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32

〈
合
法
性
〉
の
空
洞
化

――
一
九
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
済
の
独
占
化
過
程
と
議
会
外0

立
法
様
式
）
1
（

――

高　

橋　

愛　

子

第
1
節　

本
稿
の
射
程
と
狙
い

人
々
を
支
配
し
、
そ
の
服
従
を
強
制
す
る
政
治
権
力
を
正
当
化
し
う
る
原
理
と
し
て
の
民
主
主
義
は
、
今
日
、
改
め
て
、
そ
の
原
理
の
内

実
と
明
証
性
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。
政
治
権
力
は
、
か
つ
て
の
全
体
主
義
国
家
の
下
で
の
剥
き
出
し
の
暴
力
に
よ
る
服
従
の
強
要
と
い
う
形

で
行
使
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
依
然
と
し
て
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
る
限
り
で
人
々
の
服
従
を
強
制

し
て
お
り
、
他
方
、
民
主
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
権
力
は
人
間
生
活
の
全
面
に
網
の
目
の
よ
う
に
浸
透
し
（
全
面
的
政
治
化
）、
そ
の
行

使
を
正
当
化
す
る
膨
大
な
数
の
法
律
が
蓄
積
さ
れ
（
全
面
的
法
化
）、
し
か
も
高
度
に
技
術
化
し
専
門
分
化
し
た
今
日
、
法
律
の
細
部
に
至

る
ま
で
の
民
主
的
検
証
が
及
ば
な
い
が
故
に
、
法
律
の
民
主
的
含
意
を
め
ぐ
る
問
題
は
不
可
視
化
さ
れ
な
が
ら
、
一
層
、
人
々
の
生
活
の
外

面
と
内
面
へ
の
管
理
と
支
配
力
を
強
め
て
い
る
）
2
（

。

し
か
し
「
人
民
に
よ
る
自
己
支
配
」
と
し
て
の
民
主
主
義
は
、
政
治
権
力
が
国
法
に
服
す
る
形
で
行
使
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
国
法

は
人
々
の
「
代
表
」
に
よ
る
「
議
会
」
で
の
決
定
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
人
々
の
意
思
・
利
害
を
そ
の
内
容
と
す
る
か
ら
〈
自
己
支
配
と
い
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33 〈合法性〉の空洞化

う
原
理
〉
と
〈
政
治
権
力
へ
の
服
従
〉
と
が
矛
盾
な
く
一
貫
す
る
と
い
う
擬フ
ィ
ク
シ
ョ
ン制
に
依
拠
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
「
議
会
立
法
」
の
内
実
と

〈
合
法
性
〉
の
貫
徹
は
、
民
主
主
義
が
民
主
政
と
い
う
外
的
統
治
形
態
の
下
で
ま
さ
に
民
主
主
義
と
し
て
機
能
し
え
て
い
る
か
否
か
を
決
す

る
分
水
嶺
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
〈
合
法
性
〉
こ
そ
が
、
権
力
の
民
主
的
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
同
時
に
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、〈
合
法
性
〉
は
多
元
的
に
分
裂
し
う
る
。
そ
の
時
々
の
支
配
的
勢
力

は
、「
あ
ら
ゆ
る
合
法
的
可
能
性
を
利
用
し
尽
く
す
こ
と
を
、
彼
ら
の
そ
の
時
々
の
権
力
的
地
位
の
保
全
を
、
す
な
わ
ち
、
立
法
、
行
政
、

人
事
政
策
、
官
吏
懲
戒
法
、
自
治
に
お
け
る
全
て
の
国
家
的
憲
法
的
権
能
の
使
用
を
、
最
高
の
良
心
を
も
っ
て
合
法
性
と
名
づ
け
」
る
故

に
）
3
（

、〈
合
法
性
〉
は
政
治
的
武
器
と
化
し
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
政
治
権
力
の
行
使
を
民
主
化
す
る
媒
介
と
な
る
べ
き
「
法
律
」
の
内
実
と
〈
合

法
性
〉
の
貫
徹
は
、
両
刃
の
剣
で
あ
り
、
同
時
に
、
最
も
効
果
的
に
反
民
主
的
作
用
を
媒
介
す
る
担
い
手
と
も
な
り
う
る
。
権
力
行
使
の
民

主
的
正
当
化
を
媒
介
す
る
筈
の
〈
合
法
性
〉
が
、
民
主
的
含
意
を
喪
失
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
洞
化
し
、
更
に
民
主
的
統
治
を
葬
る
政
治
的

武
器
と
な
っ
た
そ
の
最
も
顕
著
な
歴
史
的
事
例
が
、
民
主
主
義
的
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
の
崩
壊
か
ら
ナ
チ
ス
体
制
へ
の
「
合
法
的
な
移
行
」
に

見
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

法
律
は
政
治
闘
争
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
武
器
の
中
で
恐
ら
く
最
も
大
き
な
破
壊
力
を
持
つ
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
法
と
か
正
義
と

か
い
う
概
念
に
後
光
が
差
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
4
（

。

本
稿
の
狙
い
は
、
以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
つ
つ
、
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
第
一
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
民
主

政
の
下
で
、
政
治
権
力
の
民
主
的
正
当
性
を
担
う
べ
き
議
会
主
義
的
〈
合
法
性
〉
が
、
い
か
な
る
分
裂
を
呈
し
て
ゆ
き
、
ど
の
よ
う
な
勢
力

が
有
効
な
政
治
的
武
器
と
し
て
こ
れ
を
用
い
た
の
か
、
第
二
に
、〈
合
法
性
〉
が
民
主
的
含
意
を
消
失
さ
せ
る
に
至
っ
た
過
程
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
第
三
に
、
議
会
主
義
的
〈
合
法
性
〉
の
空
洞
化
過
程
に
対
し
て
、
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
的
〈
合
法
性
〉
は
い
か
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な
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
歴
史
に
か
か
わ
る
研
究
の
全
て
は
、
…
…
…
そ
の
崩
壊
の
原
因
を
問
う
こ
と
で
あ
る
」（
K
・
D
・

エ
ル
ド
マ
ン
）
5
（

）
と
い
う
言
説
の
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
後
に
本
格
化
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
史
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
当
初
、
共
和
国
崩
壊

原
因
の
解
明
が
重
視
さ
れ
、
共
和
国
成
立
期
と
一
九
三
〇
年
代
の
危
機
状
況
の
分
析
に
研
究
が
集
中
し
、
政
治
史
的
傾
向
が
強
か
っ
た
）
6
（

。
共

和
国
の
経
済
・
社
会
構
造
を
含
め
て
考
察
し
、
ま
た
成
立
期
や
末
期
に
比
べ
て
軽
視
さ
れ
て
き
た
中
間
期
（
二
〇
年
代
）
を
も
本
格
的
な
考

察
の
対
象
と
す
る
新
し
い
流
れ
は
七
〇
年
代
に
な
っ
て
現
れ
始
め
、
同
時
に
、
従
来
の
政
治
史
的
傾
向
に
対
し
て
社
会
史
・
経
済
史
的
研
究

も
活
発
化
し
た
）
7
（

。
今
日
で
は
、
共
和
国
末
期
よ
り
む
し
ろ
そ
れ
に
先
立
つ
二
〇
年
代
後
半
の
相
対
的
安
定
期
に
お
い
て
こ
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

崩
壊
の
根
本
的

原
因
が
形
成
さ
れ
た
と
見
て
、
こ
れ
を
「
プ
レ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
」
と
位
置
づ
け
、
研
究
の
重
心
を
二
〇
年
代
の
分
析
に
置
く
傾
向
が
強

ま
っ
て
い
る
）
8
（

。
こ
う
し
た
歴
史
研
究
の
大
き
な
流
れ
を
見
る
と
き
、
既
に
第
二
次
大
戦
中
と
い
う
早
い
時
期
に
、
共
和
国
崩
壊
か
ら
第
三
帝

国
成
立
へ
の
歴
史
過
程
を
、
二
〇
年
代
の
経
済
体
制
の
独
占
化
過
程
が
も
つ
政
治
的
に
決
定
的
な
意
味
を
重
視
す
る
分
析
視
角
に
基
づ
い

て
叙
述
し
た
フ
ラ
ン
ツ
・
ノ
イ
マ
ン
の
研
究
）
9
（

は
先
駆
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
更
に
、
両
大
戦
間
期
の
ド
イ
ツ
資
本
主
義
に
占
め
る
国
家
の

役
割
と
い
う
点
で
い
う
な
ら
ば
、
国
家

0

0

を
経
済
に
干
渉
し
て
く
る
存
在

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
捉
え
る
（
国
家
か
ら
経
済
へ

0

0

0

0

0

0

0

の
介
入
と
い
う
視
点
）
の
み
で
は
な

く
、
逆
に
、
国
家
を
「
社
会
経
済
的
発
展
の
中
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

解
明
し
よ
う
と
試
み
た
）
10
（

」
点
（
経
済
か
ら
国
家
へ

0

0

0

0

0

0

0

の
影
響
と
い
う
視
点
）
で
も
ノ
イ
マ

ン
は
固
有
の
立
場
に
立
つ
。
と
い
う
の
は
、
第
二
次
大
戦
後0

に
活
発
化
し
た
共
和
国
の
歴
史
研
究
の
中
で
、
経
済
と
国
家
の
関
係
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
「
経
済
に
お
け
る
国
家
の
役
割
を
当
然
の
も
の
と
み
な
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹇
自
明
視
し

0

0

0

0

﹈、
そ
の
上
で
そ
の
是
非
を
論
ず
る
経
済
政
策
論
的
研
究

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
出
発
し
た
」（
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
経
済
思
想
を
機
軸
と
す
る
）
11
（

）
と
い
う
意
味
で
視
点
の
制
約
が
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
ワ
イ
マ
ー
ル
期

の
国
家
と
経
済
の
関
係
は
、
一
方
に
と
っ
て
の
他
方
の
比
重
が
圧
倒
的
と
な
る
過
程
を
辿
る
も
の
の
、
い
ま
だ
過
渡
期
に
あ
っ
た
と
見
る
べ

き
で
あ
る
。
国
家
が
経
済
へ
の
介
入
を
強
め
て
ゆ
く
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
プ
ロ
セ
ス
の
分
析
が
、
経
済
の
側
か
ら
の
動
因

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
解
明
に
も
、
殊
に

集
積
し
カ
ル
テ
ル
化
す
る
産
業
資
本
の
独
占
化
過
程
に

0

0

0

0

0

0

も
重
点
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
必
須
の
条
件
で
あ
ろ
う
）
12
（

。
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35 〈合法性〉の空洞化

ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
〈
合
法
性
〉
の
空
洞
化
プ
ロ
セ
ス
を
検
証
す
る
本
稿
の
視
座
も
、
以
上
の
研
究
動
向
と
合
致
す
る
。〈
合
法
性
〉
を
め

ぐ
る
反
民
主
的
状
況
は
、
三
〇
年
代
初
頭
の
い
わ
ゆ
る
「
大
統
領
内
閣
」
時
代
に
限
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
前
提
と
な
る

様
々
の
契
機
は
二
〇
年
代
に
明
確
な
形
で
現
れ
、
定
着
し
、
蓄
積
さ
れ
、〈
合
法
性
〉
の
空
洞
化
を
徐
々
に
促
進
し
、
三
〇
年
代
初
頭
の
危

機
的
状
況
に
お
い
て
決
定
的
枠
組
と
し
て
機
能
す
る
ま
で
に
「
成
熟
」
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

更
に
、
二
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
〈
合
法
性
〉
の
変
質
過
程
を
考
察
す
る
場
合
、
政
情
不
安
に
よ
る
流
血
、
暗
殺
な
ど
の
政
治
的
危
機
状

況
に
よ
っ
て
よ
り
、
む
し
ろ
産
業
資
本
の
側
か
ら
組
織
的
政
治
的
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
経
済
的
財
政
的
課
題
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
〈
合

法
性
〉
の
変
容
が
蓄
積
さ
れ
た
側
面
の
重
要
性
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
二
〇
年
代
後
半
の
、
い
わ
ゆ
る
相
対
的
な
政
治

的
経
済
的
安
定
期
と
い
わ
れ
る
状
況
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
る
敗
戦
処
理
に
お
け
る
ド

イ
ツ
と
連
合
国
と
の
激
し
い
対
立
の
焦
点
で
あ
っ
た
賠
償
問
題
が
、
一
九
二
四
年
八
月
の
ド
ー
ズ
案
成
立
に
よ
っ
て
決
着
し
、
こ
れ
に
よ
り

国
際
社
会
か
ら
借
款
に
よ
る
援
助
が
開
始
さ
れ
、
国
際
資
本
の
ド
イ
ツ
流
入
に
拍
車
が
か
か
っ
た
こ
と
が
主
要
な
要
因
で
あ
っ
た
が
、
厳
密

に
い
う
と
、
そ
の
ド
ー
ズ
案
成
立
に
至
る
過
程
の
推
進
に
決
定
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
握
っ
た
ド
イ
ツ
国
内
の
勢
力
は
一
体
ど
の
よ
う
な

存
在
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
政
党
で
も
政
府
で
す
ら
な
く
、
経
済
界
の
こ
の
過
程
へ
の
実
質
的
参
与

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ

り
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
経
済
界
の
内
部
対
立
を
集
約
し
つ
つ
そ
の
利
害
を
体
し
て
活
発
な
政
治
活
動
と
政
府
を
飛
び
越
え
た
対
外
交

渉
を
展
開
さ
せ
た
「
ド
イ
ツ
工
業
全
国
連
盟
」（R

eichsverband der D
eutschen Industrie

）
の
政
治
行
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
）
13
（

。

ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
崩
壊
過
程
に
お
い
て
、
社
会
民
主
党
の
失
敗
こ
そ
第
一
に
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
カ
ー
ル
・

D
・
ブ
ラ
ッ
ハ
ー
と
ノ
イ
マ
ン
は
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
ブ
ラ
ッ
ハ
ー
の
批
判
の
力
点
は
、
社
会
民
主
党
の
「
盲
目
的
合
法
性
信
仰
」

（blinde Legalitätsgläubigkeit

）
と
「
合
法
的
非
行
動
性
」
へ
と
向
け
ら
れ
る
の
）
14
（

に
対
し
、
ノ
イ
マ
ン
は
、
社
会
民
主
党
の
失
敗
原
因
は
、

ド
イ
ツ
産
業
界

0

0

0

0

0

0

に
お
け
る
「
独
占
化
過
程
の
不
断
の
進
行
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
先
鋭
化
す
る
ド
イ
ツ
独
占
資
本
の
帝
国
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
そ
が
中
心

問
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
抜
け
な
か
っ
た
こ
と
」
で
あ
る
と
指
摘
し
、「
独
占
が
成
長
す
れ
ば
す
る
程
、
そ
れ
は
政
治
的
民
主
主
義
と
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相
容
れ
な
い
も
の
」
と
な
る
と
い
う
洞
察
を
示
す
）
15
（

。「
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
、
彼
ら
﹇
社
会
民
主
党
﹈
は
ド
イ
ツ
産
業
に
お
け
る
独
占

的
傾
向
を
強
化

0

0

し
、
形
式
的
合
法
性

0

0

0

0

0

0

（form
alistic legality

）
に
全
く
よ
り
か
か
っ
て
し
ま
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
司
法
部
や
官
庁
の
反
動
分
子
を
根
こ
そ

ぎ
に
す
る
こ
と
や
、
軍
の
役
割
を
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
そ
れ
本
来
の
役
割
に
限
定
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
で
き
な
く
な
っ
た
）
16
（

」
の
だ
と
ノ
イ
マ
ン
は
い

う
。
両
者
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
、
共
和
国
崩
壊
の
主
要
原
因
を
社
会
民
主
党
の
主
体
性
の
問
題
と
し
つ
つ
、
そ
の
社
会
民
主
党
に
あ
れ
も

こ
れ
も
要
求
す
る
立
場
に
は
同
意
し
か
ね
る
。
し
か
し
両
者
が
共
に
、
社
会
民
主
党
に
見
ら
れ
る
あ
る
種
の
〈
合
法
性
〉
へ
の
過
度
の
依
存

を
問
題
と
し
て
い
る
点
は
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
更
に
、
ノ
イ
マ
ン
が
ブ
ラ
ッ
ハ
ー
か
ら
区
別
さ
れ
る
点
、
つ
ま
り
そ
こ
で
の
〈
合

法
性
〉
問
題
が
〈
産
業
界
の
独
占
化
〉
と
い
う
社
会
的
経
済
的
な
事
態
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
す
る
側
面
の
洞
察
は
重
要
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
見
ら
れ
る
〈
合
法
性
〉
の
空
洞
化
が
何
に
根
差
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、
政0

党0

――
そ
の
無
能
力
も

し
く
は
中
央
集
権
化
さ
れ
た
組
織
力
――
が
で
は
な
く

0

0

0

0

、経
済
界
を
牛
耳
っ
て
い
た
独
占
資
本
の
政
治
行
動
こ
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
そ
の
根
だ
と
い
う
洞
察
、

そ
し
て
、
そ
れ
を
見
抜
け
な
か
っ
た
こ
と
に
こ
そ
社
会
民
主
党
の
失
敗
原
因
を
見
る
と
い
う
洞
察
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
ま
さ
し
く

ド
イ
ツ
史
上
最
大
の
急
激
な
産
業
資
本
の
独
占
化
が
二
〇
年
代
に
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
経
済
界
の
国
家
に
対
す
る
政
治
行
動
を
跡
づ
け
（
第
二
節
）、
そ
れ
が
議
会
主
義
的
〈
合
法
性
〉
に
ど
の
よ
う
な
作

用
を
及
ぼ
し
、
こ
れ
を
い
か
な
る
形
で
空
洞
化
し
た
の
か
（
第
三
節
）、
そ
し
て
資
本
の
独
占
化
過
程
は
議
会
の
み
な
ら
ず
裁
判
所
で
の
法

解
釈
と
い
う
〈
合
法
性
〉
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
し
、〈
合
法
性
〉
の
反
民
主
主
義
的
含
意
を
蓄
積
さ
せ
た
の
か
（
第
四
節
）
を
明
ら

か
に
し
た
い
。
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37 〈合法性〉の空洞化

第
2
節　

経
済
的
社
会
的
領
域
に
お
け
る
独
占
化
過
程
と
そ
の
政
治
的
影
響

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
）
17
（

は
、
周
知
の
よ
う
に
様
々
な
利
害
対
立
の
構
図
の
中
か
ら
の
妥
協
の
産
物
と
し
て
当
初
か
ら
内
的
矛
盾
を
抱
え
て
お

り
、
個
々
の
条
文
規
定
が
そ
の
も
の
と
し
て
実
現
さ
れ
る
為
に
は
更
な
る
政
治
闘
争
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
別
言
す
れ
ば
、
憲
法
上
の
規
定

と
し
て
存
在
し
て
い
な
が
ら
、
一
度
も
実
現
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
条
文
も
存
在
し
た
。

1
．
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
の
下
で
の
労
働
者
の
権
利

憲
法
の
第
二
部
に
、
民
主
主
義
的
価
値
体
系
、
基
本
的
権
利
・
義
務
に
つ
い
て
の
規
定
が
記
さ
れ
た
の
は
、
一
九
一
八
年
の
革
命
が
「
自

由
主
義
者
た
ち
の
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
指
導
者
た
ち
の
意
志
と
意
向
に
反
し
た
と
は
い
え
、
社
会
主
義
諸
政
党
と
労
働
組
合
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
行
っ
た

0

0

0

0

も
の
）
18
（

」
だ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
う
し
て
憲
法
上
の
規
定
と
し
て
は
記
さ
れ
た
様
々
の
新
し
い
権
利
が
実
現
さ
れ
る
か
否
か

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
そ
の
後
の
政
治
闘
争
の
課
題
と
な
っ
て
ゆ
く
。

労
働
者
が
新
た
に
獲
得
し
た
最
大
の
権
利
は
第
1
5
9
条
、
第
1
6
5
条
に
規
定
さ
れ
、
内
閣
も
、
立
法
部
も
、
警
察
も
労
働
組
合
を

解
散
す
る
権
限
を
も
ち
え
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
非
合
法
団
体
と
し
て
始
ま
り
、
容
認
の
時
代
を
経
て
徐
々
に
勢
力
を
拡
張
し
て
き
た

労
働
組
合
の
歴
史
に
大
き
な
画
期
が
訪
れ
、「
国
家
官
僚
制
と
民
衆
と
の
間
の
か
け
橋
」「
政
治
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
経
済
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

へ
発
展
さ
せ
る
為
の
機
関
」
と
し
て
期
待
さ
れ
た
労
働
組
合
の
役
割
は
、「
い
か
に
し
て
雇
用
者
の
独
裁
的
な
力

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
、
労
働
者
も
あ
ず
か
る

こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
民
主
的
な
力

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
置
き
か
え
る
か
）
19
（

」
で
あ
り
、
賃
金
を
は
じ
め
と
し
た
雇
用
条
件
を
決
定
す
る
団
体
交
渉
の
担
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い
手
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。
雇
用
者
を
代
表
す
る
フ
ー
ゴ
ー
・
シ
ュ
テ
ィ
ン
ネ
ス
と
社
会
民
主
党
系
の
自
由
労
働
組
合
の
議
長
カ
ー
ル
・

レ
ギ
ー
ン
は
、
ド
イ
ツ
全
土
に
革
命
の
嵐
が
荒
れ
狂
う
中
で
、
一
九
一
八
年
一
一
月
一
五
日
、
協
定
を
結
び
、「
最
後
ま
で
対
立
点
と
し

て
残
っ
た
八
時
間
労
働
制
に
つ
い
て
妥
協
を
行
い
（
中
略
）
中
央
労
働
共
同
体
協
定
を
成
立
さ
せ
た
」（
シ
ュ
テ
ィ
ン
ネ
ス
＝
レ
ギ
ー
ン
協

定
）
20
（

）。
こ
れ
を
受
け
て
一
九
一
八
年
一
二
月
一
三
日
、
人
民
代
表
者
評
議
会
命
令
に
よ
り
、
賃
金
及
び
雇
用
条
件
決
定
の
法
的
手
段
と
し
て

団
体
協
約
が
認
め
ら
れ
、
更
に
一
九
二
〇
年
二
月
一
一
日
の
経
営
評
議
会
設
立
法
に
よ
っ
て
労
働
者
側
の
利
害
を
組
織
す
る
経
営
評
議
会
）
21
（

が

設
置
さ
れ
、
雇
用
者
の
権
限
を
制
限
す
る
基
盤
が
据
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
制
度
に
則
っ
て
労
働
組
合
は
、
組
織
労
働
者
の
代
表
）
22
（

と
し
て
ス

ト
ラ
イ
キ
を
後
ろ
盾
と
し
な
が
ら
労
働
条
件
を
決
定
し
、
更
に
、
規
定
さ
れ
た
諸
条
件
が
事
実
上
履
行
さ
れ
る
か
を
監
視
し
た
。
労
使
間
で

自
発
的
に
協
約
が
締
結
さ
れ
な
い
場
合
は
、
一
九
二
三
年
の
法
律
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
仲
裁
委
員
会
を
通
し
て
国
家
に
よ
る
仲
裁
が
行
わ

れ
た
）
23
（

。
実
際
に
は
労
使
が
独
自
に
合
意
に
達
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
為
、
仲
裁
機
能
を
担
う
国
家
の
影
響
力
は
増
大
し
、
そ
の
結
果
、
国

家
は
社
会
政
策
の
領
域
で
広
範
な
経
済
的
機
能
と
決
定
的
影
響
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
失
業
保
険
制
度
、
職
業
紹
介
所
制
度
、
肉
体
労
働
者
に
も
知
的
労
働
者
に
も
適
用
さ
れ
る
広
範
な
傷
害
疾
病
老
齢
保
険
制
度
）
24
（

な
ど

を
含
む
、
労
働
組
合
か
ら
案
出
さ
れ
た
制
度
が
一
九
二
七
年
の
法
律
に
よ
っ
て
国
家
制
度
と
し
て
完
成
し
た
）
25
（

。
社
会
民
主
党
と
労
働
組
合

は
、
労
働
者
の
比
較
的
高
い
文
化
水
準
の
獲
得
と
新
た
な
政
治
的
社
会
的
地
位
の
獲
得
と
い
う
二
つ
の
道
を
拓
い
た
が
、「
労
働
組
合
の
影

響
力
は
絶
え
ず
社
会
民
主
党
の
そ
れ
よ
り
強
か
っ
た
）
26
（

」
と
い
う
。
や
が
て
こ
れ
ら
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
と
は
い
え
、
労
働
者
が
ワ
イ
マ
ー
ル

体
制
下
で
獲
得
し
え
た
国
法
制
度
上
そ
し
て
実
際
上
の
権
利
は
、
ド
イ
ツ
史
上
前
代
未
聞
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

2
．
経
済
界
の
自
己
組
織
化
と
独
占
資
本
の
巨
大
化

資
本
家
側
の
組
織
化
は
、
何
よ
り
も
、
以
上
に
概
観
し
た
新
た
な
社
会
的
経
済
的
勢
力
と
し
て
の
労
働
組
合
の
台
頭
へ
の
対
抗
措
置
と
し
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39 〈合法性〉の空洞化

て
進
め
ら
れ
た
。
生
産
手
段
の
所
有
者
は
、
労
働
市
場
、
商
品
市
場
、
及
び
国
家
と
い
う
三
つ
の
領
域
に
お
い
て
別
々
の
機
能
を
果
た
す
三

つ
の
異
な
っ
た
団
体
を
組
織
す
る
）
27
（

。
第
一
に
労
働
市
場
に
お
い
て
は
労
働
者
団
体
と
し
て
の
労
働
組
合
や
経
営
評
議
会
に
対
抗
し
交
渉
す
る

「
ド
イ
ツ
雇
用
者
団
体
連
合
会
」（D

ie Vereinigung der deutschen A
rbeitgeberverbände

）
が
組
織
さ
れ
）
28
（

、
第
二
の
商
品
市
場
に
お
い

て
は
、
個
々
の
企
業
家
と
し
て
か
、
も
し
く
は
価
格
・
販
売
・
購
入
条
件
の
為
の
カ
ル
テ
ル
、
結コ
ン
バ
イ
ン

合
企
業
、
ト
ラ
ス
ト
と
い
う
形
で
作
用
す

る
）
29
（

。
第
三
の
国
家
の
領
域
に
お
い
て
は
、
国
家
の
経
済
財
政
政
策
へ
の
影
響
力
行
使
を
目
指
す
業
種
別
も
し
く
は
地
域
別
の
政
治
的
産
業
団

体
と
し
て
組
織
化
さ
れ
た
）
30
（

。
地
域
別
の
政
治
的
産
業
団
体
は
公
法
に
基
づ
く
強
制
加
入
制
に
よ
る
商
工
会
議
所
で
あ
り
、
そ
の
全
国
中
央
組

織
は
ド
イ
ツ
商
工
会
議
で
あ
っ
た
が
、
政
治
的
産
業
団
体
の
実
際
の
影
響
力
は
、
業
種
別
の
そ
れ
と
し
て
最
大
最
強
の
「
ド
イ
ツ
工
業
全
国

連
盟
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
）
31
（

。「
ド
イ
ツ
工
業
全
国
連
盟
」
は
そ
れ
ま
で
対
立
し
て
い
た
二
つ
の
工
業
団
体
、
一
八
七
六
年
に
重
工
業

を
中
心
と
し
て
組
織
さ
れ
た
「
ド
イ
ツ
工
業
家
中
央
連
盟
」
と
、
こ
れ
へ
の
対
抗
組
織
と
し
て
一
八
九
五
年
に
軽
工
業
な
い
し
加
工
業
の
中

小
企
業
を
中
心
と
し
て
設
立
さ
れ
た
「
工
業
家
連
盟
」
の
合
併
に
よ
っ
て
、
一
九
一
九
年
二
月
三
日
に
設
立
さ
れ
た
全
国
統
一
組
織
で
あ

る
）
32
（

。

真
に
ド
イ
ツ
工
業
界
を
統
一
し
た
単
一
の
全
国
組
織
は
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
な
っ
て
初
め
て
、
労
働
者
階
級
の
高
揚
に
対
抗

し
て
、
共
通
の
階
級
意
識
か
ら
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
一
九
一
九
年
二
月
に
成
立
し
た
ド
イ
ツ
工
業
全
国
連
盟
は
そ
れ
ゆ
え
、

最
初
か
ら
こ
の
新
し
い
議
会
制
民
主
主
義
国
家
に
対
す
る
ド
イ
ツ
資
本
家
階
級
の
結
集
の
姿
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
）
33
（

。

全
国
連
盟
は
、
業
種
別
団
体
を
下
部
団
体
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
団
体
連
合
」
で
あ
る
と
同
時
に
個
人
企
業
家
を
も
含
み
、
更
に
、
バ
イ
エ

ル
ン
工
業
家
連
盟
、
ザ
ク
セ
ン
工
業
家
連
盟
、
及
び
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
と
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
経
済
的
利
害
を
守
る
為
の
連
合
「
ラ
ン

グ
ナ
ム
・
フ
ェ
ラ
イ
ン
」（Langnam

 Verein

）
と
い
う
強
力
な
地
域
的
圧
力
団
体
）
34
（

を
も
併
合
し
た
巨
大
組
織
で
あ
っ
た
）
35
（

。
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組
織
構
造
上
は
截
然
た
る
分
業
が
行
わ
れ
て
い
る
別
個
の
存
在
で
あ
っ
た
雇
用
者
団
体
、
カ
ル
テ
ル
、
及
び
、
政
治
的
産
業
団
体
と
い
う

三
つ
の
型
は
、
運
営
上
、
ま
た
人
事
的
に
相
互
の
団
体
の
役
員
を
兼
任
）
36
（

す
る
な
ど
提
携
し
合
っ
て
活
動
し
、
経
済
全
体
に
権
力
的
な
組
織
網

を
張
り
巡
ら
し
た
）
37
（

。
ま
た
「
ド
イ
ツ
工
業
全
国
連
盟
」
は
そ
の
構
成
員
に
対
し
、
経
済
政
策
、
関
税
、
輸
入
、
輸
出
、
貨
幣
、
金
融
、
賠
償

な
ど
多
く
の
問
題
で
便
宜
を
は
か
っ
た
が
、
最
も
重
要
な
便
宜
は
カ
ル
テ
ル
局
）
38
（

か
ら
提
供
さ
れ
た
。

カ
ル
テ
ル
局
は
、
全
て
の
カ
ル
テ
ル
に
対
す
る
諮
問
調
整
機
関
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
に
法
的
経
済
的
忠
告
を
与
え
、
カ
ル
テ

ル
協
定
を
管
轄
し
、
宣
伝
機
関
を
常
に
販
売
諸
団
体
の
政
策
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
動
か
し
た
。
か
く
し
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共

和
国
時
代
の
、
ド
イ
ツ
の
政
治
的
な
産
業
団
体
は
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
経
済
活
動
に
ま
で
わ
た
る
、
威
圧
的
な
堂
々
た
る
建
築
物
な

の
で
あ
っ
た
）
39
（

。

独
占
資
本
の
巨
大
化
の
統
計
的
分
析
に
よ
れ
ば
、
古
典
期
独
占
資
本
主
義
時
代
（
一
八
八
二
年
か
ら
一
九
〇
七
年
）
に
は
「
独
占
資
本
は

一
経
営
あ
た
り
の
規
模
そ
の
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
巨
大
化
せ
ず
、
む
し
ろ
同
規
模
の
巨
大
企
業
の
数
を
外
延
的
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
発
展
し
て
い
た
」
の
に
対
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
へ
の
移
行
期
一
九
〇
七
〜
一
九
二
五
年
は
む
し
ろ
経
営
規
模
の
巨
大
化
に
よ
り
発
展
し
、

一
九
二
九
年
に
は
株
式
会
社
総
数
一
一
、三
四
四
社
の
僅
か
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
一
八
〇
社
の
巨
大
企
業
が
資
本
金
総
額
の

五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
し
か
も
巨
大
企
業
は
ご
く
少
数
の
業
種
に
集
中
す
る
状
況
に
ま
で
資
本
の
独
占
化
、
集
積
化
が
進
行
す
る
）
40
（

。

独
占
資
本
の
集
中
化
・
巨
大
化
に
対
し
、
こ
れ
を
制
限
し
規
制
す
る
動
き
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
内
閣

の
下
で
一
九
二
三
年
一
一
月
二
日
に
出
さ
れ
た
「
カ
ル
テ
ル
令
」
は
、
カ
ル
テ
ル
を
解
散
さ
せ
独
占
的
地
位
一
般
を
攻
撃
す
る
権
限
を
内
閣

に
賦
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
に
こ
の
権
限
は
一
度
も
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
）
41
（

し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
一
九
二
五
年
秋
に
経
済
相
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
価
格
引
き
下
げ
政
策
さ
え
全
国
連
盟
の
協
力
な
し
に
は
実
行
で
き
ず
、
一
九
二
六
年
春
に
は
閣
議
決
定
に
よ
っ
て
実
行
不
可
能
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41 〈合法性〉の空洞化

と
し
て
放
棄
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
）
42
（

。

3
．
産
業
資
本
の
独
占
化
に
対
す
る
労
働
組
合
の
対
応

で
は
産
業
の
合
理
化
、
集
中
化
に
対
し
て
労
働
組
合
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

労
働
者
階
級
は
ト
ラ
ス
ト
化
の
進
行
に
全
く
敵
対
し
な
か
っ
た
。
共
産
主
義
者
た
ち
は
独
占
を
資
本
主
義
発
展
の
不
可
避
の
段

階
と
み
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
資
本
主
義
制
度
そ
の
も
の
と
戦
わ
な
い
な
ら
ば
資
本
の
集
積
と
戦
っ
て
も
無
益
な
こ
と
だ
と
考
え

た
。
全
く
皮
肉
な
こ
と
に
、
労
働
運
動
に
お
け
る
改
良
主
義
派
の
政
策
も
事
実
上
た
い
し
て
こ
れ
と
違
わ
な
か
っ
た
。
社
会
民

主
党
と
労
働
組
合
も
ま
た
集
積
を
不
可
避
の
も
の
だ
と
考
え
た
）
43
（

。

し
か
し
実
際
に
合
理
化
や
資
本
の
集
中
が
も
た
ら
し
た
最
も
顕
著
な
変
化
の
一
つ
は
、
皮
肉
に
も
労
組
の
弱
体
化
で
あ
り
）
44
（

、
そ
れ
は
三
つ

の
点
か
ら
確
認
し
う
る
。
第
一
に
、
技
術
革
新
、
産
業
の
規
格
化
・
合
理
化
は
技
術
的
失
業
を
も
た
ら
し
、
同
時
に
労
働
人
口
構
成
の
変

化
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
熟
練
労
働
者
の
解
雇
と
同
時
に
、
非
熟
練
、
半
熟
練
労
働
者
（
特
に
女
性
）
を
飛
躍
的
に
増
加
さ
せ
、
事
務
労
働

者
、
書
記
、
役
員
、
技
術
監
督
者
も
増
加
さ
せ
た
が
、
こ
う
し
た
増
大
し
た
労
働
者
層
は
組
織
化
が
困
難
で
あ
っ
た
）
45
（

。
ま
た
知
的
労
働
者
や

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
は
中
産
階
級
化
し
て
「
大
衆
水
準
へ
の
引
下
げ
」
を
望
ま
ず
、
こ
れ
ら
新
「
中
産
階
級
」
は
国
民
社
会
主
義
へ
と
移
行
し

た
）
46
（

。
第
二
に
、
労
使
間
の
賃
金
や
雇
用
条
件
決
定
に
お
け
る
政
府
の
役
割
の
増
大
に
よ
っ
て
、
労
働
者
は
、
国
家
か
ら
相
当
の
も
の
を
給
付

さ
れ
た
結
果
、
労
組
の
魅
力
が
薄
れ
、
そ
の
必
要
性
が
低
下
し
た
）
47
（

。
第
三
に
ス
ト
ラ
イ
キ
の
衰
退
が
あ
る
）
48
（

。
切
迫
し
た
政
治
的
経
済
的
危
機

の
下
で
の
全
国
規
模
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
常
に
政
治
化
し
内
戦
化
す
る
危
険
を
伴
う
）
49
（

。
他
方
、
労
働
組
合
は
独
立
し
て
い
る
と
は
い
え
既
に
国
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家
と
の
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
水
を
差
す
よ
う
な
心
理
的
依
存
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
）
50
（

。
理
論
的
に
も
、
労
働
組
合
は

修
正
主
義
理
論
や
「
経
済
的
民
主
主
義
」
理
論
の
立
場
か
ら
、
政
治
的
ス
ト
ラ
イ
キ
に
き
っ
ぱ
り
と
反
対
し
て
い
た
）
51
（

。
労
働
組
合
も
政
党

も
「
無
数
の
き
ず
な
に
よ
っ
て
国
家
に
緊
縛
さ
れ
た
官
僚
制
的
団
体
）
52
（

」
と
な
っ
た
が
故
に
大
規
模
ス
ト
の
よ
う
な
行
動
を
自
ら
慎
む
エ
ー
ト

ス
が
定
着
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
有
効
な
活
動
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
組
合
員
の
離
脱
、
そ
れ
に
伴
う
資
金
の
枯
渇
と
失

業
給
付
の
縮
減
と
い
う
事
態
か
ら
労
働
組
合
は
弱
体
化
し
、
資
金
面
で
労
組
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
社
会
民
主
党
の
弱
体
化
を
も
促
進
す

る
）
53
（

。
4
．
産
業
資
本
の
独
占
化
の
背
景
と
国
家
介
入
の
増
大

で
は
急
激
な
資
本
の
独
占
・
集
中
化
を
促
進
さ
せ
た
要
因
あ
る
い
は
背
景
は
何
だ
っ
た
の
か
。
第
一
に
、
一
九
二
四
年
の
ド
ー
ズ
案
成
立

を
き
っ
か
け
と
し
た
国
際
資
本
）
54
（

の
流
入
が
産
業
設
備
の
合
理
化
や
拡
張
を
可
能
に
し
た
側
面
が
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
社
会
立
法
に
よ
る

社
会
福
祉
計
画
す
ら
も
間
接
的
に
だ
が
資
本
集
中
化
の
一
翼
を
担
っ
た
と
い
う
ノ
イ
マ
ン
の
指
摘
）
55
（

は
、
二
つ
目
の
促
進
要
因
と
し
て
看
過
し

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
社
会
立
法
の
要
請
す
る
高
額
賃
金
、
短
時
間
労
働
、
優
良
な
労
働
条
件
と
い
う
雇
用
者
側
に
強
い

る
新
た
な
負
担
は
、
中
小
規
模
の
企
業
に
と
っ
て
は
負
う
の
に
困
難
な
重
い
資
金
的
負
担
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
大
企
業
は
合
理
化
を
進
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
機
械
と
比
較
的
少
量
の
労
働
で
す
む
為
、
過
大
な
資
金
的
負
担
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
）
56
（

。
引
き
上
げ
ら
れ
た
賃

金
と
社
会
保
険
に
よ
る
出
費
の
増
加
を
埋
め
合
わ
せ
る
為
の
労
働
者
数
削
減
、
改
良
さ
れ
た
科
学
的
生
産
方
法
の
広
範
な
導
入
に
よ
る
技
術

的
解
雇
と
い
う
二
つ
の
傾
向
が
労
働
人
口
構
成
の
変
化
と
失
業
の
増
大
を
も
た
ら
し
た
）
57
（

。

し
か
し
独
占
化
促
進
の
第
三
の
、
そ
し
て
最
大
の
原
因
は
、
ノ
イ
マ
ン
に
よ
れ
ば
技
術
革
新

0

0

0

0

が
必
要
と
す
る
膨
大
な
コ
ス
ト
だ
と
い
う
）
58
（

。

新
技
術
は
開
発
の
為
に
巨
額
の
資
本
投
下
を
必
要
と
し
金
融
的
リ
ス
ク
は
厖
大
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
利
潤
増
に
結
び
つ
く
か
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43 〈合法性〉の空洞化

否
か
の
予
断
は
不
可
能
で
あ
る
）
59
（

。
資
本
投
下
と
リ
ス
ク
負
担
を
担
い
う
る
の
は
必
然
的
に
強
力
な
大
企
業
だ
け
で
あ
り
、
大
企
業
を
更
な
る

統
合
・
合
併
に
よ
る
拡
大
路
線
へ
と
向
か
わ
せ
る
動
因
と
し
て
作
用
し
た
。

大
企
業
に
と
っ
て
さ
え
新
技
術
開
発
へ
の
自
発
性
は
国
家
補
助
が
ど
れ
ほ
ど
得
ら
れ
る
か
に
か
か
る）60
（

為
、「
技
術
変
革
の
高
価
さ
と
不
確

定
性
が
、
国
家
援
助
を
不
可
欠
な
も
の
）
61
（

」
と
す
る
。
殊
に
当
時
の
工
業
生
産
の
基
礎
で
あ
っ
た
石
炭
の
新
た
な
処
理
法
の
導
入
が
、
重
工
業

の
拡
大
に
と
っ
て
死
活
的
問
題
で
あ
り
、
か
な
り
の
額
の
国
家
補
助
を
要
し
た
）
62
（

。

他
方
、
大
衆
や
中
小
規
模
企
業
も
国
家
機
構
に
よ
る
保
護
を
求
め
る
の
で
、
独
占
の
側
も
大
衆
と
中
小
企
業
も
、
国
家
機
構
の
掌
握
が
最

大
の
課
題
と
化
す
）
63
（

。
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
議
会
制
民
主
主
義
が
十
全
に
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
独
占
資
本
は
要
求
す
る
十
分
な

国
家
援
助
を
得
ら
れ
ず
）
64
（

、
国
家
干
渉
は
、
資
本
の
独
占
的
地
位
の
制
限
や
大
衆
と
中
小
規
模
企
業
の
保
護
の
為
に
も
行
使
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ

え
一
九
三
〇
年
以
降
の
政
府
が
直
面
し
た
デ
ィ
レ
ン
マ
は
以
下
の
よ
う
だ
っ
た
。

既
存
の
カ
ル
テ
ル
組
織
に
打
撃
を
与
え
、
カ
ル
テ
ル
を
解
散
せ
し
め
、
そ
し
て
物
価
を
世
界
市
場
の
水
準
ま
で
引
下
げ
る
か
、

そ
れ
と
も
反
対
に
消
費
者
大
衆
の
犠
牲
に
お
い
て
既
存
の
組
織
を
維
持
す
る
か
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
一
方
を
選
ば
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
三
三
年
に
か
け
て
次
々
と
現
わ
れ
た
政
府
に
は
解
決
し
う
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
議
会
の
過
半
数
を
占
め
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
九
三
〇

年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
の
時
期
の
カ
ル
テ
ル
政
策
は
、
最
も
矛
盾
し
た
諸
様
相
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
）
65
（

。

一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
の
政
府
に
よ
る
措
置
は
、
一
九
三
一
年
一
二
月
八
日
の
大
統
領
令
に
よ
る
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
価
格

引
下
げ
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
何
一
つ
効
果
的
な
措
置
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
）
66
（

。
現
に
一
九
三
〇
年
七
月
二
六
日
の
大
統
領
令
「
財

政
的
経
済
的
社
会
的
困
窮
を
除
去
す
る
為
の
大
統
領
令
）
67
（

」
は
、
カ
ル
テ
ル
価
格
破
壊
や
カ
ル
テ
ル
に
よ
る
一
定
行
為
禁
止
の
為
の
権
限
や
、
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カ
ル
テ
ル
の
解
散
と
物
価
引
下
げ
の
促
進
の
為
に
関
税
の
廃
止
な
い
し
引
下
げ
の
権
限
を
内
閣
に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
額
面
通
り
な
ら
、

カ
ル
テ
ル
規
制
へ
の
重
要
な
足
が
か
り
と
な
り
う
る
も
の
だ
っ
た
が
、
結
果
は
極
め
て
貧
弱
で
あ
り
、
解
散
さ
せ
ら
れ
た
の
は
褐
炭
カ
ル
テ

ル
唯
一
つ
で
あ
る
）
68
（

。
そ
の
上
大
統
領
令
が
内
閣
に
与
え
た
決
定
的
な
権
限
、
カ
ル
テ
ル
価
格
破
壊
の
為
の
関
税
の
廃
止
な
い
し
引
下
げ
の
権

限
は
、
一
度
も
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
）
69
（

。

5
．
ド
イ
ツ
経
済
界
の
政
治
家
代
行
意
識

独
占
資
本
は
単
に
集
中
し
巨
大
化
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
本
稿
の
関
心
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
産
業
界
が
組
織
的

に
張
り
巡
ら
せ
た
権
力
の
網
の
目
を
足
場
と
し
て
積
極
的
な
政
治
活
動

0

0

0

0

0

0

0

0

を
展
開
し
た
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
こ
の
点
を
栗
原
優
は
、「
ド
イ

ツ
工
業
全
国
連
盟
」
が
「
次
第
に
一
つ
の
国
家
内
国
家

0

0

0

0

0

を
形
成
し
て
ゆ
く
傾
向
）
70
（

」
と
表
現
す
る
。
先
に
我
々
は
ド
ー
ズ
案
の
成
立
に
と
っ
て

「
ド
イ
ツ
工
業
全
国
連
盟
」
の
政
治
行
動
が
決
定
的
で
あ
っ
た
点
に
触
れ
た
が
、
こ
れ
は
経
済
界
メ
ン
バ
ー
の
政
治
家
を
も
自
ら
代
行
し
よ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

う
と
す
る
傾
向

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
い
わ
ば
自
覚
的
に

0

0

0

0

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

全
国
連
盟
は
当
初
か
ら
賠
償
問
題
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
が
、
フ
ェ
ー
レ
ン
バ
ハ
内
閣
の
外
相
に
は
全
国
連
盟
の
初
代
の
専
務
幹
部
会

員
）
71
（

で
あ
り
外
務
省
局
長
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ジ
ー
モ
ン
ス
が
赴
任
し
、
そ
の
後
の
ヴ
ィ
ル
ト
内
閣
で
は
電
機
産
業
の
有
力
者
、
A
E
G
社
長

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ラ
ー
テ
ナ
ウ
が
復
興
相
、
次
い
で
外
相
に
赴
任
し
た
）
72
（

。
こ
う
し
た
人
事
上
の
繋
が
り
）
73
（

か
ら
し
て
も
一
九
二
二
年
六
月
二
四
日

の
外
相
ラ
ー
テ
ナ
ウ
暗
殺
が
経
済
界
を
も
震
撼
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
）
74
（

。
ラ
ー
テ
ナ
ウ
暗
殺
か
ら
四
日
後
の
六
月
二
八
日
、

専
務
幹
部
会
員
ビ
ュ
ヒ
ャ
ー
は
、
全
国
連
盟
理
事
会
の
席
で
、
現
下
の
困
難
な
状
況
の
克
服
の
為
に
経
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
を
提
案
、
こ
れ

を
受
け
て
、
当
時
の
代
表
的
な
財
界
人
を
網
羅
し
た
経
済
綱
領
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
）
75
（

。
同
委
員
会
で
検
討
さ
れ
た
ビ
ュ
ヒ
ャ
ー
構
想

は
政
府
の
方
針
と
基
本
的
に
一
致
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
が
、
異
な
る
点
は
、「
彼
が
こ
れ
を
政
府
に
委
せ
ず
経
済
人
の
手
で
行
お
う
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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45 〈合法性〉の空洞化

し
た

0

0

点
」
だ
っ
た
と
い
う
）
76
（

。
ビ
ュ
ヒ
ャ
ー
は
従
来
、
経
済
界
は
問
題
点
の
解
明
、
基
本
計
画
の
作
成
、
そ
し
て
政
治
家
へ
の
助
言
を
任
務

と
し
、
政
治
家
は
そ
の
中
か
ら
実
行
可
能
な
も
の
を
実
現
す
る
と
い
う
財
界
と
政
界
と
の
任
務
分
担
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
た
）
77
（

。
し
か
し

一
九
二
二
年
四
月
二
二
日
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
の
国
際
銀
行
家
会
議
の
不
成
功
の
要
因
は
、
ア
メ
リ
カ
の
不
参
加
と
こ
の
会
議
が
政
治
家
の
支

配
下
に
あ
っ
た
点
に
あ
る
と
見
て
、
問
題
の
解
決
は
「
経
済
的
な
認
識
と
国
際
資
本
の
権
力
が
指
導
的
諸
国
政
府
の
政
策
よ
り
も
強
力
に

な
っ
た
と
き
に
の
み
」
実
現
す
る
と
考
え
る
に
至
り
、
従
来
の
考
え
を
大
き
く
踏
み
越
え
て
「
経
済
人
自
身
が
政
治
家
の
役
割
を
果
す
」
と

い
う
自
覚
が
芽
生
え
る
）
78
（

。

政
治
へ
の
不
信
と
危
機
感
、
そ
し
て
自
負
心
に
満
ち
た
政
治
家
代
行
へ
の
自
覚
、
こ
れ
は
一
人
ビ
ュ
ヒ
ャ
ー
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
全
国
連
盟
の
幹
部
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
賠
償
問
題
の
解
決
の
為
の
独
自
外
交
の
展
開
へ
と
シ
ュ

テ
ィ
ン
ネ
ス
を
駆
り
立
て
た
も
の
は
そ
う
し
た
自
覚
だ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
・
ア
メ
リ
カ
航
路
社
長
ク
ー
ノ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
を

首
相
と
し
て
一
九
二
二
年
一
一
月
に
成
立
し
た
「
全
国
連
盟
の
構
想
通
り
の
内
閣
」
と
い
わ
れ
る
ク
ー
ノ
内
閣
は
、
大
統
領
エ
ー
ベ
ル
ト
へ

の
シ
ュ
テ
ィ
ン
ネ
ス
の
進
言
に
発
す
る
）
79
（

。
ワ
イ
マ
ー
ル
末
期
の
一
九
三
二
年
一
一
月
に
は
、
ラ
ン
グ
ナ
ム
・
フ
ェ
ラ
イ
ン
総
会
会
場
に
集
う

「
工
業
界
の
殆
ど
全
て
が
ヒ
ト
ラ
ー
の
（
首
相
）
任
命
を
…
…
希
望
す
る
」
圧
倒
的
な
状
況
を
作
り
出
し
、
他
方
『
ド
イ
ツ
一
般
新
聞
』
は

「
国
民
的
結
集
へ
の
道
の
第
一
歩
」
は
「
ヒ
ト
ラ
ー
に
組
閣
を
委
ね
る
試
み
」
か
ら
と
の
論
調
を
打
ち
出
し
て
い
た
）
80
（

が
、
そ
こ
で
も
ド
イ
ツ

財
界
人
の
強
力
な
政
治
家
代
行
意
識
が
基
底
を
な
し
て
い
た
と
見
て
不
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

第
3
節　

議
会
主
義
的
〈
合
法
性
〉
の
衰
退
――
指
標
と
し
て
の
立
法
権
の
三
形
態
――

上
で
見
た
よ
う
な
独
占
資
本
の
更
な
る
独
占
化
・
巨
大
化
・
組
織
化
に
よ
っ
て
凄
ま
じ
い
ほ
ど
の
規
模
を
も
つ
「
経
済
的
権
力
）
81
（

」
が
着
々
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と
形
成
・
確
立
さ
れ
て
き
た
中
で
、
他
方
、
法
に
よ
っ
て
国
家
権
力
を
規
律
し
か
つ
そ
の
権
力
行
使
に
正
当
性
を
付
与
す
る
と
い
う
意
味
で

の
〈
合
法
性
〉
の
基
礎
と
し
て
の
、
議
会
に
お
け
る
立
法
権
は
い
か
な
る
状
況
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

1
．
議
会
立
法
と
議
会
外0

立
法
様
式

議
会
の
衰
退
は
一
般
的
傾
向
と
し
て
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
に
見
ら
れ
た
現
象
だ
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
連
邦
議
会
の
実
際
の

政
治
的
権
限
は
、
憲
法
が
与
え
た
広
範
な
権
限
と
一
致
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
ノ
イ
マ
ン
は
指
摘
す
る
）
82
（

。
国
家
の
社
会
政
策
へ
の
介
入
の

増
大
に
伴
う
行
政
権
行
使
の
広
範
化
・
複
雑
化
の
故
、
立
法
府
が
行
政
権
を
完
全
に
掌
握
・
統
御
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
困
難
と
な
り
、
議

会
が
立
法
権
を
内
閣
も
し
く
は
官
庁
に
委
託
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
背
景
）
83
（

や
、
立
法
機
構
の
複
雑
さ
故
に
、
議
会
は
総
括
的
な
諸

原
則
だ
け
し
か
決
め
ず
、
適
用
と
執
行
の
権
限
を
内
閣
に
与
え
る
傾
向
も
あ
っ
た
）
84
（

が
、
そ
れ
以
上
に
、
議
会
の
衰
退
を
許
し
た
の
は
、
議
会

0

0

自
身
が
立
法
権
の
独
占
に
熱
心
さ
が
な
さ
す
ぎ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
起
因
す
る
と
ノ
イ
マ
ン
は
指
摘
し
、
そ
の
結
果
、「
同
格
の
三
つ
の
立
法
様
式

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が

肩
を
並
べ
て
）
85
（

」
存
在
し
発
展
し
て
き
た
と
い
う
。
議
会
に
よ
る
立
法
（
議
会
内0

立
法
）
と
同
格
の
地
位
を
占
め
る
他
の
二
つ
の
議
会
外0

立
法

様
式
と
は
、
議
会
を
経
由
し
な
い
・
内
閣
に
よ
る
立
法
、
及
び
、
第
48
条
に
基
づ
く
大
統
領
緊
急
令
に
よ
る
立
法
で
あ
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の

方
法
に
よ
る
議
会
を
バ
イ
パ
ス
し
た
立
法
様
式
と
そ
の
管
轄
領
域
の
拡
大
は
、
そ
の
ま
ま
議
会
の
衰
退
の
指
標
な
の
で
あ
る
。

2
．
議
会
外0

立
法
様
式
（
そ
の
1
）
︱︱
授
権
法
に
基
づ
く
内
閣
命
令
︱︱

内
閣
に
よ
る
立
法
権
は
、
議
会
が
一
九
一
九
年
、
一
九
二
〇
年
、
一
九
二
一
年
、
一
九
二
三
年
、
そ
し
て
一
九
二
六
年
に
自
ら
通
過
さ
せ

た
授
権
法
に
よ
っ
て
広
範
な
権
能
委
託
を
内
閣
も
し
く
は
本
省
上
級
官
僚
制
に
与
え
た
こ
と
に
基
づ
く
。
第
二
次
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
内
閣
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47 〈合法性〉の空洞化

の
下
で
成
立
し
た
一
九
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
の
授
権
法
は
、
内
閣
に
「
財
政
、
経
済
、
社
会
の
各
局
面
で
得
策
か
つ
緊
急
と
認
め
る
よ
う

な
法
律
を
制
定
す
る
」
権
限
を
与
え
、
内
閣
の
立
法
権
は
実
に
ド
イ
ツ
議
会
制
度
誕
生
と
時
を
同
じ
く
し
て
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
）
86
（

。

3
．
議
会
外0

立
法
様
式
（
そ
の
2
）
︱︱
第
48
条
に
基
づ
く
大
統
領
命
令
︱︱

で
は
も
う
一
つ
の
立
法
様
式
で
あ
る
、
憲
法
第
48
条
に
基
づ
く
大
統
領
緊
急
令
に
潜
む
問
題
は
い
か
な
る
も
の
か
。
大
統
領
の
非
常
権
限

は
基
本
権
を
も
停
止
し
う
る
強
大
な
権
限
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
議
会
に
よ
る
事
前
承
認
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

議
会
へ
の
事
後

0

0

報
告
の
み
課
さ

れ
、
ま
た
第
50
条
の
規
定
か
ら
「
首
相
も
し
く
は
主
任
大
臣
の
副
署
」
の
み
が
必
要
と
さ
れ
た
。

憲
法
制
定
会
議
で
は
、
第
48
条
の
権
限
濫
用
へ
の
危
惧
か
ら
、
全0

大
臣
の
副
署
と
ラ
イ
ヒ
議
会
の
事
前

0

0

の
同
意
の
必
要
性
を
社
会
民
主
党

が
主
張
し
た
が
、
共
和
国
大
統
領
に
は
帝
政
時
代
と
は
異
な
る
民
主
的
基
礎
が
あ
り
、
首
相
や
主
任
国
務
大
臣
の
副
署

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
必
要
と
す
る
の
だ

か
ら
濫
用
の
心
配
は
な
い
し
、
ラ
イ
ヒ
議
会
の
反
対
が
あ
れ
ば
事
後

0

0

に
撤
回
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
イ
ス
の
反
論
）
87
（

と
、
第
5
項
に
よ
っ
て
大
統

領
権
限
濫
用
を
制
限
す
る
法
律
の
、
将
来
に
お
け
る
法
的
明
文
化
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
明
に
よ
っ
て）88
（

社
会
民
主
党
は
プ
ロ
イ
ス
原
案

に
賛
成
、
反
対
し
た
の
は
独
立
社
会
民
主
党
の
み
だ
っ
た
）
89
（

。
し
か
し
ワ
イ
マ
ー
ル
期
全
体
を
通
じ
て
第
48
条
第
5
項
は
無
視
さ
れ
、
大
統
領

非
常
権
限
行
使
に
制
限
を
設
け
る
ラ
イ
ヒ
法
律
は
遂
に
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
）
90
（

。

ま
た
大
統
領
緊
急
令
を
事
後
的
に

0

0

0

0

廃
止
す
る
議
会
の
権
利
が
法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
一
度
出
さ
れ
た
命
令
は
社
会
的
経
済

的
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
り
、
議
会
が
こ
れ
を
廃
止
し
、
代
替
法
案
を
通
過
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
殊
に
ワ
イ
マ
ー
ル

期
の
議
会
に
は
政
党
間
の
対
立
が
多
く
、
議
会
内
多
数
派
の
形
成
そ
れ
自
体
が
困
難
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
大
統
領
緊
急
令
を
廃
止
す
る
代

替
法
案
の
通
過
は
、
事
実
上
、
不
可
能
だ
っ
た
）
91
（

。
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4
．
大
統
領
の
三
大
権
限
の
一
つ
と
し
て
の
第
48
条

し
か
し
大
統
領
非
常
大
権
の
問
題
は
単
に
第
48
条
の
問
題
で
は
な
く
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
政
治
体
制
に
お
け
る
大
統
領
の
位
置
づ
け
と

い
う
全
体
像
の
一
契
機
と
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
二
五
回
に
わ
た
る
憲
法
制
定
会
議
で
の
本
会
議
及
び
憲
法
委
員
会
で
の
草

案
審
議
の
大
半
は
大
統
領
制
に
関
す
る
問
題
に
集
中
し
た
）
92
（

が
、
結
果
的
に
大
統
領
に
は
、
第
48
条
非
常
大
権
の
他
に
、
議
会
解
散
権
（
第
25

条
）、
首
相
選
任
権
（
第
53
条
）
と
い
う
強
大
な
権
限
が
与
え
ら
れ
、「
議
会
と
内
閣
の
抗
争
が
生
じ
た
と
き
の
中
立
的
第
三
者
、
調
停
者
あ

る
い
は
上
位
者
と
し
て
の
役
割
――
『
分
銅
の
手
』
――
）
93
（

」
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
現
に
三
〇
年
代
の
「
大
統
領
内
閣
」
に
よ
る
統

治
は
、
大
統
領
の
強
大
な
三
権
限
に
基
づ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合
法
化
さ
れ
、
正
当
化
さ
れ
た
。

憲
法
制
定
会
議
で
は
、
首
相
選
任
権
に
つ
い
て
、
大
統
領
に
よ
る
首
相
任
免
の
際
、
各
政
党
に
ど
の
程
度
拘
束
さ
れ
る
か
明
確
化
す
べ
き

だ
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
）
94
（

。
同
じ
く
首
相
選
任
権
を
保
持
し
た
第
三
共
和
制
下
の
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
は
、
実
際
上
は
各
政
党
の
指
導
者
、

上
・
下
両
院
議
長
、
前
任
大
臣
な
ど
と
協
議
し
て
選
任
し
た
為
、
議
会
制
統
治
や
議
院
内
閣
制
の
基
本
線
が
崩
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）
95
（

が
、

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
で
は
、
こ
れ
を
制
約
す
る
規
定
の
明
文
化
を
排
し
、
政
治
の
実
際
上
の
運
用
に
任
せ
る
べ
き
だ
と
の
プ
ロ
イ
ス
の
主
張

に
従
う
結
果
と
な
っ
た
）
96
（

。

議
会
解
散
権
に
つ
い
て
も
、
憲
法
制
定
会
議
で
は
、
大
統
領
が
自
分
の
欲
す
る
首
相
選
任
の
為
に
議
会
を
解
散
し
、
大
統
領
主
導
の
組

閣
が
な
さ
れ
る
濫
用
の
危
険
が
あ
り
、
そ
れ
は
議
会
制
の
否
定
だ
と
の
反
対
論
に
対
し
、
第
50
条
に
よ
る
大
臣
の
副
署
を
も
っ
て
十
分
な

チ
ェ
ッ
ク
が
可
能
と
い
う
プ
ロ
イ
ス
の
反
論
）
97
（

が
承
認
さ
れ
た
。

議
会
の
立
法
権
限
低
下
を
象
徴
す
る
、
議
会
外0

立
法
様
式
の
一
つ
と
し
て
の
第
48
条
に
基
づ
く
大
統
領
緊
急
令
公
布
権
限
は
、
実
際
は
、

首
相
選
任
権
、
議
会
解
散
権
、
及
び
、
議
会
自
ら
制
定
し
た
授
権
法
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
補
強
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
緊
急
令
は
事
前
に
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49 〈合法性〉の空洞化

妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
事
後
的
に
撤
回
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
）
98
（

。

5
．
第
48
条
に
よ
る
立
法
の
実
際
の
運
用
︱︱
第
48
条
と
授
権
法
／
第
48
条
と
議
会
解
散
権
（
第
25
条
）
︱︱

ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
第
48
条
に
基
づ
く
大
統
領
命
令
の
推
移
は
左
表
の
通
り
で
あ
る
）
99
（

。

一
瞥
し
て
わ
か
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
安
定
期
を
迎
え
る
ま
で
の
政
治
的
経
済
的
混
沌
と
社
会
不
安
が
蔓
延
し
た
一
九
一
九
年
か
ら

一
九
二
四
年
に
集
中
的
に
出
さ
れ
、
そ
の
数
は
一
三
五
に
上
る
。
こ
の
う
ち
最
初
期
の
数
年
は
、
第
48
条
は
軍
事
力
に
よ
る
叛
乱
や
一
揆
の

鎮
圧
に
用
い
ら
れ
政
治
的
社
会
的
安
定
化
に
寄
与
し
た
が
、
一
九
二
二
年
以
降
は
、
差
し
迫
っ
た
通
貨
の
暴
落
を
予
防
す
る
為
、
外
貨
交

換
に
関
す
る
多
数
の
緊
急
命
令
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
軍
事
力
に
よ
る
政
治
的
な
危
機
回
避
と
い
う
旧
来
の
方
法
で
は
な
く
、

「
よ
り
一
般
的
な
行
政
手
段

0

0

0

0

と
し
て
の
緊
急
命
令
」
と
い
う
行
政
化

0

0

0

の
特
徴
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
）
100
（

。
実
に
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
二
五
年

の
間
に
出
さ
れ
た
六
七
の
大
統
領
令
の
う
ち
、
四
四
ま
で
が
政
治
的
騒
乱
の
鎮
圧
の
故
で
な
く
経
済
・
財
政
・
社
会
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
為
だ
っ
た
）
101
（

。
ま

た
社
会
政
策
に
関
す
る
大
統
領
緊
急
命
令
は
多
く
の
場
合
、
公
布
の
根
拠
を
第
48
条
と
授
権
法
の
双
方
に
置
い
て
い
た
）
102
（

。

年 大統領命令

1919年 5

1920年 37

1921年 19

1922年 8

1923年 24

1924年 42

1925年 1

1926～29年 0

1930年 5

1931年 44

1932年 60

合　計 245

次
に
第
48
条
が
多
用
さ
れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
一
九 

三
〇
年
、
共
和
国
末
期
の
い
わ
ゆ
る
大
統
領
内
閣
に
よ
る
統
治

が
開
始
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
大
統
領
命
令
の
飛
躍
的
増
加
に

対
応
す
る
よ
う
に
議
会
で
の
通
常
の
立
法
過
程
を
経
て
成
立
し

た
法
律
は
激
減
し
）
103
（

、
一
九
三
二
年
に
は
そ
れ
は
僅
か
五
つ
の
法

案
に
留
ま
っ
た
）
104
（

。
第
48
条
は
、
た
と
え
ば
一
九
三
二
年
の
S
A

禁
止
の
場
合
の
よ
う
に
暴
力
の
抑
止
の
為
に
も
用
い
ら
れ
た
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50

が
、
何
よ
り
も
税
、
関
税
、
賃
金
に
関
わ
る
政
策
、
商
業
・
農
業
問
題
な
ど
の
経
済
的
・
財
政
的
規
制
に
再
び
用
い
ら
れ
た
）
105
（

。

一
九
三
〇
年
代
の
第
48
条
の
社
会
政
策
へ
の
拡
大
適
用
が
二
〇
年
代
の
そ
れ
と
異
な
る
点
は
、
殆
ど
日
常
化

0

0

0

し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

二
〇
年
代
の
運
用
と
の
よ
り
重
要
な
、
決
定
的
な
相
違
点
は
、
二
〇
年
代
は
殆
ど
の
場
合
、
授
権
法
に
よ
っ
て
も
併
せ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て

い
た
、
従
っ
て
、
ラ
イ
ヒ
議
会
で
成
立
し
た
授
権
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
り
規
定
さ
れ
認
め
ら
れ
た
範
囲
に
制
約
さ
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
か
ろ
う
じ

て
議
会
の
支
持
に
依
拠
し
て
い
た
が
、
三
〇
年
代
の
大
統
領
内
閣
の
下
で
は
、
議
会
か
ら
の
支
持
と
い
う
根
拠
を
求
め
な
く
な
っ
た
と
い

う
点
で
あ
る
）
106
（

。
代
わ
り
に
大
統
領
の
指
示
に
依
拠
し
、
緊
急
令
が
議
会
に
撤
回
さ
れ
た
場
合
は
、
逆
に
、
大
統
領
の
議
会
解
散
権
を
行
使

し
て
議
会
を
解
散
し
、
緊
急
令
を
再
公
布
す
る
こ
と
が
で
き
た
）
107
（

の
で
あ
る
。
現
に
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
は
、
異
常
な
イ
ン
フ
レ
に
対
応
す
る

為
一
九
三
〇
年
七
月
一
六
日
に
第
48
条
に
基
づ
く
二
つ
の
命
令
を
出
し
た
が
、
そ
の
二
日
後
、
ラ
イ
ヒ
議
会
は
命
令
撤
回
を
求
め
る
決
議
を

二
三
六
対
二
二
一
で
可
決
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
は
命
令
を
撤
回
し
た
が
、
同
時
に
議
会
を
解
散
し
た
。
こ
れ
以
降
、
議
会
解
散
権
は
繰
り
返

し
用
い
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
第
48
条
に
対
し
て
ラ
イ
ヒ
議
会
が
保
持
し
て
い
た
唯
一
の
権
限
は
、
事
実
上

0

0

0

、
消
滅
し
た
）
108
（

の
で
あ
る
。

二
〇
年
代
は
授
権
法
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
議
会
に
よ
る
同
意
と
い
う
根
拠
に
基
づ
い
て
い
た
第
48
条
の
社
会
政
策
へ

の
拡
大
適
用
は
、
三
〇
年
代
の
大
統
領
内
閣
の
下
、
議
会
の
同
意
を
模
索
す
る
道
を
放
棄
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
貫
徹
の
為
に
議
会
解

散
権
と
い
う
も
う
一
つ
の
大
統
領
権
限
に
依
拠
す
る
形
へ
と
変
質
し
、
事
実
上
、
完
全
に
ラ
イ
ヒ
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
範
囲
外
に
置
か

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
第
48
条
は
、
権
力
行
使
の
正
当
性
根
拠
と
し
て
の
〈
合
法
性
〉
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
実
際
上
の

0

0

0

0

決
定
的
な
点

0

0

0

0

0

は
、
第0

48
条
と
議
会
解
散
権
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
運
用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

6
．
第
48
条
と
議
会
解
散
権
（
第
25
条
）
︱︱
そ
の
背
景
と
し
て
の
独
占
資
本
︱︱

し
か
し
実
は
、
第
48
条
が
議
会
解
散
権
と
組
み
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
運
用
の
萠
芽
は
、
既
に
二
〇
年
代
に
見
出
さ
れ
る
。

0

0
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51 〈合法性〉の空洞化

一
九
二
三
年
に
成
立
し
た
二
つ
の
授
権
法
は
、
通
貨
の
安
定
と
労
働
時
間
規
制
の
変
更
を
め
ぐ
る
、
い
ず
れ
も
経
済
・
財
政
・
社
会
政
策

上
の
問
題
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
。
通
貨
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
〇
月
一
三
日
の
授
権
法
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
・
レ
ン
テ
ン
バ
ン
ク
設
立
令
発
布

に
よ
っ
て
一
一
月
一
五
日
か
ら
発
行
さ
れ
た
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
の
劇
的
な
成
功
に
よ
り
、
短
期
的
で
は
あ
れ
通
貨
安
定
が
実
現
す
る
）
109
（

。
し
か

し
も
う
一
つ
の
八
時
間
労
働
制
に
関
し
て
は
、
生
産
性
向
上
の
為
労
働
時
間
拡
大
が
必
須
と
す
る
独
占
資
本
側
と
、
こ
れ
に
徹
底
的
に
反
対

す
る
労
働
組
合
と
社
会
民
主
党
の
側
）
110
（

と
の
対
立
が
紛
糾
し
、
一
〇
月
二
日
の
社
会
民
主
党
議
員
総
会
で
の
、
授
権
法
の
経
済
・
社
会
政
策
の

領
域
へ
の
拡
大
方
針
の
否
決
）
111
（

を
経
て
、
一
〇
月
一
三
日
の
授
権
法
で
は
結
局
、
労
働
時
間
規
制
の
問
題
を
除
外
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
）
112
（

。

授
権
法
に
よ
る
労
働
時
間
延
長
の
模
索
が
葬
ら
れ
る
と
、
独
占
資
本
側
は
一
方
的
に
労
働
者
に
労
働
時
間
延
長
を
宣
言
し
、
労
働
組
合
に

戦
い
を
挑
む
）
113
（

。
一
〇
月
六
日
に
は
鉱
山
連
盟
は
戦
前
の
労
働
時
間
導
入
を
一
方
的
に
宣
言
、
対
す
る
労
働
組
合
側
で
は
、
イ
ン
フ
レ
が
組

合
財
政
を
逼
迫
さ
せ
、
労
働
者
の
抵
抗
力
を
麻
痺
さ
せ
て
い
た
為
、
炭
鉱
労
働
者
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
も
っ
て
応
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局

一
一
月
二
九
日
に
は
坑
内
労
働
一
時
間
延
長
、
一
二
月
二
一
日
に
は
坑
外
労
働
二
時
間
延
長
が
取
り
決
め
ら
れ
た
）
114
（

。

第
二
次
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
内
閣
が
一
〇
月
二
九
日
、
八
時
間
労
働
を
規
定
す
る
復
員
令
の
有
効
期
限
を
一
一
月
一
七
日
ま
で
と
す
る
命

令
を
出
す
と
、
一
一
月
一
七
日
以
降
生
じ
た
法
的
規
制
の
空
白
期
を
資
本
側
が
利
用
し
て
労
働
組
合
を
押
し
き
り
、
製
鉄
業
で
は
一
二
月

一
四
日
、
週
平
均
五
九
時
間
労
働
の
協
定
が
も
た
ら
さ
れ
た
）
115
（

。

こ
の
流
れ
の
中
で
一
二
月
三
日
、
マ
ル
ク
ス
内
閣
が
再
び
社
会
政
策
を
含
む
広
範
な
授
権
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
要
求
し
た
際
、
社
会
民
主
党
出
身
の
大
統

領
エ
ー
ベ
ル
ト
は
、
こ
れ
が
議
会
で
拒
否
さ
れ
た
場
合
は
議
会
を
解
散
し
て
第

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48
条
に
基
づ
い
て
発
布
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

用
意
が
あ
る
こ
と
を
政
府
に
伝

え
た
と
い
う
）
116
（

。
大
統
領
に
よ
る
議
会
解
散
の
圧
力
の
下
で
一
二
月
八
日
に
成
立
し
た
授
権
法
に
基
づ
い
て
一
二
月
二
一
日
、
大
幅
な
例
外
規

定
を
設
け
た
新
労
働
時
間
令
が
発
布
さ
れ
た
が
、「
そ
れ
は
既
に
決
定
し
て
い
た
労
働
者
階
級
の
敗
北
を
確
認
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
）
117
（

」

の
で
あ
る
。

0

0
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第
4
節　

裁
判
所
の
政
治
的
性
格

で
は
〈
合
法
性
〉
に
基
づ
く
権
力
行
使
の
正
当
性
を
保
障
す
る
為
の
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
裁
判
所
は
、
二
〇
年
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
状
況
を
呈
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

法ロ

ウ律
は
、
一
つ
の
政
治
的
集
団
を
他
の
犠
牲
に
よ
っ
て
強
化
す
る
為
の
、
敵
を
な
き
も
の
に
し
政
治
的
同
盟
者
を
助
け
る
為
の

道
具
と
な
り
、
か
く
て
、
我
々
の
文
化
の
伝
統
が
基
礎
を
置
く
基
本
的
な
信
念
を
脅
か
す
）
118
（

。

1
．
政
治
裁
判
に
見
ら
れ
る
傾
向

ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
裁
判
所
が
示
し
た
傾
向
は
、
幾
つ
か
の
政
治
裁
判
の
考
察
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
と
な
る
。
第
一
に
、
一
九
一
九
年
に
バ

イ
エ
ル
ン
・
ソ
ヴ
ェ
ッ
ト
共
和
国
が
国
防
軍
、
義
勇
軍
の
進
入
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た）119
（

際
、
こ
の
一
揆
の
加
担
者
ら
の
裁
判
で
は
少
し
で
も

関
与
し
た
全
て
の
ソ
ヴ
ェ
ッ
ト
支
持
者
は
処
罰
さ
れ
た
）
120
（

。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
事
例
、
一
九
二
〇
年
三
月
の
、
一
二
〇
〇
万
人
の
労
働
者

の
力
強
い
ゼ
ネ
ス
ト
に
よ
っ
て
挫
折
し
た
い
わ
ゆ
る
カ
ッ
プ
一
揆
）
121
（

に
つ
い
て
は
、
大
逆
罪
に
よ
っ
て
告
訴
さ
れ
た
七
〇
五
名
の
審
理
完
了
が

一
九
二
一
年
五
月
二
一
日
、
司
法
省
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
時
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
こ
の
時
点
で
は
誰
一
人
と
し
て
罰
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
）
122
（

。
一
揆
の
指
導
者
カ
ッ
プ
は
裁
判
以
前
に
死
亡
し
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
の
指
導
者
、
リ
ュ
ッ
ト
ヴ
ィ
ッ
ツ
元
帥
、
パ
プ
ス
ト
少
佐
、
ビ

シ
ョ
ッ
フ
少
佐
は
逃
亡
し
、
ル
ー
デ
ン
ド
ル
フ
元
帥
は
単
に
偶
然
居
合
わ
せ
た
だ
け
と
い
う
証
言
を
受
け
入
れ
て
起
訴
せ
ず
、
カ
ッ
プ
に
代
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53 〈合法性〉の空洞化

わ
っ
て
全
市
を
占
領
し
た
レ
ト
フ
＝
フ
ォ
ル
ベ
ッ
ク
元
帥
は
指
導
者
で
は
な
く
単
な
る
追
随
者
と
さ
れ
た
）
123
（

。

第
三
の
裁
判
は
、
一
九
二
三
年
一
一
月
の
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
一
揆
に
つ
い
て
の
、
翌
一
九
二
四
年
二
月
に
始
ま
っ
た
「
ヒ

ト
ラ
ー
裁
判
）
124
（

」
で
あ
る
。
四
名
（
ヒ
ト
ラ
ー
、
ペ
ー
ナ
ー
、
ク
リ
ー
ベ
ル
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
）
に
五
年
の
刑
、
五
名
（
レ
ー
ム
、
フ
リ
ッ
ク
、

ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
、
ペ
ル
ネ
ッ
ト
、
ワ
グ
ナ
ー
）
に
一
年
三
ヶ
月
の
刑
、
ま
た
も
や
ル
ー
デ
ン
ド
ル
フ
元
帥
は
偶
然
居
合
わ
せ
た
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
理
由
で
釈
放
さ
れ
た
）
125
（

。
ま
た
共
和
国
防
衛
法
第
9
条
に
よ
っ
て
反
逆
罪
判
決
を
受
け
た
居
留
外
国
人
は
全
て
国
外
追
放
と
さ
れ
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
裁
判
所
は
「
自
分
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
籍
を
持
つ
が
ド
イ
ツ
人
と
考
え
て
い
る
」
と
い
う
ヒ
ト

ラ
ー
の
意
見
を
受
け
入
れ
、
こ
の
規
定
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
を
除
外
し
た
）
126
（

。

こ
れ
ら
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
、
い
か
に
司
法
部
が
、
右
と
左
の
双
方
か
ら
の
共
和
国
へ
の
攻
撃
に
対
し
て
、
右
派
に
寛
大
に
、
左
派
に
厳

し
く
法
を
適
用
す
る
政
治
的
態
度
を
保
持
し
て
い
た
か
を
見
て
取
る
の
は
容
易
で
あ
る
。

第
四
に
、
刑
法
上
の
「
国
家
に
対
す
る
反
逆
」
罪
の
適
用
事
例
が
こ
れ
に
加
わ
る
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
非
武
装
化

が
命
じ
ら
れ
て
以
降
、
非
合
法
軍
隊
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
黒
色
国
防
軍
」
の
創
設
を
国
防
軍
が
奨
励
し
た
が
、
こ
れ
を
国
際
的
義
務
違
反
、

ド
イ
ツ
国
法
違
反
と
し
て
自
由
主
義
者
、
平
和
主
義
者
、
社
会
主
義
者
、
共
産
主
義
者
が
批
判
し
た
時
、
裁
判
所
は
非
合
法
組
織
「
黒
色
国

防
軍
」
を
擁
護
し
、
逆
に
こ
れ
を
批
判
し
た
言
論
を
「
出
版
に
よ
っ
て
国
家
に
対
す
る
反
逆
罪
を
犯
し
た
」
と
し
て
逮
捕
し
、
裁
判
に
か
け

た
）
127
（

。
更
に
「
黒
色
国
防
軍
」
の
中
で
裏
切
り
者
と
さ
れ
た
者
が
暗
殺
（
私フ

ェ

ー

メ

的
裁
判
に
よ
る
殺
人
）
さ
れ
た
場
合
も
起
訴
さ
れ
な
い
か
、
起
訴

さ
れ
て
も
軽
く
扱
わ
れ
た
）
128
（

。

2
．「
ボ
ッ
ク
ス
ハ
イ
ム
文
書
」
事
件
に
見
ら
れ
る
〈
合
法
性
〉
の
政
治
的
含
意

裁
判
所
の
政
治
的
傾
向
を
示
す
も
う
一
つ
の
事
例
は
、
ヘ
ッ
セ
ン
で
一
九
三
一
年
末
に
明
る
み
に
出
た
）
129
（

い
わ
ゆ
る
「
ボ
ッ
ク
ス
ハ
イ
ム
文
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書
」
に
よ
っ
て
ナ
チ
ス
党
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
の
陰
謀
が
発
覚
し
た
事
件
に
、
裁
判
所
が
い
か
に
対
応
し
た
か
で
あ
る
。「
ボ
ッ
ク
ス
ハ
イ

ム
文
書
」
と
は
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
の
ナ
チ
ス
党
幹
部
ら
が
ウ
ォ
ル
ム
ス
郊
外
の
ボ
ッ
ク
ス
ハ
イ
ム
館
に
集
ま
っ
て
協
議
し
た
末
の
申
し
合
わ
せ

事
項
が
記
録
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
「
従
来
の
国
家
最
高
諸
官
庁
を
廃
止
し
、
地
方
自
治
体
を
掌
握
し
た
後
、
わ
が
党
指
導
部
が
最
初

に
発
す
る
布
告
」
の
公
布
と
同
時
に
、
全
権
力
が
ナ
チ
ス
党
の
組
織
へ
移
行
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
）
130
（

。
ま
た
ナ
チ
ス
党
権
力
者
の
命
令
に
反

抗
し
た
者
は
原
則
と
し
て
死
刑
、
銃
器
引
渡
し
命
令
の
後
に
尚
そ
れ
を
所
持
す
る
者
は
「
裁
判
手
続
を
省
略
し
て
そ
の
場
で
即
刻
射
殺
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

」
と
記
さ
れ
て
い
た
）
131
（

。
こ
の
文
書
の
起
草
者
は
後
に
ナ
チ
ス
体
制
の
高
官
に
抜
擢
さ
れ
た
法
律
家
ウ
ェ
ル
ナ
ー
・
ベ
ス
ト
だ
が
、
ベ
ス
ト

は
当
時
ナ
チ
ス
党
の
ヘ
ッ
セ
ン
大
管
区
法
律
部
長
の
任
に
あ
り
、
こ
の
文
書
作
成
の
功
績
が
認
め
ら
れ
第
二
次
大
戦
中
、
ド
イ
ツ
占
領
下
の

デ
ン
マ
ー
ク
総
督
に
抜
擢
さ
れ
た
）
132
（

。
法
律
上
、
こ
の
文
書
に
記
さ
れ
た
計
画
は
ド
イ
ツ
刑
法
第
81
条
、
第
86
条
の
叛
逆
企
図
の
準
備
罪
に
該

当
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
計
画
は
共
産
主
義
革
命
の
場
合
に
の
み
活
用
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
い
う
ベ
ス
ト
の
陳
述
が
受
け
入
れ
ら

れ
、
検
事
総
長
カ
ー
ル
・
ウ
ェ
ル
ナ
ー
は
「
叛
逆
罪
に
は
該
当
し
て
お
ら
ず
不
起
訴
」
と
公
言
）
133
（

、
現
に
ベ
ス
ト
は
起
訴
さ
れ
な
か
っ
た
）
134
（

。
こ

れ
に
対
し
共
和
主
義
派
の
新
聞
の
み
な
ら
ず
「
左
翼
傾
向
に
属
さ
な
い
の
は
確
か
な
バ
イ
エ
ル
ン
人
民
党
の
機
関
誌
）
135
（

」
ま
で
も
不
起
訴
を
批

判
し
、
ド
イ
ツ
司
法
省
も
こ
の
事
件
の
予
審
開
始
を
強
く
求
め
た
が
、
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
）
136
（

。

ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
首
相
が
こ
の
事
件
処
理
を
見
送
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
ベ
ル
リ
ン
駐
在
フ
ラ
ン
ス
大
使
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ポ
ン
セ
は
「
首
相

は
政
敵
の
野
蛮
性
に
太
刀
打
ち
で
き
な
い
ほ
ど
無
力
な
状
態
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
既
に
敗
者
と
化
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
）
137
（

。
以
上
の
よ
う

に
、
政
治
裁
判
や
言
論
抑
圧
、「
ボ
ッ
ク
ス
ハ
イ
ム
文
書
」
を
め
ぐ
る
事
件
に
対
す
る
裁
判
所
の
態
度
が
、
政
治
的
に
深
く
規
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。

政
治
的
な
法
の
運
用
は
ド
イ
ツ
共
和
国
の
歴
史
に
お
け
る
最
も
暗
黒
の
頁
で
あ
る
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
司
法
的
武
器
は

着
実
に
力
を
伸
ば
し
て
き
た
反
動
勢
力
に
利
用
さ
れ
た
。
そ
の
上
、
こ
う
し
た
基
礎
の
扱
い
方
は
完
全
な
判
例
に
ま
で
な
り
、
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55 〈合法性〉の空洞化

特
に
法
思
想
や
裁
判
官
の
地
位
を
変
化
さ
せ
、
そ
し
て
遂
に
は
、
制
定
法
に
対
す
る
司
法
部
の
解
釈
の
新
原
理
（
社
会
改
良
を

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
す
る
為
の
道
具
と
し
て
の
）
に
ま
で
な
っ
た
）
138
（

。

し
か
し
こ
の
事
件
に
見
ら
れ
た
事
態
の
重
大
性
の
核
心
は
、
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ア
イ
ク
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
官
庁
の
対
応
に
よ
り
も
む
し

ろ
、
こ
の
事
件
に
対
す
る
国
民
の
態
度

0

0

0

0

0

に
あ
っ
た
。
ア
イ
ク
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

当
時
な
お
合
法
と
違
法
を
見
分
け
る
鋭
敏
な
感
覚

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
保
持
し
て
生
活
す
る
一
国
の
国
民
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
件
の

発
覚
を
知
る
と
、
驚
愕
の
叫
び
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
暴
虐
行
為
の
使
徒
ど
も
に
反
対
し
、
決
し
て
味
方
に
つ
か
な
い
と
い
う
態
度

を
は
っ
き
り
と
示
す
結
果
に
終
わ
る
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
全
く
起
き
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
叛
逆
陰

謀
の
危
険
性
を
暴
露
し
た
各
新
聞
が
、
国
民
大
衆
に
向
か
っ
て
そ
の
危
険
を
詳
し
く
説
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徒
労
に
終

わ
っ
て
、
ナ
チ
党
の
勝
利
行
進
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
続
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
）
139
（

（
傍
点
筆
者
）。

幾
つ
も
の
共
和
国
攻
撃
へ
の
司
法
の
政
治
的
対
応
を
通
し
て
、
裁
判
所
の
法
解
釈
や
判
決
の
中
で
一
定
の
見
解
が
蓄
積
・
定
着
し
た
こ
と

に
加
え
、
一
般
の
国
民
の
合
法
性
に
対
す
る
感
覚
、
つ
ま
り
「
合
法
と
違
法
を
見
分
け
る
鋭
敏
な
感
覚

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
を
溶
解
さ
せ
る
不
可
視
的
な
影
響

が
深
く
静
か
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
し
う
る
。

3
．
裁
判
所
の
違
憲
立
法
審
査
権
を
め
ぐ
る
動
向

ワ
イ
マ
ー
ル
期
司
法
の
政
治
的
性
格
を
示
す
も
う
一
つ
の
重
要
な
争
点
は
、
裁
判
所
の
違
憲
立
法
審
査
権

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
ド
イ
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ツ
で
の
裁
判
官
に
よ
る
違
憲
法
令
審
査
権
を
め
ぐ
る
議
論
は
一
九
世
紀
以
来
の
歴
史
を
も
つ
）
140
（

が
、
一
九
世
紀
は
裁
判
所
の
法
律
審
査
は
認
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
あ
く
ま
で
理
論
の
領
域
に
留
ま
っ
て
い
た
）
141
（

。

二
〇
世
紀
に
入
り
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
制
定
会
議
（
一
九
一
九
年
）
で
も
「
国
事
裁
判
所
法
」
制
定
過
程
（
一
九
二
〇
〜
一
九
二
一

年
）
で
も
裁
判
所
に
違
憲
法
令
審
査
権
を
与
え
る
か
否
か
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
見
解
の
一
致
に
は
至
ら
ず
、
憲
法
に
も
「
国
事
裁
判
所
法
」

（
一
九
二
一
年
七
月
九
日
制
定
）
に
も
明
文
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
）
142
（

、
問
題
は
「
立
法
過
程
か
ら
、
真
の
意
味
で
判
例
及
び
学
説
に
委
ね
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
）
143
（

」。
別
言
す
れ
ば
、
立
法
上

0

0

0

は
裁
判
官
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
法
律
の
違
憲
審
査
権
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
よ
り
厳

密
に
い
う
と
、
ラ
イ
ヒ
法
律
と
ラ
ン
ト
法
律

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
の
適
合
性
審
査
権
限
は
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
の
権
限
と
さ
れ
た
（
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
13

条
）
が
、
ラ
イ
ヒ
法
律
と
ラ
イ
ヒ
憲
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
の
適
合
性
審
査
は
、
実
定
法
上

0

0

0

0

、
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
の
権
限
と
も
国
事
裁
判
所
の
権
限
と
も
さ

れ
な
か
っ
た
）
144
（

。

で
は
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
裁
判
所
判
例

0

0

は
ど
の
よ
う
な
動
向
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
か
。「
国
事
裁
判
所
法
」
制
定
を
め
ぐ
る
審
議
が
一
九 

二
〇
年
一
一
月
末
か
ら
一
九
二
一
年
一
月
に
か
け
て
法
務
委
員
会
で
行
わ
れ
た
が
）
145
（

、
前
述
の
よ
う
に
、
法
律
の
憲
法
適
合
性
審
査
権
を
特

定
の
裁
判
所
に
与
え
る
か
否
か
の
決
定
が
な
さ
れ
ず
に
審
議
が
終
了
す
る
や
否
や
、
裁
判
所
は
次
々
と
ラ
イ
ヒ
法
律
に
対
す
る
裁
判
所
の
実

質
的
適
合
性
審
査
権
限
を
承
認
す
る

0

0

0

0

。
そ
の
最
初
の
判
決
は
一
九
二
一
年
三
月
二
三
日
の
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
一
九
一
九
年
の
「
ラ
イ
ヒ
公
課
令
及
び
資
産
増
加
の
戦
時
公
課
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
法
律
」
の
制
定
手
続
き
上

0

0

0

0

の
憲
法
適
合
性
、
及

び
、
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
1
5
1
条
と
の
内
容
的

0

0

0

適
合
性
を
審
査
し
、
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
審
査
権
限
と
義
務
を
も
つ
、
と
そ
の
根
拠
を
何
ら

示
さ
ず
に
判
示
し
た
）
146
（

。
続
い
て
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
は
同
年
四
月
二
八
日
の
判
決
で
、「
法
律
及
び
命
令
の
形
式
的
な
い
し
実
質
的
憲
法
適

合
性
審
査
権
限
を
有
す
る
」
と
表
明
し
た
）
147
（

。
そ
の
後
も
一
九
二
四
年
八
月
二
一
日
の
ラ
イ
ヒ
援
護
裁
判
所
判
決
、
一
九
二
四
年
三
月
一
日
と

一
九
二
五
年
一
一
月
四
日
の
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
判
決
は
、
い
ず
れ
も
裁
判
所
に
よ
る
法
律
の
憲
法
適
合
性
審
査
権
を
承
認
し
た
）
148
（

。

こ
れ
ら
一
連
の
裁
判
所
に
よ
る
違
憲
立
法
審
査
権
の
承
認
が
、
実
体
と
し
て

0

0

0

0

0

意
味
し
て
い
た
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
一
言
で
い
え
ば
、
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ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
に
よ
る
法
令
審
査
権
行
使
は
、
所
与
の
法
令
が
、
所
有
権
保
護
を
規
定
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
1
5
3
条
に
抵
触

す
る
か
否
か
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
）
149
（

、
殊
に
、
一
九
二
二
年
か
ら
二
五
年
に
か
け
て
の
イ
ン
フ
レ
に
お
け
る
債
権
の
増
額
評
価
を
め
ぐ
る
も

の
で
あ
っ
た
）
150
（

。
つ
ま
り
マ
ル
ク
の
価
値
が
暴
落
す
る
未
曾
有
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
「
一
マ
ル
ク
は
一
マ
ル
ク
」
の
原
則
に
よ
っ
て

損
害
を
蒙
る
債
権
者
の
利
益
を
保
護
す
べ
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
二
三
年
一
一
月
二
八
日
判
決
に
お
い
て
突
如
と
し
て
方
針
転
換

を
示
し
、「
一
マ
ル
ク
は
一
マ
ル
ク
」
の
原
則
を
破
棄
、
ド
イ
ツ
民
法
第
2
4
2
条
を
援
用
し
、
金
銭
価
値
低
下
を
信
義
則
に
沿
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

個
別

的
配
慮
に
よ
っ
て
補
い
、
債
権
の
「
再
評
価
増
額
」
請
求
を
正
当
と
認
め
た
）
151
（

。
し
か
し
こ
の
判
決
に
は
再
評
価
の
尺
度
へ
の
言
及
が
な
か
っ

た
為
、
債
権
者
が
債
務
者
に
対
す
る
主
観
的
な
増
額
評
価
の
訴
え
を
裁
判
所
に
提
起
す
る
可
能
性
を
開
く
結
果
と
な
り
、
何
ら
か
の
再
評
価

増
額
率
を
定
め
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
立
法
及
び
行
政
の
義
務
と
な
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
参
議
院
に
お
い
て
「
一
マ
ル
ク
は
一
マ
ル
ク
」
の
原
則

を
再
建
す
る
為
の
法
律
が
立
案
さ
れ
、
蔵
相
が
授
権
法
に
基
づ
い
て
増
額
規
制
の
計
画
を
準
備
し
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
る
と
、
こ
の
動
き
を

批
判
す
る
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
裁
判
官
協
会
の
有
名
な
声
明
（
一
九
二
四
年
一
月
）
が
発
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
債
権
の
増
額
評
価
を
禁
止
す

る
法
律
の
制
定
を
批
判
し
、
一
九
二
三
年
一
一
月
二
八
日
判
決
に
沿
っ
た
立
法
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
は
当
該
立
法
を
違
憲
無
効
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
と
警
告

0

0

0

0

0

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
﹇
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
の
﹈
裁
判
官
一
同
は
、
あ
た
か
も
自
ら
ド
イ
ツ
国
政
府
及
び
国
会
よ
り
も
上
級
の
国
家
機
関
に
属

す
る
か
の
ご
と
き
態
度
を
と
り
、
ド
イ
ツ
国
政
府
を
脅
迫
す
る
言
辞
を
弄
し
て
、
ド
イ
ツ
大
審
院
﹇
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
﹈
の

判
断
が
、『
立
法
当
局
者
の
絶
対
命
令
な
る
も
の
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
こ
と
』
を
政
府
は
予
期
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
し
て
い

る
。
…
…
ド
イ
ツ
大
審
院
は
、
予
想
さ
れ
る
法
律
を
良
俗
に
反
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
無
効
を
宣
告
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
、
と
脅
し
た
わ
け
で
あ
る
）
152
（

。
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こ
れ
を
受
け
て
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
授
権
法
に
基
づ
き
一
九
二
四
年
二
月
一
四
日
に
「
第
三
課
税
緊
急
令
」
を
発
布
し
て
再
評
価
増
額
率
を

一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
固
定
）
153
（

、
そ
の
後
、
ラ
イ
ヒ
議
会
が
一
九
二
五
年
七
月
一
六
日
に
「
抵
当
権
及
び
そ
の
他
の
請
求
権
の
増
額
評
価
に
関
す

る
法
律
」
を
制
定
し
て
増
額
率
を
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
改
訂
す
る
と
、
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
は
、
前
者
の
緊
急
令
を
一
九
二
四
年
三
月
一
日

判
決
で
、
後
者
の
法
律
を
一
九
二
五
年
一
一
月
四
日
判
決
で
合
憲
と
宣
言
し
た
）
154
（

。

こ
う
し
た
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
を
中
心
と
し
た
違
憲
審
査
権
行
使
の
動
き
が
示
し
た
「
露
骨
な
政
治
的
動
き

0

0

0

0

0

」
に
対
す
る
警
戒
感
と
、

「
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
を
中
心
と
し
た
裁
判
所
に
無
条
件
の
審
査
権
を
与
え
る
こ
と
に
対
す
る
危
惧
）
155
（

」
の
表
れ
と
し
て
、
二
〇
年
代
半
ば
頃

か
ら
違
憲
法
令
審
査
権
の
「
国
事
裁
判
所

0

0

0

0

0

」
へ
の
集
中
論

0

0

0

0

0

が
盛
ん
と
な
る
が
、
ノ
イ
マ
ン
の
よ
う
に
、
一
般
の
裁
判
官
の
審
査
権
も
「
国
事

裁
判
所
」
の
審
査
権
も
共
に
否
定
す
る
議
論
も
少
数
説
な
が
ら
存
在
し
た
）
156
（

。
ノ
イ
マ
ン
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
で
の
「
裁
判
官
の
裁
量
や

自
由
な
法
適
用
」
が
、
憲
法
の
う
た
う
「
社
会
民
主
主
義
の
理
念
及
び
社
会
的
法
治
国
家
思
想
を
切
り
崩
す
）
157
（

」
点
を
鋭
く
洞
察
し
、「
裁
判

0

0

官
的
法
律
審
査
権

0

0

0

0

0

0

0

（
国
事
裁
判
所
の
審
査
権
も
含
ん
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
の
政
治
的
本
質

0

0

0

0

0

0

を
鋭
く
衝
い
た
）
158
（

」
の
で
あ
る
。

第
5
節　

結
び
に
か
え
て

こ
こ
ま
で
、
二
〇
年
代
に
お
け
る
〈
合
法
性
〉
の
空
洞
化
過
程
を
議
会
、
及
び
、
司
法
の
二
つ
の
デ
ィ
メ
ン
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
跡
づ
け
て

き
た
が
、
以
下
、
三
つ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
議
会
主
義
的
〈
合
法
性
〉
の
空
洞
化
を
推
し
進
め
る
主
要
な
契
機
は
、
二
〇
年
代
に
独
占
化
、
巨
大
化
、
組
織
化
し
た
産
業
資

本
が
、
特
に
「
ド
イ
ツ
工
業
全
国
連
盟
」
が
閣
内
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
閣
外
で
自
覚
的
に
繰
り
広
げ
た
巧
妙
で
猛
烈
な
政
治
行
動
が
も
た

ら
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
）
159
（

。
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第
二
の
点
は
、
権
力
行
使
の
民
主
的
正
当
性
の
要
石
で
あ
る
法
律
形
成
が
、
二
〇
年
代
に
お
い
て
既
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

議
会
の
独
占
物
で
は
な
く
、
議
会

を
バ
イ
パ
ス
す
る
議
会
外0

立
法
様
式
が
混
在
し
、
法
律
の
基
盤
が
議
会
か
ら
議
会
外0

へ
と
移
行
し
、
法
律
か
ら
授
権
法
に
基
づ
く
内
閣
命

令
、
及
び
、
第
48
条
大
統
領
緊
急
命
令
へ
と
移
行
す
る
過
程
が
定
着
し
つ
つ
あ
り
、〈
立
法
の
行
政
化
〉
が
日
常
化
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

議
会
立
法
か
ら
議
会
外0

命
令
へ
と
い
う
逸
脱
形
態
の
蓄
積
に
お
い
て
特
に
重
要
な
の
は
、
議
会
外0

立
法
の
内
部
に
お
け
る
、
授
権
法
も
し
く

は
授
権
法
＋
第
48
条
の
運
用
か
ら
、
第
48
条
＋
大
統
領
の
議
会
解
散
権
（
第
25
条
）
へ
と
い
う
一
見
合
法
的
に
見
え
る
変
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
し
か

し
そ
こ
に
は
民
主
的
正
当
性
を
担
う
〈
合
法
性
〉
の
存
在
根
拠
た
る
議
会
を
離
れ
た
完
全
な
根
無
し
草
の
〈
合
法
性
〉、
つ
ま
り
、〈
擬
似

合
法
性
〉
の
出
現
と
い
う
質
的
転
換
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
第
一
の
点
と
無
関
係
で
は
な
い
。〈
合
法
性
〉
の
質
的
転
換

を
推
し
進
め
た
も
の
と
し
て
、
独
占
資
本
の
政
治
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
決
定
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
資
本
の

「
独
占
が
成
長
す
れ
ば
す
る
程
、
そ
れ
は
政
治
的
民
主
主
義
と
相
容
れ
な
い
」
と
い
う
前
述
の
ノ
イ
マ
ン
の
指
摘
は
正
鵠
を
得
て
い
る
。

第
三
の
点
は
、
司
法
部
の
法
解
釈
に
見
ら
れ
た
傾
向
で
あ
る
。
二
〇
年
代
以
来
の

0

0

0

0

0

0

0

自
由
法
論
の
隆
盛
、
制
度
主
義
的
法
解
釈
、
そ
し
て
裁

判
官
に
よ
る
法
創
造
）
160
（

と
い
っ
た
議
論
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
資
本
側
の
経
済
的
権
益
を
確
保
し
、
労
働
者

や
債
務
者
と
い
う
経
済
的
弱
者
の
保
護
を
う
た
う
社
会
民
主
主
義
的
傾
向
に
対
抗
す
る
為
に
経
済
的
領
域
へ
の
介
入
を
可
能
と
す
る
、〈
合

法
性
〉
に
装
わ
れ
た
武
器
と
し
て
法
律
の
憲
法
適
合
性
審
査
権
を
次
々
と
用
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
経
済
的
危
機

0

0

0

0

0

を
背
景
と
し
て
、
裁

判
所
に
よ
る
法
解
釈
と
い
う
〈
合
法
性
〉
の
デ
ィ
メ
ン
ジ
ョ
ン
も
ま
た
変
質
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
こ
に
、
経
済
界
か
ら

何
ら
か
具
体
的
関
与
が
及
ん
で
い
た
の
か
と
い
う
問
い
が
生
ず
る
）
161
（

。

だ
が
よ
り
重
要
な
の
は
、
議
会
に
お
け
る
立
法
に
よ
っ
て
は
明
文
化
さ
れ
な
か
っ
た
、
従
っ
て
、
議
会
の
意
思
と
し
て
は
確
立
さ
れ
ず
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
違
憲
立
法
審
査
権
を
、
幾
つ
も
の
裁
判
所
が
独
自
の
解
釈
に
基
づ
い
て
唐
突
に
も
行
使
し
た
こ
と
、
そ
の
上
更
に
、
議
会

が
裁
判
所
の
意
思
に
反
す
る
政
策
を
提
示
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
無
効
宣
告
を
与
え
る
と
い
う
脅
し
の
手
段
と
し
て
、
つ
ま
り
議
会
に
対
す

0

0

0

0

0

る
政
治
的
武
器
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

違
憲
立
法
審
査
権
を
用
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
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以
上
の
考
察
に
基
づ
け
ば
、
権
力
の
民
主
的
正
当
化
の
根
拠
を
議
会
立
法
に
置
く
民
主
的
憲
法
の
下
で
社
会
的
弱
者
の
権
利
擁
護
を
定
め

た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
体
制
は
、
一
方
で
、
そ
の
議
会
主
義
的
〈
合
法
性
〉
が
、
経
済
界
の
政
治
行
動
に
よ
る
攻
撃
に
恒
常
的
に
晒
さ
れ
て
議

会
の
立
法
権
の
独
占
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
他
方
、
そ
れ
を
後
押
し
す
る
よ
う
に
、
司
法
に
よ
る
法
解
釈
に
よ
っ
て
も
民
主
的
憲
法

は
内
側
か
ら
掘
り
崩
さ
れ
、
文
字
通
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
う
よ
う
な
〈
合
法
性
〉
の
分
裂
状
態
が
、
政
情
不
安
期
と
相
対
的
安
定
期
を
問

わ
ず
、
継
続
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
崩
壊
寸
前
の
一
九
三
二
年
七
月
二
〇
日
に
憲
法
第
48
条
の
下
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
パ
ー
ペ
ン
・
ク
ー
デ
タ
ー
事
件
に

端
を
発
す
る
共
和
国
最
大
の
国
事
裁
判
）
162
（

が
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
の
国
事
裁
判
所
で
同
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
背
景
と

し
て
の
〈
合
法
性
〉
を
め
ぐ
る
時
代
状
況
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
政
府
が
第
48
条
に
依
拠
し
て
発
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
・

ラ
ン
ト
政
府
罷
免
の
大
統
領
緊
急
命
令
の
違
憲
性
を
め
ぐ
る
訴
訟
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
展
開
を
辿
り
、
い
か
な
る
問
題
を
そ
こ
に
含

ん
で
い
た
の
か
、
そ
の
点
の
考
察
は
別
稿
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
注

（
1
） 

本
稿
は
、
二
〇
〇
三
年
二
月
三
日
に
国
際
基
督
教
大
学
大
学
院
行
政
学
研
究
科
に
提
出
し
た
博
士
論
文
「
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ル
マ
ン
・

ヘ
ラ
ー
――
「
プ
ロ
イ
セ
ン
対
ラ
イ
ヒ
」
裁
判
を
手
掛
り
と
し
て
」
第
二
章
に
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 

こ
の
点
を
詳
述
し
た
も
の
と
し
て
高
橋
二
〇
〇
七
、
及
び
、
高
橋
二
〇
一
〇
、
二
九
一
―
二
九
三
頁
。

（
3
） Schm

itt 1931, 84.

（
4
） N

eum
ann1944, 20.  

岡
本
ほ
か
訳
二
六
頁
。（
以
下
、
訳
と
の
み
表
記
）
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（
5
） 

コ
ル
プ
一
九
九
一
、
二
二
九
頁
。

（
6
） 
木
村
一
九
九
〇
、
一
一
九
頁
。

（
7
） 
木
村
同
上
。
コ
ル
プ
一
九
九
一
、
二
二
九
―
二
三
三
頁
。
こ
の
新
し
い
流
れ
を
象
徴
す
る
記
念
碑
的
研
究
と
し
て
一
九
七
三
年
に
ボ
ー
フ
ム

大
学
で
「
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お
け
る
工
業
体
制
と
政
治
発
展
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
浩
瀚
な
記
録
集
、

H
ans M

om
m

sen, D
ietm

ar Petzina, B
ernd W

eisbrod

（hrsg.

）, Industrielles System
 und politische E

ntw
icklung in der W

eim
arer 

R
epublik. Verhandlungen des Internationalen Sym

posium
s in B

ochum
 vom

 12
.

―17. Juni 1973, D
üsseldorf, 1974.

（2B
de.

）が
あ
る

（
木
村
一
九
九
〇
、
一
二
一
頁
・
栗
原
一
九
九
〇
、
一
九
三
頁
・
コ
ル
プ
一
九
九
一
、
二
三
三
、
二
四
三
頁
・
栗
原
一
九
八
一
、
一
一
〇
頁
）。

（
8
） 

山
口
一
九
七
三
、
一
六
一
頁
及
び
一
六
八
頁
注
11
。

（
9
） N

eum
ann1944.  

ノ
イ
マ
ン
（1900

―1954

）
は
現
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
カ
ト
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
ユ
ダ
ヤ
系
職
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
H
・
ヘ
ラ
ー
の

友
人
で
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
労
働
法
の
父
と
い
わ
れ
た
H
・
ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
ー
教
授
の
助
手
と
し
て
そ
の
影
響
を
受
け
た
労
働
法
の
専
門

家
。
一
九
二
八
年
、
建
築
工
組
合
法
律
顧
問
に
な
る
と
同
時
に
、
ヘ
ラ
ー
が
教
授
と
し
て
講
座
を
担
当
し
て
い
た
ベ
ル
リ
ン
の
ド
イ
ツ
政
治
大

学
の
労
働
法
講
師
と
な
り
、
一
九
三
二
年
社
会
民
主
党
の
法
律
顧
問
と
な
る
。
ベ
ル
リ
ン
弁
護
士
会
の
一
員
で
あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
行
政
裁
判

所
や
連
邦
経
済
評
議
会
の
一
員
と
し
て
主
に
法
曹
界
で
活
躍
。
一
九
三
三
年
四
月
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ
、
五
月
ロ

ン
ド
ン
に
亡
命
、
ラ
ス
キ
に
師
事
し
、
一
九
三
六
年
ロ
ン
ド
ン
大
学
か
ら
哲
学
博
士
号
を
授
与
。
同
年
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
社
会
調
査
研
究
所

に
所
属
し
、
そ
こ
で
本
書
を
執
筆
し
た
（
安
世
舟
一
九
八
三
、
六
八
七
頁
注
10
及
び
「
訳
者
あ
と
が
き
」
ノ
イ
マ
ン
『
ビ
ヒ
モ
ス
』
四
九
八
―

四
九
九
頁
）。

（
10
） 

栗
原
一
九
九
〇
、
一
九
四
頁
、
傍
点
筆
者
。

（
11
） 

栗
原
同
上
。﹇　

﹈
挿
入
及
び
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。

（
12
） 

ノ
イ
マ
ン
に
お
い
て
萠
芽
的
に
見
ら
れ
る
、
し
か
し
決
定
的
に
重
要
な
こ
う
し
た
研
究
視
角
が
、
後
に
本
格
的
に
、
そ
し
て
独
自
に
収
集
し
た

豊
富
な
原
史
料
の
分
析
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
た
浩
瀚
な
大
著
が
栗
原
優
『
ナ
チ
ズ
ム
体
制
の
成
立
』（
栗
原
一
九
八
一
）
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
独
占
資
本
内
の
路
線
対
立
を
軸
に
共
和
国
の
解
体
を
分
析
し
た
」
と
い
う
意
味
か
ら
「
注
目
す
べ
き
業
績
」
と
さ
れ
「
共
和
国
史
の
検
討
に
当

た
っ
て
必
ず
ふ
ま
え
る
べ
き
位
置
を
占
め
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
（
木
村
一
九
九
〇
、
一
二
〇
頁
）。
栗
原
に
よ
れ
ば
、「
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
末

期
の
ナ
チ
ズ
ム
体
制
へ
の
移
行
過
程
に
お
け
る
経
済
界
の
政
治
行
動
の
解
明
」
と
い
う
本
書
の
目
的
を
、「
ブ
ラ
ッ
ハ
ー
の
大
著
を
克
服
す
る
こ
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と
を
通
じ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
が
、
そ
の
眼
目
は
以
下
の
点
に
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
ブ
ラ
ッ
ハ
ー
の
研
究
（B

racher1971

）

が
「『
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
の
解
体
』
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
み
で
、
そ
れ
が
同
時
に
『
ナ
チ
ズ
ム
体
制
の
成
立
』
を
解
明
す
る
も
の
に

な
っ
て
い
な
い
」
が
、
こ
の
弱
点
は
「
国
家
権
力
の
理
解
」
に
由
来
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
栗
原
の
分
析
の
ブ
ラ
ッ
ハ
ー
に
対
す
る
優
越
は
、

ブ
ラ
ッ
ハ
ー
の
分
析
が
あ
く
ま
で
政
党
中
心

0

0

0

0

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
栗
原
は
「
経
済
界

0

0

0

の
政
治
行
動
、
あ
る
い
は
政
治
権
力
と
し
て
の
独
占
資

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

本0

を
分
析
の
中
心
に
据
え
た
」（
傍
点
筆
者
）
点
に
あ
る
（
栗
原
一
九
八
一
、（
i
）〜（
ii
））。
西
川
正
雄
は
「
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
」（
西
川

一
九
六
七
）
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
産
業
研
究
所
が
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
掌
握
三
〇
周
年
に
際
し
て
小
冊
子
を
出
し
「
ヒ
ト
ラ
ー
を
政
権
に
つ
け
た
の

は
財
界
だ
と
い
う
の
は
『
伝
説
』
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
」
の
に
対
し
て
、「
ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟
が
直
ち
に
反
駁
を
加
え
た
」
こ
と
を
伝
え
、

「
そ
れ
が
『
伝
説
』
で
は
な
い
の
は
本
稿
の
分
析
か
ら
も
明
ら
か
」
だ
と
指
摘
す
る
（
同
上
九
七
頁
）。
栗
原
は
更
に
踏
み
込
ん
で
ワ
イ
マ
ー
ル

崩
壊
と
ナ
チ
ズ
ム
体
制
成
立
に
対
す
る
ド
イ
ツ
経
済
界
の
決
定
的
な
責
任
を
周
到
に
証
明
し
た
と
い
え
よ
う
。
栗
原
の
「
ド
イ
ツ
経
済
界
」
の

定
義
に
つ
い
て
は
栗
原
一
九
八
一
、
二
一
三
―
二
一
五
頁
。

（
13
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
非
公
刊
の
多
数
の
原
史
料
に
基
づ
い
た
歴
史
的
検
証
は
栗
原
一
九
六
八
参
照
。「
ド
イ
ツ
工
業
全
国
連
盟
」
に
つ
い
て
は
後

述
（
第
二
節
2
．参
照
）。

（
14
） B

racher1956, 248

―249.  

山
口
一
九
七
三
、
一
六
五
―
一
六
六
頁
。

（
15
） N

eum
ann1944, 14.  

訳
二
一
頁
、
傍
点
筆
者
。
ブ
ラ
ッ
ハ
ー
の
分
析
に
は
独
占
資
本
の
政
治
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
と
い
う
視
点
が
欠
落
し
て
お
り
、

そ
の
権
力
理
論
に
は
、
国
家
権
力
を
「
独
占
資
本
・
高
級
官
僚
等
の
支
配
権
力
た
る
議
会
外

0

0

0

権
力
と
、
統
治
権
力
で
あ
る
議
会
主
義

0

0

0

0

権
力
と
の

相
互
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
視
点
」
が
欠
落
し
て
い
る
と
栗
原
は
指
摘
す
る
（
栗
原
一
九
八
一
、
一
一
一
―
一
一
四
頁
、
傍
点
筆
者
）。

（
16
） N

eum
ann1944, 13

―14.  

訳
二
一
頁
。﹇　

﹈
挿
入
と
傍
点
は
筆
者
。

（
17
） 

正
式
に
は
「
一
九
一
九
年
八
月
一
一
日
制
定
の
ド
イ
ツ
国
憲
法
」
と
称
す
る
。
訳
は
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
憲
法
論
』（
阿
部
照
哉
・
村
上
義

弘
訳
）
み
す
ず
書
房
一
九
八
九
所
収
「
巻
末
付
録
」
四
四
七
―
四
七
二
頁
参
照
。
以
下
、「
巻
末
付
録
」
と
略
記
。

（
18
） N

eum
ann1944, 9.  

訳
一
八
頁
（
傍
点
筆
者
）。

（
19
） Ibid., 404.  

訳
三
四
七
頁
。
ノ
イ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
生
産
手
段
の
所
有
者
と
し
て
の
雇
用
者
は
、
従
来
は
工
場
規
則
を
制
定
（
立
法
者
）
し
、

人
を
雇
用
し
解
雇
し
（
行
政
者
）、
工
場
規
則
違
反
を
罰
す
る
（
唯
一
の
裁
判
官
）
と
い
う
意
味
で
三
権
全
て
を
行
使
す
る
独
裁
者
で
あ
っ
た

（ibid., 403, 406.  

訳
三
四
六
―
三
四
七
頁
、
三
四
八
頁
）。
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（
20
） Ibid., 11

―12.  

訳
一
九
頁
。
栗
原
一
九
八
一
、
一
九
一
頁
以
下
、
及
び
ア
イ
ク
一
九
八
六
、
五
五
以
下
参
照
。

（
21
） 
経
営
評
議
会
の
構
成
員
は
、
労
働
組
合
が
互
い
に
競
い
合
っ
て
出
す
候
補
者
名
簿
か
ら
、
国
家
な
い
し
雇
用
者
の
影
響
な
し
に
比
例
代
表
制
原

理
に
則
っ
て
秘
密
投
票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
（ibid., 406.  

訳
三
四
八
頁
）。
形
式
的
に
は
経
営
評
議
会
は
労
働
組
合
か
ら
独
立
し
て
い
た
が
、

そ
の
職
務
遂
行
に
は
絶
え
ず
労
働
組
合
の
援
助
を
求
め
、
他
方
、
労
働
組
合
の
ほ
う
で
も
最
高
労
働
時
間
法
の
実
施
な
ど
で
評
議
会
に
依
存
し

た
（ibid., 406

―407.  

訳
三
四
九
頁
）。

（
22
） 

団
体
協
約
が
、
直
接
的
に
は
雇
用
者
と
組
織
労
働
者
と
の
間
だ
け
に
効
力
を
発
す
る
と
い
う
制
約
の
故
に
、
雇
用
者
が
非
組
合
員
の
み
を
雇
う

危
険
に
対
し
て
、
協
約
を
、
当
該
産
業
な
い
し
商
業
の
全
体
に
ま
で
拡
張
す
る
権
限
が
労
働
大
臣
に
与
え
ら
れ
、
こ
の
権
限
は
一
九
三
一
年
ま

で
し
ば
し
ば
行
使
さ
れ
た
（ibid., 407.  

訳
三
四
九
頁
）。

（
23
） Ibid., 406

―407.  

訳
三
四
九
頁
。
仲
裁
委
員
会
は
一
九
二
七
年
の
法
律
に
よ
り
労
働
裁
判
所
と
な
り
、
そ
の
第
一
審
、
第
二
審
、
第
三
審
は
そ

れ
ぞ
れ
一
人
の
裁
判
官
と
、
労
組
、
雇
用
者
連
合
会
の
同
数
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
た
（ibid., 409.  

訳
三
五
〇
頁
）。

（
24
） Ibid., 408.  

訳
三
五
〇
頁
。
但
し
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
肉
体
労
働
者
と
で
は
社
会
保
険
給
付
は
前
者
が
高
額
で
、
ま
た
解
雇
予
告
期
間
は
前
者
の

ほ
う
が
長
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
社
会
立
法
上
異
な
る
取
り
扱
い
を
受
け
た
（ibid., 411.  

訳
三
五
二
頁
）。

（
25
） Ibid., 407

―408.  

訳
三
四
九
―
三
五
〇
。

（
26
） Ibid., 409.  

訳
三
五
〇
―
三
五
一
頁
。

（
27
） Ibid., 235.  

訳
二
一
一
―
二
一
二
頁
。

（
28
） Ibid., 240.  

訳
二
一
三
頁
。「
ド
イ
ツ
雇
用
者
団
体
連
合
会
」
は
、
工
業
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
雇
用
者
団
体
の
為
の
統
一
的
機
関
と
し
て
下
部
団

体
に
忠
告
を
与
え
た
り
、
労
組
に
対
抗
す
る
共
同
の
政
策
を
推
進
し
た
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
保
険
組
合
に
よ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
抗
す
る
財
政

保
護
を
与
え
た
（ibid., 240.  

訳
二
一
三
頁
）。

（
29
） Ibid., 235.  

訳
二
一
一
頁
。

（
30
） Ibid., 235

―237.  

訳
二
一
二
―
二
一
三
頁
。

（
31
） Ibid., 236.  

訳
二
一
二
頁
。

（
32
） Ibid., 236

―237.  

訳
二
一
二
―
二
一
三
頁
。
栗
原
一
九
六
八
、
一
頁
。
合
併
前
の
二
つ
の
組
織
は
第
一
次
大
戦
ま
で
対
立
関
係
に
あ
っ
た
が
、

第
一
次
大
戦
中
は
合
体
し
て
「
ド
イ
ツ
工
業
戦
時
委
員
会
」
と
し
て
行
動
し
て
い
た
（ibid., 237.  

訳
二
一
三
頁
、
栗
原
一
九
六
八
、
一
頁
、
同
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一
九
八
一
、
一
八
七
頁
以
下
）。

（
33
） 
栗
原
一
九
六
八
、
一
頁
。

（
34
） 
全
国
連
盟
傘
下
の
地
域
団
体
の
う
ち
最
も
重
要
な
の
は
、
ド
イ
ツ
最
大
の
工
業
地
帯
で
あ
る
ル
ー
ル
地
方
を
中
心
と
し
た
ラ
ン
グ
ナ
ム
・
フ
ェ

ラ
イ
ン
で
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
栗
原
一
九
八
一
、
二
〇
一
―
二
〇
二
頁
。
栗
原
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
二
年
一
一
月
二
三
日
の
ラ
ン
グ
ナ
ム
・
フ
ェ

ラ
イ
ン
総
会
は
「
強
力
な
国
家
に
お
け
る
健
全
な
経
済
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
パ
ー
ペ
ン
内
閣
の
国
家
改
造
計
画
の
全
面
的
支
援
を
行

う
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
一
月
一
七
日
の
パ
ー
ペ
ン
内
閣
総
辞
職
を
受
け
、
そ
れ
ま
で
総
会
の
講
演
者
に
予
定
さ
れ
て

い
た
パ
ー
ペ
ン
あ
る
い
は
ガ
イ
ル
が
急
遽
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
変
更
さ
れ
た
（
栗
原
同
上
、
四
六
九
―
四
七
〇
頁
）。
こ
う
し
た
経
緯
に

よ
っ
て
ラ
ン
グ
ナ
ム
・
フ
ェ
ラ
イ
ン
総
会
で
行
わ
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
講
演
が
、C

. Schm
itt, G

esunde W
irtschaft im

 starken Staat, in: 

Langnam
verein

（1932
）, 21
―26 

で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
講
演
者
変
更
の
背
後
で
、
ド
イ
ツ
重
工
業
界
の
支
持
が
パ
ー
ペ
ン
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー

へ
と
一
転
し
て
移
る
状
況
変
化
が
起
き
て
い
た
事
実
（
栗
原
一
九
八
一
、
四
六
九
―
四
七
〇
頁
）
は
興
味
深
い
。
つ
ま
り
ド
イ
ツ
重
工
業
界
は

一
一
月
初
め
ま
で
は
基
本
的
に
パ
ー
ペ
ン
内
閣
を
支
持
し
て
お
り
、『
ド
イ
ツ
一
般
新
聞
』
は
一
一
月
一
四
日
ま
で
は
「
ナ
チ
運
動
の
政
権
へ
の

参
加
」
を
唱
え
る
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
一
八
日
に
は
「
国
民
的
結
集
へ
の
道
の
第
一
歩
」
は
「
ヒ
ト
ラ
ー
に
組
閣
を
委
ね
る
試
み
」
に
よ
っ

て
開
始
す
べ
き
だ
と
あ
か
ら
さ
ま
に
主
張
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
（
栗
原
一
九
八
一
、
四
六
九
―
四
七
〇
頁
）。

（
35
） N

eum
ann1944, 237.  

訳
二
一
三
頁
。

（
36
） 

た
と
え
ば
カ
ル
テ
ル
の
理
事
が
同
時
に
雇
用
者
連
合
や
市
町
村
な
い
し
ラ
ン
ト
の
「
業
種
別
連
合
」
の
理
事
を
兼
任
す
る
な
ど
（ibid., 235.  

訳

二
一
二
頁
）。

（
37
） Ibid., 15, 237.  

訳
二
二
頁
、
二
一
三
頁
。

（
38
） 

第
一
次
大
戦
前
に
は
原
料
部
門
に
限
ら
れ
て
い
た
カ
ル
テ
ル
は
、
戦
後
は
加
工
部
門
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
業
界
に
普
及
し
、
数
の
上
で
も
飛
躍
的

に
増
大
（
一
九
〇
〇
年
に
三
〇
〇
で
あ
っ
た
が
一
九
二
四
年
に
は
一
五
〇
〇
）
し
て
い
た
が
、
全
国
連
盟
は
直
接
の
会
員
と
し
て
い
た
主
要
な

二
五
〇
の
カ
ル
テ
ル
を
通
じ
て
一
〇
〇
〇
の
カ
ル
テ
ル
を
掌
握
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て
全
国
連
盟
は
一
九
二
九
年
、
カ
ル
テ
ル
局
事

務
執
行
委
員
会
（
五
七
名
）
と
拡
大
委
員
会
（
一
八
九
名
）
を
設
置
し
、
事
務
局
と
し
て
カ
ル
テ
ル
局
を
置
い
た
（
栗
原
一
九
八
一
、
二
二
六

頁
）。

（
39
） Ibid., 237.  

訳
二
一
三
頁
。
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（
40
） 

栗
原
一
九
八
一
、
一
一
九
―
一
二
〇
頁
。

（
41
） N

eum
ann1944, 16.  

訳
二
三
頁
。

（
42
） 
栗
原
一
九
八
一
、
二
二
七
頁
。

（
43
） N

eum
ann1944, 15.  

訳
二
二
頁
。

（
44
） Ibid., 17, 411
―413.  

訳
二
三
頁
、
三
五
二
―
三
五
四
頁
。

（
45
） Ibid., 410
―411.  

訳
三
五
一
―
三
五
二
頁
。

（
46
） Ibid., 411.  

訳
三
五
二
頁
。

（
47
） Ibid., 411.  

訳
三
五
二
頁
。

（
48
） Ibid., 17, 411.  

訳
二
三
頁
、
三
五
二
頁
。

（
49
） Ibid., 17, 411.  

訳
二
四
頁
、
三
五
二
頁
。

（
50
） Ibid., 412.  

訳
三
五
二
頁
。

（
51
） Ibid., 17.  

訳
二
四
頁
。

（
52
） Ibid., 412.  

訳
三
五
二
頁
。

（
53
） Ibid., 408.  

訳
三
五
〇
頁
。

（
54
） 

主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
資
本
の
ド
イ
ツ
流
入
で
あ
る
（
成
瀬
一
九
八
七
、
二
〇
六
頁
）。

（
55
） N

eum
ann1944, 15, 410.  

訳
二
二
頁
、
三
五
一
頁
。

（
56
） Ibid., 410.  

訳
三
五
一
頁
。

（
57
） Ibid., 410.  

訳
三
五
一
頁
。

（
58
） Ibid., 277.  

訳
二
四
四
頁
。

（
59
） Ibid., 259

―260, 277.  

訳
二
三
〇
頁
、
二
四
四
頁
。

（
60
） Ibid., 259

―260, 277.  

訳
二
三
〇
頁
、
二
四
四
頁
。

（
61
） Ibid., 280.  

訳
二
四
六
頁
。

（
62
） Ibid., 277.  

訳
二
四
四
頁
。
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（
63
） Ibid., 260.  

訳
二
三
〇
頁
。

（
64
） Ibid., 260, 278.  

訳
二
三
〇
―
二
三
一
頁
、
二
四
四
―
二
四
五
頁
。
ド
イ
ツ
産
業
独
占
体
に
よ
る
国
家
援
助
の
要
求
は
、
ナ
チ
ス
国
家
に
よ
っ
て

初
め
て
満
た
さ
れ
た
（ibid., 278.  

訳
二
四
五
頁
）。

（
65
） Ibid., 261.  

訳
二
三
一
頁
。

（
66
） Ibid., 261
―263.  

訳
二
三
一
―
三
頁
。

（
67
） 

ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
府
の
下
で
の
こ
の
大
統
領
令
は
、
発
布
直
前
に
「
経
済
を
損
な
う
価
格
拘
束
の
防
止
」
の
為
の
カ
ル
テ
ル
に
関
す
る
条
項

が
追
加
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
新
し
い
カ
ル
テ
ル
令
の
規
定
自
体
は
一
九
二
三
年
一
一
月
二
日
の
カ
ル
テ
ル
令
よ
り
一
段
と
強
力
で
あ
っ
た

（
栗
原
一
九
八
一
、
三
二
五
頁
）。

（
68
） Ibid., 261

―262.  

訳
二
三
一
―
二
三
二
頁
。

（
69
） Ibid., 262.  

訳
二
三
二
頁
。

（
70
） 

栗
原
一
九
八
一
、
二
二
六
頁
（
傍
点
筆
者
）。
栗
原
は
、「
国
家
内
国
家
化
の
傾
向
」
に
は
、
一
、「
経
済
政
策
の
一
部
を
国
家
の
領
域
か
ら
奪
っ

て
自
ら
の
内
部
で
執
行
し
よ
う
と
す
る
傾
向
」、
二
、「
国
家
の
政
策
決
定
過
程
に
支
配
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
傾
向
」
の
二
つ

の
側
面
が
あ
る
と
し
、
こ
の
二
傾
向
は
相
補
的
関
係
に
あ
る
が
、
第
一
の
側
面
が
中
心
と
な
る
の
は
ナ
チ
ス
体
制
に
お
い
て
で
あ
り
、
ワ
イ
マ
ー

ル
期
は
第
一
の
側
面
は
萠
芽
的
で
あ
り
、
第
二
の
側
面
が
中
心
だ
っ
た
と
分
析
す
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
既
に
見
ら
れ
た
第
一
の
側
面
の
中
心

は
、
カ
ル
テ
ル
政
策
と
通
商
政
策
の
分
野
だ
と
い
う
（
栗
原
同
上
）。

（
71
） 

専
務
幹
部
会
員
と
は
戦
前
に
は
な
か
っ
た
制
度
で
、
事
務
局
長
の
上
に
立
っ
て
事
務
局
全
体
を
指
揮
す
る
と
共
に
、
幹
部
会
員
の
一
人
と
し
て

全
国
連
盟
の
政
策
決
定
に
参
加
す
る
役
職
で
、
高
級
官
僚
が
こ
れ
に
当
て
ら
れ
た
（
栗
原
一
九
八
一
、
二
〇
六
頁
）。
ジ
ー
モ
ン
ス
が
外
相
と

な
っ
た
後
の
専
務
幹
部
会
員
に
は
外
務
省
の
局
次
長
ヘ
ル
マ
ン
・
ビ
ュ
ヒ
ャ
ー
が
就
任
し
て
い
る
（
栗
原
同
上
）。

（
72
） 

栗
原
一
九
六
八
、
二
頁
、
同
一
九
八
一
、
一
九
四
、
二
〇
六
、
二
四
一
頁
。

（
73
） 

全
国
連
盟
と
歴
代
内
閣
の
閣
僚
と
の
人
的
繋
が
り
は
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
な
い
。
詳
細
は
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
全
内
閣
の
主
要
閣
僚
が
「
全

国
連
盟
」
加
盟
の
主
要
な
独
占
体
、
及
び
、
各
政
党
の
ど
れ
に
属
し
て
い
た
か
を
網
羅
的
に
示
し
た
「
表
25
：
主
要
閣
僚
の
出
自
」（
栗
原

一
九
八
一
、
二
四
一
頁
）
参
照
。
更
に
経
済
界
と
政
界
と
の
人
的
繋
が
り
の
一
般
的
概
観
を
与
え
る
も
の
と
し
て
「
付
表
Ⅱ
：
経
済
界
関
係
議

員
リ
ス
ト
（
一
九
二
四
―
一
九
二
八
）」（
同
巻
末
一
四
頁
）
及
び
「
表
23
：
ド
イ
ツ
経
済
界
と
政
党
」（
同
二
三
五
頁
）
も
参
照
。
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（
74
） 

ラ
ー
テ
ナ
ウ
暗
殺
は
全
国
連
盟
が
ド
イ
ツ
経
済
の
再
建
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
独
自
に
検
討
し
始
め
る
直
接
の
動
機

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
、
と
栗
原

は
述
べ
る
（
栗
原
一
九
六
八
、
二
頁
）。

（
75
） 
栗
原
一
九
六
八
、
二
頁
。

（
76
） 

同
上
、
傍
点
筆
者
。

（
77
） 

同
上
。

（
78
） 

栗
原
一
九
六
八
、
二
―
三
頁
。
ビ
ュ
ヒ
ャ
ー
は
「
ア
メ
リ
カ
の
み
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
産
機
構
を
再
建
す
る
能
力
と
権
力
を
持
っ
て
い
る
」
と

し
て
ア
メ
リ
カ
資
本
へ
の
強
い
期
待
を
抱
い
て
い
た
（
同
二
頁
）。

（
79
） 

栗
原
一
九
六
八
、
五
頁
。

（
80
） 

栗
原
一
九
八
一
、
四
六
九
―
四
七
〇
頁
。

（
81
） Schm

itt1931, 81.  

訳
一
一
七
頁
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
経
済
的
な
優
越
的
地
位
の
濫
用
に
対
し
て
」
公
布
さ
れ
た
一
九
二
三
年
一
一
月
二
日
の
カ

ル
テ
ル
禁
止
令
そ
れ
自
体
が
、「
経
済
的
権
力
」
の
概
念
と
存
在
を
国
家
と
法
律
が
認
め
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
象
徴
だ
と
み
な
す
。

（
82
） N

eum
ann1944, 24.  

訳
二
九
頁
。

（
83
） Ibid., 24

―25.  

訳
二
九
頁
。

（
84
） Ibid., 25.  

訳
三
〇
頁
。

（
85
） Ibid., 25.  

訳
二
九
頁
（
傍
点
筆
者
）。

（
86
） 

一
九
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
の
授
権
法
に
基
づ
く
内
閣
命
令
に
は
、
工
場
閉
鎖
に
関
す
る
命
令
、
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
レ
ン
テ
ン
バ
ン
ク
創
設
に
関

す
る
命
令
、
通
貨
統
制
に
関
す
る
命
令
、
所
得
税
法
修
正
に
関
す
る
命
令
、
カ
ル
テ
ル
及
び
独
占
に
対
す
る
統
制
を
導
入
す
る
命
令
な
ど
が
あ

り
、
一
九
二
〇
年
か
ら
二
四
年
末
ま
で
の
五
年
間
に
出
さ
れ
た
議
会
に
よ
る
制
定
法
は
七
〇
〇
で
あ
る
の
に
対
し
内
閣
命
令
は
四
五
〇
だ
っ
た

（ibid., 25.  

訳
二
九
―
三
〇
頁
）。

（
87
） 

田
中
一
九
七
四
a
、
二
三
八
頁
。

（
88
） 

同
上
、
二
四
〇
頁
。

（
89
） 

同
上
、
二
三
八
―
二
四
〇
頁

（
90
） 

同
上
、
二
四
〇
頁
。
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（
91
） N

eum
ann1944, 25

―26.  

訳
三
〇
頁
。

（
92
） 
田
中
一
九
七
四
a
、
二
一
八
―
二
二
四
頁
。

（
93
） 
同
上
、
二
二
〇
頁
。

（
94
） 

同
上
、
二
二
一
頁
。

（
95
） 

同
上
、
二
二
〇
―
二
二
一
頁
。

（
96
） 

同
上
、
二
二
一
頁
。

（
97
） 

同
上
、
二
二
二
頁
。

（
98
） 

ラ
イ
ヒ
議
会
が
第
48
条
に
基
づ
く
大
統
領
の
緊
急
命
令
の
事
後
撤
回
を
求
め
た
の
は
、
一
度
だ
け
だ
っ
た
（B

oldt1971, 91

）。

（
99
） B

oldt1971, 90

（FN
 1

）& 94
よ
り
作
成
。

（
100
） Ibid., 90.

（
101
） Ibid., 90.

（
102
） Ibid., 91.

（
103
） 

一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
三
二
年
ま
で
に
比
較
的
に
重
要
で
は
な
い
二
九
の
議
会
法
が
成
立
し
た
の
に
対
し
て
、
一
〇
九
の
大
統
領
緊
急
令
が
出

さ
れ
た
（ibid., 92

）。

（
104
） Ibid., 94.  

田
中
一
九
七
四
a
、
二
五
二
―
二
五
三
頁
。

（
105
） Ibid., 92.

（
106
） Ibid., 92

―93.

（
107
） Ibid., 93.

（
108
） Ibid., 93.

（
109
） 

栗
原
一
九
六
八
、
九
頁
。

（
110
） 

労
働
時
間
規
制
を
め
ぐ
り
社
会
民
主
党
（
議
員
団
を
含
む
）
と
社
会
民
主
党
の
閣
僚
と
の
間
に
は
分
裂
が
あ
っ
た
。
党
機
関
誌 Vorw

ärts 

は
、

労
働
組
合
の
労
働
時
間
延
長
反
対
を
繰
返
し
伝
え
、
九
月
一
一
日
の
社
説
で
は
「
最
も
重
要
な
社
会
的
獲
得
物
の
一
つ
で
あ
る
八
時
間
労
働
日

を
再
び
廃
止
し
よ
う
と
す
る
考
え
は
い
か
な
る
も
の
で
も
党
派
を
問
わ
ず
全
て
の
労
働
者
の
最
も
決
定
的
に
し
て
最
も
明
白
な
抵
抗
に
出
会
う
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で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、「
八
時
間
労
働
日
の
下
で
の
生
産
性
向
上
を
！
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
た
（
栗
原
一
九
六
八
、
一
〇
頁
）。
こ
れ
に
対

し
第
一
次
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
内
閣
に
社
会
民
主
党
か
ら
入
閣
し
て
い
た
閣
僚
ら
は
、
蔵
相
と
し
て
入
閣
し
て
い
た
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
ィ
ン
グ
を

は
じ
め
八
時
間
労
働
の
延
長
を
原
則
的
に
承
認
し
て
お
り
、
復
興
相
兼
副
首
相
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
至
っ
て
は
、
労
働
時
間
問
題
が
大
衆
的
に
討

議
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
「
ま
さ
に
こ
の
問
題
に
お
い
て
は
多
く
を
議
論
せ
ず
に
行
動
す
べ
き
」
と
希
望
し
た
と
い
う
（
同
上
）。

（
111
） 

社
会
民
主
党
の
閣
僚
ら
に
よ
る
必
死
の
説
得
工
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
〇
月
二
日
深
夜
に
及
ぶ
社
会
民
主
党
議
員
総
会
は
六
一
対
五
四
の

僅
差
で
、
授
権
法
に
経
済
・
社
会
政
策
の
領
域
を
含
め
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
社
会
民
主
党
議
員
総
会
に
お
い
て
ド
イ
ツ
労

働
組
合
総
同
盟
が
も
た
ら
し
た
、
労
働
時
間
法
問
題
に
関
す
る
い
か
な
る
歩
み
寄
り
も
拒
否
す
る
と
い
う
決
議
の
影
響
下
で
行
わ
れ
た
（
栗
原

一
九
六
八
、
一
〇
頁
）。

（
112
） 

栗
原
一
九
六
八
、
一
〇
頁
。

（
113
） 

独
占
資
本
側
の
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
も
う
一
つ
の
模
索
と
し
て
、
シ
ュ
テ
ィ
ン
ネ
ス
に
よ
る
連
合
国
の
了
解
の
下
で
の
十
時
間
労
働
を
労
働
者

に
強
要
す
る
為
の
計
画
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
未
遂
の
ま
ま
失
敗
に
終
わ
っ
た
（
栗
原
一
九
六
八
、
一
〇
―
一
一
頁
）。

（
114
） 

栗
原
一
九
六
八
、
一
一
頁
。

（
115
） 

同
上
。

（
116
） 

栗
原
一
九
六
八
、
一
一
頁
。

（
117
） 

同
上
。

（
118
） N

eum
ann1944, 21.  

訳
二
六
頁
。

（
119
） 

成
瀬
一
九
八
七
、
一
九
〇
―
一
九
二
頁
。N

eum
ann1944, 21.  

訳
二
六
頁
。

（
120
） N

eum
ann1944, 21.  

訳
二
六
―
二
七
頁
。
宣
告
さ
れ
た
刑
と
処
罰
者
数
は
、
重
禁
錮
刑
四
〇
七
名
、
禁
錮
刑
一
七
三
七
名
、
重
労
働
六
五
名
と

い
う
大
掛
か
り
な
も
の
だ
っ
た
。

（
121
） 

成
瀬
一
九
八
七
、
一
九
六
頁
。

（
122
） N
eum

ann1944, 21

―22.  

訳
二
七
頁
。
四
一
二
名
は
一
九
二
〇
年
八
月
四
日
の
恩
赦
法
が
適
用
さ
れ
、
一
〇
八
名
は
死
亡
な
ど
の
理
由
で
立
ち

消
え
と
な
り
、
一
七
四
名
は
あ
え
て
言
及
さ
れ
ず
、
一
一
名
は
審
理
未
了
だ
っ
た
。
審
理
未
了
者
の
う
ち
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
の
は
一
件
の

み
、
フ
ォ
ン
・
ヤ
ー
ゴ
ウ
元
ベ
ル
リ
ン
警
察
署
長
に
五
年
の
徳
義
上
の
謹
慎
が
言
い
渡
さ
れ
た
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
が
ヤ
ー
ゴ
ウ
の
恩
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給
を
取
り
消
し
た
時
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
そ
れ
を
復
活
す
る
よ
う
命
じ
た
と
い
う
（ibid., 21

―22.  

訳
二
七
頁
）。

（
123
） N

eum
ann1944, 22.  

訳
二
七
頁
。

（
124
） Ibid., 22.  

訳
二
七
頁
、
成
瀬
一
九
八
七
、
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
。

（
125
） Ibid., 22.  

訳
二
七
頁
。

（
126
） Ibid., 22.  
訳
二
七
頁
。

（
127
） Ibid., 22.  
訳
二
七
―
二
八
頁
。

（
128
） Ibid., 23.  

訳
二
八
頁
。

（
129
） 

ノ
イ
マ
ン
は
こ
の
陰
謀
発
覚
を
一
九
三
二
年
と
し
て
い
る
（N

eum
ann1944, 23.  

訳
二
八
頁
）
が
、
実
際
に
は
、
一
九
三
一
年
一
一
月
一
五
日

の
ヘ
ッ
セ
ン
州
議
会
選
挙
の
直
後
に
、
こ
の
選
挙
で
一
議
席
か
ら
二
七
議
席
へ
と
議
席
を
飛
躍
的
に
増
加
さ
せ
た
ナ
チ
ス
党
の
党
内
紛
争
を
き
っ

か
け
と
し
て
、
一
九
三
一
年
一
一
月
末
に
ナ
チ
ス
党
所
属
同
州
議
会
議
員
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
博
士
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
市
警
視

総
監
に
提
出
し
た
一
種
の
怪
文
書
、「
ボ
ッ
ク
ス
ハ
イ
ム
文
書
」
に
端
を
発
す
る
（
ア
イ
ク
一
九
八
九
、
七
九
―
八
二
頁
）。

（
130
） 

ア
イ
ク
一
九
八
九
、
八
〇
頁
。

（
131
） 

同
上
、
傍
点
は
ア
イ
ク
。

（
132
） 

同
上
、
八
一
頁
。

（
133
） 

同
上
。
ウ
ェ
ル
ナ
ー
が
ナ
チ
ス
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
を
黙
殺
し
不
起
訴
と
し
た
の
は
こ
の
事
件
が
初
め
て
で
は
な
い
。
一
九
二
六
年
に
プ

ロ
イ
セ
ン
州
警
察
に
よ
っ
て
探
知
さ
れ
た
「
立
憲
政
体
の
転
覆
、
独
裁
制
の
樹
立
を
目
的
と
す
る
反
乱
計
画
」（
ア
イ
ク
一
九
八
四
、
三
二
一
頁
）

は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
州
政
府
が
反
逆
罪
の
公
訴
手
続
の
為
容
疑
立
証
材
料
を
検
事
総
長
に
提
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ウ
ェ
ル
ナ
ー
は
起
訴
を

拒
否
し
た
（
ア
イ
ク
一
九
八
四
、
三
二
二
頁
）。
ま
た
、
一
九
二
九
年
三
月
に
ヒ
ト
ラ
ー
が
国
防
軍
向
け
煽
動
を
意
図
す
る
演
説
を
し
て
そ
れ
を

党
機
関
誌
『
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
タ
ー
』
に
掲
載
、
国
防
軍
青
年
将
校
に
広
く
配
布
し
た
際
、
危
機
感
を
強
め
た
プ
ロ
イ
セ
ン
州

内
務
省
が
こ
の
演
説
を
分
析
し
た
公
式
報
告
書
を
ウ
ェ
ル
ナ
ー
に
提
出
し
た
が
、
こ
の
時
も
ウ
ェ
ル
ナ
ー
は
何
ら
の
対
抗
措
置
を
と
ら
ず
黙
殺

し
た
（
ア
イ
ク
一
九
八
六
、
三
六
六
―
七
頁
）。
ナ
チ
党
は
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
掌
握
後
に
「
ウ
ェ
ル
ナ
ー
は
ま
だ
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
の
公
務
員
だ
っ

た
時
代
に
既
に
ナ
チ
党
員
だ
っ
た
、
と
憚
る
こ
と
な
く
発
表
し
た
」（
ア
イ
ク
一
九
八
四
、
三
二
二
頁
）。

（
134
） 

ア
イ
ク
一
九
八
九
、
八
一
頁
、N

eum
ann1944, 23.  

訳
二
八
頁
。
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（
135
） 

ア
イ
ク
一
九
八
九
、
八
一
頁
。

（
136
） 
同
上
。

（
137
） 
同
上
、
八
二
頁
。
ポ
ン
セ
に
よ
る
後
年
の
著
書
『
一
大
使
の
思
い
出
』（
パ
リ
一
九
四
六
年
）
の
記
述
か
ら
の
ア
イ
ク
に
よ
る
引
用
。

（
138
） N

eum
ann1944, 23.  

訳
二
八
頁
。

（
139
） 

ア
イ
ク
一
九
八
九
、
八
二
頁
。

（
140
） 

畑
尻
剛
は
一
八
六
三
年
の
第
四
回
ド
イ
ツ
法
律
家
会
議
（D

eutscher Juristentag

）
マ
イ
ン
ツ
大
会
に
提
出
さ
れ
た
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
シ
ュ

ト
ゥ
ー
ベ
ン
ラ
オ
ホ
（
狭
義
の
形
式
的
審
査
権
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）、
グ
ナ
イ
ス
ト
（
広
義
の
形
式
的
審
査
権
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）、
ヤ
ー
ク
エ
ス
（
実
質
的
審
査
権
論

0

0

0

0

0

0

0

）
に
よ
る

三
つ
の
鑑
定
意
見
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
に
よ
り
、
後
の
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
議
論
さ
れ
る
基
本
的
な
四
つ
の
理
論
型
（
畑
尻
に
よ
れ
ば
憲
法

制
定
会
議
に
お
い
て
既
に
見
ら
れ
た
四
つ
の
型
と
は
、
①
審
査
権
肯
定
（
一
般
の
裁
判
所
の
審
査
権
肯
定
）・
集
中
論
（
特
別
裁
判
所
論
）：
プ

ロ
イ
ス
、
カ
ッ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
②
審
査
権
肯
定
・
非
集
中
論
：
デ
ュ
ー
リ
ン
ガ
ー
、
コ
ー
ン
、
③
審
査
権
否
定
・
集
中
論
：
ア
プ
ラ
ス
、

ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
ー
、
④
審
査
権
否
定
・
非
集
中
論
・
カ
ー
ル
で
あ
る
）
の
原
型
が
既
に
形
作
ら
れ
て
い
た
と
論
じ
る
（
畑
尻
一
九
八
八
、
一
〇

―
五
一
頁
、
傍
点
原
著
者
）。

（
141
） N

eum
ann1944, 445.  

訳
三
七
九
頁
。

（
142
） 

畑
尻
一
九
八
八
、
五
二
―
一
五
六
頁
。

（
143
） 

同
上
、
七
七
頁
。

（
144
） 

同
上
、
七
九
頁
、
傍
点
筆
者
。

（
145
） 

同
上
、
七
五
頁
。

（
146
） 

同
上
、
七
九
―
八
〇
頁
、
傍
点
筆
者
。

（
147
） 

同
上
、
八
〇
頁
。

（
148
） 

同
上
、
八
一
―
八
四
頁
。

（
149
） N
eum

ann1944, 445

―446.  

訳
三
七
九
頁
、
傍
点
筆
者
。

（
150
） 

畑
尻
一
九
八
八
、
八
一
頁
。

（
151
） 

ア
イ
ク
一
九
八
四
、
一
〇
六
―
一
〇
七
頁
、
畑
尻
一
九
八
八
、
八
一
―
八
二
頁
。
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（
152
） 

ア
イ
ク
一
九
八
四
、
一
〇
八
頁
。
最
高
裁
判
所
の
声
明
の
結
果
、
何
百
万
件
に
も
上
る
債
権
増
額
請
求
権
行
使
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
最
高
裁
の

態
度
表
明
ほ
ど
強
く
国
民
に
「
煽
動
作
用
を
及
ぼ
し
得
た
も
の
は
な
い
」（
ア
イ
ク
一
九
八
四
、
一
一
〇
頁
）。

（
153
） 
再
評
価
基
準
を
一
五
％
と
す
る
政
府
の
規
制
に
対
し
、
数
ヵ
所
の
裁
判
所
は
こ
の
法
令
の
無
効
宣
告
に
よ
り
法
令
を
無
視
す
る
行
為
に
出
た
（
ア

イ
ク
一
九
八
四
、
一
一
〇
頁
）。

（
154
） 

畑
尻
一
九
八
八
、
八
一
―
八
二
頁
、
ア
イ
ク
一
九
八
四
、
一
一
〇
頁
。

（
155
） 

同
上
、
八
四
頁
、
傍
点
筆
者
。

（
156
） 

同
上
、
一
二
五
頁
以
下
。

（
157
） 

同
上
、
一
四
二
頁
。

（
158
） 

広
渡
一
九
八
六
、
三
二
二
頁
、
畑
尻
一
九
八
八
、
一
四
二
頁
、
傍
点
筆
者
。

（
159
） 

こ
れ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
葉
で
い
え
ば
「
経
済
的
権
力
」
の
確
立
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
と
「
経
済
的
権
力
」
と
の
近
親
性

を
示
す
も
の
と
し
て
前
出
注
34
参
照
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
経
済
国
家
論
」「
経
済
制
度
論
」
に
つ
い
て
は
山
下
一
九
八
六
、
一
八
五
頁
以
下
及
び

船
田
一
九
七
六
、
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
160
） 

法
実
証
主
義
の
法
解
釈
に
見
ら
れ
る
一
般
性
、
形
式
的
合
理
性
の
原
則
が
、
産
業
資
本
の
独
占
的
地
位
を
脅
か
す
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
指
摘
、

ま
た
法
実
証
主
義
に
対
抗
す
る
諸
学
説
（
自
由
裁
量
学
説
（Freirechtsschule

）
や
制
度
（A

nstalt

）
主
義
、
現
象
学
派
な
ど
）
と
独
占
資
本

主
義
と
の
密
接
な
関
連
に
つ
い
て
の
指
摘
はN

eum
ann1944, 446

―458.  

訳
三
七
九
頁
以
下
。

（
161
） 

し
か
し
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
の
一
九
二
三
年
一
一
月
二
八
日
判
決
に
見
ら
れ
る
突
如
と
し
て

0

0

0

0

0

も
た
ら
さ
れ
た
方
針
転
換
が
何
に
よ
っ
て
生
じ
た

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ア
イ
ク
も
畑
尻
も
語
っ
て
い
な
い
。
更
に
ド
イ
ツ
経
済
界
の
政
治
行
動
を
詳
細
な
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
し
た
栗
原
の
研
究
に
お
い
て
も
、
債
権
債
務
の
計
算
基
準
を
め
ぐ
る
裁
判
所
の
態
度
表
明
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
ド
イ
ツ
経
済
界

か
ら
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

だ
が
栗
原
に
よ
れ
ば
、
債
権
債
務
の
決
済
の
計
算
基
準
を
め
ぐ
る
動
き
は
、
裁
判
所
の
方
針
転
換
に
先
ん
じ
て
ド
イ
ツ
工
業
全
国
連
盟
が
取

り
組
ん
で
い
た
。
一
九
二
三
年
の
マ
ル
ク
の
暴
落
と
い
う
事
態
の
中
で
、
ド
イ
ツ
工
業
全
国
連
盟
カ
ル
テ
ル
局
は
、
金
計
算

0

0

0

を
基
準
と
し
た
マ

ル
ク
の
計
算
基
準
の
統
一
に
乗
り
出
し
、
一
九
二
三
年
八
月
二
〇
日
の
時
点
で
一
ド
ル
＝
四
・
二
金
マ
ル
ク
と
定
め
ら
れ
た
。
金
計
算
が
企
業

側
に
一
般
化
し
、
他
方
、
大
部
分
の
工
業
部
門
で
は
八
月
中
旬
頃
に
は
労
働
賃
金
は
紙
幣
マ
ル
ク
で
は
な
く
金
基
準
の
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
よ
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う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
事
実
上
、
紙
幣
マ
ル
ク
は
存
在
価
値
を
失
い
、
一
九
二
三
年
一
一
月
一
五
日
に
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
が
発
行
さ
れ
る
。

レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
は
、
そ
の
原
案
だ
っ
た
「
ラ
イ
麦
マ
ル
ク
」（
農
業
界
を
代
表
す
る
ヘ
ル
フ
ェ
リ
ヒ
案
）
に
代
わ
っ
て
金
価
値

0

0

0

を
基
礎
と
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
。
栗
原
は
、
劇
的
な
成
功
を
収
め
た
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
の
「
奇
跡
」
の
真
の
原
因
は
、
自
由
主
義
時
代
と
は
異
な
っ
た
「
経

済
の
組
織
化
時
代
の
経
済
界
の
行
動
の
意
識
性
に
求
め
ら
れ
る
」
べ
き
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
「
そ
の
発
行
前0

に
経
済
界
は
金
計
算
に
よ
っ
て
そ

の
基
礎
を
与
え
て
い
た
し
、
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
自
体
が
経
済
界
の
組
織
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
、
そ
の
流
通
が
保
障
さ
れ
た
」
と
（
以
上
、
栗

原
一
九
六
八
、
七
―
九
頁
）。
こ
の
通
貨
改
革
に
よ
っ
て
新
通
貨
と
旧
通
貨
の
交
換
レ
ー
ト
は
、
一
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
＝
一
兆
紙
幣
マ
ル
ク

（
一
九
二
三
年
一
一
月
二
〇
日
）
と
い
う
天
文
学
的
交
換
率
と
な
り
、
旧
紙
幣
マ
ル
ク
を
握
っ
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
全
額
没
収
を
意
味
し
た

（
ア
イ
ク
一
九
八
四
、七
〇
頁
）。
新
通
貨
発
行
直
後
の
裁
判
所
の
方
針
転
換
が
、
新
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
と
旧
紙
幣
マ
ル
ク
と
の
悲
劇
的
交
換
レ
ー

ト
に
対
す
る
反
応
と
し
て
表
明
さ
れ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

（
162
） 

そ
の
訴
訟
記
録
は B

recht1976
﹇
山
下
訳
『
ク
ー
デ
タ
を
裁
く
』﹈。
ま
た
山
口
一
九
七
三
、
山
下
一
九
九
一
、
高
橋
二
〇
一
〇
参
照
。

　
　
　
参
考
文
献

ア
ー
レ
ン
ト
、
ハ
ン
ナ
一
九
九
七 『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
――
悪
の
陳
腐
さ
に
つ
い
て
の
報
告
』（
大
久
保
和
郎
訳
）
み
す
ず
書
房

ア
イ
ク
、
エ
ー
リ
ッ
ヒ
一
九
八
三
『
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
史 

Ｉ
』（
救
仁
郷
繁
訳
）
ぺ
り
か
ん
社

一
九
八
四
『
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
史 

Ⅱ
』（
救
仁
郷
繁
訳
）
ぺ
り
か
ん
社

一
九
八
六
『
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
史 

Ⅲ
』（
救
仁
郷
繁
訳
）
ぺ
り
か
ん
社

一
九
八
九
『
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
史 

Ⅳ
』（
救
仁
郷
繁
訳
）
ぺ
り
か
ん
社

阿
部
照
哉
一
九
六
二
「
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
の
統
治
機
構
――
議
会
主
義
を
中
心
と
し
て
」『
法
學
論
叢
』
第
七
〇
巻
第
六
号
、
京
都
大
学
法
学
会

奥
平
康
弘
一
九
六
八
「
ド
イ
ツ
の
『
基
本
権
』
概
念
――
そ
の
成
立
に
か
ん
す
る
若
干
の
考
察
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
基
本
的
人
権
3　
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歴
史 

Ⅱ
』
東
京
大
学
出
版
会

姜　

尚
中
二
〇
〇
三
『
反
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
――
帝
国
の
妄
想
と
国
家
の
暴
力
に
抗
し
て
』
教
育
史
料
出
版
会

木
村　

靖
二
一
九
九
〇
「
第
二
部
5
．ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
」
西
川
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entarism

us und m
oderner M

assendem
okratie

（1926

）, in: Positionen und B
egriffe im

 K
am

pf 

m
it W

eim
ar-G

enf-Versailles 1923
―1939, H

anseatische Verlagsanstalt, H
am

burg, 52

―66.

﹇
樋
口
陽
一
訳
「
議
会
主
義
と
現
代
の
大
衆

民
主
主
義
と
の
対
立
（
一
九
二
六
年
）」『
危
機
の
政
治
理
論
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
七
三
年
﹈

―――― 1940d, D
ie W

endung zum
 totalen Staat

（1931

）, in: Positionen und B
egriffe; im

 K
am

pf m
it W

eim
ar-G

enf-Versailles, H
anseatische 

Verlagsanstalt, H
am

burg, 146

―157.

―――― 1963, D
er B

egriff des Politischen. Text von 1932 m
it einem

 Vorw
ort und drei C

orollarien, D
uncker &

 H
um

blot, B
erlin.

﹇
菅
野
喜

八
郎
訳
「
政
治
の
概
念
」『
危
機
の
政
治
理
論
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
七
三
年
／
田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
未
來

社
、
一
九
七
〇
年
﹈

―――― 1989, Verfassungslehre

（1.A
ufl. 1928

）7. A
ufl., D

uncker &
 H

um
blot, B

erlin.

﹇
阿
部
照
哉
・
村
上
義
弘
訳
『
憲
法
論
』
み
す
ず
書
房
。

一
九
七
四
年
﹈
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