た
だ
た
だ
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
問
題
が
示
さ
れ
、
そ
れ
が
解
決
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
:
:
:
純
粋
に
認
識
論
的
な
あ
る
い
は
方
法
論
的
な

考
察
が
学
問
の
浪
拠
づ
け
や
そ
の
方
法
の
発
展
に
参
与
し
た
こ
と
は
、
決
し

て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
学
問
そ
の
も
の
の
営
み
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
論

究
が
重
要
と
な
る
の
は
、
通
常
は
、
あ
る
素
材
が
叙
述
の
客
体
と
な
る
際
の

『
観
点
』
が
ひ
ど
く
混
乱
す
る
結
果
、
新
し
い
『
観
点
』
が
従
来
の
:
:
:
論

理
的
諸
形
式
に
あ
る
修
正
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と

い
う
観
念
が
現
わ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
研
究
の
『
本
質
』

ハ
2
)

に
つ
い
て
の
安
定
が
矯
ら
い
だ
場
合
だ
け
な
の
で
あ
る
」
。

常
識
的
に
は
学

間
的
内
容
と
方
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
方
法
が
学
聞
に
論
理
的
に
先
行

し
、
そ
れ
が
学
聞
を
根
拠
づ
け
る
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で

あ
る
。
だ
が
一
歩
立
ち
入
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
事
態
は
さ
ほ
ど
単
純
な
も

の
で
は
な
い
。
即
ち
、
学
問
と
方
法
と
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
前
に
学
問
の
存
在
領
域
と
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
問
題
の
存
在
領
域
と
の
関

係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
点
を
ウ
ェ

l
パ
ー
は
こ
の
文
章
に
お
い
て
鋭
く
つ
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
安
藤
英
治
は
こ
の
ウ
ェ

l
バ
l
の
文
章
を
こ
う
パ
ラ
フ
レ

ー
ズ
し
て
い
る
。
「
純
論
理
的
な
考
察
自
体
」
が
「
理
論
内
容
を
発
展
さ
せ

る
」
の
で
は
な
い
。
む
し
'
ろ
逆
に
「
歴
史
的
状
況
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
新

し
い
視
角
か
ら
の
対
象
把
握
が
必
要
と
な
」
り
、
他
面
で
「
旧
来
の
支
配
的

認
識
体
系
」
の
も
つ
認
識
内
容
及
び
そ
の
論
理
構
造
全
体
が
問
題
に
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
、
そ
こ
に
認
識
の
構
造
に
関
す
る
論
理
的
考
察

が
求
め
ら
れ
、
且
そ
れ
の
自
覚
化
が
「
具
体
的
認
識
内
容
の
進
展
の
条
件
と

(
3
)
 

な
る
」
の
だ
、
と
。
こ
の
安
藤
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
ふ
ま
え
て
い
え
ば
、
ザ

ツ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
問
題
と
は
、
変
化
し
つ
つ
あ
る
歴
史
的
状
況
の
中
で
成
立
す

る
具
体
的
な
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

R
・
ダ
l
レ
ン
ド
ル
フ
に
倣
っ
て
、
我
々
は
こ
の
歴
史
的
状
況
の
中
で
成

立
す
る
具
体
的
な
、
ザ
ヅ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
問
題
を
岡
山
白
常

門
戸
口
町
田
門

5
5
と
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
同
M
B
E
g
s
-
唱
円

OEE

北法33(6・35)1497 



研究ノート

冊
目
回
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、

以
下
で
は
前
者
を
時
に
は

が
問
題
ヘ
と
り
わ
け
後
者
と
対
照
さ
せ
る
時
に
は
P

実
践
上
の
問
題
4

と
訳

し
、
後
者
は
常
に
が
理
論
上
の
問
題
6

と
訳
す
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
れ
ば

以
下
で
ダ
l
レ
ン
ド
ル
フ
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
に
決
し
て
困

難
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ダ
I
レ
ン
ド
ル
フ
に
よ
れ
ば
、

同
吋
叫
俗
間
0
・
』

E
O凹
己
申
ロ
回

と
は
「
生
活
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
に
面
と
向
っ
て
く
る
問
題
」
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
「
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
一
条
件
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
問
題
を
延
期
す
る
こ
と
も
そ
れ
を
忘
れ
去

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
グ
理
論
上
の
問
題
。
に
解
答
し
な
い
の
と

違
っ
て
、
グ
実
践
上
の
問
題
4

を
解
決
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体

一
つ
の
解
決
に
な
る
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
グ
実
践
上
の
問
題
a

は
P

理

論
上
の
問
題
u

と
存
在
レ
ヴ
ェ
ル
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

。
理
論
上
の
問
題
H
F
o
r
-。
B
0・
℃

5
2
m
g
r
と
は
、
|
|
ダ

l
レ
ン
ド
ル

フ
に
従
っ
て
い
う
な
ら
|
|
「
わ
れ
わ
れ
が
作
り
出
す
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の

問
題
に
「
解
答
す
る
か
否
か
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
裁
量
に
ま
か
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
望
む
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
が
理
論
上
の
問
題
。
に
い

か
に
解
答
す
る
か
は
、
そ
れ
に
解
答
す
る
と
い
う
試
み
を
約
束
し
た
者
に
と

つ
て
の
み
効
力
を
も
つ
あ
る
規
則
へ
の
同
意
の
事
柄
で
あ
る
」
。
こ
の

7
理

論
上
の
問
題
a

と
か
実
践
上
の
問
題
d

は
、
時
間
と
の
関
係
に
お
い
て
異
な

る
。
理
論
上
の
問
題
、
科
学
お
よ
び
理
論
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
時
間
を

超
越
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
「
理
論
」
も
「
と
く
に
そ
れ
が
経
験

的
な
も
の
に
な
る
と
き
、
時
間
の
制
約
に
出
く
わ
す
場
合
が
あ
る
」
。
ダ

I
レ

ン
ド
ル
フ
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
る
の
は
、

に 2
区定
型理
五請
壬¥"
77 う
に概

官会円、
でこ
セ 刀主

治学
。る

ほ
ど

t主

理
論
が
実
践
か
ら
明
篠

こ
の
よ
う
に
理
論
が
超
時
間
的
領
域
に
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は
表
面

的
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
そ
れ
は
し
ば
し
ば
「
時
間
の

制
約
」
に
遭
遇
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
安
藤
英
治
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
さ
に
理
論
が
こ
の
「
時
間
の
制
約
」
に
遭
遇

し
た
時
に
生
じ
る
事
態
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る

の
は
、
社
会
科
学
的
認
識
|
|
社
会
科
学
に
即
し
て
い
え
ば
ー
ー
の
あ
り
方

が
根
抵
的
に
は
人
間
の
社
会
的
実
践
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
決
し

て
そ
の
制
約
を
脱
却
し
さ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ェ

l
パ
I

は
『
客
観
性
』
論
文
に
お
い
て
「
あ
る
学
問
的
な
問
題
が
存
在
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
承
認
す
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
す
ら
生
け
る
人
間
の

抱
く
あ
る
一
定
の
方
向
を
も
っ
た
意
欲
と
の
人
格
的
な
結
び
つ
き
の
中
で

ハ
5
)

な
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
冷
徹
に
見
据

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ダ

北法33(6・36)1498 



ー
レ
ン
ド
ル
プ
は
こ
の
点
を
「
社
会
学
者
は
、
彼
の
，
理
論
上
の
問
題
4

が

第一次大戦後ケルゼンの、憲法体験11 、政治体験'・政治思想 (4・完〉

不
意
に

m
実
践
上
の
問
題
a

に
変
じ
た
り
、
，
実
践
上
の
問
題
a

が
H

理
論

(
6〉

上
の
問
題
d

に
変
じ
た
り
す
る
デ
ィ
レ
ン
マ
に
:
:
・
陥
」
る
こ
と
が
あ
る
、

と
表
現
し
て
い
る
。

と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な
事
情
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
人
は
社
会
科
学
を

め
ぐ
る
理
論
的
問
題
状
況
の
中
に
立
つ
時
、
常
に
同
時
に
こ
の
よ
う
な
社
会

科
学
上
の
問
題
状
況
と
し
て
自
ら
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
歴
史
的
・
社
会

的
・
政
治
的
な
人
関
存
在
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
に

1
1自
覚
的
で

あ
れ
無
自
覚
的
で
あ
れ
不
可
避
的
に
|
|
関
わ
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
二
重
の
意
味
に
お
け
る
問
題
状
況
は
自
体
的
に
成

立
し
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
呼
応
的
に
生
き
て
い
る
こ
と

を
自
覚
し
て
い
る
主
体
に
よ
っ
て

l
l深
浅
の
差
は
あ
れ
|
|
意
識
化
さ
れ

た
も
の
と
し
て
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
1
バ
ー
は
こ
の
よ
う
な
事

情
を
こ
う
表
現
し
た
。
「
一
般
に
学
問
的
な
研
究
は
:
:
・
そ
れ
か
ら
出
て
く

る
結
果
が
な
に
か
『
知
る
に
値
す
る
』
と
い
う
意
味
で
重
要
な
事
柄
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
前
提
す
る
。
そ
し
て
明
ら
か
に
こ
の
前
提
の
う
ち
に
こ
そ
わ

れ
わ
れ
の
全
問
題
は
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
研
究
の

成
果
が
重
要
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
学
問
上
の
手
段
に
よ
っ
て
は
論
証
し
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
、
人
々
が
各
自
そ
の
生
活
上
の
究
極
の
立

場
か
ら
そ
の
研
究
の
成
果
が
も
っ
究
極
の
意
味
を
拒
否
す
る
か
、
あ
る
い
は

ハ
7
〉

承
認
す
る
か
に
よ
っ
て
、
解
釈
さ
れ
う
る
だ
け
で
あ
る
」
と
。

こ
の
よ
う
に
理
論
上
の
問
題
は
実
践
上
の
問
題
に
そ
の
根
源
を
有
し
て
い

る
。
ウ
ェ

l
バ
ー
は
こ
の
こ
と
を
深
く
意
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
実
践
上
の

問
題
状
況
が
移
り
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
上
の
問
題
に
対
す
る
「
観
点
」

に
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
、
こ
こ
に
方
法
論
的
問
題
か
生
じ
る
所
以
が
あ
る
こ

と
、
方
法
論
を
構
想
す
る
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
実
践
上
の
問
題
と
理
論
上
の

問
題
か
交
錯
す
る
問
題
状
況
の
中
で
の
問
題
解
決
の
試
み
で
あ
る
こ
と
、
を

彼
は
紛
れ
の
な
い
明
瞭
さ
に
お
い
て
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
先
に
引

用
し
た
ウ
ェ

I
パ
l
の
言
葉
は
、
筆
者
の
理
解
に
従
え
ば
こ
の
よ
う
な
趣
旨

を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ウ
ェ
l
バ

I
自
身
が
自
ら
の
規
矩
と

し
た
方
法
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
情
の
ゆ
え
に
「
あ
る
学
問

的
な
問
題
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ

け
の
こ
と
す
ら
生
け
る
人
間
の
抱
く
あ
る
一
定
の
方
向
を
も
っ
た
意
欲
と
の

人
格
的
な
結
び
つ
き
の
中
で
な
さ
れ
る
」
と
い
う
否
定
し
が
た
い
事
実
|
|

学
問
と
は
こ
の
よ
う
な
実
践
的
意
欲
に
、
そ
し
て
問
題
状
況
の
中
で
の
問
題

解
決
の
試
み
と
の
人
格
的
な
結
び
つ
き
に
お
い
で
あ
る
と
こ
ろ
の
学
問
的
な

問
題
の
発
見
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
ー
ー
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
そ
の
問
題
を
学
問
内
部
に
お
い
て
は
1

1
つ
ま
り
遁
論
上
の

北訟33(6・37)1499 
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問
題
d

の
地
平
に
お
い
て
は
|
1
1
問
主
観
的
妥
当
性
を
保
ち
つ
つ
「
説
明
し

〈

8
)

分
析
す
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
士
山
す
と
い
う
強
い
緊
張
関
係
の
中
で
精
錬

さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
方
法
と
は
が
実
践
上
の
問
題
d

と
グ
理
論
上
の
問
題
e

と
の

移
行
点
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

そ
れ
ゆ
え
に
、
従
来
の
学
聞
が
前
提
に
し
て
い
た
実
践
的
問
題
状
況
が
別
の

も
の
と
な
っ
て
い
く
時
、
我
々
は
こ
の
従
来
の
学
問
に
満
ち
足
り
ぬ
も
の
を

感
じ
、
そ
の
学
問
を
支
配
し
て
い
る
観
点
・
方
法
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
感
じ
は
じ
め
る
。
理
論
が
最
も
深
刻
な
意
味
に
お
い
て
時
間
的
制
約

に
遭
遇
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
我
々
は
方
法
を
、

又
概
念
を
新
た
な
実
践
上
の
問
題
状
況
と
そ
こ
に
お
け
る
問
題
解
決
と
に
適

合
的
な
も
の
と
し
て
つ
く
り
か
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事

情
に
自
覚
的
で
な
い
ま
ま
方
法
と
い
う
も
の
を
孤
立
的
に
と
り
あ
げ
て
理
解

し
、
そ
れ
の
抽
象
性
に
不
満
を
感
じ
そ
れ
を
方
法
論
プ
戸
パ

l
の
レ
ヴ
ェ
ル

で
自
己
完
結
的
に
批
判
・
克
服
し
て
い
く
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
し
て
そ
の
方
法
を
金
科
玉
条
と
し
つ
つ
具
体
的
認
識
を
す
す
め
よ
う
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
的
外
れ
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

そ
れ
故
ウ
ェ

l
バ
l
は、

「
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
問
題
」
が
認
識
論

と
い
う
「
論
理
的
諸
原
理
か
ら
決
定
さ
れ
」
る
と
す
れ
ば
、
却
っ
て
「
ス
コ
ラ

〈

9
V

哲
学
の
ル
ネ
ッ
十
ン
ス
を
結
果
と
し
て
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
、

と
述
べ
て
も
い
た
の
で
あ
っ
た
。

成
程
、
学
問
が
相
対
的
に
安
定
し
た
時
期
に
は
、
方
法
論
が
そ
れ
自
体
と

し
て
自
存
し
、
そ
れ
が
具
体
的
認
識
内
容
に
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
う
る
よ

う
な
相
貌
を
皇
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
相
貌
が
示
さ
れ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
一
時
的
仮
象
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
事
態
に
即
し

た
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

概
念
構
成
も
又
こ
の
よ
う
な
事
情
に
支
配
さ
れ
る
。
ウ
ェ

l
バ
ー
は
『
客

観
性
』
論
文
に
お
い
て
こ
の
点
に
多
少
な
り
と
も
立
ち
入
っ
た
議
論
を
行
つ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
項
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
と
思

う
(

1

)

開
・
吋

ozany-
回
ロ

-55mNC門
会
》
史
認
N
臣
、
同
与
え
品
主
目

ミ
た

b
e
g
民
gh
』円、
N
R
P
呂田品・

ω・
ロ
・
長
尾
寵
一
訳
『
神
と
国

家
〈
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
論
文
集
〉
』
〈
有
斐
閣
一
九
七
一
)
、
一
一
良
。

〈

2
)
富
良
巧
与

F
関
号

5
z
g
E
5
2同

p
s
c
o
z
g
宏司

E
-
Z
2
5
0
5
n
E
E
W
Zロ
ド

c
m
F
C
R言
語
岩
内
N
H
n
b

君、hbHNn

H
臣、

-sasR宮
、
k
S
F
ω
-
N
H叶
「
森
岡
弘
通
訳
「
文
化
科
学

の
論
理
学
の
領
域
に
お
け
る
批
判
的
研
究
」
、
同
訳
『
歴
史
は
科
学
か
』

(
み
す
ず
書
房
一
九
六
五
)
所
収
、
一

O
五
頁
。

(
3
〉
安
藤
英
治
、
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

i
バ
l
研
究
』
(
未
来
社

一
九
六

北法33(6・38)1500 
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五
)
二
ハ
一
頁
。

(
4
)
H
N・
0
国Y
5
2
仏
C同町・問
2
b
i
y
M
3
H』町内冬、。、ハ宅。
¥
L
S町民向
HL可
-H∞∞∞-

可
-
M
勾
橋
本
・
鈴
木
・
平
松
訳
『
価
値
と
社
会
科
学
』
、
一
五
六
|
一

五
七
頁
。

(
5
)
ζ
2巧
与
F
豆
町
》
-
。
σ
Y
E
E
E《

ωCNF
阻ま
g
g
m
n
Z
E
5
0
H

ロ
ロ
仏
国
CN区切
C
E
5
Z
H
F
r。ロロ
g
同国・

ω・
5
∞
・
前
掲
出
口
訳
、
六

二
頁
。

(
6
)
H
N・
0白
7
8足
。
ぇ
・
同
町
む
ね
し
て
h

玄

H
F
H
V
向
。
、
句
。
」
「
窓
口
町
ミ
・
唱
-

N

印
出
前
掲
邦
訳
、
一
五
六
頁
。

(

7

)

宮
白
阿
君
与
2
・

5
∞
ω
B
E
E
P
ω
r
p
g
F
。
、
話
苦
言
内
定

〉耐久
auh円
H
m
H臣
、
巧
仇

MMgu門
EHaHUFF2・
ω
-
m
p
尾
高
邦
雄
訳
『
職

業
と
し
て
の
学
問
』
(
岩
波
文
庫
一
九
八

O
)
四一一一
l
l
四
四
頁
。

(
8
〉
冨
2
4司
与
R
O
R
Z
t
o
g
-
m
g
R
E
L
P
〈

D
-
r
z
E
'

田
口
『
阻
止
田
宮

}
X
F
c
s
a話
器
内
同
同
町
、
。
ご
と
h
円

F
R
h
叫
与
ミ
H
V
2・
h
w
・
入
宮
、
.. 

ω・
5
・
国
中
真
暗
訳
、
「
国
民
国
家
と
経
済
政
策
」
『
世
界
の
大
思
想
、

ウ
ェ

l
バ

1
、
政
治
・
社
会
論
集
』
所
収
、
一
七
頁
。

(
9
〉
宮
陪
阿
君
。
r
F
H
N
g
n
r
R
E仏
関
ロ

5
・

p
h白
書
道
町
内
定
量
不

hhHH同
誌
、
司
z
s
h町
宮
、
号
、
可
F
ω
・叶
N-
〉
ロ
ヨ
・
・
松
井
秀
親
訳
、

『
ロ
ッ
シ
ャ
!
と
ク
ニ

1
ス
凸
』
〈
未
来
社
一
九
五
五
)
一
三
頁
。

九

ウ
ェ

l
パ
ー
に
よ
れ
ば
「
思
想
的
体
系
と
い
う
の
は
、
我
々
の
知

識
の
そ
の
時
吋
の
段
階
と
我
々
が
そ
の
時
に
自
由
に
使
え
る
概
念
的
な
構
成
物

と
に
基
づ
い
て
、
我
・
4

が
我
々
の
関
心
の
範
囲
に
引
き
入
れ
る
事
実
の
混
沌

円

i
v

と
し
た
世
界
の
中
へ
秩
序
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
試
み
」
で
あ
る
。
こ
こ
で

ウ
ェ

I
パ
l
は
カ
ン
ト
的
認
識
論
の
構
図
を
基
本
的
に
は
確
か
に
踏
襲
し
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
雰
囲
気
は
か
な
り
異
質
な
も
の
に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
ま
ず
学
問
的
認
識
の
素
材
は
「
我
々
の
関
心
の
範
囲
に
引
き
入
れ

ら
れ
る
事
実
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
又
そ
れ
を
整
序
す
る
も
の
は
、
さ
し

当
っ
て
は
我
々
に
と
っ
て
所
与
で
あ
る
と
こ
ろ
の

l
ー
だ
が
畢
寛
は
時
代
的

制
約
を
う
け
て
い
る
と
こ
ろ
の

l
l
「
概
念
的
構
成
物
」
、

知
識
の
そ
の
時
の
段
階
と
我
々
が
そ
の
時
に
自
由
に
使
え
る
概
念
的
な
構
成

JlD 
ち

「我・
4

の

物
」
な
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
「
概
念
的
構
成
物
」
は
、
我
々
に
と
っ
て
は

さ
し
当
り
所
与
の
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
「
昔
の
人
の
関
心
の
方
向
に
対
応
し

〈

2
)

た
と
こ
ろ
の
概
念
」
で
あ
る
限
り
で
、
時
代
的
制
約
を
免
れ
て
い
な
い
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
「
概
念
」
が
形
成
さ
れ
た
際
に
推
進
力
と
し
て
働

い
た
と
こ
ろ
の
「
昔
の
人
の
関
心
の
方
向
」
と
現
在
の
「
我
々
の
関
心
」
の

方
向
と
が
基
本
的
に
問
じ
も
の
、
同
じ
地
平
に
あ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ

の
場
合
我
々
は
そ
の
「
概
念
的
な
構
成
物
」
を
用
い
て
「
我
々
の
関
心
の
範

図
に
引
き
入
れ
た
事
実
の
混
沌
と
し
た
世
界
」
を
整
序
し
た
と
こ
ろ
で
支
障

が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
「
我
々
の
関
心
」
が
質
を
新
た
に
し
た
も

の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
所
与
の
概
念
的
構
成
物
が
形
成
さ
れ
た
の
と
は
異
質

北法33(6・39)1501 
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な
問
題
状
況
の
中
で
、
異
質
の
問
題
解
決
へ
の
試
み
を
行
お
う
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
関
心
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
関
心
」
の
範

閣
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
事
実
を
古
い
概
念
的
構
成
物
に
よ
っ
て
整
序
す
る
と

と
は
、
古
い
皮
袋
に
新
し
い
酒
を
盛
る
類
の
組
踊
を
来
た
さ
ず
に
は
い
な
い

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
所
与
の
概
念
は
新
た
な
関
心
に
よ
っ
て
す
く
い
上
げ

む
し
ろ
我
々
の
認
識
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な

た
事
実
を
整
序
し
え
ず
、

る
。
そ
れ
は
「
我
々
が
認
識
を
新
た
に
し
て
現
実
界
か
ら
獲
得
す
る
こ
と
が

(
3〉

で
き
、
ま
た
獲
得
し
よ
う
と
思
う
認
識
と
対
立
」
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
い
わ
ば
た
た
か
い
が
生
じ
る
。
我
々
は
「
我
々
の
関
心
」
が
す

く
い
上
げ
て
く
る
諸
事
実
を
的
確
に
整
序
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
古
い
概

念
を
つ
く
り
か
え
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
投
げ
捨
て
て
新
た
な
概
念
を
求
め
、

構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
ウ
ェ

1
バ
l
は
「
こ
の
た
た
か

い
の
中
で
、
文
化
科
学
の
研
究
の
進
歩
が
と
げ
ら
れ
る
。
文
化
科
学
の
研
究

は
、
そ
の
成
果
か
ら
み
れ
ば
、
我
々
が
現
実
を
捉
え
よ
う
と
努
力
す
る
さ
い

ハ
4
)

に
用
い
る
概
念
を
た
え
ず
変
更
す
る
と
い
う
過
程
な
の
で
あ
る
」
、
と
表
現
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
我
々
は
ウ
ェ

l
バ
ー
が
次
の
よ
う

に
概
括
し
て
い
る
こ
と
を
容
易
に
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
人
聞
の
文

化
に
関
す
る
科
学
に
お
い
て
は
、
概
念
構
成
は
問
題
の
定
立
に
依
存
す
る
し
、

ま
た
こ
の
問
題
の
定
立
と
い
う
の
は
文
化
の
問
題
〔
先
の
我
々
の
議
論
に
従

う
な
ら
、
そ
の
中
に
お
い
て
実
践
的
主
体
が
問
題
解
決
を
さ
ま
ざ
ま
に
試
み

る
と
こ
ろ
の
，
実
践
上
の
問
題
状
況

ι
と
と
も
に
う
つ
り
か
わ
る
の
だ
:
・
。

文
化
諸
科
学
に
お
い
て
は
、
概
念
と
観
念
の
内
容
と
の
関
係
か
ら
、
こ
う
い

う
綜
合
が
す
べ
て
一
時
的
な
性
格
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
と
も
な
っ
て
く

る
。
我
々
の
科
学
の
領
域
で
は
、
概
念
構
成
の
試
み
と
し
て
偉
大
で
あ
っ
た

も
の
の
価
値
は
、
通
例
、
そ
の
試
み
の
根
抵
に
あ
っ
た
観
点
の
意
義
の
限
界

を
曝
露
し
た
い
と
い
う
こ
と
、
あ
た
か
も
こ
の
こ
と
の
う
ち
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
社
会
科
学
の
領
域
で
み
ら
れ
る
も
っ
と
も
長
足
の
進
歩
は
、
内
容
的

に
い
え
ば
、
実
践
的
な
文
化
問
題
〔
N
実
践
的
な
問
題
状
況
〕
が
う
つ
り
か

わ
る
こ
と
と
む
す
び
つ
い
て
お
り
、
概
念
構
成
の
批
判
と
い
う
か
た
ち
を
と

(

5

)

 

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
よ
う
な
ウ
ェ

I
バ
l
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
概
念
構
成
の
批

判
」
は
、
さ
さ
い
な
技
術
的
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
す
る
も
の
を
別
に
す
れ
ば
、
実

践
的
な
問
題
状
況
の
中
で
の
問
題
解
決
の
試
み
を
行
お
う
と
す
る
「
関
心
」

が
す
く
い
上
げ
た
と
こ
ろ
の
諸
事
実
、
素
材
を
整
序
す
る
の
に
そ
れ
ら
の

「
概
念
構
成
」
が
適
切
且
十
分
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
を
支
点
と
し
て
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
関
心
」
の
質
差
、
「
実
践

的
な
文
化
問
題
」

H

，
実
践
的
な
問
題
状
況
の
中
で
の
問
題
解
決
の
試
み
8
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の
う
つ
り
か
わ
り
に
よ
っ
て
適
切
に
も
不
適
切
に
も
な
る
ー
ー
そ
の
意
味
に

お
い
て
存
在
被
拘
束
的
で
あ
る
|
|
「
概
念
構
成
」
に
対
す
る
評
価
の
問
題

な
の
だ
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第一次大戦後ケノレゼンの、憲法体験".、政治体験'・政治思想 (4・完)

『
客
観
性
』
論
文
に
お
け
る
ウ
ェ
l
パ
ー
は
こ
の
点
を
痛
い
ほ
ど
意
識
し

て
い
た
。
そ
の
時
彼
は
「
無
反
省
に
利
用
さ
れ
て
い
た
観
点
の
意
義
が
ふ
た

(
6〉

し
か
と
な
り
、
日
は
た
そ
が
れ
て
研
究
の
道
に
ふ
み
迷
」
い
つ
つ
あ
る
人
々

を
眼
前
に
無
数
に
み
て
い
た
。

法
律
学
・
国
家
学
の
領
域
に
お
い
て
、

経
済
政
策
・
社
会
政
策
の
領
域
に
お
い
て
。
更
に
そ
の
他
の
領
域
に
お
い
て

も
。
そ
れ
ら
の
人
々
を
見
る
ウ
ェ

I
バ
1
の
限
は
、
な
ぜ
そ
の
人
た
ち
が
道

を
ふ
み
迷
う
の
か
に
つ
い
て
の
確
か
な
歴
史
意
識
・
政
治
感
覚
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
意
識
・
政
治
感
覚
は
、
同
時
に
方
法
と

概
念
構
成
の
革
新
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
彼
の
明
噺
な
自
覚
を
促
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
『
客
観
性
』
論
文
に
お
け
る
方
法
意
識
を
、
概
念

論
を
支
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
多
少
な
り

と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
彼
は
言
う
。
「
文
化
科
学
の
研
究
が
、

っ
て
、
ひ
と
た
び
あ
る
研
究
資
料
に
む
か
つ
て
と
と
の
え
ら
れ
、
み
ず
か
ら

方
法
論
的
な
原
理
を
創
造
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
後
は
、
そ
の
研
究
は
専

一
定
の
問
題
提
起
に
よ

門
化
の
時
期
に
ス
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
時
期
に
お
い
て
は
、

文
化
科
学
の
研
究
は
す
べ
て
、
二
、
三
の
事
実
の
認
識
価
値
を
つ
ね
に
意
識

し
て
究
極
の
価
値
理
念
に
か
け
て
統
制
す
る
と
い
う
こ
と
を
せ
ず
、
さ
ら
に

は
そ
の
事
実
が
こ
の
価
値
理
念
に
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
一
般
に
意
識

し
も
し
な
い
で
、
そ
の
素
材
の
加
工
を
も
っ
ぱ
ら
自
己
目
的
と
考
え
る
で
あ

だ
が
い
つ
か
は
色
あ
い
が
か
わ
っ
て
く

ろ
う
。

ま
た
そ
れ
で
よ
い
の
だ
。

又

る
。
無
反
省
に
利
用
さ
れ
て
い
た
観
点
の
意
義
が
ふ
た
し
か
と
な
り
、
日
は

た
そ
が
れ
て
研
究
の
み
ち
に
ふ
み
迷
う
。
そ
う
す
る
と
、
大
き
な
文
化
問

題
と
い
う
ロ

l
ソ
ク
が
ま
た
し
て
も
つ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に

は
、
科
学
も
ま
た
、
そ
の
立
場
と
そ
の
概
念
装
置
と
を
か
え
て
、
思
想
の
高

(
7
)
 

み
か
ら
歴
史
的
な
で
き
ご
と
の
流
れ
を
な
が
め
よ
う
と
身
が
ま
え
る
」
。
科

学
に
こ
の
よ
う
な
身
が
ま
え
を
求
め
る
ウ
ェ

1
バ
ー
が
自
ら
も
文
そ
の
よ
う

な
身
が
ま
え
を
持
し
つ
つ
、
同
時
に
ド
イ
ツ
国
民
と
そ
の
国
家
を
め
ぐ
る
政

治
的
実
践
的
問
題
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
多
く
の
ウ
ェ

l
バ
l
の
伝
記

作
家
、
研
究
者
た
ち
が
我
々
に
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
我

々
が
こ
こ
で
く
り
返
す
必
要
は
な
い
。
要
す
る
に
こ
こ
で
確
認
す
る
べ
き
こ

と
は
、
概
念
構
成
批
判
と
い
う
形
を
も
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
ウ
ェ

l
パ
1
の

科
学
的
身
が
ま
え
が
、
他
方
で
の
彼
の
文
化
問
題
・
政
治
問
題
に
対
す
る
強

烈
な
関
心
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ウ
ェ
l
バ
ー
は
ゲ

-
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
一
節
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
表
現
し

北法33(6・41)1503 



研究ノート

て
い
る
。
「
:
:
・
新
し
い
願
望
が
目
覚
め
る
。

女
神
の
永
遠
な
る
光
が
飲
み

(
8
V
 

た
さ
に
夜
を
背
に
し
昼
を
面
に
し
、
空
を
負
い
波
に
僻
し
て
、
己
は
駆
け
る
」

と
(

1

)

富
良
巧
o
v
o
p
》

O
V
Y
E
i
s円
《
・

O
六
頁
。

(
2
)
H
E
L
-
-
向。

(
3
)
H
E
P
-
同。

(

4

)

同

EL--
向。

(
5
)
H
E
L
-
-
ω
・
8
2・
同
一

O
六
|
一

O
七
頁
。

(
6
)
E
L
-
-
ω
-
N
Z
-
同
一
一
一
一
一
頁
。

(
7〉

H
E
P
-
向。

(
8
)
H
E
L
-
-
向。

前
掲
出
口
訳

ω-NH}吋・

ニ
O

以
上
の
ウ
ェ

l
バ
I
の
議
論
を
も
う
少
し
我
々
の
側
に
引
き
ょ
せ

る
た
め
に
、
も
う
少
し
こ
の
『
客
観
性
』
論
文
に
関
わ
り
続
け
た
い
と
思
う
。

ウ
ェ

l
パ
ー
は
こ
の
中
の
あ
る
論
脈
に
お
い
て
、
国
家
利
害
が
云
々
さ
れ
る

場
合
に
そ
の
「
国
家
」
と
概
念
さ
れ
て
い
る
も
の
が
突
は
極
め
て
ア
イ
マ
イ

な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
多
い
、
と
し
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
『
国
家
』

と
い
う
も
の
は
、
実
際
は
、
極
め
て
こ
み
い
っ
た
混
沌
と
し
た
状
態
に
あ
る

価
値
諸
理
念
に
対
す
る
呼
び
名
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
非
常
に
多
い
の
で
あ
っ

て
、
我
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
そ
う
い
う
価
値
理
念
に
関
わ
ら
せ
た
も
の

円

1
)

を
、
国
家
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

」
の
価
値
諸
理
念
の
混
沌
は
、
勿
論
関
心
の
混
沌
を
そ
の
根
抵
に
も
っ
て

い
る
。
こ
う
し
て
国
家
概
念
を
錯
綜
し
た
状
態
に
陥
し
入
れ
る
混
沌
た
る
諸

関
心
と
し
て
、

ウ
ェ

l
バ
ー
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
て
い

る
。
「
外
国
に
た
い
す
る
純
軍
事
的
な
安
全
保
障
、

王
室
も
し
く
は
特
定
の

階
級
の
支
配
的
な
地
位
の
、
国
内
に
た
い
す
る
保
障
、
国
民
の
形
式
的
・
国

家
的
な
統
一
を
維
持
し
拡
大
し
よ
う
と
い
う
関
心
、
こ
の
関
心
に
は
、
そ
れ

自
身
の
た
め
に
も
た
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
定
な
客
観
的
な
、
相
互
の
間

は
ま
た
非
常
に
異
な
っ
た
文
化
価
値
で
、
我
々
が
国
家
的
統
一
を
な
し
て
い

る
民
族
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
代
表
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
よ
う
な
も
の
を

維
持
し
た
い
と
思
う
た
め
に
い
だ
く
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
一
定
の
、
こ
れ

ま
た
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
、
文
化
理
想
を
こ
こ
ろ
ざ
し
て
、
国
家
の
社
会
的

〈

2
〉

な
性
格
を
変
革
す
る
こ
と
に
た
い
す
る
関
心
」
。

こ
の
よ
う
な
様
々
な
価
値
諸
理
念
の
混
沌
状
態
が
い
わ
ば
「
国
家
」
と
い

う
概
念
の
錯
綜
状
態
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
ー
ー
ー
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
例
え

(
3〉

ば
、
「
労
働
者
階
級
の
利
益
」
と
い
う
よ
う
な
概
念
を
め
ぐ
っ
て
も
言
え
る
。

|
|
そ
し
て
そ
れ
ら
も
ろ
も
ろ
の
|
|
単
に
ウ
ェ

1
パ
ー
に
よ
っ
て
列
挙
さ

れ
て
い
る
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
|
|
価
値
諸
理
念
の
ど
れ
が
関
心
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の
的
に
な
る
か
に
よ
っ
て
、
国
家
概
念
は
様
々
に
構
成
さ
れ
う
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
た
国
家
概
念
は
、
も
し
そ
れ
と
価
値
諸
理

念
と
の
間
に
存
す
る
内
的
関
連
が
自
覚
さ
れ
な
い
ま
ま
国
家
そ
れ
自
体
に
つ

第一次大戦後ケルゼンの、憲法体験".、政治体験グ・政治思想 (4・完)

い
て
一
般
的
超
歴
史
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
主
張
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
根
鼠

に
存
す
る
価
値
理
念
を
隠
蔽
し
つ
つ
そ
れ
を
学
問
的
概
念
と
し
て
賞
揚
す
る

と
い
う
虚
偽
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
ウ
ェ

l
パ
1
は
「
日
常
用
語
で
も
ち
い
ら
れ
る

不
明
瞭
な
集
団
概
念
を
も
ち
い
る
こ
と
は
、
つ
ね
に
、
思
考
や
意
欲
が
は
っ

き
り
し
な
い
こ
と
を
か
く
す
た
め
の
口
実
で
あ
り
、
容
易
な
ら
ぬ
ご
ま
か
し

の
道
具
と
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
正
し
い
問
題
提
起
の

ハ
4
V

一
つ
の
や
り
方
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ

発
展
を
さ
ま
た
げ
る
、

う
な
ウ
ェ

l
バ
l
の
観
点
の
延
長
上
で
そ
れ
を
自
覚
的
に
継
承
し
て
い
こ
う

と
す
る
と
こ
ろ
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
重
要
な
一
面
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
当
面
の
我
々
の
議
論
を
支
え
る
作
業
仮
説

な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
ひ
と
ま
ず
お
き
も
う
少
し
ウ
ェ

1
パ
1
の
議
論

を
追
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

ウ
ェ

1
バ
ー
は
『
客
観
性
』
論
文
に
お
い
て
は
、
以
上
の
批
判
的
議
論
を

行
い
な
が
ら
も
、
「
国
家
と
い
う
概
念
の
論
理
的
な
構
造
と
い
う
問
題
」
に
は

積
極
的
に
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。

」
こ
に
お
い
て
は
国
家
を
め
ぐ
っ
て

t土

た
だ
「
経
済
的
な
現
実
の
な
か
で
、
『
民
家
』
と
い
う
思
想
に
対
応
す

る
も
の
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
に
と
ど
め
て
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
簡
単
な
論
述
も
注
意
深
く
見
て
い
け
ば
、
そ
こ
に

は
き
わ
め
て
深
い
意
味
が
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ウ
ェ

i
パ
l
は

」
の
「
経
済
的
な
現
実
の
な
か
で
、

『
国
家
』
と
い
う
思
想
に
対
応
す
る
も

の
」
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
聞
の
行

動
や
受
忍
の
無
数
の
あ
つ
ま
り
及
び
一
回
限
り
で
行
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
規

則
的
に
繰
返
さ
れ
る
性
格
を
も
っ
事
実
上
の
、
あ
る
い
は
法
的
に
秩
序
づ
け

ら
れ
た
関
係
の
無
数
の
あ
つ
ま
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
つ
の
理
念
に
よ
っ

て
、
即
ち
事
実
妥
当
し
て
い
る
、
な
い
し
は
妥
当
す
べ
き
規
範
や
人
聞
の
人

聞
に
対
す
る
妥
当
す
べ
き
支
配
関
係
に
対
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
、
総
括
さ
れ

(
5〉

て
い
る
も
の
」
で
あ
る
、
と
。

こ
こ
で
我
々
は
こ
の
ウ
ェ

l
パ
!
の
文
章
に
は
基
本
的
に
区
別
す
る
こ
と

の
で
き
る
三
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
思
う
。

① 

「
人
聞
の
行
動
や
受
忍
の
無
数
の
あ
つ
ま
り
及
び
一
回
限
り
に
行
わ

れ
る
、
あ
る
い
は
規
則
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
性
格
を
も
っ
事
実
上
の
、
あ
る

い
は
法
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
関
係
の
無
数
の
あ
つ
ま
り
」
。

② 

「
事
実
上
妥
当
し
て
い
る
規
範
」
。

「
妥
当
す
べ
き
規
範
や
人
間
の
人
間
に
対
す
る
妥
当
す
べ
き
支
配
関

③ 
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係
(
但
し
、

的
①
に
お
け
る
「
法
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
関
係
」
は
、

「
妥
当
し
て
い
る
規
範
」
が
動
機
づ
け
と
し
て
因
果
的
に
働
く
こ
と
に
よ
っ

て
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
②
と
関
わ
る

し
、
③
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
現
実
の
関
係
、
あ
る
い
は
行
為
・
受
忍

と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
も
当
然
あ
る
。
帥
②
と
③
の
関
係
は
、
単
純
化

し
て
い
え
ば
、
実
定
法
と
自
然
法
の
関
係
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〉

さ
て
、
と
こ
ろ
で
ウ
ェ

l
バ
ー
は
『
経
済
と
社
会
』
の
中
で
こ
の
①
と
②

の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
①
は
「
社
会

学
的
な
考
察
方
法
の
対
象
」
と
な
り
、
②
は
「
法
学
的
な
考
察
方
法
の
対
象
」

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
こ
う
い
う
の
で
あ
る
。
「
『
法
』
・
『
法
秩

序
』
・
『
法
命
題
』
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
に
は
、
法
学
的
な
考
察
方
法
と
社

会
学
的
な
考
察
方
法
と
の
区
別
に
、
と
く
に
厳
密
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
法
学
的
な
考
察
方
法
は
、
法
と
し
て
概
念
的
に
妥
当
す
る
の
は
何
で

あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
学
的
な
考
察
方

法
は
、
法
規
範
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
一
つ
の
言
語
構
成
体
に
は
、
ど
の
よ

う
な
意
義
が
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
規
範
的
意
味
が
、
論
理
的
に
正
当
な

仕
方
で
、
帰
属
す
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
こ
れ
に

反
し
て
、
社
会
学
的
な
考
察
方
法
は
、
共
同
社
会
行
為
に
参
加
し
て
い
る
人

た
ち
ー
ー
そ
の
う
ち
で
も
と
く
に
、
こ
の
共
同
社
会
行
為
に
対
す
る
事
実
上

法
H

の
影
響
力
を
、
社
会
的
に
重
要
な
程
度
に
握
っ
て
い
る
人
た
ち
ー
ー
が
、

定
の
秩
序
を
妥
当
力
あ
る
も
の
と
主
観
的
に
み
な
し
、
ま
た
実
際
上
そ
の
よ

う
に
と
り
扱
う
、
つ
ま
り
彼
ら
自
身
の
行
為
を
こ
の
秩
序
に
志
向
さ
せ
る
、

と
い
う
チ
ャ
ン
ス
が
存
在
し
て
い
る
場
合
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
共

同
体
の
内
部
で
、
事
実
上
何
が
お
こ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
法

〈

6
〉

と
経
済
と
の
原
理
的
な
関
係
も
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
。

こ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
ウ
ェ

l
パ

1
の
国
家
概
念
を
め
ぐ
る
混
沌
と
し
た

状
況
へ
の
批
判
が
、
彼
の
社
会
学
的
考
察
及
び
1

1
彼
自
身
そ
れ
に
必
ず

し
も
立
ち
入
っ
て
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
|
|
法
学
的
考
察

へ
|
|
無
論
、
社
会
学
的
考
察
と
法
学
的
考
察
と
の
厳
密
な
領
界
区
分
を
行

い
な
が
ら
|
!
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ

に
イ
ェ
リ
ネ
ッ

P
の
国
家
両
面
説
に
近
い
も
の
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
か

も
知
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
こ
こ
で
は
ケ
ル
ゼ
ン
が

そ
の
実
質
上
の
処
女
作
『
国
法
学
の
主
要
問
題
』
第
一
版
序
文
に
お
い
て
そ

の
自
著
の
主
要
モ
テ
ィ

I
フ
を
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ

1
の
『
客
観
性
』
論

文
の
一
節
を
ひ
き
な
が
ら
こ
う
示
し
て
い
る
の
を
み
て
お
き
た
い
。
「
私
の

立
場
を
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

i
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

北法33(6・44)1506 



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
。
義
し
、
私
の
考
え
で
は
、
法
律
学
の
形
式
的
・
規
範
的
考
察
様
式
の
本

門

"-av

質
は
こ
の
限
定
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。

と
こ
ろ
で
こ
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
ウ
Z

第一次大戦後ケルゼンの、憲法体験n • 、政治体験'・政治思想 (4 ・完)

ー
パ
ー
か
ら
の
引
用
は
「
社
会
生
活
の
|
|
法
的
な
い
し
慣
習
上
の
1

1

規
範
を
ば
純
粋
に
形
式
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
こ
え
て
で
よ
う
と
す
る
あ
ら

(
8〉

ゆ
る
社
会
科
学
的
な
研
究
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
基
本
的
に
は
ウ
ェ

i
バ
!
と
ケ
ル

ゼ
ン
と
は
①
②
の
区
別
に
即
し
て
い
う
な
ら
、
そ
の
区
別
を
共
通
の
前
提
と

し
な
が
ら
、
ゥ
ェ
!
バ
!
の
関
心
は
主
と
し
て
①
へ
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
関
心
は

逆
の
方
向
へ
即
ち
②
へ
、
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
少
な

く
と
も
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
二
人
の
作
業
は
分
業
H
協
業
の
関
係
に
立

っ
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
に
ウ
z
l
パ
ー
は
従
来
国
家
概
念
と
し
て
混
沌
と

し
た
ま
ま
で
示
さ
れ
て
い
た
も
の
を
こ
の
よ
う
に
①
②
③
の
三
つ
の
領
域
に

区
分
し
、
そ
の
上
で
自
ら
は
主
と
し
て
こ
の
①
の
社
会
学
的
領
域
の
研
究
に

力
を
そ
そ
い
で
い
く
。
無
論
、
そ
れ
は
既
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
②
③

の
領
域
と
全
く
無
関
係
に
は
可
能
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
と

し
て
も
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
ゆ
え
に
、
そ
の
社
会
学
的
研
究
の
進
展
自
体

は
旧
来
の
混
沌
た
る
国
家
概
念
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
意
味
を
帯

び
て
い
る
の
で
あ
る

o
w
・
モ
ム
ゼ
ン
は
ウ
ェ

l
パ
ー
が
フ
ラ
イ
プ
ル
グ
大

学
就
任
講
演
に
お
い
て
「
政
治
の
発
展
過
程
を
旧
来
の
国
家
学
的
範
騰
に
お

門

9
)

い
て
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
学
的
範
鴫
に
お
い
て
も
叙
述
で
き
る
才
能
を
示
」

し
た
、
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
の
評
価
は
以
上
の
よ
う
な
方
向
へ
の
ウ
ェ

l

パ
ー
の
発
展
方
向
が
就
任
講
演
に
既
に
潜
ん
で
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指

摘
す
る
も
の
と
し
て
貴
重
な
指
摘
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
さ
し
当
つ
て
は
こ
の
論
点
に
こ
れ
以
上
深
入
り
は
で
き
な
い
。

こ
の
点
に
立
ち
入
る
た
め
に
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
国
家
両
面
説
と
ウ
ェ

1

パ
l
の
関
係
、
ゥ
ェ
l
バ
l
と
シ
ュ
タ
ム
ラ
1
の
関
係
等
多
く
の
重
大
な
問

題
を
同
時
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
そ
の
他
諸
々
の
前
提
問
題
が
山
積

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
巨
大
な
発
展
方
向

を
秘
め
た
こ
の
国
家
概
念
批
判
を
支
え
る
ウ
ェ

1
パ
l
自
身
の
実
践
的
「
関

心
」
の
あ
り
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
「
ロ
ッ
シ
ャ
!
と
グ
ニ
l
ス
」

に
即
し
て
簡
単
な
確
認
を
行
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

「
ロ
ッ
シ
ャ
l
と
ク
ニ
l
ス
」
に
お
い
て
ウ
ェ

1
パ
ー
は
、
ザ
ヴ
ィ
ニ
l
と

そ
の
学
派
が
「
民
族
精
神
」
と
い
う
概
念
を
実
体
化
し
た
と
い
う
こ
と
に
批

判
的
に
論
及
し
て
い
る
。
批
判
は
、
そ
れ
が
「
形
而
上
学
的
な
性
格
を
有
す

る
統
一
的
実
在
的
存
在
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
:
:
:
民
族
の
個
々
の
文
化
表
出

円
叩
〉

が
す
べ
て
〔
そ
こ
か
ら
〕
流
出
し
て
く
る
実
在
根
拠
と
み
な
さ
れ
る
」
こ
と
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に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ウ
ェ

l
パ
i
自
身
は
こ
の
よ
う
に
実
体
化
さ

れ
た
概
念
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
も
し
仮
り
に
こ
の
「
民
族
精
神
」
と
い
う

概
念
が
「
一
時
的
な
〔
概
念
的
〕
容
器
、
ま
だ
論
理
的
に
加
工
さ
れ
な
い
多

数
の
具
象
的
個
別
現
象
を
仮
り
に
い
い
現
わ
す
た
め
の
補
助
概
念
と
し
て
」
、

(

孔

〉

「
無
数
の
文
化
作
用
の
合
成
力
と
し
て
」
、
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ

の
限
り
で
許
容
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
た
。
だ
が
、
こ
の
概
念
が
実
体
化
さ
れ

そ
れ
に
流
出
論
が
接
木
さ
れ
る
こ
と
は
彼
に
は
我
慢
の
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
批
判
的
観
点
は
ロ
ッ
シ
ャ
l
に
対
し
て
も
グ
ユ

l
ス
に

対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
。

「
ロ
ッ
シ
ャ
ー
が
折
に
ふ
れ
て
国
民
を
『
個
体
の

集
積
』
と
す
る
そ
の
『
原
子
論
的
』
把
盤
に
反
対
を
と
な
え
る
フ
ィ
ヒ
テ
や

ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ラ
l
の
功
績
に
言
及
し
」
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
ウ
ェ

l
パ
ー
は
「
『
民
族
』
を
政
治
的
に
統
一
さ
れ
た
国
家
市
民
の
そ
の
時
折
の
総

体
と
し
て
純
合
理
主
義
的
に
考
察
す
る
」
と
い
う
ロ
ッ
シ
ャ
!
の
「
気
に
召

(ロ)

さ
ぬ
」
観
点
を
対
置
さ
せ
て
い
る
し
、
ク
ニ

l
ス
が
「
『
有
機
体
的
』
自
然

ハ日〉

法
理
念
の
魔
力
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
」
こ
と
を
も
又
批
判
的
に
刻
扶
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
更
に
「
有
機
体
的
国
家
論
」
の
代
表
的
主
張
者
0
・
ギ
l

(
M〉

ル
ケ
が
「
認
識
論
的
に
は
ロ
ッ
シ
ャ
!
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
」
こ
と

も
ウ
ェ

l
バ
ー
は
念
の
た
め
に
つ
け
加
え
て
い
る
。

以
上
の
ウ
ェ

l
バ
l
の
批
判
的
言
辞
は
「
経
済
的
な
現
実
の
な
か
で
、
『
国

家
』
と
い
う
思
想
に
対
す
る
も
の
」
は
「
人
間
の
行
動
や
受
忍
の
無
数
の
あ

つ
ま
り
及
び
一
回
限
り
で
行
わ
れ
、
あ
る
い
は
規
則
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
性

格
を
も
っ
事
実
上
の
、
あ
る
い
は
法
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
関
係
:
:
・
が
事

実
上
妥
当
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
妥
当
す
べ
き
規
範
や
人
間
の
人
聞
に
対
す

る
妥
当
す
べ
き
支
配
関
係
に
対
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
、
総
括
さ
れ
て
い
る
も

の
」
で
あ
る
と
い
う
先
の
指
摘
に
直
接
つ
ら
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
み

て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
方
法
論
的
個
人
主
義
が
、
そ
し
て
そ
れ
を
媒
介

と
す
る
と
こ
ろ
の
歴
史
主
義
の
社
会
学
へ
の
転
換
点
が
あ
る
と
み
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ウ
ェ

l
パ
l
の
社
会
学
の
方
法
が
可
能
と
さ
れ
る
た

後め
半に
のは

政 三

重説
記号
法警
史又
仙 主

崖義
史 |

室生
)(J，!史
の
= 派
(去経
よ済

広空
|援
z-
のて
解ー
放 九
が 世
、紀

ま
ず
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
主
と
し
て
こ
の
こ
と
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ

(
日
)

ェ
l
パ
ー
を
駆
り
立
て
て
、
科
学
論
上
の
諸
論
説
を
書
か
せ
た
の
で
あ
る
」
、

と
モ
ム
ゼ
ン
は
い
う
の
で
あ
る
。
銃
身
の
視
点
か
ら
い
う
な
ら
、
有
機
体
説

の
実
体
化
的
思
考
を
払
い
の
け
て
「
『
民
族
』
を
政
治
的
に
統
一
さ
れ
た
国
家

市
民
の
そ
の
時
折
の
総
体
と
し
て
純
合
理
主
義
的
に
考
察
す
る
」
な
ら
、
そ

し
て
そ
れ
に
因
果
的
説
明
と
分
析
と
を
与
え
る
な
ら
、
そ
こ
に
成
立
す
る
も

の
は
，
社
会
学
a

に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
我
々
の
観
点
か
ら
は
、
ウ
ェ

1
バ
I
の
方
法
論
的
個
人
主
義
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が
方
法
論
の
枠
の
中
で
自
己
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
は

第一次大戦後ケルゼンの、憲法体験".、政治体験グ・政治思想 (4・完〉

既
に
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
直
接
的
に
と
い
う
わ
け
で
は
勿

論
な
い
と
し
て
も
そ
の
方
法
論
的
個
人
主
義
は
彼
の
倫
理
的
、
政
治
的
確
信

に
支
え
ら
れ
た
個
人
主
義
、
自
律
的
倫
理
思
想
と
あ
る
深
み
に
お
い
て
つ
な

が
り
、
従
っ
て
彼
の
責
任
倫
理
の
立
場
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
例
え
ば
「
民
族
」
概
念
を
実
体
化
し
、
個
体
を

そ
こ
に
お
け
る
偶
有
的
契
機
に
お
と
し
め
る
と
い
う
認
識
論
的
観
点
に
立
脚

ず
る
こ
と
は
、
実
践
的
に
は
「
歴
史
の
運
命
の
流
れ
」
と
「
神
が
個
々
人
な

ら
び
に
諸
民
族
に
あ
た
え
た
生
の
課
題
」
と
の
聞
に
「
真
に
厳
粛
に
し
て
不

断
の
葛
藤
」
が
成
立
す
る
と
い
う
可
能
性
を
予
め
否
定
す
る
結
果
を
招
き
、

ひ
い
て
は
「
お
の
れ
の
究
極
的
な
理
想
を
自
律
的
に
設
定
す
る
と
い
う
課
題

(
団
四
)

が
個
々
人
の
も
と
に
現
わ
れ
て
く
る
」
と
い
う
余
地
を
つ
ま
り
人
格
主
義
的

自
律
倫
理
の
成
立
す
る
可
能
性
を
原
理
的
に
否
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ

な
が
る
と
ウ
ェ
1
バ
ー
は
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
主
義
の
有
機
体

説
と
歴
史
的
発
展
の
思
想
は
「
ひ
と
つ
の
方
法
か
ら
規
範
を
明
示
す
る
世
界

(
汀
〉

観
に
な
っ
て
い
る
」
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
別
の
規
範
的
・

倫
理
的
立
場
を
否
定
す
る
結
果
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な

批
判
を
行
う
ウ
ェ

l
バ
1
自
身
の
立
場
も
方
法
論
的
個
人
主
義
と
い
う
認
識

論
的
立
場
と
自
律
倫
理
的
・
責
任
倫
理
的
立
場
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
支

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ウ
ェ

1

パ
ー
は
有
機
体
的
国
家
論
と
そ
の
概
念
構
成
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
浴
び

せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
ウ
ェ

l
パ
I
の
方
法
論
的
・
認
識
論
的
立
場

と
自
律
倫
理
・
責
任
倫
理
の
立
場
の
つ
な
が
り
は
、
く
り
返
し
い
う
よ
う
に

「
方
法
か
ら
規
範
を
明
示
す
る
」
歴
史
主
義
の
そ
れ
の
よ
う
に
直
接
的
・
平

面
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
。

(

1

)

冨
2
4司
。
宮
町
・
》
。

zor去
五
円
《
・

ω
-
N
H
F
前
掲
邦
訳
二

O
頁。

(
2
)
H
E
L
-
-

∞-
N
H
H
F
-

向
、
一
一

O
頁。

(
3
)
H
E
L
-
-

∞-NHN-
向
、
二
一
一
良
。

(

4

)

同

VE--
問。

(
5
)
E
?
ω
・
Mg-
向
、
一

O
O頁。

(

6

)

宮
員
巧
与
2
・

5
3
h
E
b
g礼
Cqh九

九

N
R
E
P
印
・
み
も
-

H
u
g
-
ω
・
5
r
世
良
晃
士
山
郎
訳
『
法
社
会
学
』
(
創
文
社
一
九
七
四
)

三
頁
。

(
7
)
F
S
F
-回

3
・

5
5
L
O
百円

O
B
E
E
F問
。
雪
匂
ghミ
'

y
。FNgr偽

札
町
、

hHSご
z
n
F
H
S
F
3
5
ロ・

ω-R
長
尾
程
一
一
訳

「
『
閣
法
学
の
主
要
問
題
』
序
文
」
、
『
ケ
ル
ゼ
ン
選
集
5
、
法
学
論
』
(
木

鐸
社
一
九
七
七
)
所
収
、
一
五
四
頁
。

(

8

)

ロ
両
陣

H

4
〈
開

r
p
》
o
z
o
r
z
i仲間円《・
ω
-
H
8
・
前
掲
邦
訳
、
七
二
頁
。

(

9

)

声
富
0
5
5
8
p
ミ
R
モ号、・

p
ミ
N
R
E
P
F
E匙
ミ
え

の
な
円
と
♀
H

F

H

也
記
-
∞
-
N
。
・
中
村
・
米
沢
・
嘉
目
訳
『
マ
ッ
ク
ス
・
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ウ
ェ

l
バ
l
、
社
会
・
政
治
・
歴
史
』
(
未
来
社

頁。

(

m

)

豆
島
巧
o
r
p
m
o田口
r
R
E仏
関
口

-2・
ω-H0・

四
頁
。

(
U〉

EL--
向。

(ロ
)HZι
・
・
同
、
二
四
|
二
五
頁
。

(日

)HEL--ω
・
5
∞
・
問
、
二
二
九
頁
。

(
H
)
F
E
-
-
ω
-
U印
・
〉
ロ
日
・
・
問
、
七
六
頁
。

(
日
〉
巧
・
7
向

0
5
B
E
r
m
-
P
O
-
-
ω
-
H
0・
前
掲
邦
訳

(

日

目

)

宮

m
M

巧
与
2
・
m
c
m
n
7
2
5
L
P
5・
ω・品。・

三
頁
。

(ロ
)-EL--ω
・
8
・
〉
ロ
ヨ
・
・
伺
、
八
五
頁
。

一
九
七
七
〉
、
三

O

前
掲
邦
訳

一
一
一
頁
。

前
掲
邦
訳

ケ
ル
ゼ
ン
が
『
国
法
学
の
主
要
問
題
』
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
」
と
述
べ
た
時
に
ウ
ェ

l
バ
ー
を
援
用
し
て
い
た
こ
と
は
決
し

て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
ウ
ェ

l
バ
l
と
大
き
く
重
な
る
観
点
か
ら
出
発
し

て
、
ヶ
ル
ゼ
ン
は
自
ら
の
学
問
的
生
涯
の
課
題
を
、
品
叫
ん
叫
が
ウ

z
l
パ

l
に

即
し
て
①
②
③
に
分
類
し
た
う
ち
の
②
に
、
つ
ま
り
「
事
実
上
妥
当
し
て
い

る
規
範
」
の
「
純
粋
に
形
式
的
・
規
範
的
考
察
」
に
定
め
た
の
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
「
法
学
的
方
法
と
社
会
学
的
方
法
の
差
異
に
つ
い
て
」
と
い
う
『
国

法
学
の
主
要
問
題
』
公
刊
直
後
に
行
わ
れ
た
学
会
報
告
の
中
で
彼
は
次
の
よ

う
な
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
従
来
我
々
が
み
て
き
た
ウ
ェ

1
パ
l
の

観
点
と
大
き
く
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
言
う
。
「
国
法
学
的
構

成
の
礎
石
・
柱
石
は
、
国
家
を
人
格
即
ち
権
利
義
務
の
主
体
と
し
て
把
え
る

こ
の
よ
う
に
国
家
を
人
格
と

(
1〉

し
て
捉
え
る
こ
と
の
基
礎
・
統
一
的
基
体
は
、
統
一
的
国
家
意
思
で
あ
る
」
。

』
と
に
あ
る
。

近
代
の
国
法
学
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
で
は
こ
の
「
統
一
的
国
家
意
思
」
と
は
何
な
の
か
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ

ji、

ば
こ
の
問
題
に
関
し
て
「
批
判
さ
れ
る
べ
き
構
成
方
法
を
最
も
純
粋
に
突
き

つ
め
て
展
開
し
て
い
る
」
の
は
「
い
わ
ゆ
る
有
機
的
国
家
論
」
で
あ
る
と
し

て
、
こ
の
論
文
で
は
そ
れ
に
焦
点
を
あ
わ
せ
つ
つ
言
う
。
こ
の
有
機
的
国
家

論
の
立
場
に
と
っ
て
「
国
家
意
思
と
は
社
会
心
理
学
的
意
味
で
の
全
体
意
思
、

(

2

)

 

即
ち
国
家
組
織
内
の
共
同
生
活
か
ら
生
じ
た
実
在
の
現
実
の
心
理
的
事
実
」

に
他
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
「
心
理
的
事
実
」
を
国
家
意
思
と
称
し

て
開
聞
か
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
す
れ
ば
、

「
そ
の
理
論
は
擬
制
の
典
型
例
で
あ

る
」
と
評
さ
れ
る
外
な
い
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
擬
制
」
は
、
「
法
律
学

の
表
現
、
「
説
明
的
考
察
方
法
と
規
範
的
考
察
方
法
の
混

(
3
)
 

同
」
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

的
構
成
の
座
礁
」

ケ
ル
ゼ
ン
は
混
同
・
座
礁
・
擬
制
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
観
点
を
対
置
す

る
。
「
法
律
学
的
意
味
で
の
国
家
の
領
域
内
で
起
こ
る
社
会
過
程
は
社
会
学

北法33(6・48)1510 



的
に
は
単
一
体
(
回
ロ
ゲ
巳
丹
〉
で
は
な
く
数
多
体
(
〈
王
宮
町
〉
」
だ
。

て
そ
れ
・
か
国
家
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
、
つ
ま
り
国
家
と
は
い
や
し

第一次大戦後ケノレゼンの、憲法体験グバ政治体験'・政治思想、 (4・完)

く
も
そ
れ
が
統
一
体
で
あ
る
べ
き
な
ら
、
「
法
学
上
の
統
一
体
」
と
見
る
他
あ

り
え
ず
、
従
っ
て
国
家
と
は
「
単
に
法
的
概
念
に
す
ぎ
な
い
」
、
と
さ
れ
ざ

ハ
4
)

る
を
え
な
い
。
そ
れ
以
外
に
統
一
体
と
し
て
の
国
家
を
呈
示
す
る
も
の
は
な

こ
う
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
の
法
秩
序
|
|
即
ち
国
家
組
織
ー
ー
が
統
一
的
な
も
の
で
あ
る
と
き
に

ぃ
、
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

の
み
、
統
一
的
な
国
家
人
格
を
諮
る
こ
と
が
で
き
る
。
統
一
的
な
国
家
意
思

と
よ
ば
れ
る
も
の
は
法
秩
序
・
組
織
の
統
一
性
を
言
い
表
わ
す
た
め
の
定
式

(
5
)
 

に
す
ぎ
な
い
」
、
と
。

」
う
し
て
彼
は
国
家
人
格
を
法
秩
序
の
統
一
性
へ
と

解
消
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
主
張
の
背
後
に
は
、
社
会
学
的
、
社
会
心
理
学

的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
彼
の
多
元
論
的
理
解
と
で
も
よ
ん
で
よ
い
も
の
が
潜

ん
で
い
る
。
「
社
会
過
程
は
社
会
学
的
に
は
:
:
:
〈

E
r
aこ
だ
、
と
い
う
指

摘
に
既
に
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
次
の
二
、
一
ニ
の
引
用
は
更
に
そ
の

こ
と
を
確
証
し
て
く
れ
よ
う
。
「
法
的
に
は
統
一
体
と
み
な
さ
れ
る
国
家
所

属
員
す
べ
て
が
、
同
じ
意
思
方
向
を
も
つ
ほ
ど
に
、
即
ち
全
体
意
思
と
い
う

社
会
心
理
的
事
実
が
あ
る
と
す
る
ほ
ど
に
国
家
は
強
固
な
精
神
的
共
同
体
で

〈

6
〉

は
あ
り
え
な
い
」
。
「
実
在
の
心
理
的
事
実
、
し
か
も
意
思
方
向
の
一
致
と
い

従
'ヲ

う
こ
と
に
固
執
す
る
と
、
国
境
内
で
生
活
す
る
人
々
を
数
多
の
集
団
に
分
解

(
7
)
 

せ
ざ
る
を
え
な
い
」
。
「
法
的
統
一
体
と
し
て
の
国
民
の
分
裂
を
招
く
深
刻
な

階
級
対
立
が
あ
る
と
し
て
、
全
国
民
の
心
理
的
合
一
の
表
現
た
る
全
体
意
思

〈

8
V

は
幻
想
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
マ
ル
キ
ス
ト
で
あ
る
必
要
は
な
い
」
。

こ
の
よ
う
に
、
「
社
会
心
理
的
事
実
」
は
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
社
会
学
の
対

象
で
は
あ
り
え
た
と
し
て
も
、
法
律
学
に
と
っ
て
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
な
・
も
の
で

は
な
い
。
「
社
会
学
に
よ
っ
て
社
会
的
共
同
体
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
全
体

意
思
は
、
法
律
学
が
『
国
家
意
思
』
と
い
う
こ
と
ば
の
下
で
理
解
し
て
い
る

〈

9
V

も
の
と
同
一
の
も
の
で
は
あ
り
え
」
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ギ

-
ル
ケ
を
代
表
者
と
す
る
有
機
体
的
国
家
論
は
こ
の
社
会
心
理
的
事
実
を
擬

制
的
に
実
体
化
し
、

法
律
学
的
意
思
だ
と
し
た
。

こ
う
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
は

『
国
法
学
の
主
要
問
題
』
に
お
い
て
、
国
家
有
機
体
説
は
「
全
体
意
思
と
か

全
体
意
識
」
と
い
う
社
会
心
理
学
対
象
を
「
単
に
一
つ
の
共
同
体
の
諸
個
人

の
事
実
上
の
一
致
及
び
事
実
上
の
交
互
作
用
に
対
す
る
一
表
現
と
み
な
さ
ず

に
、
そ
の
背
後
に
何
ら
か
の
神
話
的
存
在
者
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
形
而
上

学
実
体
」
を
見
、
し
か
も
そ
れ
を
「
法
律
学
的
な
意
思
」
と
し
て
し
ま
っ
た

と
こ
ろ
に
成
立
し
た
も
の
だ
と
批
判
し
、
ギ
l
ル
ケ
を
そ
の
代
表
的
法
学
者

(

叩

)

と
み
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
た
限
り
で
は
ウ
ェ

l
バ
1
と
ケ
ル
ゼ
ン
と
の
関
係
は
ほ
ぼ

北法33(6・49)1511 
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連
続
的
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
一
つ
重
大
な
差
異
へ
の
兆

し
が
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
は
や
が
て
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
は
、
先
程
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
言
葉
を
用
い
て
い
え
ば
、
規
範
的
認
識
の
対

象
た
る
「
法
秩
序
」
の
「
統
一
性
」
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
国
家
な
る
も
の

が
概
念
さ
れ
う
る
の
か
、
例
え
ば
「
理
解
社
会
学
」
の
対
象
と
し
て
の
国
家

と
い
う
も
の
が
、
何
ら
の
混
乱
も
な
し
に
概
念
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
問

題
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。

国
家
は
「
単
に
法
的
概
念
に
す
ぎ
な
い
」
、

考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
的
統
一
性
を
法
的
秩
序
の
統
一
性
と
概
念
し
ょ

う
と
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
そ
れ
以
外
の
仕
方
で
、
|
|
例
え
ば
「
理
解
社
会

学
」
と
い
っ
た
方
法
で
1

1
国
家
的
統
一
性
を
対
象
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
自
覚
的
に
設
定
し
、
そ
れ
に
ハ
ッ
キ
リ
と

で
き
な
い
の
だ
と
答
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
「
『
理
解
社
会
学
』
の
国
家
概
念
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
こ

の
問
題
を
テ

i
マ
的
に
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
彼
の
基

本
的
立
場
は
そ
の
論
文
冒
頭
の
一
節
に
端
的
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
マ

ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
l
の
:
・
・
『
経
済
と
社
会
』
は
、

ジ
ン
メ
ル
の
『
社
会

学
』
以
後
に
現
わ
れ
た
最
も
重
要
な
社
会
学
的
業
績
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
又

次
の
こ
と
を
、
即
ち
、
国
家
の
本
質
を
法
律
以
外
の
し
か
た
で
、
特
種
に
社

会
学
的
な
し
か
た
で
規
定
し
よ
う
と
す
る
一
切
の
努
力
が
、
常
に
帰
着
す
る

と
こ
ろ
は
、

〔
国
家
の
概
念
と
い
う
〕
追
求
さ
れ
て
い
る
概
念
が
法
秩
序
の

概
念
と
多
か
れ
少
な
か
れ
一
致
す
る
ー
ー
そ
の
一
致
は
隠
さ
れ
て
い
た
の
だ

(

U

)

 

が
ー
ー
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

」
の
よ
う
な
視
点
は
方
々
で
く
り
返
し
あ

ら
わ
れ
て
く
る
。

例
え
ば
、
「
ウ
ェ

l
パ
1
の
概
念
体
系
の
全
構
造
は
ま
さ

と

し
く
、
国
家
と
は
法
秩
序
で
あ
る
と
い
う
認
識
へ
と
迫
っ
て
い
っ
た
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
と
と
も
に
国
家
社
会
学
は
法
論
で
あ
る
と
い

ハロ
v

う
こ
と
が
明
白
な
も
の
と
な
」
る
、
と
い
う
よ
う
に
。

つ
ま
り
こ
の
論
文
に

お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
基
本
的
立
場
と
は
、
ウ
ェ

I
パ
l
の
理
解
社
会
学
の
内

在
的
理
解
を
通
じ
て
そ
こ
に
ひ
そ
む
矛
盾
・
混
乱
を
除
去
し
た
時
、
そ
れ
は

自
ら
の
法
と
国
家
の
同
一
性
説
に
到
達
す
る
の
だ
と
い
う
確
信
に
立
脚
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
表
現
を
か
え
れ
ば
、
こ
の
同
一
性
説
と
は
、
少
な
く
と
も

ケ
ル
ゼ
ン
自
身
に
と
っ
て
は
、
整
合
性
を
貫
徹
し
え
た
ウ
ェ

l
パ
l
の
立
場

で
あ
り
、
ウ
Z
1
パ
ー
を
批
判
的
に
継
承
す
る
彼
自
身
の
立
場
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
批
判
は
ー
ー
そ
の
当
否
は
さ
し
あ
た
り
我
々
の
関
心
の
埼
外
な
の

で
あ
る
が
ケ
ル
ゼ
ン
の
サ
イ
ド
か
ら
い
う
な
ら
|
|
混
乱
を
含
む
ウ
ェ

l
パ

ー
の
議
論
か
ら
整
合
的
核
心
を
と
り
出
し
、
そ
れ
を
継
承
す
る
た
め
に
行
わ

れ
た
も
の
だ
、
と
評
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ

ば
、
「
『
理
解
社
会
学
』
の
国
家
概
念
」
に
は
ウ

z
l
バ
l
と
ケ
ル
ゼ
ン
と
の

連
続
と
非
連
続
の
両
面
が
見
事
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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そ
し
て
こ
の
よ
う
な
非
連
続
な
面
の
明
確
な
自
覚
化
と
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
お

け
る
国
家
両
面
説
の
批
判
的
克
服
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
本
稿
で
は
こ
の
程
度
の
言
及
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
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こ
の
点
を
問
題
と
し
て
残
し
な
が
ら
議
論
を
続
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
法
と
国
家
の
一
元
論

l
l法
と
国
家
の
二
重
化
、
法
的
統
一

体
以
外
の
要
素
の
国
家
へ
の
実
体
化
の
批
判
ー
ー
は
更
に
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
っ

て
次
の
よ
う
な
論
理
構
造
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。
『
社
会
学
的
国
家

観
念
と
法
律
学
的
国
家
概
念
』
か
ら
の
引
用
で
そ
れ
を
示
せ
ば
即
ち
こ
う
で

法
と
い
う
概
念
と
並
ぶ
も
の
と
し
て
、

否
そ
れ
に
対

あ
る
。
「
国
家
学
は
、

立
さ
え
す
る
も
の
と
し
て
国
家
と
い
う
概
念
を
展
開
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
国
家
と
い
う
概
念
を
、
そ
の
学
に
お
け
る
概
念
技
術
を
比
較
す
る

認
識
批
判
と
い
う
よ
り
高
次
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
概
念

は
法
秩
序
を
実
体
化
し
た
も
の
、
法
規
範
あ
る
い
は
法
関
係
を
人
格
化
し
、

実
在
と
し
て
定
立
し
て
し
ま
っ
た
も
の
、
関
連
を
物
化
し
た
も
の
、
人
間
の

思
考
作
用
の
歴
史
を
充
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
無
数
の
擬
制
の
一
つ
に
す
ぎ

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
:
:
:
国
家
は
法
秩
序
の
人
格
化
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
人
格
化
的
擬
制
の
一
つ
の
古
典
的
実
例

ハ刊
M
)

を
な
す
も
の
で
あ
る
」
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、

こ
こ
で
は
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
l
の
擬

制
論
を
批
判
的
に
摂
取
・
援
用
し
な
が
ら
、
法
と
国
家
の
二
重
化
を
認
識
批

判
と
い
う
観
点
か
ら
批
判
し
、
そ
れ
を
一
元
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る。
W
-
シ
ル
ト
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
『
純
粋
法
学
』
を
論
じ
て
、
そ
の
「
哲
学
的

主
張
に
対
し
て
、

哲
学
的
に
取
り
組
む
」
場
合
、
「
ケ
ル
ゼ

γ
は
本
来
的
に

異
な
っ
た
こ
つ
の
、
そ
し
て
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
る
体
系
的
傾
向
を
主
張

し
、
展
開
し
た
」
と
言
う
。
「
新
カ
ン
ト
主
義
と
実
証
主
義
(
哲
学
的
意
味
に

お
け
る
と
が
そ
れ
で
あ
る
、
と
。
「
こ
れ
ら
二
つ
の
体
系
の
実
質
的
差
異
は

明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
文
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
が
そ
の
初
期
の
著
作
に
お

い
て
は
ハ
と
り
わ
け
『
主
権
の
問
題
と
国
際
法
の
理
論
』
に
お
い
て
は
〉
ず

っ
と
新
カ
ン
ト
派
に
思
考
し
、
後
の
著
作
に
な
っ
て
は
じ
め
て
圧
倒
的
に
実

証
主
義
的
テ
l
ゼ
を
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る」
o

に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
そ
れ
ら
を
「
必
ず
し
も
明
確
に
区
別
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」
。
そ
し
て
「
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
え
た
と
い
う

の
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
〔
体
系
的
〕
傾
向
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
が
実
践
の
問

題
及
び
実
践
の
学
〈
例
え
ば
ま
さ
し
く
法
学
〉
の
問
題
に
と
っ
て
極
め
て
似

(
M〉

か
よ
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
」
。
筆
者
は
シ
ル
ト
の
よ
う
に
、
前
期
H

新
カ
ン
ト
主
義
、
後
期
H
実
証
主
義
と
区
別
す
る
こ
と
が
正
確
且
十
分
で
あ

る
か
に
つ
い
て
は
今
は
留
保
し
て
お
く
。
だ
が
少
な
く
と
も
ケ
ル
ゼ
ン
の
方

法
が
単
一
的
・
整
合
的
と
い
え
な
い
こ
と
は
確
か
だ
と
思
う
。
そ
し
て
重
要
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な
こ
と
は
、
ヶ
ル
ゼ
ン
が
様
々
な
方
法
的
立
場
を
と
り
え
た
の
は
、
そ
れ
が

ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
実
践
的
に
|
|
単
に
実
践
の
学
と
し
て
の
法
学
の
内
部

に
と
ど
ま
る
狭
い
意
味
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
そ
れ
よ
り
更
に
広
い
意
味
に

お
い
て
実
践
的
に
|
|
「
極
め
て
似
か
よ
っ
た
」
効
果
を
も
っ
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
問
題
状
況
の
中
で
の
問
題
解
決
の
試
み
に
と
っ
て
、
共
に
有
効
で
あ

っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
シ
ル
ト
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ケ
ル
ゼ
ン

が
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
l
の
擬
制
論
を
摂
取
・
援
用
し
た
の
も
無
論
こ
の
よ
う
な

事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
複
数
の
方
法
を
用
い
な
が
ら
ケ
ル
ゼ
ン
は
法
と

国
家
の
二
重
化
を
批
判
し
、
そ
れ
を
一
元
化
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
一
元
化

が
国
家
主
権
論
批
判
・
国
家
法
人
説
批
判
と
し
て
法
の
段
階
構
造
論
と
結
合

し
て
い
わ
ば
グ
純
粋
法
学
d

の
骨
格
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
時
、
第
一
次
大
戦

後
の
グ
憲
法
体
験

d
lグ
政
治
体
験
e

の
中
で
そ
れ
が
大
き
な
実
践
的
意
味
を

示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
国
際

的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
政
治
的
・
実
践
的
意
義
を
も
有
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
な
国
家
と
法
の
二
重
化
批
判
の
観
点
は
、
や
が
て
神
と
自
然
と

の
二
重
化
に
比
定
さ
れ
て
き
わ
め
て
広
い
応
用
範
囲
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
従
来
の
我
々
の
議
論
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、

ケ
ル
ゼ
ン
の
全
体
思
想
を
理
解
す
る
上
で
大
き
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
こ

の
点
に
直
接
に
論
及
す
る
前
に
、

次
の
引
用
を
行
っ
て
お
こ
う
。
「
現
代
物

理
学
が
力
の
概
念
を
そ
の
認
識
の
体
系
か
ら
除
去
し
、
又
同
様
に
現
代
心
理

学
が
個
々
の
心
理
的
作
用
と
は
異
な
る
『
心
』
を
も
は
や
認
め
て
い
な
い
の

と
同
様
に
、
法
学
は
、
法
秩
序
と
は
異
な
っ
た
存
在
体
と
し
て
の
国
家
を
自

ら
の
領
域
か
ら
排
除
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

は
、
今
日
ロ
ッ
夕
、
ヒ
ュ

1
ム
、
カ
ン
ト
、
マ
ッ
ハ
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
に

よ
る
実
体
概
念
批
判
に
従
っ
て
心
な
き
心
理
学
即
ち
心
学
、
力
な
き
物
理
学

(
即
ち
力
学
、
特
に
中
心
力
の
学
)
が
あ
る
の
と
同
様
に
、
国
家
な
き
国
家

学
(
そ
れ
は
法
i

学
で
あ
ろ
う
)
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
的
秩
序

の
統
一
性
の
表
現
と
し
て
は
『
国
家
』
、
或
い
は
『
国
家
人
格
』
と
い
う
呼
称

が
存
続
さ
せ
ら
れ
て
も
よ
い
。
た
だ
、
こ
の
呼
称
の
性
格
に
つ
い
て
は
意
識

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
思
考
物
を
実
体
化
す
る
こ
と
へ
と
導
き
う

る
よ
う
な
こ
と
は
一
切
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
:
・
多
様
な
現
象
の
中
で
知
覚

可
能
な
自
然
の
背
後
に
神
々
を
、

樹
木
の
背
後
に
ド
リ
ア
ス
を
、
泉
の
背

後
に
泉
の
神
を
、
海
洋
の
背
後
に
ポ
セ
イ
ド
ン
を
、
太
陽
の
背
後
に
ア
ポ
ロ

を
表
象
す
る
こ
と
が
、

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
自
然
を
二
重
化
し
て
表
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象
す
る
こ
と
が
神
話
的
世
界
観
の
徴
候
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

我
々
の
国
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家
学
及
び
法
学
は
い
ま
だ
に
神
話
的
段
階
|
|
自
然
科
学
が
次
第
に
脱
却
し

〈

路

)

つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
|
|
に
深
く
さ
さ
り
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」
。

よ
う
な
視
点
が
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
現
実
の
政
治

的
・
憲
法
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
巨
大
な
実
践
的
民
主
主
義
的
意
義
を
有
す

る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
「
神
と
国
家
」
以
降
の
狭
義
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
l
批
判
の
領
域
と
い
う
新
た
な
地
平
を
切
り
拓
い
て
い
く
核
と
な
る
。

こ
こ
で
，
狭
義
8

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
い
っ
た
の
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
す

べ
て
の
業
績
は
、
広
義
の
意
味
に
お
い
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
意
義
を
帯

び
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
『
国
法
学
の
主
要
問
題
』
第
一
版
序
文
に
お

い
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
相
互
に
排
し
あ
う
考
察
方

法
の
混
清
か
ら
必
然
的
に
生
ず
る
の
が
、
意
識
的
に
現
実
と
矛
盾
し
た
事
実

の
存
在
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
擬
制
で
あ
る
。
そ
し
て
法
学
の
現
状
を
特
色

づ
け
る
の
は
、
法
学
の
理
論
が
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
擬
制
を
用
い
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
擬
制
、
科
学
の
用
い
る
忌
む
べ
き
こ
の
方
便
の
嘘

(
Z
2
・

(
間
四
〉

本
書
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
」
。

]
出
間
四
〉
に
対
す
る
斗
争
こ
そ
、

こ
の
擬
制

批
判
の
観
点
は
グ
憲
法
体
験

e
l
l，
政
治
体
験
a

を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
ケ
ル
ゼ

ン
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
と
り
わ
け
近
代
法
・
近

代
法
理
論
に
向
け
ら
れ
る
時
、
，
純
粋
法
学
4

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
性
格

と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
批
判
対
象
が
そ
れ
を
越
え
た
一
般
的
な
神
学
的
・
形
而

(

げ

〉

上
学
的
領
域
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
る
時
、
狭
義
の
い
わ
ゆ
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の

批
判
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
来
近
代
法
・
近
代
法
理
論
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
批
判
で
あ
っ
た
擬
制
批
判
が
こ
の
方
向
に
ま
で
鉱
げ
ら
れ
て
い
く
機

縁
を
な
し
た
の
は
神
と
国
家
の
聞
に
存
す
る
ア
ナ
ロ
ギ
1
、
近
代
法
の
根
抵

に
ひ
そ
む
形
而
上
学
的
・
自
然
法
的
二
元
論
、
あ
る
い
は
戦
間
期
に
俳
個
し

た
非
合
理
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
、
あ
く
ま
で
ケ
ル
ゼ
ン
を
め
ぐ
る
現

実
の
問
題
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
銘
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
そ

の
原
型
は
既
に
『
国
法
学
の
主
要
問
題
』
に
も
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
原
型
が
『
神
と
国
家
』
を
通
し
て
1
1
1
無
論
、
そ
れ
へ
至
る
い
く
つ
か

の
中
間
段
階
、
と
り
わ
け
法
学
的
観
点
か
ら
の
国
家
実
体
化
思
想
批
判
を
通

し
て
、
と
い
う
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
1
1
1
飛
躍
的

に
具
体
化
さ
れ
る
の
が
一
九
二

0
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の

意
味
が
忘
れ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
点
も
考
慮
に
入
れ
た
上
で
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
「
神

と
国
家
」
以
降
の
、
と
り
わ
け

E
・
ト
l
ピ
ッ
チ
ュ
に
よ
っ
て
『
イ
デ
オ
ロ

ギ
l
批
判
論
集
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
領
域
に
お

け
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
業
績
と
な
し
、

「
法
理
論
家
と
し
て
の
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ

ン
の
業
績
は
ド
イ
ツ
語
圏
の
内
外
に
わ
た
っ
て
知
ら
れ
ま
た
然
る
べ
き
評
価
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を
う
け
て
い
る
の
に
対
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
者
と
し
て
の
業
績
は
今
日

に
至
る
ま
で
な
お
然
る
べ
き
注
意
を
払
わ
れ
て
い
な
い
」
と
す
る
の
は
、
ケ

ル
ゼ
ン
の
ト
ー
タ
ル
な
思
想
を
理
解
す
る
上
で
ミ
ス
リ
l
デ
ィ
ン
グ
な
も
の

と
な
り
か
ね
な
い
。
「
今
日
に
至
る
ま
で
な
お
然
る
べ
き
注
意
を
払
わ
れ
て

い
な
い
」
の
は
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の
あ
ら
ゆ
る
業
績
が
二

O
世
紀
前
半
の
世
界
史

的
問
題
状
況
の
中
で
の
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
に
よ
る
問
題
解
決
の
試
み
の
中
に
お

い
て
一
つ
の
統
体
と
し
て
あ
る
と
い
う
そ
の
統
体
的
構
造
で
あ
る
、
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
既
に
我
々
が
例
え
ば
本
稿
一
一
、

一
二
で
述

ベ
て
き
た
こ
と
は
、
ゥ
ェ

l
バ
I
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
概
念
形
成
論
と
関
わ
る
問

題
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
察
か
ら
翻
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
法
・
国
家
概
念
を

め
ぐ
る
従
来
の
概
念
構
成
に
対
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
批
判
と
い
う
営
為
に
お
い

て
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
の
歴
史
的
・
政
治
的
状
況
と
そ
の

中
で
の
人
々
の
動
向
を
見
つ
め
な
が
ら
、
個
々
の
社
会
的
成
員
が
政
治
的
決

断
の
プ
ロ
セ
ス
に
何
ら
か
の
形
で
参
加
し
そ
の
主
体
と
な
ろ
う
と
し
つ
つ
あ

る
と
い
う
問
題
を
も
は
や
無
視
・
黙
殺
し
つ
・
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
、
従
っ
て
国
家
有
機
体
説
・
菌
家
法
人
説
と
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
概

念
・
思
考
様
式
が
も
は
や
維
持
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
し
、
維
持
さ
せ
る
べ

き
で
は
な
い
と
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
が
価
値
判
断
し
た
こ
と
、
と
い
う
よ
う
な
事

態
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

」
の
よ
う
な
事
態
は
、

一
九
二
二
、
二
三
年
の
「
神
と
国
家
」
に
お
け
る

ケ
ル
ゼ
ン
の
次
の
よ
う
な
議
論
の
う
ち
に
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ケ
ル

ゼ
ン
は
「
国
家
概
念
を
法
概
念
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
」
自
ら
の
認
識
批
判

的
試
み
に
は
「
倫
理
的
・
政
治
的
効
果
」
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
し

て
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
よ
う
な
認

識
批
判
的
試
み
は
、

「
国
家
が
絶
対
的
実
在
で
あ
り
、

個
人
に
有
無
を
い
わ

さ
ず
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
「
観
念
」
や
、
そ
れ
が
「
個

人
か
ら
分
離
さ
れ
た
地
点
か
ら
宿
命
的
に
個
人
に
立
ち
向
う
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
「
観
念
」
を
「
除
去
」
し
、
「
国
家
も
又
人
為
の
産
物
で
あ
る
こ
と
、

人
聞
に
よ
る
、
人
間
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
」

1

1
即
ち
国
民
が
目
的

定
立
の
主
体
と
な
っ
て
自
ら
の
た
め
に
操
作
す
る
べ
き
社
会
技
術
的
手
段
で

あ
る
こ
と
|
|
、
「
そ
れ
ゆ
え
国
家
の
本
質
か
ら
人
間
の
抑
圧
を
正
当
化
す
る

帰
結
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
」
を
意
識
さ
せ
る
と
い
う
意
義
を

も
も
つ
の
で
あ
る
。

』
う
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
更
に
こ
う
続
け
る
。
「
国
家
と

は
時
に
応
じ
て
内
容
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
、
至
高
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
有
利
な
国
家
改
革
を
阻

み
つ
づ
け
て
き
た
障
壁
の
う
ち
、
政
治
的
に
最
も
有
効
な
も
の
の
一
つ
を
取
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り
除
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
理
論
は
法
の
純

第一次大戦後ケルゼンの‘憲法体験".、政治体験グ・政治思想 (4・完〉

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

(

時

〉

政
治
的
濫
用
を
打
破
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
一
言
葉
の
う

ち
に
、
概
念
構
成
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
批
判
が
ケ
ル
ゼ
ン
を
と
り
ま
く
政

治
的
問
題
状
況
の
核
心
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
純
粋
法
学
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
批
判
・
政
治
思
想
が
相
互
に
有
機
的
関
連
に
お
い
て
支
え
合
っ
て

い
る
こ
と
を
よ
み
と
る
こ
と
は
、
も
は
や
決
し
て
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

」
う
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
形
式
的
・
規
範
的
考
察
様
式
」
日
方
法
と
そ
れ

に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
グ
純
粋
法
学
6

も
又
「
実
践
的
な
文
化
問
題
が
う
つ
り

か
わ
る
こ
と
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
」
こ
と
、
従
っ
て
ウ
ェ

I
パ
i
が
方
法

や
概
念
構
成
の
問
題
状
況
と
の
相
関
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
た
こ
と
と
深

く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
う
。
そ
れ
は
ポ
ジ
テ
ィ

l
フ
に

は
彼
な
り
の
法
H
国
家
概
念
の
新
た
な
構
成
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
と

共
に
、
ネ
ガ
テ
ィ
l
フ
に
は
従
来
の
法
律
学
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
概
念

構
成
の
批
判
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
概
念
構
成
の
批
判
と
は
、
言
葉
を

か
え
れ
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

て
み
れ
ば
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
は
彼
自
身
の
政
治
思
想
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
本
稿
で
様
々
な
形
で
示

し
て
き
た
視
角
が
、
同
時
に
彼
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
業
績
を
も
そ
の
有

機
的
一
項
と
し
て
含
む
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
も
、
既
に
丸
山
真
男
が
い
ち
は
や
く
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
事
情

が
こ
こ
で
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
ド
イ
ツ
に

お
け
る
政
治
的
な
領
域
を
め
ぐ
る
学
が
「
政
治
学
」
と
し
て
で
は
な
く
「
ほ

と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
国
家
学

3
g同
z
r
r
o〉
と
し
て
展
開
し
、
そ
れ
も
と
く

に
、
国
法
学

G
S同
Z
B
n
y
z
r
z
o〉
乃
至
は
行
政
学
の
巨
大
な
成
長
の
な

か
に
の
み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
「
プ
ロ
シ
ャ
王
国

乃
至
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
け
る
市
民
的
自
由
の
ひ
弱
さ
と
、
こ
れ
に
対
す
る
官

僚
機
構
の
磐
石
の
よ
う
な
支
配
力
を
反
映
し
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い

(ω
〉

う
こ
と
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
概
念
の
あ
り
方
ど
こ
ろ
か
、
学
問
的
デ
ィ
ス
ツ

ィ
プ
リ
ン
の
あ
り
方
す
ら
、
未
成
熟
な
市
民
的
主
体
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
ヅ
キ
リ
と
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
う
で
あ
る
以
上
、

市
民
的
主
体
の
成
熟
に
つ
れ
て
、

国
家
学
、

国
法
学
の
学
問
的
性
格
が
微
妙
な
形
で
そ
し
て
ま
た
あ
る
時
に
は
公
然
た
る

形
で
推
移
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ウ
ェ
l
パ
]
の
概
念
構
成
論
や
ケ
ル
ゼ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
は
こ
の

点
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

1

)

出
血
ロ
回
烈
O
H
2
2
・
口
Z
H
O
BロN
閉口

N
項目

mnyo=
宮
司
町
田
江
田

nroH
己邑
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僑
倖
を
き
っ
か
け
に
、
漠
然
と
ケ
ル
ゼ
ン
を
め
ぐ
っ
て
抱
い
て
い
た
諸
々
の

そ
テ
ィ

l
フ
を
一
度
対
自
化
し
、
本
書
と
の
格
闘
の
中
で
位
置
づ
け
て
み
よ

う
と
す
る
こ
と
を
第
一
義
的
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事

第一ー次大戦後ケルゼンの‘憲法体験".、政治体験P ・政治思想 (4・完)

情
か
ら
全
体
の
構
成
上
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
論
旨
の
重
複
、
議
論
の
粗
雑
な

ど
は
む
し
ろ
覚
悟
の
上
で
、
こ
こ
で
は
著
者
の
拓
か
れ
た
地
平
を
ふ
ま
加
え
て

「
ケ
ル
ゼ

γ
の
政
治
思
想
」
を
議
論
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
論
点
に
立

ち
向
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
、
そ
の
大
よ
そ
の
自
己
了
解
を
理
け

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
に
問
題
の
所
在
の
確
認
の
ス
ケ

ッ
チ
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
議
論
の
粗
雑
さ
の
他
に
も
当
然
に
数
多
く
の

誤
り
、
欠
点
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
筆
者
に
と
っ
て
本
稿
を
通
し

て
今
後
の
作
業
へ
向
け
て
の
自
己
了
解
を
遂
げ
る
上
で
は
、
あ
る
程
度
や
む

を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
勿
論
そ
れ
ら
の
粗
雑
さ
・
誤
り
・
欠
点
等
々
が

放
置
さ
れ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
著
者
で
あ
る
手
島
孝

氏
や
そ
の
他
の
読
者
の
厳
し
い
叱
正
・
批
判
を
仰
ぎ
な
が
ら
訂
正
・
補
正
し

て
、
や
が
て
は
研
究
ノ

I
ト
の
域
を
脱
し
う
る
も
の
へ
と
完
成
さ
せ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
又
是
非
そ
う
し
た
い
と
念
願
し
て
い
る
。
た
だ
少

な
く
と
も
私
個
人
の
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
|
|
そ
し
て
本
稿
執
筆
中
に
ま
す
ま
す

印
象
を
強
く
し
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
の
前
提
と
し
て
の
、
又
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
に

劣
ら
ぬ
固
有
の
意
味
を
も
っ
と
こ
ろ
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

1
パ
l
研
究
|
|

の
貧
し
い
出
発
点
を
形
成
す
る
こ
と
だ
け
は
で
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
、
と

思
っ
て
い
る
。

執
筆
中
何
よ
り
も
気
が
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
し
か
し
著
者
の
御
業
績

を
こ
の
よ
う
に
い
わ
ば
，
ダ
シ
'
に
し
な
が
ら
、
多
く
は
我
田
引
水
な
議
論

に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
著
者
に
対
し
て
非
礼
と

な
っ
た
で
あ
ろ
う
ば
か
り
か
、
御
著
書
の
印
象
を
ゆ
が
め
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
危
倶
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
心
か
ら
お
詫
び
し
、
お
許
し
を
乞

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
筆
者
に
こ
の
よ
う
な
反
省
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
著
者
の

学
恩
を
再
度
謝
し
、
文
誤
解
・
曲
解
等
に
つ
い
て
の
殴
厳
な
御
綬
媛
を
お
願

い
し
て
筆
を
置
き
た
い
と
思
う
。

〈

{}π
〉
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， ， Verfassungserlebnis“， "politisches Erlebnis“und 

politischer Gedanke Kelsens nach dem ersten 

Weltkrieg (4) 

一一EinigeBetrachtungen uber ~Vber Kel舘nismus~

von Prof. TEJIMA-

Hiromichi IMAI* 

Daraus， das ich schon gesagt hat， folgt， daβdie Ideologiekritik 

von Kelsen auch als ein Glied von seiner politischen Weltanschauung 

aufgefasst werden muβ. Da wird， wie obenerwahnt， nicht nur die 

ldeologie von“possessive individualismヘsondernauch der hypostasierte 

bzw. personifizierte Staatsbegriff durch sie kritisiert. Dazu sollte sie 

zur Bildung der politischen Qualifikation der Massen beitragen. 

Sowohl die Methodenlehre als die Begri妊slehrehat Max Weber 

angesichts des scharfen Spannungsfeld zwischen der Welt und der 

Wissenschaft festgestellt. Davon hat er z. B. gesagt， daβ"in den 

Wissenschaften von der menschlichen Kultur die Bedeutung der Begriffe 

von der Stellung der Probleme abhangt und das diese letztere wandel・

bar ist mit dem lnhalt der Kultur selbst. Dぉ Verhaltnisvon Begri征

und Begri妊enenin den Kulturwissenschaften bringt die Vergangenheit 

jeder solchen Synthese mit sich. So hat er uber den Begri妊desStaats 

gesagt: "der ~Staat~， auf dessen ~ lnteresse< wir solche und zahlrei・

che andere ahnliche Einzelinteressen gern beziehen， ist uns dabei ja oft 

nur Declmdresse fur ein in sich hochst verschlungenes Knauel von Wert-

ideen， auf die er seinerseiぉ vonuns im einzelnen Falle bezogen wird.“ 

Dieses in sich hochst verschlungenen Knauel hat Weber in die drei 

Momenten zerlegt: 

( i) die Gegenstande soziologischer Betrachtungsweise， 

( ii) die Gegenstande juristischer Betrachtungsweise und 

(iii) Wertideen. 

*Professor an der Univ. Hokkaido 
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Also hat die Begriffslehre Webers die kritische Bedeutung gegen 

die ganz ideologisch fungierende Begriffe， aber gleichzeitig hat sie die 

neue methodologisch scharf bestimmte Wissenschaften， vor al1em Sozi. 

ologie， begrundet. Der eine grδβte Anlass dazu war seine Absicht: 

sich auf dem Standpunkt der autonomistisch-individua1istischen Ethik 

stutzend， die organismische Staatslehre uberzuwinden， die "aus einer 

Methode zu einer Normen offenbarender "'九Teltanschauung“geworden 

sei. Dieses ethische Standpunkt Webers， von dem aus der Staat nur 

als ein sozialtechnisches Mittel betrachtet wird， impliziert eine grose 

politische Bedeutung. 

Es waren die gleichartige Umstande， unter denen Kelsen die Me-

thodenreinheit gefordert und damit seine Reine Rechtslehre begrundet 

hat. Also kann man sie als Ideologiekritik im weiteren Sinne bezei-

chnen. Und wenn die Gegenstande seiner Kritik mit dem Wandel der 

politischen und ideologischen Problemensituationen in die theologische 

und metaphysiche Sphare verbreitet wurden， war die sogenannte 

Ideologiekritik im engeren Sinne entgestanden. 

V 北法33(6・240)1702 


