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「
プ
ロ
イ
セ
ン
対
ラ
イ
ヒ
」
裁
判
で
の
「
弁
論
」
の
背
景
を
な
す
議
論
連
環

――
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
と
ヘ
ラ
ー
の
「
政
治
的
意
図
」
を
め
ぐ
っ
て
）
1
（
　

髙　

橋　

愛　

子

第
1
節　

は
じ
め
に

本
稿
の
狙
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
対
ラ
イ
ヒ
」
裁
判
に
お
け
る
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
お
よ
び
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
の

「
弁
論
」
全
体
に
つ
い
て
の
、
別
稿
）
2
（

で
試
み
ら
れ
た
分
析
と
考
察
か
ら
抽
出
さ
れ
た
二
人
の
「
弁
論
」
の
基
底
を
な
す
「
基
本
的
視
角
」
を

「
切
り
口
」
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
的
理
論
的
背
景
を
遡
り
、「
弁
論
」
で
の
「
基
本
的
視
角
」
を
背
後
か
ら
規
定
し
た
学
問
的
理

0

0

0

0

論
的
契
機
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
探
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
ま
ず
、
1
．別
稿
で
抽
出
し
え
た
ヘ
ラ
ー
お
よ
び
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
弁
論
」
の
「
基
本
的
視
角
」
を
手
短
に
振
り
返

り
、
そ
の
う
え
で
、
2
．両
者
の
学
問
的
理
論
的
背
景
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
、
ど
の
著
作
が
本
稿
で
の
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
か
に

つ
い
て
の
概
観
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

0

0
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1
．
ヘ
ラ
ー
お
よ
び
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
法
廷
弁
論
」
の
「
基
本
的
視
角
」

「
プ
ロ
イ
セ
ン
対
ラ
イ
ヒ
」
裁
判
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
の
国
事
裁
判
所
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
「
弁
論
」

を
詳
し
く
跡
づ
け
た
前
述
の
別
稿
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
両
者
の
「
弁
論
」
を
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
即
し
つ
つ
、
そ
も
そ
も
何
が
語
ら
れ

た
の
か
を
明
確
に
し
、
そ
の
意
味
と
基
本
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
分
析
を
試
み
た
。
そ
う
し
た
考
察
の
中
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
点

は
、
以
下
の
三
つ
の
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
一
の
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
弁
論
」
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
着
眼
点
、
な
い
し
、
基
本
概
念
は
何
か
、
と
い
う
点
に

つ
い
て
で
あ
る
。
筆
者
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
を
貫
く
着
眼
点
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
行
為
の
「
真
の
政
治
的
意
図

0

0

／
動
機

0

0

（A
bsicht / M

otiv

）」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
の
基
本
概
念
は
、
現
存
す
る
政
治
的
状
況
に
つ
い
て
の

「
二
つ
の
状
況

0

0

概
念
」（B

ürgerkriegslage

とK
onfliktslage

）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
二
つ
の
「
切
り
口
」
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、

ヘ
ラ
ー
双
方
と
も
に
、「
法
廷
」
前0

に
短
時
間
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
「
7
月
2
0
日
事
件
」
の
問
題
を
洞
察
し
分
析
す
る
投
稿
論
文
に
お
い

て
、
既
に
示
さ
れ
て
い
た
視
点
で
も
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、「
法
廷
」
前0

か
ら
「
法
廷
闘
争

0

0

0

0

」
を
通
し
て
本
事
件
に
つ
い
て
の
一
貫
す
る

0

0

0

0

「
視
角

0

0

」
で
あ
り
続
け
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、「
弁
論
」
の
詳
し
い
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
視
角
」
は
、
単
に
一
貫
し
て
、
繰
り
返
し
示

さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
両
者
が
提
起
し
た
「
法
廷
」
で
の
幾
つ
も
の
争
点
を
め
ぐ
る
主
張
の
中
で
、
そ
の
主
張
を
支
え
る
根
源

0

0

に
位
置

し
て
い
る
と
い
う
、
弁
論
の
論
理
構
造
上
の
基
点

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
し
く
「
基
本
的
視
角

0

0

0

0

0

」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

別
稿
で
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
第
二
の
点
は
、
二
人
の
「
弁
論
」
を
、
政
治
的
側
面
と
法
的
側
面
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら

考
察
し
た
場
合
に
見
出
さ
れ
る
特
徴
は
何
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
指
摘
す
べ
き
な
の
は
、
ヘ
ラ
ー
が
何
よ
り
求
め
た
政
治
的

0

0

0

「
意
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図
」「
動
機
」
の
解
明
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
政
治
的

0

0

0

「
状
況
」
の
二
概
念
に
よ
っ
て
提
示
し
た
危
機
認
識
へ
と
繰
り
返

し
立
ち
返
る
こ
と
と
い
う
、
双
方
の
「
基
本
的
視
角
」
は
、
い
ず
れ
も
政
治
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

の
位
相
に
位
置
し
て
い
た
、
つ
ま
り
、
二
人
の

「
弁
論
」
を
貫
く
基
底
的
な
視
点
が
政
治
的
観
点

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
件
の
本
質
を
、「
そ
の
法
解
釈
上
の
争
点
の
背
後
に
潜

む
政
治
性

0

0

0

」
に
あ
る
と
洞
察
し
て
い
た

0

0

0

0

0

0

だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
「
法
廷
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
政
治
的
観
点
に
基
づ
い
て
主
張
を
展
開
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
際
、
二
人
の
政
治
的
含
意
を
持
つ
基
本
的
立
場
は
、
明
確
な
差
異

0

0

0

0

0

と
し
て
帰
結

0

0

し
た
。
こ
れ
が
、
二
人
の
「
法
廷
弁
論
」
の

考
察
に
お
い
て
重
要
な
第
三
の
点
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
間
に
顕
著
に
現
れ
た
「
差
異
」
と
は
、
ヘ
ラ
ー
の
基
本
的
主
張
を

象
徴
す
る
、
ま
た
そ
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
「
証
人
喚
問
要
求
」
は
結
果
的
に
排
除
さ
れ
た
が
、
他
方
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
政
治
的
「
状

況
」
概
念
の
ほ
か
に

0

0

0

0

、
純
粋
に
専
門
法
学
的
領
域

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
「
ま
っ
た
く
厳
密
に
法
律
学
的
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
か
つ
、

ま
ず
は
法
律
家
に
と
っ
て
の
み
理
解
が
可
能
な
関
連
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）3
（

（
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
用
い
ら
れ
る
法
解
釈
上
の
「
概
念
」
を
展
開
し
た
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
「
法
律
の
留
保
」
を
め
ぐ
る
「
独
裁
権
制
約
性
」（D

iktaturfestigkeit

）
と

い
う
概
念
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
依
拠
し
た
「
独
立
し
た
権
限
規
範
／
規
定
」（selbständige Zuständigkeitsnorm

 / 

-vorschrift

）
と
い
う
「
概
念
」
で
あ
る
）
4
（

。

換
言
す
れ
ば
、
本
件
を
め
ぐ
る
法
解
釈
論
争
に
お
い
て
基
底
的
に
働
い
た
の
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
も
ヘ
ラ
ー
に
お
い
て
も
同
様
に

政
治
的
視
角
で
あ
っ
た
が
、
第
48
条
を
め
ぐ
る
法
解
釈
論
争
そ
れ
自
体
と
い
う
土
俵
に
限
っ
て
見
た
場
合
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
第
48
条
を
め
ぐ

る
法
解
釈
上
の
効
果
的
な
武
器
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
ヘ
ラ
ー
に
お
い
て
は
ま
さ
に
そ
れ
が
欠
落
し
て
い
た
、
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
援
用
し
た
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
な
る
概
念
は
、
本
法
廷
に
お
い
て
突
如
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に

よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
概
念
で
は
な
く
、
も
と
は
一
九
三
一
年
一
二
月
五
日
の
国
事
裁
判
所
判
決
で
既
に
表
明
さ
れ
用
い
ら
れ
て
い
た
概
念
で
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あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
並
々
な
ら
ぬ
熱
心
さ
で
取
り
組
ん
で
き
た
第
48
条
を
め
ぐ
る
自
ら
の
解
釈
史
に
立
脚
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
、
第
48
条
解
釈
に
お
け
る
こ
の

0

0

「
概
念
」
の
重
要
性
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
「
概
念
」
が
持
つ
意
味
と
重
要
性
に

つ
い
て
、
一
九
三
二
年
に
本
法
廷
に
先
立
っ
て
出
版
さ
れ
た
）
5
（

『
合
法
性
と
正
当
性
）
6
（

』
で
詳
し
く
論
じ
、
さ
ら
に
、「
法
廷
」
前0

の
投
稿
論
文

で
も
言
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

前
述
の
別
稿
で
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
）
7
（

、
裁
判
内
在

0

0

的
《
合
法
性
》
あ
る
い
は
裁
判
の
制
度
的

0

0

0

《
合
法
性
》
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場

合
、
ヘ
ラ
ー
の
主
張
は
そ
の
《
枠
》
外
と
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
他
方
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
厳
密
に
法
学
的
な
主
張

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
《
枠
》
内
に
収
ま
り
え

た
。
で
は
、
し
か
し
、《
合
法
性
》
の
も
う
一
つ
の
次
元
、
す
な
わ
ち
裁
判
外0

的
《
合
法
性
》、
あ
る
い
は
、
政
治
的
観
点
か
ら
見
た
場
合
の

《
合
法
性
》
と
い
う
局
面
か
ら
考
察
し
た
場
合
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
厳
密
に
法
学
的
な
主
張

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
ど
の
よ
う
な
意
味

0

0

を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
機
能

0

0

を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
）
8
（

。
第
48
条
を
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
48
条
は
第
17

条
に
優
越
す
る
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
法
解
釈
は
、
一
見
す
る
と
、
第
48
条
と
第
17
条
の
関
係
を
め
ぐ
る
法
解
釈
論
で
あ
る
が
、
別
稿
で
述

べ
た
通
り
、
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
の
問
題
の
核
心
は
、「
憲
法
制
定
権
力
の
み
が
定
め
得
る
、
憲
法
の
（
本
質
的
組

織
的
な
）
諸
規
定
の
、
第
48
条
第
2
項
に
よ
る
破
棄
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

こ
こ
で
我
々
は
、
ブ
ラ
ッ
ハ
ー
が
、
危
機
状
況
に
お
け
る
《
合
法
性
》
の
問
題
を
以
下
の
よ
う
に
捉
え
た
こ
と
を
も
う
一
度
思
い
起
こ
し

た
い
。

合
法
性
保
証
の
限
界
が
、
憲
法
の
権
威
的
・
全
体
主
義
的
対
立
者
に
よ
っ
て《
状
況
適
合
的
疑
似
合
法
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

》（situationsgem
äße 

Pseudolegalität

）
へ
と
変
質
す
る
）
9
（

（
傍
点
引
用
者
）。

《
合
法
性
》
か
ら
《
状
況
適
合
的
疑
似
合
法
性
》
へ
の
変
質
と
は
、
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
。
差
し
当
た
っ
て
筆
者
は
、
こ
れ
に
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つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
把
握
し
て
き
た
。

合
法
性
保
障
の
限
界
と
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
合
法
性
に
よ
る
権
力
の
正
当
性
保
障
（
正
当
性
代
替
機
能
）
の
限
界
の
問
題
で

あ
り
、
権
力
の
正
当
性
が
、
も
は
や
《
合
法
性
》
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、《
合
法
性
》
が
な
お
、
権
力
の
正
当
性
保
障
を
偽
装
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
現
存
勢
力
の
政
治
的
武
器
と
し
て
、

現
状
維
持
も
し
く
は
現
存
勢
力
拡
大
の
た
め
の
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
敵
を
排
除
、
あ
る
場
合
に
は
抹
殺
す
る
た
め
の
口
実
を
与

え
る
論
理
へ
と
変
質
し
て
い
る
、
と
い
う
事
態
）
10
（　

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、《
合
法
性
》
に
よ
る
《
正
当
性
》
保
障
の
偽
装
に
は
二
つ
の
次
元
が
あ
る
。

（
1
）実
定
法
そ
れ
自
体
（
法
律
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
法
律
の
一
規
定
）
が
い
わ
ゆ
る
悪
法
（
制
定
手
続
き
的
に
、
も
し

く
は
、
内
容
的
に
）
で
あ
る
場
合
、（
2
）実
定
法
の
有
無
や
そ
の
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
法
解
釈

0

0

0

の
な
か
に
、《
合
法
性
》
逸
脱

の
問
題
が
あ
る
場
合
、
と
い
う
二
つ
の
次
元
で
あ
る
。
そ
の
際
、（
2
）の
場
合
は
、（
1
）の
場
合
以
上
に
問
題
の
所
在
が
発

見
さ
れ
に
く
い
と
い
う
意
味
で
は
深
刻
で
あ
り
、
隠
さ
れ
た
形
で
の
蓄
積
に
よ
っ
て
い
つ
の
間
に
か
《
合
法
性
》
を
侵
食
し
て

ゆ
く
と
い
う
側
面
が
あ
る
）
11
（

。

こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
に
基
づ
く
第
48
条
解
釈
の
本
件
へ
の
適
用
の
意
味

0

0

を
考
え
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
、
上
述
の
二
つ
の
次
元
の
後
者
（
2
）に
当
た
り
、
か
つ
、
さ
ら
に
、《
合
法
性
》
か
ら
《
状
況
適
合
的
疑
似
合
法
性
》
へ

の
変
質
過
程
を
法
学
内
在
的
に

0

0

0

0

0

0

推
し
進
め
た
一
契
機
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
解
し
た
と
き
、



86

《
合
法
性
》
か
ら
《
状
況
適
合
的
疑
似
合
法
性
》
へ
の
変
質
過
程
を
画
す
る
法
解
釈
上
の

0

0

0

0

0

一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、「
憲
法
制
定
権
力

0

0

0

0

0

0

」
の0

み
が
な
し
う
る
憲
法
規
定
の
実
質
的
破
棄
ま
た
は
実
質
的
変
更

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
、
憲
法
条
項
の
法
解
釈

0

0

0

が
代
行
し
て
し
ま
う
、
そ
う
し
た
法
解
釈
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
否
か

0

0

0

、
と
い
う
点
が
、
一
つ
の
決
定
的
な
一
線
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ま
さ
し
く
、
本
件
に
お
け
る
第
48
条
と
第
17

条
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
法
解
釈

0

0

0

に
お
い
て
、「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
と
い
う
概
念
に
立
脚
し
、
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
を
通
し
て
、《
合
法

性
》
で
は
な
く
《
状
況
適
合
的
合
法
性
》
へ
と
そ
の
一
線
を
越
え
た
、
と
い
い
う
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
別
稿
で
の
分
析
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
、
本
稿
が
以
下
の
考
察
の
前
提
と
す
る
、
ヘ
ラ
ー
お
よ
び
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
「
法
廷
弁
論
」
に
お
け
る
「
基
本
的
視
角
」、「
基
本
概
念
」
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
ヘ
ラ
ー
に
お
け
る
政
治
的
「
意
図
」「
動
機
」、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
に
お
け
る
政
治
的
「
状
況
」、
お
よ
び
、「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
具
体
的
な
「
切
り
口
」
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
学
問
的
理
論
的
背
景
を
遡
り
、
そ
れ
ら
が
学
問
的
著
作
の
中
で
い
か
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的

研
究
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
き
た
ど
の
よ
う
な
モ
テ
ィ
ー
フ
の
中
に
そ
の
軌
跡
や
根
源
を
見
出
し
う
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
を
跡
づ
け
る
こ

と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

2
．
学
問
的
理
論
的
背
景
と
し
て
の
両
者
の
著
作
群

こ
こ
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
お
よ
び
ヘ
ラ
ー
の
学
問
的
理
論
的
背
景
を
遡
っ
て
跡
づ
け
る
際
に
、
主
と
し
て
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
諸
著
作
を
概

観
的
に
示
し
て
お
き
た
い
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
そ
の
政
治
論
と
法
解
釈
に
お
い
て
政
治
的
「
状
況
」
分
析
な
い
し
認
識
を
基
底
的
に
重
視
す
る
と
い
う
特
徴
は
、
こ
れ
ま

で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
本
件
に
お
け
る
ラ
イ
ヒ
政
府
の
権
力
行
使
の
正
当
性
を
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主
張
す
る
弁
論
に
お
い
て
も
、
や
は
り
徹
頭
徹
尾
、
独
自
の
政
治
的
「
状
況
」
概
念
に
立
脚
し
て
弁
論
を
展
開
し
た
、
と
い
う
点
を
確
認
す

る
こ
と
に
と
ど
め
、
本
稿
で
は
主
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
特
徴
的
に
主
張
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
概
念
、
第
48
条
解
釈
と
し
て
の
「
独
立

し
た
権
限
規
範
」
概
念
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。
し
か
し
実
は
、「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
取
上
げ
ら
れ
論
じ
ら

れ
て
い
た
か
を
跡
づ
け
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
こ
と
と
「
状
況
」
規
定
的
思
考
と
の
密
接
な
内
的
関
連
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ

う
。前

述
し
た
よ
う
に
こ
の
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
を
め
ぐ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
は
、「
7
月
2
0
日
事
件
」
と
ほ
と
ん
ど
同
時

期
に
出
版
さ
れ
た
）
12
（

『
合
法
性
と
正
当
性
）
13
（

』
の
中
に
顕
著
な
刻
印
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
へ
と
連
な

る
密
接
な
理
論
的
連
環
の
も
と
に
あ
る
の
は
、
第
48
条
解
釈
を
基
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
一
連
の
業
績
、
す
な
わ
ち
、
一
九
二
四
年

の
イ
エ
ナ
で
の
第
二
回
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
で
の
報
告
「
第
48
条
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
独
裁
）
14
（

」、
一
九
二
九
年
の
論
文
「
憲
法
の
番

人
）
15
（

」、
そ
し
て
、
二
九
年
の
「
憲
法
の
番
人
」
論
を
土
台
と
し
て
こ
れ
に
加
筆
し
、「
さ
ら
に
関
連
あ
る
二
九
年
か
ら
三
〇
年
の
小
論
文
や

講
演
の
幾
つ
か
が
テ
ー
マ
の
体
系
的
連
関
の
中
へ
と
組
み
入
れ
ら
れ
）
16
（

」
て
一
九
三
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
憲
法
の
番
人
）
17
（

』
等
の
諸
著
作
で
あ

る
。
特
に
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
中
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
、『
憲
法
の
番
人
』
へ
の
参
照
指
示
を
二
箇
所
で
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

一
九
三
二
年
の
『
合
法
性
と
正
当
性
』
と
一
九
三
一
年
の
『
憲
法
の
番
人
』
と
の
内
的
関
連
は
確
認
し
う
る
が
、
明
示
さ
れ
た
二
箇
所
以
外

に
も
大
幅
に
主
題
と
叙
述
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
二
つ
の
著
作
の
間
に
共
通
に
見
ら
れ
る
か
な
り
の
分
量
の

基
本
概
念
、
基
本
認
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
の
み

0

0

展
開
さ
れ
て
い
る
新
た
な
概
念
、
新
た
な
認
識
の
存
在

が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
新
領
域
に
お
い
て
、「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
が
登
場
し
て
い
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に

遡
っ
て
、
そ
れ
ら
に
と
っ
て
の
理
論
上
の
根
底
的
位
置
を
占
め
る
歴
史
的
研
究
が
、
一
九
二
一
年
の
『
独
裁
）
18
（

』
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、「
法
廷
弁
論
」
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
張
と
「
基
本
的
視
角
」
の
学
問
的
理
論
的
背
景
を
探
ろ
う
と
す
る
こ
こ
で
の
考
察

は
、
ま
ず
、
裁
判
で
特
徴
的
に
表
明
さ
れ
た
主
張
と
『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
直
接
的
関
連
を
、
そ
れ
ま
で
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の



88

第
48
条
解
釈
史
の
集
大
成
と
い
う
べ
き
一
九
三
一
年
の
『
憲
法
の
番
人
』
と
の
相
違
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
考
察
し
、
そ
の
う
え
で
、
そ
れ

ら
の
議
論
の
萠
芽
と
根
源
を
、
一
九
二
一
年
の
『
独
裁
』
の
論
理
構
成
の
中
に
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
試
み
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
ヘ
ラ
ー
が
「
法
廷
」
で
追
求
し
続
け
た
、
権
力
行
使
あ
る
い
は
政
治
的
行
為
に
お
け
る
「
意
図
」「
動
機
」
の
解
明
と
い
う
点
、

す
な
わ
ち
、
権
力
行
使
者
、
政
治
的
行
為
者
の
行
為
の
根
源
的
起
因
た
る
「
政
治
的
意
志
」
の
重
視
へ
と
繋
が
る
議
論
枠
組
は
、
一
九
三
一

年
の
論
文
「
ド
イ
ツ
憲
法
改
革
の
目
標
と
限
界
）
19
（

」
等
の
幾
つ
か
の
論
稿
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
が
、
よ
り
明
確
な
形
で
は
、
イ
タ
リ
ア
に

お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
現
象
を
分
析
し
た
「
独
裁
」
の
実
証
的
お
よ
び
精
神
史
的
研
究
で
あ
る
一
九
二
九
年
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ

ム
）
20
（

』
に
特
徴
的
に
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
に
お
い
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
視
点
に
立

つ
「
独
裁
」
研
究
を
な
さ
し
め
た
ヘ
ラ
ー
の
問
題
提
起
と
議
論
枠
組
に
と
っ
て
、
一
九
二
七
年
の
『
主
権
論
）
21
（

』
が
、
そ
の
重
要
な
理
論
的
基

盤
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、「
法
廷
弁
論
」
に
お
け
る
ヘ
ラ
ー
の
主
張
と
「
基
本
的
視
角
」
の
学
問
的
理
論
的
背
景
を
探
ろ
う
と
す
る
こ
こ
で
の
考
察
は
、

ま
ず
、
裁
判
で
端
的
に
示
さ
れ
た
政
治
的
「
意
図
」
の
解
明
を
決
定
的
に
重
視
す
る
立
場
が
、
他
の
幾
つ
か
の
論
稿
に
注
意
を
払
い
な
が
ら

も
、
主
と
し
て
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
で
の
「
独
裁
」
研
究
に
お
け
る
議
論
構
成
と
ど
の
よ
う
な
関
連
の
も
と
に
あ
る
の
か
を
確

認
し
、
そ
の
う
え
で
、
最
終
的
に
は
、
そ
う
し
た
議
論
連
環
の
基
底
を
、
一
九
二
七
年
の
『
主
権
論
』
に
お
け
る
基
本
的
枠
組
と
主
要
概
念

の
構
造
の
考
察
を
通
し
て
探
る
こ
と
に
な
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
概
観
的
な
構
図
を
手
掛
り
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
ご
と
に
分
析
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。
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第
2
節　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
法
廷
弁
論
」
の
背
景
に
横
た
わ
る
議
論
連
環

1
．『
合
法
性
と
正
当
性
』（
一
九
三
二
年
）
︱︱
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
の
視
角
か
ら

こ
こ
で
我
々
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
合
法
性
と
正
当
性
』
と
い
う
著
作
全
体
の
い
か
な
る
構
造
の
中
で
、
本
法
廷
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た

「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
な
る
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い

た
の
か
、
と
い
う
点
を
視
点
と
し
て
そ
の
議
論
を
跡
づ
け
て
お
き
た
い
。

ま
ず
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
冒
頭
で
、
今
日
の
ド
イ
ツ
の
国
内
情
勢
を
「
議
会
制
立
法
国
家

0

0

0

0

0

0

0

の
崩
壊
」（“Zusam

m
enbruch des parlam

en-

tarischen G
esetzgebungsstaates ”

））22
（

（
傍
点
引
用
者
）
と
分
析
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
現
状
認
識
を
示
す
が
、
実
は
、
そ
う
し
た
歴
史

的
現
実
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
と
な
る
、「
今
日
の
合
法
性
概
念
の
全
問
題
性
、
そ
れ
か
ら
派
生
し
て
い
る
議
会
制
立
法
国
家
の
全
問

題
性
、
そ
し
て
、
戦
前
か
ら
継
承
さ
れ
て
い
る
法
実
証
主
義
の
全
問
題
性
）
23
（

」
の
正
し
い
把
握
は
、
従
来
型
諸
概
念
で
は
な
し
え
な
い
、
と
い

う
。
そ
こ
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
独
自
の
「
国
法
上
、
憲
法
上
の
諸
概
念
規
定
」
を
試
み
る
。

国
家
の
現
在
﹇
の
在
り
様
﹈
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
過
去
の
諸
状
況
か
ら
生
じ
た
他
の
諸
区
別
、
た
と
え
ば
支
配
と
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
権
威
と
自
由
、
法
治
国
家
と
独
裁
等
の
諸
対
立
（die A

ntithesen

）
よ
り
も
、
閉
じ
て
い
る
合
法
性
体
系

を
持
つ
立
法
国
家

0

0

0

0

（G
esetzgebungsstaat

）
を
、
裁
判
国
家

0

0

0

0

、
統
治
国
家

0

0

0

0

、
行
政
国
家

0

0

0

0

の
（
相
互
に
相
異
な
る
）
正
当
化
様

0

0

0

0

式0

（Legitim
ierungsw

eisen

）
に
対
し
て
対
比
す
る
区
別
の
ほ
う
が
有
益
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
）
24
（

（
傍
点
引
用
者
）。
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た
と
え
ば
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
立
法
国
家
も
裁
判
国
家
も
、
い
ず
れ
も
容
易
に
法
治
国
家
と
自
称
し
う
る
」
し
、
ま
た
、
統
治
国
家
も
行

政
国
家
も
、
実
際
上
、
法
を
実
現
し
、
正
し
く
な
い
旧
法
を
正
し
い
新
法
に
置
き
換
え
、
正
常
状
況
を
作
り
出
す
こ
と
を
自
ら
の
拠
り
所
と

す
る
以
上
、
法
治
国
家
を
自
称
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
法
治
国
家
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
は
、
今
日
の
事
態
に
お
い
て
何
が
「
決
定

的
な
対
立
」
で
あ
る
の
か
を
表
現
し
え
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
今
日
、
決
定
的
で
あ
る
対
立
と
は
、「
合
法
性
」

の
分
裂
に
基
づ
い
た
、
一
方
の
擬
制
的
な
「
合
法
性
」
に
対
す
る
、
他
方
の
、
現
存
す
る
「
合
法
性
」
が
持
つ
「
正
当
性
」
と
の
対
立
な
の

で
あ
る
。今

日
、
閉
じ
て
い
る
合
法
性
体
系

0

0

0

0

0

の
規
範
主
義
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（die norm

ativistische Fiktion eines geschlossenen 

Legalitätssystem
s

）
は
、
現
に
存
在
し
て
い
る
合
法
的
な
意
志
の
正
当
性

0

0

0

（die Legitim
ität eines w

irklich vorhandenen 

rechtm
äßigen W

illens

）
に
対
し
て
、
明
瞭
か
つ
否
定
し
え
な
い
対
立
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
今
日
、
決
定
的
な

対
立
（das entscheidende G

egensatz

）
で
あ
る
）
25
（

（
傍
点
引
用
者
）。

そ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
い
か
な
る
種
類
の
最
高
意
志

0

0

0

0

（w
elche A

rt höchsten W
illens

）
が
決
定
的
瞬
間
に
お
い
て
基
準
な
い
し

決
め
手
と
し
て
立
ち
現
れ
、
共
同
体
の
種
類
を
決
め
る
も
の
と
な
る
の
か
」（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
相
違
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
国
家
の

四
類
型
を
示
し
、
さ
ら
に
、
他
の
三
類
型
か
ら
「
立
法
国
家
」
が
区
別
さ
れ
る
究
極
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
「
法
律
概
念
」
の
内
実

を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
進
め
る
。
そ
の
う
え
で
、
本
書
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
最
終
的
な
狙
い
、
す
な
わ
ち
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
、
本

来
、
目
指
し
、
か
つ
、
規
定
し
た
国
家
形
態
と
し
て
の
「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
合
法
性
体
系
が
、
目
下
、
事
実
上

0

0

0

、
何
に
よ
っ
て
破
壊
さ

0

0

0

0

0

0

0

0

れ
つ
つ
あ
り

0

0

0

0

0

、
ま
た
、
何
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
つ
つ
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
か
を
示
そ
う
と
試
み
る
。
こ
の
最
後
の
点
の
分
析
を
示
す
の
が
、『
合
法
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性
と
正
当
性
』
第
2
章
第
3
節
「
必
要
に
基
づ
く

0

0

0

0

0

0

（ratione necessitatis

）
特
別
立
法
者
、
す
な
わ
ち
、
議
会
制
立
法
国
家
の
法
律
を
排
除

す
る
行
政
国
家
の
諸
措
置
」（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
の
叙
述
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

、
例
の
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
に
依
拠
し
た

一
九
三
一
年
一
二
月
の
国
事
裁
判
所
判
決
に
つ
い
て
の
論
究
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
本
書
に
お
け
る
分
析
概
念
装
置
で
あ
る
、「
立
法
国
家
」、「
裁
判
国
家
」、「
統
治
国
家
」
お
よ
び
「
行
政
国
家
」
と
い

う
国
家
の
四
類
型
と
は
何
か
を
概
観
し
、
そ
し
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
規
定
す
る
「
議
会
制
立
法
国
家
」
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
成
り
立

た
せ
る
た
め
に
不
可
欠
の
「
前
提
」
と
し
て
求
め
ら
れ
る
、「
法
律
概
念
」
に
つ
い
て
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
考
察
を
簡
単
に
整
理
し
た
う
え
で
、

第
2
章
第
3
節
の
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
詳
し
く
跡
づ
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

1
．
1
．
国
家
の
四
類
型
：
立
法
国
家
、
裁
判
国
家
、
統
治
国
家
お
よ
び
行
政
国
家

立
法
国
家

0

0

0

0

（G
esetzgebungsstaat

）
と
は
、
共
同
意
志
の
最
高
か
つ
決
定
的
表
現
を
、「
規
範

0

0

﹇
設
定

0

0

﹈」（N
orm

ierung

）
に
見
出
す
こ

と
を
特
性
と
す
る
特
殊
な
政
治
的
共
同
体
で
あ
り
、
そ
の
際
、「
規
範
」
と
は
、「
非
人
格
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
一
般
的
な
、
か
つ
予
定
さ

れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
永
続
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
、
量
定
、
規
定
可
能
な
内
容
を
持
つ
」
も
の
で
あ
る
（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）。
さ
ら
に
、

人
々
、
諸
人
格
が
支
配
す
る
の
で
は
な
く
「
法
律
が
支
配
す
る
」
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
諸
規
範
が
通
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立

法
国
家
の
、
直
接
的
に
必
然
的
な
構
成
原
理
」
と
し
て
、「
法
律
と
法
律
適
用
、
立
法
者
と
執
行
部
の
分
離
」
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
「
あ
ら
ゆ
る
国
家
権
力
行
使
の
一
般
的
合
法
性
」
と
い
う
点
に
、
こ
の
国
家
組
織
の
正
当
化
の
根
拠
が
あ
り
、
服
従
の
要
求
の
根
拠
と
な

り
、
か
つ
、
抵
抗
権
の
排
除
を
正
当
化
す
る
。
こ
の
場
合
、「
法
の
特
殊
的
現
象
形
態
は
、
法
律
で
あ
り
、
国
家
的
強
制
の
特
殊
的
正
当
化

が
合
法
性
で
あ
る
」。
立
法
国
家
に
お
い
て
は
、
裁
判
の
判
決
は
、「
予
め
定
ま
っ
た
、
内
容
的
に
量
定
、
規
定
可
能
な
、
永
続
的
か
つ
一
般

的
規
範
」
の
そ
の
単
な
る
適
用
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
裁
判
国
家

0

0

0

0

（Jurisdiktionsstaat

）
と
は
、
そ
の
最
終
的
決
定
権
が
、
規
範
設
定
を
す
る
立
法
者
に
で
は
な
く
、
訴
訟
の
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判
決
を
下
す
裁
判
官
に
あ
る
国
家
で
あ
る
と
い
う
（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）。
さ
ら
に
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
る
法
は
、
一
般
的
永
続

的
規
範
で
は
な
く
事
例
ご
と
の
具
体
的
決
定
で
あ
り
、
予
め
定
ま
っ
た
普
遍
的
な
諸
規
範
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
に
顕
現
す
る
と
い

う
。統

治
国
家

0

0

0

0

（R
egierungsstaat

）
に
お
け
る
意
志
表
示
の
特
徴
は
、
統
治
す
る
国
家
元
首
の
最
高
の
人
格
的
意
志
、
お
よ
び
、
権
威
的
命

令
に
見
出
さ
れ
る
（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）。

以
上
の
立
法
、
司
法
、
統
治
国
家
の
定
式
は
、
既
に
『
憲
法
の
番
人
』
の
中
で
も
示
さ
れ
て
い
た
）
26
（

も
の
で
あ
り
、
取
り
立
て
て
い
う
ほ
ど

の
新
た
な
特
徴
は
見
出
せ
な
い
が
、
四
つ
目
の
類
型
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
示
し
た
「
行
政
国
家
」
の
定
式
は
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に

お
い
て
初
め
て
、
独
立
の
「
概
念
」
と
し
て
示
さ
れ
た
新
た
な
要
素
で
あ
る
。『
憲
法
の
番
人
』
に
お
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
示
し
た
類
似
の

国
家
類
型
と
対
比
す
る
と
、
ま
ず
、
そ
の
分
類
の
徴メ
ル
ク
マ
ー
ル標

の
点
で
異
な
っ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
で
は
「
決
定
的
な

瞬
間
に
基
準
と
な
る
最
高
意
志

0

0

0

0

」
と
さ
れ
て
い
る
が
、『
憲
法
の
番
人
』
で
は
「
国
家
活
動
の
中
心
領
域

0

0

0

0

」
と
さ
れ
て
い
た
）
27
（

。
さ
ら
に
、『
合

法
性
と
正
当
性
』
で
は
上
記
の
四
類
型
で
あ
る
の
に
対
し
、『
憲
法
の
番
人
』
で
は
、「
司
法
あ
る
い
は
裁
判
国
家
」（Justiz- oder besser: 

Jurisdiktionsstaaten

）、「
本
質
的
に
統
治
と
執
行
権
で
あ
る
国
家
」（Staaten, die w

esentlich R
egierung und E

xekutive

）、
そ
し
て
、

「
立
法
国
家
」（G

esetzgebungsstaaten

）
の
三
類
型
で
あ
っ
た
）
28
（

。
二
つ
目
の
類
型
、「
本
質
的
に
統
治
と
執
行
権
で
あ
る
国
家
」
の
具
体

的
歴
史
的
実
例
は
、
一
六
世
紀
以
降
形
成
さ
れ
た
絶
対
国
家
だ
と
さ
れ
て
い
た
）
29
（

が
、
こ
の
類
型
が
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
中
で
は
、「
統

治
国
家
」
と
、
こ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
、
一
つ
の
独
立
し
た
類
型
と
さ
れ
た
「
行
政
国
家
」
へ
と
概
念
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
行
政
国
家

0

0

0

0

（Verw
altungsstaat

）
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
命
令
や
意
志
は
、
権
威
的
か
つ
人
格
的
な
も
の

と
し
て
現
れ
る
の
で
も
、
ま
た
、
上
位
の
規
範
﹇
設
定
﹈
の
単
な
る
適
用
で
も
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
即
事
的
な
命
令

0

0

0

0

0

0

（sachliche A
nord-

nungen

）
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
も
の
だ
と
い
う
（
傍
点
引
用
者
）。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
統
治
す
る
の
で
も
な
く
、
高
次
の
諸
規
範
が
通

用
す
る
の
で
も
な
く
、「
事
物
が
そ
れ
自
体
を
管
理
す
る
」（“die D

inge sich selbst verw
alten ”

））30
（

と
い
う
。「
行
政
国
家
」
に
お
け
る
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特
殊
的
な
意
志
表
示
は
、「
事
態
に
よ
っ
て
の
み
定
ま
り
、
具
体
的
状
況
に
即
し
て
適
用
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
即
事
的
実
際
的
合
目
的
性

0

0

0

0

の
観

点
か
ら
導
か
れ
る
措
置

0

0

」（die nur nach Lage der Sache bestim
m

te, im
 H

inblick auf eine konkrete Situation getroffene, ganz 

von G
esichtspunkten sachlich-praktischer Zw

eckm
äßigkeit geleitete M

aßnahm
e

））31
（

（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
一
九
二
〇
年
代
後
半
以
来
、「
変
容
し
つ
つ
あ
る
我
々
の
国
家
形
態
」
に
つ
い
て
、
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
繰
り

返
し
表
明
し
て
き
た
自
ら
の
現
状
認
識
概
念
、「
全
体
国
家
へ
の
転
回
」（“W

endung zum
 totalen Staat ”

））32
（

を
こ
こ
で
も
示
し
、
そ
れ
は

す
な
わ
ち
、「
行
政

0

0

国
家
へ
の
転
回
」（W

endung zum
 Verw

altungsstaat

）（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
だ
と
の
等
置
を
主
張
す
る
。「
全
体
国

家
は
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
、
行
政
国
家
な
の
で
あ
る
）
33
（

」。

こ
れ
に
対
し
て
、「
行
政
国
家
」
概
念
が
ま
だ
定
式
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
『
憲
法
の
番
人
』（
一
九
三
一
年
）
に
お
い
て
は
、
今
日
の

「
全
体
国
家
へ
の
転
回
」
は
何
よ
り
も
「
経
済
的
領
域
に
お
い
て
最
も
際
立
っ
て
現
れ
」
て
い
る
と
指
摘
し
、
す
な
わ
ち
「
経
済
国
家
へ
の

転
回
」（W

endung zum
 W

irtschaftsstaat
）
だ
と
の
認
識
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
示
し
て
い
た
）
34
（

。

も
と
も
と
の
「
行
政
」
と
「
国
家
」
と
の
密
接
な
関
連
は
一
六
、一
七
世
紀
の
官
僚
組
織
の
設
立
に
遡
り
、
中
世
の
単
な
る
「
法
保
持
国

家
」（
フ
リ
ッ
ツ
・
ケ
ル
ン
）
と
し
て
の
法
的
共
同
社
会
（R

echtsgem
einschaft

）
か
ら
、
特
徴
的
な
形
で
「
国
家
」
と
し
て
、
対
照
的

な
政
治
的
共
同
体
（politischen G

em
einw

esen

）
が
形
成
さ
れ
る
時
に
始
ま
る
。「
議
会
制
立
法
国
家
」
に
お
い
て
も
、
立
法
部
と
分
離

さ
れ
、
そ
の
法
律
へ
の
従
属
に
も
か
か
わ
ら
ず
独
立
し
た
区
別
可
能
な
「
執
行
部
」（“E

xekutive ”

）
を
持
つ
。
し
か
し
こ
れ
と
「
行
政
国

家
」
と
の
区
別
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、「
そ
の
国
家
的
行
政
装
置
が
い
か
な
る
特
殊
な
正
当
化
体
系

0

0

0

0

0

に
依
拠
す
る
か
）
35
（

」（
傍
点
引
用

者
）
だ
と
い
う
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、「
行
政
国
家
」
が
依
拠
す
る
正
当
性

0

0

0

は
、
――
立
法
国
家
に
お
け
る
執
行
部
が
合
法
性
に
服
す
る
の
と
は
異
な

り
――
「
即
事
的
な
必
然
性
（die sachliche N

otw
endigkeit

）、
事
態
（die Lage der Sache

）、
や
む
を
得
ぬ
事
情
（den Zw

ang der 

Verhältnisse

）、
時
期
の
切
迫
（die N

ot der Zeit

）
な
ど
の
、
規
範
に
よ
っ
て
で
は
な
く
状
況
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
正
当
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（nicht 
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norm
-, sondern situationsbestim

m
te R

echtfertigungen

））36
（

」（
傍
点
引
用
者
）
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
応
じ
て
、「
行
政
国
家
」
の
存

在
原
理
（D

aseinsprinzip

）
は
、「
合
目
的
性
（Zw

eckm
äßigkeit

）、
有
用
性
（N

ützlichkeit

）」
に
あ
り
、
か
つ
、「
規
範
設
定
に
依

拠
す
る
立
法
国
家
の
合
規
範
性
（N

orm
gem

äßigkeit

）
と
は
異
な
る
、
自
ら
の
措
置
、
指
示
、
命
令
の
直
接
的
に
具
体
的
な
即
事
態
性

0

0

0

0

（Sachgem
äßheit

）
に
存
す
る
）
37
（

」（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
と
い
う
。

し
か
し
本
来
、
国
家
官
僚
は
、「
そ
れ
自
体
、
固
有
の
合
法
性
の
根
源
で
も
、
固
有
の
正
当
性
の
基
盤
で
も
な
く
」、
今
日
の
ド
イ
ツ
の
職

業
的
官
僚
は
「
独
自
の
政
治
的
意
義
を
持
つ
統
一
的
勢
力
で
は
な
い
」
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
国
家
組

織
の
個
々
の
部
分
に
お
い
て
他
の
権
威
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
権
威
国
家
を
求
め
る
強
い
要
求
の
集
約
点
と
な
り
、
行
政
国
家
に
お
い

て
お
の
ず
と
『
秩
序
を
樹
立
し
』
よ
う
と
す
る
模
索
は
あ
り
う
る
）
38
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
期
待
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
行
政
国
家
」
が
、
二
年
余
り
前
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
第
48
条
第
2
項
に
よ
る
緊
急
命
令
権
の
運
用
に
よ
っ
て
、
既
に

0

0

大
幅
に
実
現
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
傍
点
引
用
者
）
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
い
う
）
39
（

。
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
重
要
な
点
は
、「
議
会
制
立
法

国
家
」
の
規
範
主
義
的
合
法
性
が
、
も
し
、
そ
の
時
々
の
多
数
決
の
空
虚
な
機
能
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（der leere F
unktionalism

us jew
eiliger 

M
ehrheitsbeschlüsse

）
に
変
質
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
来
の
機
能
を
失
い
、
官
僚
的
な
規
制
要
求
の
非
人
格
的
な
機
能
主
義
（der 

unpersönliche Funktionalism
us eines bürokratischen R

eglem
entierungsbedürfnisses

）
と
結
び
つ
き
う
る
と
い
う
点
で
あ
る）40
（

（
傍
点
引
用
者
）。

合
法
性
と
技
術
的
機
能
主
義
と
の
、
理
念
的
に
は
稀
で
あ
る
に
し
て
も
あ
ら
ゆ
る
実
際
的
経
験
か
ら
は
起
こ
り
や
す
い
こ
の
結

合
に
お
い
て
、
官
僚
制
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
優
越
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
続
け
、
そ
し
て
、
議
会
制
立
法
国
家
の
法
律

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（das G
esetz des parlam

entarischen G
esetzgebungsstaates

）
を
官
僚
制
的
な
行
政
国
家
の
諸
措
置

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（die M
aßnahm

e 

des bürokratischen Verw
altungsstaates

）
へ
と
変
質
さ
せ
る
）
41
（

（
傍
点
引
用
者
）。
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つ
ま
り
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
行
政
国
家
」
を
定
式
化
し
た
こ
と
の
意
味
は
、
執
行
部
と
し
て
の
官
僚
制
が
、「
立
法
国
家
」
に
お
け
る
立
法

部
と
執
行
部
と
の
分
離
の
も
と
で
の
、
法
規
範
と
し
て
の
法
律
の
妥
当

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
正
当
性

0

0

0

の
も
と
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
立
法
部
と
執
行

部
の
分
離
お
よ
び
法
と
法
律
の
合
致
と
い
う
前
提
を
失
っ
た
、
単
な
る
「
即
事
態
性

0

0

0

0

」（Sachgem
äßheit

）
と
い
う
正
当
化

0

0

0

0

0

0

に
依
拠
し
て
い

る
の
か
、
と
い
う
「
対
立
の
構
図
」
を
、「
問
い
」
と
し
て
提
起
し
た
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
二
つ
の
相
異
な
る
正
当
化
体
系
の
「
対
立
」

が
存
在
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
執
行
部
が
「
立
法
国
家
」
の
正
当
化
体
系
か
ら
逸
脱
し
、
異
な
る
正
当
化
に
依
拠
す
る
場
合
、
そ
れ

は
既
に
、「
立
法
国
家
」
と
は
根
本
的
に
異
質
な
国
家
形
態

0

0

0

0

0

0

0

へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
の
証
し
だ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
合
法
性
体
系
の
只
中
で
の
、
第
48
条
第
2
項
の
緊
急
命
令
権
運
用
に
よ
る
こ
う
し
た
「
行
政
国
家
」
の
発
展
が

何
を
意
味
す
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
の
問
題
が
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
第
2
章
第
3
節
で
の
主
題
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
第
2
章
第
3
節
の

モ
テ
ィ
ー
フ
を
検
討
す
る
前
に
、
も
う
一
つ
確
認
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
点
で
あ
る
。「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
「
法
律
」
か

ら
「
官
僚
制
的
行
政
国
家
」
の
「
措
置
」
へ
の
変
質

0

0

は
い
か
に
し
て

0

0

0

0

0

な
さ
れ
る
の
か
。「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
規
範
主
義
的
合
法
性
が
そ

の
本
来
の
機
能
を
果
た
す
た
め
の
諸
前
提

0

0

0

は
何
で
あ
り
、
そ
の
本
来
の
働
き
か
ら
の
逸
脱
と
変
質
を
も
た
ら
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル

0

0

0

0

0

0

と
な
る
も
の

は
何
で
あ
る
の
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
そ
の
分
析
を
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
け
る
「
法
律
概
念
」
と
そ
の
変
質

0

0

の
議
論
を
通
し
て
示
そ
う
と

す
る
。

1
．
2
．「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
根
拠
と
な
る
「
法
律
概
念
」

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
第
1
章
第
1
節
「
立
法
国
家
と
法
律
概
念
）
42
（

」
で
、「
法
律
概
念
」
の
理
論
的
整
理
を
試
み
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
い

て
支
配
的
見
解
と
な
っ
て
い
る
一
つ
の
形
式
的
概
念
、
お
よ
び
、
二
つ
の
実
質
的
概
念
の
意
味
を
論
じ
て
い
る
。
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第
一
に
重
要
な
の
は
、
形
式
的
な
法
律
概
念
、
す
な
わ
ち
、「
国
民
代
表
の
協
働
の
も
と
に
成
立
し
た
議
決
の
み
」
が
「
法
律
」
と
認
め

ら
れ
る
、
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
法
律
の
こ
の
形
式
的
概
念
は
、
本
質
的
に
政
治
的
概
念
だ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
い
う
。
つ
ま
り
、「
概
念
必

然
的
に
国
民
代
表
の
議
決
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
の
含
意
は
、
国
民
代
表
の
決
定
的
な
勝
利
を
意
味
し
て
い
た
）
43
（

」
の
で
あ
る
。

次
に
、
法
律
の
第
一
の
実
質
的
な
概
念
と
は
「
法
と
法
律
と
の
合
致
」（K

ongruenz von R
echt und G

esetz

）
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
法
と
は
法
律
で
あ
り
（R

echt = G
esetz

）、
法
律
と
は
国
民
代
表
の
協
働
の
も
と
に
成
立
し
た
国
家
的
規
制
で
あ
る
（G

esetz = die 

unter M
itw

irkung der Volksvertreung zustande gekom
m

ene staatliche R
egelung

）
と
い
う
一
連
の
単
純
な
等
置
」
で
あ
る
。「
法

と
法
律
、
正
義
と
合
法
性
、
訴
訟
と
手
続
き
と
の
予
想
さ
れ
、
予
測
さ
れ
た
合
致
と
調
和
」
こ
そ
が
、
究
極
的
に
は
、
一
九
世
紀
を
通
じ
て

今
日
な
お
有
効
な
法
治
国
家
的
諸
概
念
、
諸
形
式
、
諸
前
提
の
体
系
と
目
録
へ
と
発
展
し
て
き
た
す
べ
て
が
基
づ
い
て
い
た
）
44
（

」。
法
﹇
規
範
﹈

と
法
律
と
の
合
致
に
よ
っ
て
だ
け
、
自
由
の
名
に
お
け
る
法
律
の
支
配
へ
の
服
従
、
諸
々
の
自
由
権
目
録
か
ら
の
抵
抗
権
の
排
除
、
法
律
の

絶
対
的
優
位
へ
の
承
認
、
国
家
権
力
濫
用
に
対
す
る
保
障
を
行
政
の
合
法
性
に
見
出
す
こ
と
、
そ
し
て
、
立
法
者
に
よ
る
「
法
律
の
留
保
」

は
可
能
と
な
り
許
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
法
律
の
第
二
の
実
質
的
概
念
と
し
て
の
「
国
民
の
自
由
、
財
産
へ
の
侵
害
」
と
し
て
の
「
法
律
」
は
、
立
法
者
の
み

0

0

0

0

0

が
、
法0

律
的
な
規
制
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
基
本
権
、
自
由
権
を
侵
害
す
る
専
有
権
を
持
つ
こ
と
を
含
意
し
え
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
三
つ
の
「
法
律
概
念
」
は
、
し
か
し
、
決
し
て
無
前
提

0

0

0

に
存
立
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
の
は
、

「
立
法
者
」
は
単
一

0

0

な
唯
一

0

0

の
「
立
法
者
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
合
法
性
の
「
専
有
」
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、「
立
法
者
」
へ
の

信
頼
、
制
定
さ
れ
る
法
律
と
正
義
と
の
調
和
へ
の
信
頼
、
立
法
手
続
き
に
対
す
る
信
頼
を
前
提
と
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
こ
の
合
法
性
体
系
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
無
前
提
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
暗
黙
裏
に
前
提
さ
れ
た
「
法
と
法
律
と
の
合
致
」
と
こ
れ
へ
の
信
頼
と
い
う
「
前
提
」
が
失
わ
れ
れ
ば
、
そ
の
場
合
、「
純

粋
に
形
式
的
な
も
の
」
は
、
空
虚
な
言
葉
、「
法
律
」
と
い
う
単
な
る
レ
ッ
テ
ル
に
還
元
さ
れ
、「
法
治
国
家
」
と
の
関
連
を
放
棄
す
る
、
と
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シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
。
法
律
の
持
つ
品
位
と
尊
厳
、
直
接
的
に
実
定
的
法
的
意
味
と
効
果
は
す
べ
て
、「
も
っ
ぱ
ら
、
か
つ
、
直
接
的

に
、
立
法
者
自
体
お
よ
び
立
法
手
続
き
に
関
与
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
機
関
の
公
正
と
理
性
に
対
す
る
、
こ
の
信
頼
」
に
か
か
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
議
論
に
基
づ
き
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
法
律
概
念
」
の
支
配
的
学
説
へ
の
批
判
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
「
実
質
的
」

法
律
概
念
を
立
て
な
が
ら
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
形
式
的
」
な
立
法
手
続
き
に
つ
い
て
い
か
な
る
意
志
内
容
に
つ
い
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

勝
手
に
法
律

を
利
用
す
る
力
を
認
め
た
た
め
、「
立
法
国
家
」
の
諸
概
念
を
混
乱
さ
せ
た
（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
）
45
（

。

第
一
の
実
質
的
法
律
概
念
――
法
律
す
な
わ
ち
法
規
範
（G

esetz=R
echtsnorm

）
――
か
ら
の
み
導
か
れ
形
式
的
な
立
法
手

続
き
に
ま
で
及
ぶ
法
治
国
家
の
尊
厳
は
、
こ
と
ご
と
く
、
そ
の
始
原

0

0

（U
rsprung

）
と
源
泉

0

0

（Q
uelle

）
か
ら
、
つ
ま
り
、

そ
の
法0

（R
echt

）
と
の
実
質
的
連
関

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
遮
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
）
46
（

（
傍
点
引
用
者
）。

そ
の
結
果
、「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
合
法
性
体
系
は
い
か
な
る
変
質
を
こ
う
む
る
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
絶
対
的

に
『
中
立
的
な
』
没
価
値
的
、
没
資
質
的
な
、
無
内
容
で
形
式
主
義
的
＝
機
能
主
義
的
な
合
法
性
観
念
へ
の
道
が
拓
け
た
」
と
い
う
。
つ
ま

り
、
議
会
制
民
主
政
が
も
と
も
と
意
味
す
る
、「
議
会
の
単
純
多
数
決
」＝「
そ
の
時
々
に
存
在
す
る
国
民
の
、
そ
の
時
々
の
意
志
」、「
投
票

す
る
国
民
の
、
そ
の
時
々
の
多
数
意
志
」
と
し
て
の
「
国
民
の
意
志
」
と
い
う
等
置
の
も
と
で
、「
規
範
」
と
「
命
令
」
と
の
区
別
、
知
性

と
意
志
の
区
別
、
理
性

0

0

と
意
欲

0

0

（ratio und voluntas

）
と
の
区
別
と
い
う
「
議
会
制
立
法
国
家
」
を
担
う
も
の
は
、
法
律
の
「
形
式
的
な
」

概
念
へ
と
埋
没
し
）
47
（

、「
法
律
概
念
」
と
「
合
法
性
」
と
は
、
空
虚

0

0

で
算
術
的

0

0

0

な
、
一
貫
し
て
機
能
主
義
的
な
無
実
質
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
無
内
容
性

0

0

0

0

（eine 

konsequent funktionalistische Substanz- und Inhaltlosigkeit

）
と
化
す
）
48
（

（
傍
点
引
用
者
）
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

い
う
本
来
の
「
法
律
概
念
」
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
意
味
で
は
擬
似
的
な
「
合
法
性
」
概
念
で
あ
る
が
、
現
に
存
在
し
て
い
る
の
は
こ
う
し
た

類
い
の
「
合
法
性
」
で
し
か
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
先
に
自
ら
が
示
し
て
い
た
「
現
に
存
在
し
て
い
る
合
法
的
な
意
志
）
49
（

」
の
具
体
的
内
容
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な
の
で
あ
る
。

「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
「
法
律
概
念
」
は
、
多
種
多
様
な
内
容
に
対
す
る
大
幅
の
中
立
性
を
本
来
含
ん
で
は
い
る
が
、
し
か
し
、
そ

も
そ
も
「
立
法
国
家
」
を
担
う
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
一
定
の
「
資
質
」（
一
般
的
規
範
設
定
、
内
容
的
確
定
性
、
持
続
性
）（generelle 

N
orm

ierung, inhaltliche B
estim

m
theit, D

auer

）
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
何
よ
り
も
そ
れ
は
、
自
ら
自
身
に
対
し
て
、
自
己
自
身
の
諸

前
提
に
対
し
て
は
「
中
立
的
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
）
50
（

。
と
こ
ろ
が
、「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
機
能
主
義
的
・
形
式
主
義
的
空
洞
化
は
、

内
容
を
問
題
と
し
な
い
、
自
己
自
身
の
妥
当
性
に
関
し
て
す
ら
中
立
的
な
、
い
か
な
る
実
質
的
正
義
を
も
度
外
視
す
る
合
法
性
概
念
へ
と
導

く
。
単
な
る
多
数
算
法
の
無
内
容
性
は
、
合
法
性
か
ら
い
か
な
る
説
得
力
を
も
奪
い
、
中
立
性
は
何
よ
り
も
正
・
不
正
の
区
別
に
対
す
る
中

立
性
だ
と
い
う
）
51
（

。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
け
る
「
法
律
概
念
」
の
こ
う
し
た
変
質
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
す
れ
ば
、
合
法
性
体
系
の
「
自
己

破
壊
的
な
内
的
矛
盾
」（selbstzerstörende innere W

idersprüche

））52
（

な
の
で
あ
る
。

1
．
3
．「
議
会
制
立
法
国
家
」
か
ら
「
行
政
国
家
」
へ
の
変
質
過
程

『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
第
2
章
に
お
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
以
上
で
示
し
た
「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
合
法
性
体
系
を
脅
か
す
も
の
と

し
て
、
憲
法
が
予
定
し
て
い
る
単
一
の
正
規
の
「
立
法
者
」
で
あ
る
「
議
会
」
と
は
異
な
る
三
種
の

0

0

0

「
特
別
立
法
者

0

0

0

0

0

」
の
、
本
来
の
「
法
律

概
念
」
に
対
す
る
挑
戦
的
位
置
を
描
こ
う
と
す
る
。
第
一
に
、「
第
二
憲
法
」
と
し
て
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
二
篇
に
含
ま
れ
る
「
実
質
に

0

0

0

基
づ
く

0

0

0

特
別
立
法
者
」（der außerordentliche G

esetzgeber ratione m
ateriae

））
53
（

、
第
二
に
、
議
会
を
バ
イ
パ
ス
す
る
国
民
投
票
に
よ
っ

て
「
立
法
国
家

0

0

0

0

」
の
合
法
性
に
代
わ
る
人
民
投
票
的
正
当
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（plebiszitäre Legitim
ität statt gesetzgebungsstaatlicher Legalität

）
に
依

拠
す
る
「
主
権
に
基
づ
く

0

0

0

0

0

0

（ratione suprem
itatis

）
特
別
立
法
者
）
54
（

」、
そ
し
て
第
三
に
、
第
48
条
第
2
項
の
大
統
領
緊
急
権
に
よ
っ
て
「
議0

会
制
立
法
国
家

0

0

0

0

0

0

」
の
法
律
を
排
除
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

「
行
政
国
家

0

0

0

0

」
の
諸
措
置

0

0

0

0

（die M
aßnahm

e des Verw
altungsstaates verdrängt das G

esetz des 

parlam
entarischen G

esetzgebungsstaates

）
を
講
ず
る
「
必
要
に
基
づ
く

0

0

0

0

0

0

（ratione necessitatis

）
特
別
立
法
者
）
55
（

」
で
あ
る
（
強
調
す
べ
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て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）。
こ
の
三
者
の
う
ち
、
こ
こ
で
の
考
察
に
と
っ
て
も
、
か
つ
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
考
察

の
狙
い
に
と
っ
て
も
際
立
っ
て
重
要
な
の
が
、
第
三
の
「
必
要
に
基
づ
く

0

0

0

0

0

0

特
別
立
法
者
」
で
あ
る
。

1
．
3
．
1
．
第
三
の
特
別
立
法
者

︱︱
必
要
に
基
づ
く

0

0

0

0

0

0

（ratione necessitatis

）、
も
し
く
は
、

時
機
お
よ
び
状
況
に
基
づ
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（ratione tem
poris ac situationis

）
特
別
立
法
者

言
う
ま
で
も
な
く
「
第
三
の
特
別
立
法
者
」
は
、
第
48
条
第
2
項
に
よ
っ
て
命
令
を
公
布
す
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領
で
あ
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト

に
よ
れ
ば
、
最
近
の
十
年
に
わ
た
る
大
統
領
お
よ
び
ラ
イ
ヒ
政
府
の
実
際
運
用
と
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
が
与
え
て
き
た
認
可
が
意
味
す
る

の
は
、
第
48
条
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
非
常
権
限
の
中
に
は
、
単
な
る
「
措
置
」
だ
け
で
は
な
く
、「
法
律
」、
そ
れ
も
ラ
イ
ヒ
法
律
に
代

0

0

0

0

0

0

0

わ
る
法
規
命
令
権

0

0

0

0

0

0

0

（ein gesetz-, und zw
ar reichsgesetzvertretendes R

echtsverordnungsrecht

）
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
点

で
あ
り
、
今
日
、
こ
の
点
は
異
論
な
く
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
）
56
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
を
第
48
条
第
2
項
の
「
立
法
者
」
と
呼
ぶ

こ
と
が
可
能
と
な
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
必
要
に
基
づ
く

0

0

0

0

0

0

特
別
立
法
者
」
を
、
た
だ
ち
に
「
時
機
お
よ
び
状
況
に
基
づ
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（ratione tem
poris ac situationis

）

特
別
立
法
者
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
正
常
な
状
態
の
「
立
法
者
」
と
は
異
な
り
、
諸
規
範
が
妥
当
す
る
に
当
た
っ
て

前
提
と
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
規
範
の
「
妥
当
」
の
実
定
法
的
構
成
要
素
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
正
常
な
状
態
（「
安
全
と
秩
序
」）
を
回
復

す
る
こ
と
を
「
目
的
」
と
す
る
異
常
事
態
の
行
動
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

（A
ktionskom

m
issar der abnorm

en Lage

））
57
（

」（
傍
点
引
用
者
）
だ
と

い
う
。
そ
の
際
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
指
摘
に
お
い
て
重
要
な
の
は
次
の
点
で
あ
る
。A

ktionskom
m

issar

を
「
立
法
者
」
と
み
な
し
、
そ
の

「
諸
措
置
」
を
「
法
律
」
と
み
な
す
場
合
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
等
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
上
、﹇
正
規
の
立
法
者
と

A
ktionskom

m
issar

と
の
﹈
差
異
は
消
え
な
い

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
り
、
そ
の
差
異

0

0

0

0

が
以
下
の
こ
と
を
生
じ
さ
せ
る
、
つ
ま
り
、A

ktionskom
m

issar
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の
「
立
法
的
な
措
置
」（die “gesetzgeberischen M

aßnahm
en ”

）
が
、
ま
さ
に
そ
れ
と
「
法
律
」
と
の
等
置
の
ゆ
え
に

0

0

0

0

0

0

「
議
会
制
立
法

国
家
」
の
合
法
性
体
系
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
）
58
（

。

A
ktionskom

m
issar 

を
「
正
規
の
立
法
者
」
と
対
比
す
れ
ば
、「
諸
措
置
」
は
ラ
イ
ヒ
議
会
の
要
求
に
よ
り
失
効
さ
せ
ら
れ
う
る
、
つ
ま

り
、
ラ
イ
ヒ
議
会
に
よ
っ
て
「
許
容
さ
れ
」（“tolerieren ”

）
ね
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
一
見
、「
正
規
の
立
法
者
」
の
下
位
に
あ
る
か
に

見
え
る
。
し
か
し
立
ち
入
っ
て
み
る
と
、
こ
の
特
別
立
法
者
が
導
入
さ
れ
る
異
常
事
態
に
関
し
て
は
、
極
め
て
大
き
な
事
実
的
優
位
性

0

0

0

0

0

0

を
持

つ
と
い
う
。
そ
の
根
拠
と
し
て
二
つ
の
点
を
上
げ
る
。
第
一
に
、「
特
別
立
法
者
」
は
、
自
ら
の
特
別
権
限
の
前
提

0

0

（
公
共
の
安
全
と
秩
序

に
対
す
る
危
険
）
に
関
し
、
ま
た
、
そ
の
内
容

0

0

で
あ
る
「
必
要
な
」
措
置
に
関
し
て
、
自
ら
の
裁
量
に
よ
っ
て
決
定
を
下
す
が
ゆ
え
に
、
ひ

と
た
び
議
会
の
要
求
に
よ
っ
て
撤
廃
さ
れ
た
「
措
置
」
を
、
極
め
て
近
々
、
再
公
布
し
う
る
。
第
二
に
、
ラ
イ
ヒ
議
会
の
失
効
要
求
に
は
遡

及
効
が
な
い
た
め
、「
特
別
立
法
者
」
は
「
正
規
の
立
法
者
」
に
対
し
て
既
成
事
実
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
も
そ
も
、
武
力
介
入
や

射
殺
な
ど
の
「
措
置
」
は
「
失
効
さ
せ
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し A

ktionskom
m

issar

の
「
正
規
の
立
法
者
」
に
対
す
る
優
位
性
は
こ
の
点
に
留
ま
ら
ず
、「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
合
法
性
体
系

の
根
源

0

0

に
関
わ
る
立
法
権
限
の
範
囲

0

0

と
内
容

0

0

に
も
及
ぶ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
正
規
の
立
法
者
」
は
、「
法
律
」
の
み

0

0

を
作
る
こ
と
を
許
さ

れ
、
か
つ
、
法
律
適
用
機
関
と
分
離
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
独
裁
官
」
は
、
個
別
的
「
措
置
」
と
「
法
律
」
の
双
方
を
講
ず
る
こ

0

0

0

0

0

0

0

と
が
で
き

0

0

0

0

、
か
つ
、
そ
れ
は
、
本
来
、
行ア
ク
チ
オ
ン動

コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
で
あ
っ
て
立
法
者
で
は
な
い
。

換
言
す
れ
ば
、
大
統
領
は
立
法
と
法
律
適
用
（G

esetzgebung und G
esetzesanw

endung

）
と
を
併
せ
持
つ
の
で
あ
り
、

彼
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
諸
規
範
を
、
直
接
自
ら
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
が
、
議
会
制
立
法
国
家
の
正
規
の
立
法

者
が
、
議
会
制
立
法
国
家
に
と
っ
て
本
質
的
な
、
法
律
と
法
律
適
用
を
分
離
す
る
権
力
区
分
を
尊
重
す
る
限
り
な
し
え
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
）
59
（

」。
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以
上
に
示
し
た
、「
第
三
の
特
別
立
法
者
」
の
「
正
規
の
立
法
者
」
に
対
す
る
優
位
性
の
ほ
か
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
さ
ら
に
、
そ
の
権
限

の
優
位
性
を
め
ぐ
る
二
つ
の
重
要
な
観
点
を
示
す
。

1
．
3
．
2
．
第
三
の
特
別
立
法
者
と
「
法
律
の
留
保
」

第
一
の
点
は
、
第
48
条
第
2
項
第
2
セ
ン
テ
ン
ス
に
よ
る
7
基
本
権
失
効
化
の
特
別
権
限
の
意
味
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ま

ず
、
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
を
引
用
し
な
が
ら
、
第
48
条
第
2
項
に
お
け
る
諸
基
本
権
の
失
効
化
は
形
式
的
過
程
で
は
な
く
「
脱
形
式
化
し
て
」

（“deform
alisiert ”

）
い
る
）
60
（

、
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
見
解
で
は
、
い
か
な
る
明
確
な
先
行
的
失
効
宣
告
を
も
要
し

な
い
の
で
あ
り
、
特
に
市
民
的
法
治
国
家
の
核
心
で
あ
る
個
人
の
自
由
（
第
1
1
4
条
）
お
よ
び
財
産
（
1
5
3
条
）
が
、
第
48
条
の
「
特

別
立
法
者
」
に
と
っ
て
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
の
本
質
的
意
味
は
、
戦
前
の
ド
イ
ツ
の
国
家
学
説
以
来
、

一
貫
し
て
、
憲
法
国
家
に
と
っ
て
、
そ
し
て
、「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
諸
原
則
に
と
っ
て
不
可
欠
と
さ
れ
て
き
た
、「
実
質
的
法
律
概
念
」

と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
「
法
律
の
留
保
」（“Vorbehalt des G

esetzes ”

）
の
否
定

0

0

と
い
う
点
に
存
し
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
従
来
の
「
議

会
制
立
法
国
家
」
は
根
底
か
ら
変
質
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
傍
点
引
用
者
）、
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
い
う
）
61
（

。

本
来
、「
議
会
制
立
法
国
家
」
で
は
、
自
由
と
財
産
と
の
法
的
保
護
は
、
た
だ
「
正
規
の
立
法
者
」
の
み
が
、
そ
し
て
た
だ
「
法
律
」
の

み
が
諸
基
本
権
を
侵
害
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
と
い
う
「
法
律
の
留
保
」
の
う
ち
に
存
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
前
提
と
し
て
、「
議
会
制
立
法

国
家
」
の
立
法
者
た
る
、
単
純
多
数
に
よ
っ
て
議
決
す
る
「
議
会
」
に
対
す
る
信
頼
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
り
、「
法
と
法
律
と
の
合
致
」

が
、
こ
こ
で
も
「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
存
立
条
件
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
48
条
第
2
項
に
よ
っ
て
、

例
外
状
態
に
際
し
、
一
定
の
諸
基
本
権
が
停
止
さ
れ
う
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
、
法
律
の
留
保
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
立
法
国
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家
が
、
否
、
憲
法
自
体
の
核
心
で
あ
る
自
由
と
財
産
が
、
一
定
期
間
停
止
さ
れ
る
）
62
（

。

こ
う
し
て
、
十
年
来
の
統
治
実
務
、
こ
れ
へ
の
判
例
の
是
認
と
国
家
学
説
の
承
認
の
も
と
で
、「
諸
措
置
」
は
「
法
律
効
力
を
持
つ
諸

命
令
」（gesetzeskräftige Verordnungen

）
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
憲
法
の
合
法
性
体
系
の
中
へ
と
新
た
な
異
質
な
思
考
過
程

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（ein 

neuer, heterogener G
edankengang

）
が
入
り
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
）
63
（

（
傍
点
引
用
者
）。
そ
の
結
果
、「
第
三
の
特
別
立
法
者
」
は
、
市

民
的
法
治
国
家
の
実
質
自
体
を
、
し
か
も
奇
妙
な
こ
と
に
二
重
の
基
礎

0

0

0

0

0

に
基
づ
い
て
、
意
の
ま
ま
に
し
う
る
（
傍
点
引
用
者
）。
第
一
に
、

「
正
規
の
立
法
者
」
と
の
等
位
に
基
づ
き
、「
法
律
」
に
代
わ
る
「
命
令
」
を
通
じ
て
「
法
律
の
留
保
」
を
行
っ
て
自
由
と
財
産
を
侵
害
し
う

る
。
第
二
に
、
明
記
さ
れ
た
失
効
化
権
限
に
基
づ
き
、「
措
置
」
を
通
じ
て
自
由
と
財
産
を
失
効
さ
せ
う
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
正
規
の
立
法
者
」
は
、「
法
律
の
留
保

0

0

0

0

0

」
に
よ
っ
て
の
み

0

0

0

0

0

0

諸
基
本
権
を
侵
害
し
う
る
の
み

0

0

0

0

0

0

0

で
、
こ
れ
を
失
効
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
度
外
視
し
て
も
、「
第
三
の
特
別
立
法
者
」
は
一
種
独
特
に
、「
正
規
の
立
法
者
」
の
上

位
に
立
つ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
）
64
（

、
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
。

1
．
3
．
3
．
特
別
立
法
者
の
立
法
権
力
の
拡
大
領
域

︱︱
そ
の
根
拠
と
し
て
の
「
独
立
し
た
権
限
規
定
」（“selbständige Zuständigkeitsvorschrift ”

）
の
論
理

第
二
の
点
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
の
は
、
第
48
条
第
2
項
に
よ
る
権
限
の
実
際
運
用

0

0

0

0

が
作
り
出
し
て
い
る
、
一
段
と
拡
大
し
つ

つ
あ
る
特
別
立
法
者
の
立
法
権
力
の
新
領
域

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
一
九
三
一
年
の
『
憲
法
の
番
人
』
以
降

0

0

、
新
た
に
出
現
し
つ
つ

あ
る
事
態
に
対
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
与
え
た
新
た
な
解
釈
、
新
た
な
概
念
化
に
対
応
す
る
。

ま
ず
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
今
日
の
第
48
条
の
通
説
的
解
釈
で
は
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
単
純
な
ラ
イ
ヒ
立
法
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（einfacher R
eichsesetz-

geber

）
と
等
位
で
は
あ
る
が
、
憲
法
を
改
正
す
る
ラ
イ
ヒ
立
法
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（verfassungsändernder R
eichsgesetzgeber

）
に
留
保
さ
れ
て
い

0

0

0

0

0

0

0
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る
事
項

0

0

0

は
何
一
つ
行
う
こ
と
を
許
さ
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
（
傍
点
引
用
者
）
と
指
摘
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
国
家
学
お
よ
び
判
例
の
是
認
の
も
と
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
諸
州

0

0

の
立
法
権
限
（die G

esetzgebungszustän-

digkeit der Länder

）（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
を
侵
害
す
る
、
す
な
わ
ち
、「
単
純
な
ラ
イ
ヒ
法
律
」
に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に
発
布
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
は
ず
の
「
諸
命
令
」
の
、
第
48
条
第
2
項
に
基
づ
く
公
布
だ
）
65
（

、
と
い
う
。
こ
の
点
の
明
白
な
実
例
と
し
て
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
、
一
九
三
一
年
八
月
五
日
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
貯
蓄
金
庫
命
令
（die Sparkassenverordnung des R

eichspräsidenten vom
 5. 

A
ugust 1931

））66
（

を
あ
げ
、
さ
ら
に
、
一
九
三
一
年
一
二
月
五
日
の
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
国
事
裁
判
所
の
判
決
が
、
州
立
法
権
限
に
属
す
る
諸

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

領
域
に
対
し
て
も

0

0

0

0

0

0

0

、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
法
規
命
令
権
限
を
持
つ
と
い
う
見
解
に
与
し
て
い
る
（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
。

さ
ら
に
国
事
裁
判
所
は
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
が
第
48
条
第
2
項
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
ヒ
憲
法
第0

5
条0

を
超
越
し
て
、
州
憲
法
規
定
に
違
反
す

0

0

0

る0

州
法
を
作
る
権
限
を
州
国
家
権
力
に
授
権
し
う
る
こ
と
を
さ
え
承
認
し
て
い
る
（
傍
点
引
用
者
）、
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
。
そ

し
て
ま
さ
に
、
こ
の
主
張
の
根
拠
づ
け
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
の
が
、
第0

48
条
に
は

0

0

0

、
ラ
イ
ヒ
憲
法
の

0

0

0

0

0

0

「
独
立
し
た
権
限
規
定

0

0

0

0

0

0

0

0

」

（eine “selbständige Zuständigkeitsvorschrift ” der R
eichsverfassung

）
が
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
ペ
ッ
チ
ュ
ヘ
フ
タ
ー

と
R
・
グ
ラ
ウ
に
依
拠
す
る
見
解
だ
（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
）
67
（

。
こ
の
こ
と
の
含
意
は
、
ラ
イ
ヒ
憲
法
の
正
規
の
組
織
的
諸
規
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（die 

ordentlichen organisatorischen B
estim

m
ungen der R

eichsverfassung

）
が
、
第
48
条
の
特
別
諸
権
限
に
対
抗
で
き
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、﹇
ラ
イ
ヒ
憲
法
の
正
規
の
組
織
的
﹈
諸
規
定

0

0

0

が
何
ら
「
不
可
侵
」
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
、
と

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
述
べ
る
）
68
（

（
傍
点
引
用
者
）。

ま
た
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府
が
、
国
債
授
権
が
「
ラ
イ
ヒ
法
律
に
よ
っ
て
の
み

0

0

0

0

0

0

」
付
与
さ
れ
る
と
す
る
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
87
条
の

組
織
的
な
規
定

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
、
国
債
授
権
の
「
ラ
イ
ヒ
法
律
」
は
、
第
48
条
に
よ
る
「
命
令
」
に
よ
っ
て
代
用
さ
れ
う
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
立
場
を
固
守

す
る
（
一
九
三
二
年
三
月
一
二
日
債
務
弁
済
お
よ
び
国
債
授
権
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
法
律
案
に
つ
い
て
の
理
由
づ
け
）
69
（

）
こ
と
も
同
様
の
意
味
を

持
つ
（
傍
点
引
用
者
）、
と
い
う
）
70
（

。

0

0

0

0
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国
債
授
権
の
「
ラ
イ
ヒ
法
律
」
を
大
統
領
「
命
令
」
に
よ
っ
て
代
行
す
る
こ
と
は
、
憲
法
違
反
だ
と
主
張
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
E
・
F
・

キ
ュ
ー
ネ
マ
ン
に
対
し
て
、
第
87
条
は
「
独
裁
を
制
約
す
る
」（“diktaturfest ”

）
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
こ
れ
を
正
当
化
し
た
の
は

G
・
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
で
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
立
場
は
、
キ
ュ
ー
ネ
マ
ン
の
主
張
は
通
ら
な
い
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
）
71
（

が
、
し
か
し
同
時
に
、
第
48
条
の
非
常
権
限
に
つ
い
て
の
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
拡
張
的
な
解
釈
が
、
周
知
の
「
不
可
侵
理
論
」
と
自
己

撞
着
を
起
こ
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
鋭
く
批
判
す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ラ
イ
ヒ
立
法
権
限
の
範
囲
を
さ
ら
に
越
境
し
さ
え
す
る
こ
う
し
た
ラ
イ
ヒ
法
代
替
的
な
命
令
権
（ein 

solches R
eichsgesetz-vertretendes, den U

m
fang der R

eichsgesetzgebungszuständigkeit sogar noch über-

schreitendes Verordnungsrecht

）
を
承
認
す
る
学
説
は
、
E
・
ヤ
ー
コ
ビ
と
私
の
主
張
す
る
第
48
条
第
2
項
の
解
釈
（
停

止
可
能
な
7
基
本
権
規
定
を
別
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
憲
法
法
律
上
の
規
定
が
第
48
条
の
独
裁
者
に
対
し
て
障
害
と
な

る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
解
釈
）
を
『
憲
法
に
抵
触
し
て
い
る
』
と
誹
謗
す
る
べ
く
、
自
ら
を
『
不
可
侵
理
論
』
と
称
す
る
こ

と
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
）
72
（

。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
第
48
条
の
以
上
の
よ
う
な
支
配
的
解
釈
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
ヒ
憲
法
の
組
織
的
諸
規
定

0

0

0

0

0

0

は
、
単
に
「
侵
さ
れ
る
」

ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
本
質
的
変
更
を
受
け
入
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
（
傍
点
引
用
者
）。
同
様
の
本
質
的
変
更
は
、
①
ラ
イ
ヒ
と
諸
州
と
の
間

の
権
限
配
分
に
関
す
る
諸
規
定
に
関
し
て
、
②
連
邦
国
家
法
上
、
基
本
と
な
る
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
5
条
に
関
し
て
、
ま
た
、
③
ラ
イ
ヒ
参
議
院

の
協
働
権
（
第
69
条
、
74
条
、
85
条
第
4
項
）
に
関
し
て
、
④
憲
法
が
「
議
会
制
立
法
国
家
」
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
中
心
的
規
定
「
ラ
イ

ヒ
法
律
は
ラ
イ
ヒ
議
会
に
よ
っ
て
議
決
さ
れ
る
」（
第
68
条
）
に
関
し
て
も
当
て
は
ま
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
こ
れ
ら
の
組
織
的
憲
法
規
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
べ
て

0

0

0

が
、（
G
・
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
造
語
を
借
り
れ
ば
）『
独
裁
を
制
約
す
る
』
も
の
で
は
な
い
）
73
（

」（
傍
点
引
用
者
）、
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
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摘
す
る
。

で
は
、
第
48
条
の
非
常
権
限
は
、「
措
置
」
の
み
で
は
な
く
「
立
法
権
」
を
含
む
と
み
な
し
、
さ
ら
に
そ
の
立
法
管
轄
領
域
を
拡
大
す
る

と
い
う
、
加
速
的
に
出
現
し
つ
つ
あ
っ
た
新
た
な
事
態
に
対
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
見
解
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
中
で
示
し
た
「
立
場
」
は
、
意
外
に
も
、
第
48
条
第
2
項
に
よ
っ
て
憲
法
の
組
織
的

0

0

0

0

0

0

規
定
す
ら
も
侵
害
さ
れ
る
ほ
ど
の
非
常
権
限
の
拡
大
傾
向

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
批
判

0

0

し
、
こ
の
新
傾
向
に
抗
す
る
態
度

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
第
48
条
に
よ
っ
て
憲
法
全
体
が
覆
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
組
織
的
最
小
限
度
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（ein organi-

satorisches M
inim

um

）
が
、
ラ
イ
ヒ
に
と
っ
て
も
諸
州
の
存
立
に
と
っ
て
も
不
可
侵
の
ま
ま
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
承
認
す
べ
き
で
あ
る
）
74
（

（
傍
点
引
用
者
）。

こ
の
見
解
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
指
摘
し
た
よ
う
に
）
75
（

、
第
48
条
の
非
常
権
限
が
侵
し
う
る
憲
法
規
定
は
明
記
さ
れ
る
7
基
本
権
だ
け
に
は
限

ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
組
織
的
最
小
限
度
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ま
で
は
及
ん
で
は
な
ら
な
い
と
す
る
、
従
来
の
見
解
に
踏
み
と
ど
ま
る
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

1
．
3
．
4
．「
法
律
」
と
「
措
置
」
を
区
別
す
る
「
法
律
概
念
」
の
保
持

で
は
、
こ
こ
ま
で
跡
づ
け
て
き
た
ワ
イ
マ
ー
ル
末
期
の
憲
法
論
的
な
混
乱
の
、
そ
の
根
源

0

0

に
対
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
認
識
、
お
よ

び
、
総
括
的
な
態
度
表
明
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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憲
法
論
的
に
は
、
こ
の
国
家
法
上
、
憲
法
論
上
の
混
乱
の
真
の
原
因
は
、
法
律
概
念
の
退

0

0

0

0

0

0

化0

（die E
ntartung des G

esetz-

esbegriffs

）
に
あ
る
。
承
認
さ
れ
た
区
別
可
能
の
法
律
概
念

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
し
に
は
、
い
か
な
る
立
法
国
家
も
存
在
し
え
な
い
。
何
よ

り
も
こ
う
し
た
国
家
は
、
法
と
法
律
（R

echt und G
esetz

）、
法
律
と
法
と
が
事
実
上
の
有
意
味
な
関
連
の
う
ち
に
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
に
よ
っ
て
そ
の
立
法
権
限
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
規
範
設
定
が
、
単
な
る
措
置

0

0

（eine bloße 

M
aßnahm

e
）
と
は
別
の
、
高
次
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
固
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
法
律
的
な
規
範
設
定

0

0

0

0

0

0

0

0

の
優
位

0

0

0

（Vorrang solcher gesetzlichen N
orm

ierungen

）
に
、
そ
の
全
合
法
性
体
系
が
依
存
す
る
立
法
国
家
に
お
い
て
、

措
置
を
法
律
と
、
法
律
を
措
置
と
み
な
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
）
76
（

（
傍
点
引
用
者
）。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
司
法
が
も
は
や
、
法
律
の
何
た
る
か
を
認
識
し
え
な
い
と
き
、
非
法
律
に
従
属
し
て
し
ま
う
危
険
に
陥
る
」
と
い
う

フ
レ
ン
ケ
ル
（E

rnst Fraenkel

）
の
言
葉
）
77
（

を
さ
ら
に
引
き
な
が
ら
、
規
範
設
定
と
し
て
の
「
法
律
」
と
単
な
る
「
措
置
」
と
の
基
本
的
差

異
、
区
別
を
保
持
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
）
78
（

。
こ
の
点
で
も
、
従
来
の
見
解
）
79
（

と
合
致
し
て
い
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
第
48
条
第
2
項
は
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
「
諸
措
置
」（“M

aßnahm
en ”

）
の
権
限
、
も
し
く
は
、
一
九
一
九
年

第
一
草
案
で
は
「
諸
命
令
」（“A

nordnungen ”

）
の
権
限
を
付
与
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
こ
ろ
が
、
今
日
の
解
釈
は
、
こ
れ
が
「
立

法
的
な
措
置
」（“gesetzgeberisches M

aßnahm
en ”

）
で
も
構
わ
な
い
こ
と
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

際
、
微
表
的
意
味
を
持
つ
と
さ
え
言
い
う
る
よ
う
な
論
理
の
す
り
替
え
が
入
り
込
む

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
い
う
）
80
（

（
傍
点
引
用
者
）。「
立
法
的
な

措
置
」
と
は
、
あ
く
ま
で
「
立
法
者
」
の
講
じ
る
「
措
置
」
の
み
で
あ
り
、「
立
法
者
」
で
は
な
い
別
人

0

0

0

0

0

0

の
発
す
る
「
措
置
」
で
は
な
い
。

ま
さ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
正
規
の
立
法
者
」
で
は
な
い
別
人
が
、
法
律
的
効
力
を
持
つ
法
規
命
令
（R

echtsverordnungen m
it 

G
esetzeskraft

）
を
発
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
、「
立
法
的
な
措
置
」
と
い
う
造
語
に
よ
っ
て
は
決

し
て
答
え
ら
れ
な
い
、
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
）
81
（

。
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シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、「
法
律
」
と
「
措
置
」
と
を
基
本
的
に
区
別
す
る
際
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
最
近
二
年
間
の
傾
向
の
中
か
ら

評
価
す
る
の
は
、
実
質
的
法
律
概
念
の
一
徴
標
で
あ
る
継
続
性
（die D

auer

）
と
第
48
条
の
「
諸
措
置
」
の
「
暫
定
的
性
格
」（“der 

provisorische C
harakter ”

）
と
い
う
時
間
上
の
区
別
で
あ
る
）
82
（

（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）。
た
と
え
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
一
九
三
一
年
一
二

月
五
日
の
国
事
裁
判
所
判
決
が
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
「
諸
命
令
」
は
「
最
終
的
に
、
永
久
性
を
持
つ
も
の
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
「
な
い
」
と

強
調
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
す
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
、
残
念
な
こ
と
に
、「
継
続

0

0

」
の
禁
止

0

0

0

が
、「
法
律
」
と
は
対
立
す
る
「
措
置

0

0

」
の
本

0

0

質0

か
ら
引
き
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
治
国
家
的
（
す
な
わ
ち
立
法
国
家
的
）
観
念
で
は
継
続
性

0

0

0

こ
そ
が
「
法

律
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
だ
と
い
う
認
識
が
欠
け
て
い
る
）
83
（

（
傍
点
引
用
者
）
と
指
摘
す
る
。

し
か
も
国
事
裁
判
所
は
、
第
48
条
に
よ
る
「
永
久
性
」
を
持
つ
「
諸
命
令
」
は
認
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
た
後
、「
長
期
化
が
予
想
さ
れ
る

不
特
定
期
間
に
わ
た
る
」
規
制
は
容
認
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
。
国
事
裁
判
所
は
、
つ
ま
り
、「
永
久
性
」
と
「
不
特
定
の
長
期
化

し
た
継
続
性
」
と
を
区
別
す
る
が
、
こ
の
区
別
は
、「
法
律
」
と
「
措
置
」
と
の
区
別
よ
り
も
恐
ら
く
は
不
明
確
で
あ
り
限
定
し
が
た
い
、

と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
批
判
す
る
）
84
（

。

こ
う
し
た
今
日
の
運
用
の
究
極
の
根
源

0

0

0

0

0

は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、「
立
法
者
」
自
身
が
「
法
律
」
と
「
措
置
」
と
の
内
的
区
別
を

放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
存
す
る
と
い
う
（
傍
点
引
用
者
）。
今
日
、
自
ら
議
決
し
た
「
法
律
」
が
「
永
久
に
」
通
用
す
る
と
本
気

で
信
じ
る
議
会
多
数
派
は
存
在
せ
ず
、
状
況
が
余
り
に
も
予
測
し
が
た
く
、
余
り
に
も
異
常
で
あ
る
た
め
、「
法
律
的
な
規
範
設
定
」（die 

gesetzliche N
orm

ierung

）
が
以
前
の
性
格
を
失
い
、
単
な
る
「
措
置
」
と
化
し
て
い
る
、
と
い
う
）
85
（

。

「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
立
法
者
自
身
と
国
法
学
説
が
、
こ
の
現
実
の
圧
迫
を
受
け
、
立
法
者
の
あ
ら
ゆ
る
「
措
置
」
を
「
法
律
」
と
宣

言
し
、「
法
律
」
と
「
措
置
」
を
も
は
や
区
別
し
な
い
と
す
れ
ば
、
逆
に
、「
措
置
」
の
権
限
を
持
つ
独
裁
者
が
「
特
別
立
法
権
」
を
も
獲
得

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
首
尾
一
貫
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
い
う
）
86
（

（
傍
点
引
用
者
）。
立
法
者
は
「
措
置
」
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
、
措

置
権
限
を
持
つ
独
裁
者
は
「
法
律
」
を
公
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、「
法
律
」
と
「
措
置
」
と
の
無
差
別
は
、
実
際

0

0
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運
用

0

0

に
お
い
て
は
、「
措
置

0

0

」
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

実
現
さ
れ
る
）
87
（

（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
点
で
あ
る
。「
諸
措
置
」
の
運
用
に
お
い
て
顕
現

す
る
「
行
政
国
家

0

0

0

0

」
に
と
っ
て
は
、「
独
裁
者
」
の
ほ
う
が
、
予
め
か
つ
永
久
性
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
る
一
般
的
諸
規
範
の
議
決
権
限
を
持

つ
、
執
行
部
か
ら
分
離
さ
れ
た
「
議
会
」
よ
り
、
む
し
ろ
適
合
し
て
お
り
本
質
に
ふ
さ
わ
し
い
）
88
（

（
傍
点
引
用
者
）、
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
結
ぶ
。

1
．
4
．「
法
廷
弁
論
」
と
『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
間
︱︱
論
点
の
重
複

0

0

と
「
立
場
」
の
断
絶

0

0

以
上
で
詳
し
く
見
た
よ
う
に
、「
法
廷
」
で
問
題
と
な
っ
た
争
点
の
多
く
が
、「
法
廷
」
に
先
行
し
て
『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
中
で
個
別

主
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
真
っ
先
に
判
明
す
る
の
は
、
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
示
し
た
見
解
は
、「
法
廷
」
に
お
い
て
は
原
告
プ

ロ
イ
セ
ン
側
が
主
張
し
た
論
旨
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
見
解
で
あ
る
と
い
う
、
驚
く
べ
き
事
実
で
あ
る
。

具
体
的
に
指
摘
す
る
と
、
第
一
に
、
第
48
条
に
よ
る
「
措
置
」
の
暫
定
性

0

0

0

、
第
二
に
、
第
48
条
第
2
項
に
よ
る
権
限
の
「
限
界
」
と
し
て

の
組
織
的
最
小
限
度

0

0

0

0

0

0

0

の
理
論
、
第
三
に
、「
措
置
」
と
「
法
律
」
の
厳
密
な
区
別
、
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
重
要
な
点
は
、

州
立
法
管
轄
権
に
属
す
る

0

0

0

、
あ
る
い
は
、
州
憲
法
規
定
に
反
す
る

0

0

0

諸
権
限
を
州
政
府
に
授
権
す
る
大
統
領
命
令
を
是
認
し
た
国
事
裁
判
所
判

決
を
、
特
に
一
九
三
一
年
一
二
月
五
日
の
判
決
、
お
よ
び
、
そ
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
独
立
し
た
権
限
規
定
」
と
い
う
論
理
を
、
憲0

法
の
組
織
的
最
小
限
度
の
範
囲
を
侵
害
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
と
し
て
、
ま
た
、
憲
法
全
体
を
覆
し
か
ね
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
と
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
『
合
法
性

と
正
当
性
』
で
は
問
題
視
し
痛
切
に

0

0

0

批
判
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
）
89
（

。

つ
ま
り
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
を
論
理
内
在
的
一
貫
性

0

0

0

0

0

0

0

0

に
即
し
て
突
き
詰
め
て
ゆ
け
ば
、
そ
れ
は
、
七

月
二
〇
日
大
統
領
命
令
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
政
府
の
一
連
の
権
力
行
使
を
批
判
す
る

0

0

0

0

武
器
と
な
り
え
た
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
90
（

。
別
の

観
点
か
ら
言
え
ば
、「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
が
第
48
条
の
解
釈
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
い
か
に
危
険
な
武
器
と
な
り
う
る
か
、
い

か
に
「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
存
立
に
と
っ
て
ま
さ
に
瀬
戸
際
と
な
る
「
両
刃
の
剣
」
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
を
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
論
じ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
言
え
ば
、
現
行
憲
法
、
現
存
秩
序
を
葬
ろ
う
と
す
る
場
合
、
こ
の
論
理
が
い
か
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に
有
効
な
論
理
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
熟
知
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
る
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
州
立

法
権
限
領
域
へ
の
介
入
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
、
州
憲
法
に
反
す
る
州
法
立
法
授
権
で
す
ら
な
く
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
上
回
る
、
一
つ
の
州

の
政
権
の
、
暫
定
的
で
は
な
く
最
終
的
な
排
除
、
つ
ま
り
一
州
の
全
権
力
の
排
除
を
遂
行
す
る
大
統
領
の
権
限
行
使
を
、
ま
さ
に
こ
の
「
独

立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
に
依
拠
し
つ
つ
、
擁
護
し
た

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
し
て
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
議
論
の
方
向
性
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対

0

0

0

0

0

0

0

の
側
に
立
た
せ
た
、
そ
の
「
選

択
」
の
根
拠

0

0

は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
法
廷
」
に
お
い
て
、
ま
さ
に
「
独
立
し

た
権
限
規
範
」
の
論
理
を
も
っ
て
ラ
イ
ヒ
側
の
擁
護
に
立
っ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
選
択
」
が
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
問
題
提
起

に
示
さ
れ
て
い
た
学
問
的
理
論
的
な
論
理
一
貫
性
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
選
択
」
の
根
拠

0

0

は
、
学
問
外0

的
な
別
の
契

機
に
よ
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
よ
り
深
層
次
元
で
の
、
あ
る
い
は
別
の
学
問
的
理
論
的
契
機
が
、
こ
の

「
選
択
」
を
促
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
後
に
、
再
び
立
ち
返
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、「
法
廷
弁
論
」
で
の
「
切
り
口
」
か
ら
『
合
法
性
と
正
当

性
』
を
介
し
て
さ
ら
に
遡
っ
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
も
う
一
つ
の
学
問
的
モ
テ
ィ
ー
フ
へ
と
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
は
、

「
必
要
に
基
づ
く

0

0

0

0

0

0

（ratione necessitatis

）、
も
し
く
は
、
時
機
お
よ
び
状
況
に
基
づ
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（ratione tem
poris ac situationis

）
第
三
の
特

別
立
法
者
」
を
表
す
も
の
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
た
「
行ア
ク
チ
オ
ン動

コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」（A

ktionskom
m

issar

）
な
る
概
念
を
め
ぐ
る
考
察
で
あ
る
。

こ
の A

ktionskom
m

issar 

こ
そ
が
、「
措
置
」、
あ
る
い
は
、「
行
政
国
家
」
の
正
当
化
体
系
と
し
て
『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
中
で
定
式

化
し
て
み
せ
た
、「
即
事
的
な
必
然
性
、
事
態
、
や
む
を
得
ぬ
事
情
、
時
期
の
切
迫
な
ど
の
、
規
範
に
よ
っ
て
で
は
な
く
状
況
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

規
定
さ
れ
る
正
当
化

0

0

0

0

0

0

0

0

（nicht norm
-, sondern situationsbestim

m
te R

echtfertigungen

）」（
傍
点
引
用
者
）
と
し
て
の
「
即
事
態
性

0

0

0

0

」

（sachgem
äßheit

）
等
と
い
っ
た
語
群
、
概
念
群
の
「
具
体
的
担
い
手
」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
語
群
を
繋
ぐ
「
結
節
点
」
な
の
で

あ
り
、
そ
し
て
、
こ
のA

ktionskom
m

issar 

は
、
一
九
二
一
年
の
『
独
裁
』
の
中
で
、「
独
裁
」
の
法
的
概
念
化
に
と
っ
て
決
定
的
な
重
要
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性
を
担
う
も
の
と
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
ら
が
概
念
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

2
．『
独
裁
』（
一
九
二
一
年
）

︱︱
「
行
動
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」（A

ktionskom
m

issar

）
概
念
の
視
点
か
ら

こ
こ
で
の
我
々
の
考
察
の
狙
い
は
、『
独
裁
』
そ
れ
自
体
の
構
造
や
意
義
の
検
討
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
法
廷
弁
論
」
で
の
争
点
を
め
ぐ

る
主
張
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
契
機
、
特
に
、「
第
三
の
特
別
立
法
者
」
の
原
型
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
た 

A
kitionskom

m
issar 

な
る
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、A

ktionskom
m

issar 

な
る
概
念
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
概
念
化

さ
れ
、
い
か
な
る
内
実
を
持
つ
の
か
（
2
．
1
．）、
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
「
独
裁
」
の
二
概
念
、
つ
ま
り
、「
委
任
独
裁
」
と
「
主
権
独

裁
」
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
「
独
裁
」
の
二
概
念
）
91
（

と A
ktionskom

m
issar 

は
ど
の
よ
う
な
関
連
の
も
と
に
あ
っ
た
の

か
（
2
．
2
．）、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、『
独
裁
』
に
お
け
る
問
題
提
起
の
核
心
と
第
48
条
問
題
へ
の
言
及
（
2
．
3
．）
と
い
っ
た
点
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

2
．
1
．「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
の
歴
史
的
研
究
に
お
け
る
「
行
動
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」（A

ktionskom
m

issar

）
と
し
て
の
独
裁
者

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
冒
頭
で
、「
独
裁
」
の
形
式
上
の
徴メ
ル
ク
マ
ー
ル標

は
、「
法
を
棚
上
げ
し
、
独
裁
を
権
威
づ
け
る
だ
け
の
法
的
な
力
を
持
つ
、
最
高

権
威
に
よ
る
授
権
（die E

rm
ächtigung einer höchsten A

utorität
）」
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
史
的
考
察
に
当
た
っ
て
の
第

一
の
観
点
は
「
従
来
の
独
裁
の
諸
構
成
が
、
こ
う
し
た
例
外
を
認
可
し
う
る
唯
一
の
主
体
で
あ
る
い
か
な
る
最
高
権
威
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

発
し
て
い
る

か
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
）
92
（

（
傍
点
引
用
者
）。
さ
ら
に
独
裁
の
も
う
一
つ
の
特
性
と
し
て
、
以
下
の
ご
と
く
述
べ
る
。
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具
体
的
に
達
成
す
べ
き
成
果
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
必
要
な
す
べ
て
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
独
裁
に
あ
っ
て
は
、

授
権
内
容
は
無
条
件
、
か
つ
、
も
っ
ぱ
ら
に
事
態
次
第

0

0

0

0

で
（nach Lage der Sache

）
定
ま
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
任

務
と
権
限
、
裁
量
と
授
権
、
委
任
と
権
威
と
の
絶
対
的
な
一
致
（eine absolute G

leichheit

）
が
成
立
す
る
。
こ
の
同
一
性

に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
独
裁
者
は
、
必
然
的
に
、
特
殊
な
意
味
で
﹇
特コ

ミ

ッ

サ

ー

ル

別
任
命
﹈
委
員
（K

om
m

issar

）
で
あ
る
。
こ
の
﹇
コ

ミ
ッ
サ
ー
ル
と
い
う
﹈
重
要
な
概
念
の
歴
史
を
追
究
す
る
こ
と
は
、﹇
独
裁
の
﹈
詳
細
な
研
究
を
進
め
る
う
え
で
避
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
稿
の
構
成
が
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
一
般
的
国
家
論
・
憲
法
論
に
属
す
る
理

論
的
論
究
の
後
に
は
、
そ
の
都
度
、
国
家
的
権
威
の
直
接
的
で
委
任
的
な

0

0

0

0

行
使
（die unm

ittelbaren, kom
m

issarischen 

A
usübung der staatlicher A

utorität

）
の
歴
史
的
考
察
が
続
く
の
で
あ
る
）
93
（

（
傍
点
引
用
者
）。

こ
う
し
た
言
明
の
通
り
、『
独
裁
』
は
、
そ
の
別
名
を
『
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
論
――
そ
の
歴
史
的
研
究
』
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
、
最
高
権
威

に
よ
っ
て
委
任

0

0

さ
れ
、
派
遣
さ
れ
て
任
務
を
行
っ
た
多
種
多
様
な
「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
を
歴
史
的
に
調
べ
上
げ
、
そ
の
原
型

0

0

を
探
り
、
概
念

0

0

化0

の
端
緒
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
し
て
、「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
に
つ
い
て
の
独
自
の
分
類

0

0

0

0

0

を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
．
1
．
1
．「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
の
原
型

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
の
原
型

0

0

は
、
教
皇
イ
ノ
セ
ン
ト
三
世
（Innozenz III., 在

位

：1198

―1261

）
以
来
、「
教

皇
全
権
概
念
」（der B

egriff der päpstlichen plenitudo potestatis
）
に
基
づ
く
「
派
遣
使
節
」（Legat

）
を
通
し
て
行
っ
た
教
会
改
革

の
実
践
に
あ
り
、
そ
し
て
、「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
の
概
念

0

0

を
近
代
国
家
論
へ
導
入
し
た
の
は
ボ
ダ
ン
（Jean B

odin

）
で
あ
る
と
い
う
）
94
（

。

イ
ノ
セ
ン
ト
三
世
に
よ
る
全
教
会
組
織
改
革
の
遂
行
に
お
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
最
も
重
視
す
る
点
は
、
教
皇
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
使

節
が
、
初
め
は
「
派
遣
裁
判
官
」（judex delegates

）
と
し
て
、
そ
の
後
徐
々
に
、
判
決
の
「
執
行
」
を
も
担
う
「
執
行
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
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（E
xekutionskom

m
issar

）
と
し
て
権
限
を
拡
張
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
無
条
件
に
確
立
し
て
い
た
職
務
位
階
と
い
う
中
世
的
観
念
」
を

駆
逐
し
）
95
（

、
中
世
の
位
階
制
が
持
つ
「
歴
史
的
権
利
」
を
排
除
し
た
点
に
あ
る
）
96
（

。
そ
れ
ゆ
え
、「
教
皇
全
権
概
念
」
は
、
主
権
的
中
央
権
力
が
、

中
世
的
法
治
国
家
に
特
徴
的
な
職
務
保
有
者
の
権
限
と
さ
れ
た
既
得
権
を
無
視
し
て
新
た
な
組
織
を
作
り
、
そ
し
て
、
現
存
機
関
に
よ
り
遂

行
さ
れ
、
当
事
者
に
よ
っ
て
も
原
理
的
に
承
認
さ
れ
た
正
当
な
改
革
と
い
う
稀
な
実
例
の
法
的
表
現
だ
と
い
う
）
97
（

。

「
教
皇
の
使
節
」（der päpstliche Legat

）
は
、「
至
る
所
で
職
務
を
勝
手
に
処
理
し
、
司
教
を
任
命
し
、
教
会
お
よ
び
教
区
を
視
察
し

改
革
し
、
信
仰
お
よ
び
教
会
規
律
問
題
に
つ
い
て
決
定
し
、
一
般
的
規
則
を
発
布
し
た
」
が
、「
こ
う
し
た
広
範
な
権
限
の
法
的
根
拠
は
、

使
節
の
な
す
こ
と
す
べ
て
は
――
教
皇
が
そ
れ
を
撤
回
で
き
る
と
い
う
留
保
付
き
で
――
教
皇
自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
同
じ
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
る
、
と
い
う
具
合
に
構
成
さ
れ
た
）
98
（

」。「
使
節
は
教
皇
の
代
役
を
つ
と
め
る
」（Legatus vices gerit dom

ini papae

）、
そ
れ
ゆ

え
、「
教
皇
は
使
節
を
通
し
て
遍
在
す
る
」（D

er Papst ist durch den Legaten überall

））
99
（

。

こ
う
し
た
派
遣
使
節
の
根
拠
は
「
教
皇
の
委
託
／
委
任
」（der päpstliche A

uftrag/com
m

issio

）
に
基
づ
き
）
100
（

、
そ
の
受
託
内
容
に
つ

い
て
は
、「
具
体
的
状
態
を
招
来
す
る
よ
う
委
託
さ
れ
た
執
行
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
の
裁
量
に
細
目
は
任
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
特
徴
的
な
言
い
方

で
示
さ
れ
た
）
101
（

。
そ
し
て
、「
唯
一
の
正
規
者
」（ordinarius singulorum

）
た
る
教
皇
の
「
代
役
を
つ
と
め
る
」（“vices gerit ”

）
と
い
う

形
で
の
「
使
節
派
遣
」
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
、

あ
ら
ゆ
る
行
政
的
権
限
の
法
的
構
成
の
基
盤
は
、
何
よ
り
も
、
人
格
的
代
表
（die persönliche R

epräsentation

）
の
観
念
、

お
よ
び
、
疑
う
余
地
の
な
い
最
高
の
人
格
に
お
い
て
終
結
す
る
人
格
的
代
表
の
連
鎖
に
よ
る
完
結
し
た
連
関
の
中
に
位
置
す
る

官
職
代
表
（Stellvertretung

）
の
観
念
な
の
で
あ
る
）
102
（

。

つ
ま
り
、「
教
皇
自
身
は
、
キ
リ
ス
ト
の
代
理
（der vicarious C

hristi

）、
キ
リ
ス
ト
の
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
法
的
観
念
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の
究
極
の
根
源
に
は
「
キ
リ
ス
ト
の
人
格
と
い
う
観
念
」（die Vorstellung der Persönlichkeit C

hristi

）
が
あ
っ
た
、
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
指
摘
す
る
）
103
（

。

2
．
1
．
2
．
ボ
ダ
ン
に
よ
る
「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
の
概
念
化

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ボ
ダ
ン
の
功
績
は
、
近
代
国
法
の
「
主
権
」
概
念
の
確
立
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に

0

0

0

0

0

0

0

0

、
――
そ
の

考
察
対
象
を
「
委
任
独
裁
」
に
限
る
こ
と
を
通
し
て
――
「
主
権
」
と
「
独
裁
」
の
関
連
と
区
別
を
見
出
し
た
点
に
あ
る
と
い
う
）
104
（

（
傍
点
引

用
者
）。
ボ
ダ
ン
が
確
立
し
た
「
主
権
」
概
念
は
、
周
知
の
ご
と
く
、「
国
家
の
絶
対
的
永
続
的
権
力
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
人
が
マ
イ
ェ
ス
タ
ス

（m
ajestatem

）
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
）
105
（

」。
主
権
者
は
、
委
託
し
た
権
力

0

0

0

0

0

0

を
い
か
な
る
場
合
に
も
引
き
揚
げ
、
受
託
者
の
行
動
に
介
入
し
う
る

が
ゆ
え
に
、
ボ
ダ
ン
に
あ
っ
て
は
ロ
ー
マ
の
独
裁
官
は
主
権
者
で
は
な
い
。
ま
た
、「
無
制
約
の
権
限
」
を
保
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
権
限
が
永
続
的

0

0

0

で
な
い
限
り
は
主
権
的
権
力
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
の
権
力
が
い
か
に
大
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

権
限
が
派
生
的

0

0

0

な
も
の
で
あ
る
限
り
、
主
権
は
、
国
民
ま
た
は
君
主
に
あ
る
と
い
う
）
106
（

。

そ
の
う
え
で
ボ
ダ
ン
は
、「
法
律
」（G

esetz/constitutio

）
と
「
委
任
」（A

uftrag/com
m

issio

）
の
区
別
に
基
づ
い
て
、「
正
規
の

役
人
」（der ordentliche B
eam

ter/officier/officialis, charge ordinaire

）
と
「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」（K

om
m

issaire/com
m

issaire/

curator, charge extraordinaire

）
を
対
置
し
て
い
る
と
い
う
）
107
（

。「
正
規
の
役
人
」
と
は
、「
法
的
に
明
文
化
さ
れ
た
任
務
範
囲
を
委
ね
ら

れ
た
公
人
」
で
あ
り
、
正
規
の
官
職
的
行
為
は
「
正
規
の
任
務
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
は
、「
特
別
の
、
委
託
に

よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
任
務
を
持
つ
公
人
」
で
あ
り
、「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
の
行
為
は
限
定
さ
れ
た
「
特
別
任
務
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
「
長
官
」（M

agistrat

）
は
「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
で
は
な
く
、
常
に
「
役
人
」（officier

）
で
あ
る
。「
コ

ミ
ッ
サ
ー
ル
」
と
「
正
規
の
職
務
担
当
者
」
た
る
「
長
官
」
と
の
対
置
は
、
ボ
ダ
ン
が
初
め
て
体
系
的
に
展
開
し
、
膨
大
な
資
料
を
国
家

理
論
の
一
般
的
諸
概
念
に
よ
っ
て
整
理
し
た
と
さ
れ
る
が
、
両
者
の
法
的
根
拠

0

0

0

0

の
形
式
的
相
違

0

0

は
、
一
方
が
「
法
律
」（G

esetz

）、
他
方
は
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「
命
令
」（O

rdonnanz

）
に
あ
る
と
い
う
）
108
（

。
こ
の
点
に
関
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ボ
ダ
ン
評
価
は
重
要
な
点
で
あ
る
の
で
、
や
や
長
く
な
る
が

引
用
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
際
、
ボ
ダ
ン
が
、﹇
役
人
と
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
の
﹈
法
的
根
拠
の
形
式
的
相
違
――
一
方
は
法
律

0

0

、
他
方
は
命0

令0

――
を
余

り
に
も
強
調
し
て
い
る
の
で
（
そ
れ
ば
か
り
か
、
彼
は
法
律
と
命
令
を
発
す
る
際
の
形
式
が
異
な
っ
て
い
る
点
に
も
言
及
す

る
。
冒
頭
の
条
項
が
異
な
り
、
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
の
『
辞
令
』
は
緑
色
で
な
く
黄
色
の
蝋ろ
う

で
の
み
封
印
さ
れ
る
等
々
）、
既
に
新

し
い
国
法
の
意
味
で
、
形
式
的
概
念
が
確
立
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
実
証
主
義
的
国
家
理
論

の
用
い
て
い
る
よ
う
な
、
形
式
的
意
味
で
の
法
律
と
実
質
的
意
味
で
の
法
律
と
の
区
別
を
想
起
し
か
ね
な
い
ほ
ど
の
も
の
と
言

え
よ
う
。
こ
れ
は
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
法
律
学
的
実
証
主
義
に
ボ
ダ
ン
が
与
し
て
お
ら
ず
、
正
義
の
理
念
か
ら
解
放
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法
律

0

0

を
ボ
ダ
ン
は
知
ら
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
も
事
実
と
異
な
る
。
ボ
ダ
ン
の
国
家
は
、
彼
の
主
権
概
念
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
法
治
国
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
律
は
、
何
ら
か
の
規
程
の
よ
う
に
随
意
に
発
せ
ら
れ
た
り
撤
回
さ
れ
た
り
す
る
、
単
な

る
権
力
表
示
で
は
な
い
。
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
と
対
抗
し
な
が
ら
も
、
彼
は
同
時
に
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
よ
る
法
の
技
術
化
（die 

Technisierung des R
echts

）
の
中
に
、
破
壊
的
な
も
の
、
瀆
神
の
無
神
論
を
見
出
し
、
こ
れ
を
価
値
な
し
と
し
て
退
け
る
。

し
た
が
っ
て
彼
は
、
主
権
者
の
意
志
が
、
ど
ん
な
勝
手
な
宣
言
を
も
法
律
に
高
め
う
る
な
ど
と
は
決
し
て
認
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
こ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
、
も
は
や
国
家
で
は
な
く
暴
政
（T

yrannei

）
な
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
し
か
し
、
役

人
と
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
の
相
違
も
、
単
に
恣
意
的
な
命
令
の
み
に
基
づ
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
、
現
存
す
る
職
務
組

織
を
原
則
的
に
は
尊
重
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
構
成
さ
れ
た
職
務
の
位
階
制
」（eine H

ierarchie konstituierter 

Ä
m

ter

）
と
、「
内
容
的
に
限
定
さ
れ
た
諸
権
限
」（inhaltlich abgegrenzter Zuständigkeiten

）
と
を
作
り
出
す
君
主
政
的

0

0

0

0

法
治
国
家

0

0

0

0

（ein m
onarchischer R

echtsstaat

）
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
109
（

（
傍
点
引
用
者
）。
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先
に
見
た
よ
う
に
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
「
法
律
」
と
「
措
置
」
の
厳
密
な
区
別
を
持
つ
「
法
律
概
念
」
の
必
要
性
を
強
調

し
、
そ
の
際
何
よ
り
も
、「
法
律
」
の
「
法
規
範
」
と
の
等
置
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
基
本
的
構
図
が
、
そ
の
ま
ま
、
こ
こ

で
既
に
、
ボ
ダ
ン
の
議
論
へ
の
評
価
と
い
う
形
で
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
治
国
家
を
「
暴
政
」
か
ら
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し

て
の
、「
単
な
る
権
力
表
示
」
で
も
「
恣
意
的
命
令
」
で
も
な
い
、
正
義
の
理
念
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
法
律

0

0

」
と
い
う
観
念

0

0

0

0

0

を

ボ
ダ
ン
が
堅
持
し
て
い
た
点
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
高
く
評
価
す
る
（
傍
点
引
用
者
）。
そ
し
て
ま
さ
に
、
そ
の
「
法
律
」
か
ら
、「
委
任
」
に
基

づ
く
「
命
令
」
が
区
別
さ
れ
る
、
そ
の
点
に
お
い
て
、「
役
人
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う

ボ
ダ
ン
の
法
治
国
家
構
造
へ
の
指
摘
は
、
そ
の
ま
ま
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
法
律
」
と
「
措
置
」
の
対
置
に
対
応
し
、
ま
た
、「
法
律
」
か
ら
解

放
さ
れ
な
が
ら
も
「
独
裁
行
動
」
の
権
限
は
「
措
置
」
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
「
独
裁
権
」
の
限
定
づ
け

0

0

0

0

に
対
応
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
指
摘
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
ボ
ダ
ン
は
「
国
家
組
織
が
新
た
に
形
成
さ
れ
る
際
の
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
の
政
治
的

0

0

0

意
義

0

0

」
に
は
気
づ
い
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
、「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
が
、
新
た
に
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
君
主
絶
対
主
義
の
道
具

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ

た
」
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
な
い
（
傍
点
引
用
者
）
と
述
べ
て
い
る）110
（

点
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
は
、「
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
そ
の
発
展
の
端
緒
に
お

い
て
は
、
正
規
の
役
人
を
で
は
な
く
、
た
だ
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
の
み
を
用
い
、
か
つ
、
国
家
の
い
か
な
る
新
し
い
組
織
化
、
い
か
な
る
改
革
も

共
和
体
制
の
た
め
の

0

0

0

0

0

0

0

0

特
別
任
命
者
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
た
だ
し
そ
の
発
展
過
程
に
お
い
て
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
は
正
規
の
役
人
に
変
わ

る
」（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
国
家
を
新
た
に
設
立
す
る
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
を
、
ボ
ダ
ン
は
他
の

す
べ
て
の
「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
か
ら
区
別
し
て
い
な
い
、
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
）
111
（

。
そ
れ
ば
か
り
か
、「
ボ
ダ
ン
は
、
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル

の
活
動
の
極
め
て
多
様
な
種
類
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
同
様
に
扱
っ
た
）
112
（

」
と
い
う
。
そ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
独
自
の
分
類
を
試
み
る
の
で

あ
る
。
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2
．
1
．
3
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
の
分
類

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
示
す
「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
の
基
本
的
な
範
疇
は
、「
職
務
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」（D

ienstkom
m

issar

）、「
実
務
コ
ミ
ッ
サ
ー

ル
」（G

eschäftskom
m

issar

）、
そ
し
て
「
行ア
ク
チ
オ
ン動

コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」（A

ktionskom
m

issar

）
の
三
種
類
で
あ
る
）
113
（

。

「
職
務
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
と
は
、
そ
の
活
動
が
特
別
の
全
権
と
結
び
つ
い
て
お
ら
ず
、
活
動
内
容
が
一
般
的
指
令
に
明
文
化
さ
れ
て
い
る

場
合
で
、
特
別
な
「
委
託
」
に
よ
り
通
常
の
管
轄
権
限
領
域
に
属
す
る
事
件
を
処
理
す
る
と
さ
れ
、「
実
務
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
と
は
、
外
国

と
の
交
渉
委
員
や
大
使
な
ど
の
よ
う
に
特
別
な
任
務
を
指
定
さ
れ
、
全
権
が
、
個
々
の
事
例
ご
と
に
委
託
者
の
意
志
に
従
属
す
る
場
合
だ
と

い
う
。
た
だ
し
、
直
接
行
動
の
法
的
事
実
的
手
段
は
持
た
な
い
。

そ
し
て
第
三
が
、
問
題
の
「
行ア
ク
チ
オ
ン動

コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
で
あ
る
が
、
そ
の
全
権
が
、
前
二
者
の
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
は
異
な
り
、
実
現
さ
れ

0

0

0

0

る
べ
き
成
果

0

0

0

0

0

へ
の
関
心
が
極
め
て
大
き
く
、
成
果
達
成
を
阻
む
法
的
障
害

0

0

0

0

は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
――
そ
の
場
合
を
決
す
る
の
は
コ
ミ
ッ

サ
ー
ル
自
身
で
あ
る
――
排
除
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
達
成
さ
れ
る
べ
き
「
目
的
」
の
た
め
に
全
権
を
持
ち
、
法
的
制
約
の
棚
上
げ
、
お

よ
び
、
事
態
に
よ
っ
て
は
不
可
避
的
に
必
要
と
な
る
第
三
者
へ
の
干
渉
権
限
を
持
つ
。
第
三
者
の
権
限
の
根
拠
で
あ
る
法
律
を
廃
止
す
る
こ

と
な
く
、
た
だ
具
体
的
事
例
に
お
い
て
、
事
態
に
よ
っ
て
、
活
動
遂
行
の
た
め
必
要
と
あ
れ
ば
諸
権
利
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
行
動
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
事
態
に
よ
っ
て
の
例
外
」
で
あ
り
、「
法
律
に
よ
る
一
般
的
規
定
」
と
は
論
理
的
に
矛
盾
す
る
概
念
だ
と
い
う
）
114
（

。

そ
し
て
、「
独
裁
者
」
は
、
あ
る
「
目
的
」
達
成
の
為
の
「
行
動
委
任
」
を
受
け
た
「
絶
対
的
な
行ア
ク
チ
オ
ン動

コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
）
115
（

。「
行ア
ク
チ
オ
ン動
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
に
は
、
さ
ら
に
、
監
督
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
、
公
安
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
、
執
行
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
、
改
革

コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
、
軍
事
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
等
、
下
位
範
疇
の
種
類
分
け
が
見
ら
れ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
身
分
国
家
か
ら
絶
対
主
義

国
家
へ
の
革
命
の
遂
行
に
は
、
究
極
的
に
は
、A

ktionskom
m

issar 

の
み
が
利
用
さ
れ
え
た
）
116
（

の
で
あ
り
、
か
つ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
過
程

の
詳
細
な
分
析
の
中
で
は
、「
憲
法
制
定
国
民
会
議
」
に
よ
っ
て
直
接
派
遣
さ
れ
た
「
人
民
代
表
の
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」（K

om
m

issar der 
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）
に
よ
る
体
系
も A

ktionskom
m

issar 

と
し
て
発
展
し
た
、
と
述
べ
）
117
（

、
こ
れ
を
「
主
権
独
裁
の
枠
内
で
の
委
任
独
裁
」

の
例
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
）
118
（

。
つ
ま
り
、
ボ
ダ
ン
が
区
別
す
る
こ
と
な
く
論
じ
て
い
た
、「
国
家
を
新
た
に
設
立
す
る
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」、

お
よ
び
、「
国
家
内
部
の
改
革
を
担
う
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
が
果
た
し
た
機
能
を
、
他
の
「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
の
そ
れ
か
ら
厳
密
に
区
別
し
、

そ
れ
を
「
行
動
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

」（A
ktionskom

m
issar

）
と
し
て
概
念
化

0

0

0

0

0

0

し
た
の
で
あ
る
。

2
．
2
．「
委
任
独
裁
」
に
お
け
る A

ktionskom
m

issar 

と
「
主
権
独
裁
」
に
お
け
るA

ktionskom
m

issar

で
は
、A

ktionskom
m

issar 
は
、
独
裁
の
二
概
念
、「
主
権
独
裁
」「
委
任
独
裁
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
連
の
も
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
周
知
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
主
権
独
裁
」
と
「
委
任
独
裁
」
の
概
念
上
の
重
要
な
区
別
は
、
独
裁
委
任
を
す
る
授
権
主
体

0

0

0

0

で
あ

る
最
高
権
威
の
違
い
――
「
制
定
す
る
権
力
」
と
「
制
定
さ
れ
た
権
力
」
――
に
基
づ
い
て
、
以
下
の
ご
と
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。

委
任
独
裁
者
は
、
制
定
さ
れ
た
権
力
の
無
条
件
の
行
動
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

（der unbedingte A
ktionskom

m
issar eines 

pouvoir constitué

）
で
あ
り
、
主
権
独
裁
は
、
制
定
す
る
権
力
の
無
条
件
の
行
動
委
任

0

0

0

0

（die unbedingte A
ktionskom

m
is-

sion eines pouvoir constituant

）
で
あ
る
）
119
（

（
傍
点
引
用
者
）。

す
な
わ
ち
、
授
権
主
体
た
る
最
高
権
威
に
お
い
て
異
な
る
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も
、「
行
動
委
任
」
を
受
け
たA

ktionskom
m

issar

で
あ

る
こ
と
に
お
い
て
変
わ
り
は
な
い
。
こ
れ
は
、
上
で
見
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
独
裁
」
を
「
行
動
委
任
」（A

ktionskom
m

ission

）

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
行
動
委
任
は
、
内
容
的
に
、
た
だ
実
地
技
術
的
諸
規
則
（sachtechnische 

R
egeln

）
に
よ
っ
て
の
み
支
配
さ
れ
、
法
規
範
（R

echtsnorm
en

）
に
よ
っ
て
は
支
配
さ
れ
な
い
）
120
（

」。
そ
れ
ゆ
え
、「
独
裁
」
を
概
念
的
に

把
握
し
よ
う
と
す
る
場
合
、「
独
裁
活
動
の
行
動
性
格

0

0

0

0

」（A
ktionscharakter der diktatorischen T

ätigkeit

））
121
（

（
傍
点
引
用
者
）
を
さ
ら
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に
詳
し
く
跡
づ
け
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

主
権
独
裁
に
お
い
て
も
委
任
独
裁
に
お
い
て
も
、
独
裁
者
の
活
動

0

0

を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
状
態

0

0

（ein durch die T
ätigkeit 

des D
iktators herbeizuführendes Zustandes

）
と
い
う
表
象
が
概
念
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
表
象
の
法
的
性
格
は
、
達
成
さ

れ
る
べ
き
目
的

0

0

の
た
め
に
は
、
事
態
次
第
で
目
的
達
成
に
不
都
合
な
障
害
と
み
な
さ
れ
る
法
的
諸
制
約
・
諸
制
限
が
具
体
的
に

排
除
さ
れ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
）
122
（

（
傍
点
引
用
者
）。

つ
ま
り
、
独
裁
者
の
「
行
動
」
に
は
、
そ
の
行
動

0

0

に
よ
っ
て
あ
る
状
態
が

0

0

0

0

0

も
た
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
点
に
「
目
的
」
が
あ
り
、
こ
の
「
目

的
」
達
成
の
た
め
で
あ
れ
ば
事
態
次
第
で
必
要
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
、
法
的
制
約
に
抗
し
て
貫
徹
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
際
、
独
裁
活
動
に
明
確
な
「
内
容
」
を
与
え
る
の
は
、「
具
体
的
な
敵

0

0

0

0

0

（ein konkreter G
egner

）
の
排
除

0

0

0

」
で
あ
り
、
こ

れ
が
、「
行
動
」
の
た
め
に
明
文
化
さ
れ
る
べ
き
「
目
標
」
だ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
い
う
。
明
文
化
は
、
法
概
念
に
よ
る
構
成
要
件
的
記
述
で

は
な
く
、
純
粋
に
事
実
上
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。「
排
除
す
べ
き
敵
」
が
直
接
的
に

0

0

0

0

与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独

裁
行
動

0

0

を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
成
果

0

0

が
明
確
な
「
内
容
」
を
獲
得
す
る
。
つ
ま
り
、
独
裁
行
動

0

0

の
固
有
の
性
格
を
根
拠
づ
け
る
の
は
、

「
敵
が
為
す
こ
と
へ
の
依
存
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（die A
bhängigkeit von dem

, w
as der G

egner tut

）
な
の
で
あ
る
）
123
（

（
傍
点
引
用
者
）。

独
裁
者
の
「
行
動
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
「
排
除
す
べ
き
敵
へ
の
依
存
性
」
と
い
う
特
徴
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
正
当
防

衛
行
為
」（die N

otw
ehrhandlung

）
と
の
類
比
を
示
し
て
い
る
。「
正
当
防
衛
行
為
」
が
そ
の
定
義
か
ら
し
て
、
現
に
存
在
す
る
不
法
攻

撃
に
対
す
る
防
御
で
あ
り
、
攻
撃
の
現
前
性

0

0

0

0

0

0

と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
そ
の
細
部
規
定
を
獲
得
す
る
の
と
同
様
、

独
裁
概
念
に
と
っ
て
も
、
排
除
す
べ
き
状
態
の
直
接
の
現
実
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（die unm
ittelbare A

ktualität eines zu beseitigenden 
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）
が
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
排
除
が
、
法
的
任
務
と
し
て
現
れ
る
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ

る
。
そ
の
際
、
法
的
任
務
は
、
も
っ
ぱ
ら
事
態

0

0

、
お
よ
び
、
排
除
の
目
的

0

0

に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
全
権
を
、
法
的
に
根
拠

づ
け
る
の
で
あ
る
）
124
（

（
傍
点
引
用
者
）。

そ
れ
ゆ
え
「
独
裁
」
は
、「
正
当
防
衛
」
と
同
様
、「
行
動
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
「
対
抗

0

0

行
動
」（G

egenaktion

）
で
も
あ
る
）
125
（

（
傍
点

引
用
者
）。

「
独
裁
」
概
念
に
お
け
る
、「
委
任
」
さ
れ
る
「
行
動
」
の
性
格
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
考
察
の
後
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
委
任
独
裁
」

と
「
主
権
独
裁
」
と
の
区
別
を
示
す
る
。

「
委
任
独
裁
」
は
）
126
（

、
憲
法
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
存
立
を
守
る
た
め
に
、「
憲
法
の
一
時
停
止
」
に
よ
っ
て
、
憲
法
を
廃
棄
し

よ
う
と
す
る
攻
撃
か
ら
守
り
、
そ
の
存
立
を
確
保
す
る
。
独
裁
者
の
行
動
は
、「
法
が
実
現
さ
れ
う
る
状
態
」
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
あ
ら
ゆ
る
法
規
範
は
、
正
常
な
状
態
を
同
質
的
媒
介
と
し
て
前
提
と
し
、
そ
の
中
で
通
用
す
る
。
憲
法
は
妥
当
性
を
中
断
す
る
こ

と
な
く
、「
停
止
」
さ
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
停
止
」
は
た
だ
、
具
体
的
例
外
を
意
味
す
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
例
外

こ
そ
が
、「
独
裁
」
の
本
質
に
属
し
、
か
つ
、
こ
う
し
た
例
外
が
可
能
な
の
は
、「
独
裁
」
が
、
事
態

0

0

次
第
で
規
定
さ
れ
る
「
行
動
委
任
」
だ

か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
主
権
独
裁
」
は
）
127
（

、
現
存
す
る
秩
序
全
体

0

0

0

0

0

0

0

0

の
中
に
、「
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
排
除
す
べ
き
状
態
」
を
見
る
。「
主
権
独
裁
」

は
、
現
行
憲
法
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
、
そ
れ
ゆ
え
合
憲
的
な
一
つ
の
法
の
効
力
に
よ
っ
て
現
行
憲
法
を
停
止
す
る
の
で
は
な
く
、「
主
権
独

裁
者
が
真
の
憲
法
と
み
な
す
よ
う
な
憲
法
を
可
能
と
す
る
た
め
の
状
態
」
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
主
権
独
裁
」
は
、
現

行
憲
法
に
で
は
な
く
、
招
来
さ
れ
る
べ
き
憲
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（eine herbeizuführende Verfassung
）
に
基
づ
く
。

以
上
の
、「
行
動
委
任
」
の
観
点
か
ら
の
「
主
権
独
裁
」
と
「
委
任
独
裁
」
の
違
い
を
ま
と
め
る
と
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
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以
上
の
一
覧
か
ら
見
て
指
摘
す
べ
き
な
の
は
い
か
な
る
点
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
独
裁
の
法
的
、
概
念
的
把
握
に
お
い
て

は
、
――
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
徹
頭
徹
尾
示
し
た
よ
う
に
――
独
裁
そ
れ
自

体
は
、
法
的
な
手
続
き
的
制
約
に
な
じ
ま
な
い
以
上
、
独
裁
者
の
「
行

動
」
の
性
格
を
、「
行
動
委
任
」（A

ktionskom
m

ission

）
と
い
う
観

点
か
ら
、
で
き
る
限
り
把
握
し
よ
う
と
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
こ
だ
わ
り

で
あ
る
。
危
急
事
態
に
お
い
て
始
ま
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
「
前
提
」
お

よ
び
「
内
容
」
を
法
的
手
続
き
に
よ
っ
て
規
定
し
え
な
い
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
、
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
「
独
裁
行

動
」
に
何
ら
か
の
限
定
が
も
た
ら
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、「
行
動
委
任
」

の
「
目
的
」
が
「
明
文
化
」
さ
れ
る
こ
と
の
み
だ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
考

え
た
。「
目
的
」
が
見
失
わ
れ
れ
ば
、「
行
動
」
範
囲
は
事
態
次
第
で
ど

ん
ど
ん
拡
大
さ
れ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
危
急
事
態
の
「
始
ま

り
」
に
つ
い
て
は
、「
正
当
防
衛
」
同
様
に
、「
前
提
」
の
判
断
を
行
動

主
体
が
下
す
以
上
、
限
定
し
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
敵0

」
を
よ0

り
厳
密
に
具
体
的
に
規
定
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
「
行
動
委
任
」
の
「
目0

的0

」
を
明
確
化

0

0

0

0

す
る
こ
と
、
こ
の
点
こ
そ
が
、「
独
裁
行
動
」
の
「
終

わ
り
」
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
さ
ら

「委任独裁」 「主権独裁」

最高授権者 「制定された権力」 「制定権力」

行動委任の目的
現行憲法が妥当する正常状態
の招来，具体的な敵

0 0 0 0 0

の排除
招来されるべき憲法が妥当す
る状態の招来，現存の秩序

0 0 0 0 0

・
現行憲法全体
0 0 0 0 0 0

の排除

行動委任の根拠 現行憲法に基づく 招来されるべき憲法に基づく

行動委任の内容

現行憲法の一時停止，事態次
第で目的によって必要とされ
る一切のこと

現行憲法の全否定，事態次第
で目的によって必要とされる
一切のこと
制定意志の形成（新憲法の起
草）

表1
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に
、「
目
的
」
と
し
て
の
「
敵
の
排
除
」
に
つ
い
て
、「
具
体
的
」、
か
つ
、「
現
前
性
」「
現
実
性
」
の
あ
る
事
実
的
な
記
述

0

0

0

0

0

0

を
求
め
た
点
は
、

一
般
的
抽
象
的
な
「
敵
」
の
「
想
定
」
に
よ
っ
て
は
「
独
裁
行
動
」
は
始
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
別
の
限
定
の
示
唆
で
あ
る
と
解
す

る
こ
と
は
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

一
見
、「
委
任
独
裁
」
と
「
主
権
独
裁
」
の
区
別
の
鮮
や
か
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
見
ら
れ
が
ち
な
、「
制
定
権
力
」
と
「
制
定
さ
れ
た
権

力
」
と
い
う
「
授
権
主
体
」
に
よ
る
概
念
上
の
区
別
は
、
実
は
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
か
ら
行
わ
れ
よ
う
と
す
る
「
独

裁
行
動
」
の
区
別
と
し
て
は
役
に
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、「
制
定
さ
れ
た
権
力
」
に
よ
る
「
委
任
」
と
し
て
「
行
動
」
を
開
始

し
た
主
体
が
、
そ
の
「
行
動
」
範
囲

0

0

を
拡
大
し
続
け

0

0

0

0

0

、「
行
動
」
期
間

0

0

を
延
長
し
続
け

0

0

0

0

0

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
易
に
、
実
質
的
に
「
制
定
権

力
」
か
ら
の
「
委
任
」
へ
、
あ
る
い
は
「
最
高
授
権
者
」
そ
れ
自
体
へ
と
「
越
境
」
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、「
行
動
」
を

始
め
た
「
受
託
者
」
が
あ
く
ま
で
「
制
定
さ
れ
た
権
力

0

0

0

0

0

0

0

」
の
「
委
任

0

0

」
の
も
と
に
留
ま
り
続
け
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
行
動
」
し
て
い
る
か
否
か
を
見
分

け
る
こ
と
に
と
っ
て
の
、
唯
一
の
実
効
的
観
点

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、「
委
任
」
さ
れ
た
「
独
裁
行
動
」
に
と
っ
て
の
明
確
に
示
さ
れ
た
「
目
的

0

0

」
の
観
点
か

0

0

0

0

ら
の

0

0

「
合
目
的
性

0

0

0

0

」
な
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
独
裁
」
の
「
直
接
的
行
動

0

0

」
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
委
任
さ
れ
た

行
動

0

0

」
の
「
内
容

0

0

」
を
厳
密
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
点
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
こ
だ
わ
り
が
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
独
裁
研
究
の
一
つ
の

重
要
な
側
面
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
の
確
証
を
、
以
下
の
「
戒
厳
令
」
に
つ
い
て
の
論
究
の
中
に
も
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

2
．
3
．『
独
裁
』
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
問
題
提
起
の
意
味

︱︱
「
行
動
委
任
」（A

ktionskom
m

ission

）
と
し
て
の
「
独
裁
」

最
終
章
で
あ
る
「
第
6
章
）
128
（

」
に
お
い
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
現
存
の
法
治
国
家
に
お
け
る
「
独
裁
」
の
問
題
で
あ
る
戒
厳
状
態
の
法
的
規
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制
と
し
て
の
「
戒
厳
令
」（das M

artial Law

）
と
そ
こ
で
の
核
心
的
問
題
で
あ
る
「
憲
法
停
止
」
と
の
関
連
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
に
即

し
て
歴
史
的
に
振
り
返
り
、
そ
の
中
で
、
何
よ
り
も
「
行
動
委
任
」
と
し
て
の
「
独
裁
」
と
い
う
観
点
の
喪
失
を
批
判
し
、
こ
れ
に
引
き
続

き
、
末
尾
の
部
分
で
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
48
条
の
問
題
に
つ
い
て
短
く
言
及
し
て
い
る
。

2
．
3
．
1
．
現
行
法
治
国
家
に
お
け
る
「
独
裁
」
と
し
て
の
「
戒
厳
令
」
の
問
題

︱︱
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
問
題
提
起
の
意
味

大
規
模
な
騒
乱
の
際
の
、
真
の
法
的
問
題
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

軍
隊
介
入
の
際
に
不
可
避
的
と
な
る
、
――
騒
乱
者
自
身
、
お
よ
び
、
関
与
せ
ぬ
第
三
者
の
――
身
体
・
生
命
・
財
産
へ
の
直

接
的
侵
害
が
、
法
的
に
ど
う
説
明
さ
れ
え
た
か
）
129
（
　

に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
で
、「
戦
時
公
法
に
服
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
」
と
い
う
説
明
が
屡
々
繰
り
返
さ
れ
る
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
述

べ
、
し
か
し
、
こ
の
種
の
法
は
、
本
来
「
戦
闘
命
令
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
事
実
的
軍
事
的
「
行
動
」
の
こ
う
し
た
全
領
域
に
対

し
て
「
戒
厳
令
」
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
、
一
種
の
無
法
状
態
（eine A

rt gesetzlosen Zustand

）
で
あ
り
、
そ
の
際
、
介
入
す
る
軍

隊
は
、
法
的
制
約
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
敵
の
鎮
圧
の
た
め
に
事
態
が
必
要
と
す
る
ま
ま
に
行
動
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
）
130
（

。

つ
ま
り
、「
戒
厳
令
」
の
本
来
的
な
核
心
は
、
危
急
事
例
に
お
い
て
露
呈
す
る
法
的
顧
慮
か
ら
の
解
放

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
そ
の
核
心
で
あ
る
国
家

「
目
的
」
に
奉
仕
す
る
実
効
的
事
実
性

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
、
法
形
式
に
な
じ
ま
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

行
為
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
的
な
関
心
か
ら
要

求
さ
れ
る
「
戒
厳
令
」
の
形
式
規
定
は
、
国
家
行
動
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

0

0

0

に
で
は
な
く
、
国
家
行
動
の
「
前
提

0

0

」
に
の
み
関
わ
る
。
二
種
類
の
法
的
規

制
、
す
な
わ
ち
、「
内
容

0

0

」（Inhalt

）
を
事
態
に
即
し
て
記
述
す
る
規
制
、「
前
提

0

0

」（Vorraussetzung

）
の
み
を
事
態
に
即
し
て
記
述
す
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る
規
制
が
あ
り
う
る
中
で
、
非
常
行
動
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
実
効
あ
る
行
動
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
行
動
内
容

0

0

に
つ
い
て
の
法
的
規
制

は
撤
廃
さ
れ
、
規
定
は
、
危
急
事
態
と
認
定
さ
れ
る
「
諸
前
提
」
を
正
確
に
記
述
す
る
と
い
う
点
に
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
者
の
場

合
、
法
律
が
作
り
う
る
保
障
は
二
つ
、
す
な
わ
ち
、
事
態
の
列
挙
、
お
よ
び
、
権
力
の
分
割
（
行
動
遂
行
者
た
る
軍
隊
以
外
の
機
関
に
、
危

急
事
態
の
前
提
に
関
す
る
決
定
を
さ
せ
る
）
が
あ
る
が
、
管
轄
分
割
は
急
迫
事
態
に
は
役
立
た
な
い
と
い
う
）
131
（

。

こ
こ
で
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
正
当
防
衛
」
と
の
対
比
を
示
す
。「
正
当
防
衛
」
の
場
合
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
違
法
な
攻
撃
が
あ
れ
ば
、

攻
撃
を
防
ぐ
の
に
必
要
な

0

0

0

あ
ら
ゆ
る
行
動
が
許
さ
れ
て
お
り
、
危
急
事
態
の
行
動
の
諸
前
提
が
出
そ
ろ
っ
た
場
合
、
事
態
次
第
で
必
要
と

0

0

0

な
る

0

0

行
動
は
始
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
）
132
（

（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）。
さ
ら
に
、「
正
当
防
衛
法
」（N

otw
ehrrecht

）
の
本
質
が
、
行
為
自
体
に

よ
っ
て
そ
の
前
提
に
つ
い
て
の
決
定
が
な
さ
れ
る
、
つ
ま
り
「
正
当
防
衛
」
の
諸
前
提
が
そ
ろ
っ
て
い
る
か
否
か
を
、
法
の
行
使
の
前
に
、

法
形
式
的
に
審
査
す
る
い
か
な
る
審
廷
も
作
ら
れ
え
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
と
同
様
、
急
迫
事
例
に
お
い
て
も
緊
急
行
動
を
実
行
す
る

者
と
、
現
に
急
迫
事
態
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
）
133
（

。

こ
う
し
た
戒
厳
状
態
に
つ
い
て
の
法
的
規
制
の
歴
史
的
展
開
の
終
着
点
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
一
八
四
九
年
八
月
九
日
の
法
律
だ

と
い
う
）
134
（

。
こ
の
法
律
に
特
徴
的
な
第
一
の
点
は
、
戒
厳
状
態
を
宣
言
す
る
管
轄

0

0

（
議
会
か
政
府
か
）、
お
よ
び
、
前
提

0

0

と
い
う
独
裁
の
核
心

に
は
言
及
し
て
い
な
い
点
だ
と
い
う
。
第
二
の
、
決
定
的
な
点
は
、
軍
司
令
官
の
諸
権
限
の
内
容
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
記
述
が
試
み
ら

れ
、
従
来
の
、「
事
態
次
第
で
必
要
と
な
る
行
動
に
つ
い
て
の
授
権
」
に
代
わ
っ
て
、「
一
連
の
記
述
し
た
権
限
」
が
登
場
し
た
こ
と
、
す
な

わ
ち
、
憲
法
が
全
体
と
し
て
一
括
し
て
停
止
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
憲
法
上
の
諸
自
由
権
の
特
定
の
幾
つ
か
が
、
そ
れ
も
無
条
件
に
で
は
な

く
、
許
容
さ
れ
る
侵
害
を
列
挙
し
て
停
止
さ
れ
る
点
に
あ
る
と
い
う
）
135
（

。
と
こ
ろ
が
、
規
制
に
お
い
て
、
軍
司
令
官
の
「
直
接
的
行
動

0

0

」
は
把

握
さ
れ
て
い
な
い
）
136
（

と
し
て
、「
独
裁
行
動

0

0

0

0

」
の
核
心
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

「
軍
事
行
動

0

0

0

0

」
の
観
点
の
後
退

0

0

0

0

0

0

を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
批
判
す
る
。

こ
れ
は
何
よ
り
も
、
軍
司
令
官
の
行
動

0

0

が
、
敵
の
抵
抗
や
戦
い
方
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
、
政
敵
の
生
命
・
財
産
を
侵
害
す
る
こ
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と
――
政
敵
と
は
、
今
日
の
法
解
釈
で
は
、
戒
厳
状
態
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
と
は
い
え
、
国
民
で
あ
り
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た

諸
自
由
権
を
持
つ
こ
と
は
や
め
は
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
――
、
関
与
し
て
い
な
い
市
民
に
対
し
て
も
身
柄
・
財
産
が
軍
事

行
動

0

0

の
域
内
に
あ
る
限
り
、
諸
自
由
権
を
侵
害
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
一
切
無
視
し
、
た
だ
個
々
の
権
利
、
――
最
初
は
本

来
の
裁
判
官
を
要
求
す
る
権
利
、
次
い
で
、
個
人
の
自
由
と
出
版
の
自
由
――
だ
け
を
取
り
上
げ
る
結
果
を
生
じ
た
。
し
ば
し

ば
恐
る
べ
き
侵
害
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
な
い
一
方
、
新
聞
を
抑
圧
す
る
権
限
に
つ
い
て
は
詳
細
に
論
じ
ら
れ
討
議
さ
れ
、
そ
の

た
め
、
保
安
警
察
的
な
諸
規
定
の
前
で
、
本
来
の
軍
事
行
動

0

0

0

0

の
観
点
が
背
後
に
退
い
て
い
る
）
137
（

（
傍
点
引
用
者
）。

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
自
然
法
的
文
献
に
お
い
て
も
、「
無
制
限
の
権
限
」
の
最
も
重
要
な
発
現
は
「
生
死
を
決
め
る
権
利
」（das 

R
echt über Leben und Tod

）
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
一
九
世
紀
に
は
、
独
裁
の
法
的
把
握
を
試
み
る
場
合
、
出
版
の
自
由
そ
の

他
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
内
戦
に
お
い
て
双
方
の
側
で
、
単
に
擬
制
的
に
ど
こ
ろ
か
、
実
際
に
生
命
を
失
う
無
数
の
人
々
の
こ
と
は
論

じ
ら
れ
て
い
な
い
」
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
批
判
す
る
）
138
（

。

こ
う
し
た
点
の
根
源
に
あ
る
の
は
、
行
動
委
任
の
内
容

0

0

0

0

0

0

0

（Inhalt einer A
ktionskom

m
ission

）
を
、
法
的
に
規
制
さ
れ
る
手

0

0

0

0

0

0

0

0

0

続
き

0

0

（rechtlich geregelten Verfahren

）
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
独
特
の
無
能
力
で
あ
る
）
139
（

（
傍
点
引
用
者
）。

軍
事
行
動
に
よ
っ
て
実
際
に
命
を
失
う
人
々
、
特
に
、
関
与
せ
ぬ
第
三
者
の
無
数
の
犠
牲
を
繰
り
返
し
指
摘
す
る
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
第
一

次
大
戦
で
の
戦
場
体
験
に
由
来
す
る
臨
場
感
を
感
じ
さ
せ
る
こ
う
し
た
言
明
を
、
そ
の
も
の
と
し
て
受
け
取
る
な
ら
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、

一
方
で
は
、
憲
法
へ
の
具
体
的
な
攻
撃
に
対
す
る
擁
護
の
必
要
を
、
他
方
で
は
、
し
か
し
同
時
に
、「
戒
厳
令
」
や
「
独
裁
」
に
お
い
て
、

そ
の
事
実
的
な

0

0

0

0

「
軍
事
行
動
」
に
よ
っ
て
不
可
避
的
と
な
る
命
の
侵
害
を
問
題
と
し
て
認
識
し
、
こ
の
二
律
背
反
の
中
か
ら
見
出
し
た
結
論
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が
、
上
述
の
批
判
だ
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、「
独
裁
論
」
の
中
心
点
は
「
行
動
委
任
」
で
あ
り
、
問
題
の
核
心
は
、「
委
任
」
さ
れ
た
「
行
動
の
内
容

0

0

0

0

0

」
に
あ

る
。
法
的
に
手
続
き
的
に
規
定
さ
れ
え
ず
、
し
か
も
、
事
態
次
第
で
「
目
的
」
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
な
ら

ば
、
事
実
上
、
想
定
可
能
な
規
制
は
、「
委
任

0

0

」
さ
れ
る

0

0

0

「
軍
事
行
動
の
目
的

0

0

」
の
「
明
確
化

0

0

0

」
以
外
に
は
な
い
、
の
で
あ
る
。

2
．
3
．
2
．
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
48
条
の
問
題

最
後
に
短
く
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
48
条
の
問
題
に
言
及
す
る
が
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
観
点
か
ら
問
題
点
を
指
摘

す
る
。

第
一
の
点
は
、
第
48
条
第
2
項
の
定
め
る
大
統
領
権
限
の
持
つ
無
限
定
性

0

0

0

0

を
め
ぐ
る
指
摘
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
第
48
条

第
2
項
の
規
定
は
、「
法
的
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
行
動
委
任

0

0

0

0

へ
の
授
権
」（
傍
点
引
用
者
）
を
意
味
す
る
、「
委
任
独
裁
」
の
極
め
て
明

白
な
事
例
だ
と
い
う
）
140
（

。
し
か
も
、「
委
任
」
の
前
提
に
つ
い
て
は
大
統
領
自
身
が
（
第
48
条
第
3
項
、
第
50
条
に
よ
り
議
会
の
監
督
下
で
）

決
定
し
、
か
つ
、「
委
任
」
の
遂
行
は
委
任
受
託
者
自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
つ
ま
り
こ
れ
は
、
従
来
の
法
治
国
家
的
解
釈
か
ら
す
れ

ば
、「
異
例
の
、
無
条
件
行
動
へ
の
授
権
」
で
あ
り
、「
自
ら
の
裁
量
に
従
い
、
事
態
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
限
り
（nach Lage der Sache 

erforderlich sind

）
の
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
）
141
（

」（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
の
と
同
義
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、「
事
態

に
よ
り
、
目
的
達
成
に
必
要
な
こ
と
」（zur E

rreichung eines Zw
eckes nach Lage der Sache erforderlicht ist

）
と
い
う
言
及
の
場

合
同
様
、
い
か
な
る
限
定
も
存
在
し
な
い
と
い
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
無
限
定
性
」
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
す

0

0

0

0

0

0

指
摘
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
無
制
限
の
授
権
（die grenzenlos E

rm
ächtigung

）
が
、
現
行
の
法
状
態
全
体
の
解
消

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
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大
統
領
へ
の
主
権
委
譲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
意
味
す
べ
き
で
な
い
な
ら
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
常
に
た
だ
事
実
的
な

0

0

0

0

種
類
の
措
置

0

0

で
あ
り
、
立0

法
行
為
に
も
司
法
行
為
に
も
な
り
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（）142
（

傍
点
引
用
者
）。

な
ぜ
な
ら
、「
も
し
第
48
条
の
一
般
的
授
権
に
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
立
法
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（jeder beliebige A
kt der G

esetzgebung

）
ま
で
含
ま
せ
る

な
ら
、
そ
れ
は
無
制
限
の
全
権
委
任

0

0

0

0

0

0

0

0

（eine grenzenlose D
elegation

）
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
憲
法
の
破
棄

0

0

0

0

0

（aufheben

）
を
も
た
ら
し
う
る
か
ら
だ
と
い
う
）
143
（

（
傍
点
引
用
者
）。

つ
ま
り
、
本
来
は
「
委
任
独
裁
」
の
規
定
で
あ
る
第
48
条
第
2
項
の
権
限
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
主
権
独
裁
」
へ
と
「
越
境
」
し
、

「
憲
法
の
破
棄
」
を
も
た
ら
す
手
段
と
な
り
か
ね
な
い
、A

ktionskom
m

issar 

と
し
て
の
大
統
領
が
、「
委
任
独
裁
」
か
ら
「
主
権
独
裁
」

へ
、
さ
ら
に
「
主
権
者
」
へ
と
「
越
境
」
す
る
、
そ
の
分
岐
点

0

0

0

は
、「
無
制
限
の
授
権
」
と
い
え
ど
も
「
措
置

0

0

」
権
限
に
留
ま
る
か

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ

と
も
、「
立
法
権

0

0

0

」
に
ま
で
及
ぶ
か

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
に
あ
る
、
授
権
が
「
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
立
法
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
に
ま
で
及
ん
だ
と
き
、
そ
れ
は
既
に
、

「
憲
法
の
破
棄
」
を
実
現
可
能
な
も
の
と
す
る
「
主
権
独
裁
」
も
し
く
は
「
主
権
」
そ
れ
自
体
と
な
る
、
こ
う
し
た
点
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
警

告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
第
48
条
の
「
積
極
的
規
定
」
に
基
づ
く
「
矛
盾
」
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
行
動
」
へ
の
一
般
的
授
権
（
無
制
限

の
授
権
）
と
具
体
的
規
定
（
侵
害
に
さ
ら
さ
れ
る
諸
基
本
権
の
列
挙
）
の
併
存
は
、
初
め
に
、
生
死
の
自
由
決
定
権
が
暗
黙
の
う
ち
に
与
え

ら
れ
、
出
版
の
自
由
の
撤
廃
が
明
文
化
さ
れ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
奇
妙
な
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
）
144
（

。
こ
の
矛
盾
が
一
九
一
九
年
憲
法
に
お
い

て
目
立
た
な
い
の
は
、
そ
れ
が
「
主
権
独
裁
」
を
「
委
任
独
裁
」
に
結
び
つ
け
て
き
た
、
つ
ま
り
、
こ
の
混
乱
を
未
熟
な
ま
ま
に
含
ん
で
い

た
発
展
過
程
全
体
に
対
応
す
る
か
ら
だ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
述
べ
、
同
時
に
、
発
展
過
程
全
体
が
「
主
権
独
裁
」
と
「
委
任
独
裁
」
と
の
結

び
つ
き
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
と
い
う
奇
妙
な
現
象
を
説
明
す
る
の
は
、
た
だ
一
つ
、
君
主
絶
対
主
義
か
ら
市
民
的
法
治
国
家
へ
の
移
行
の

際
、
国
家
の
連
帯
的
統
一
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（die solidarische E
inheit des Staates

）
の
最
終
的
な
確
保
が
自
明

0

0

の
こ
と
と
し
て
前
提
さ
れ
た

0

0

0

0

0

か
ら
だ
、
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と
い
う
）
145
（

（
傍
点
引
用
者
）。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
一
八
、
一
九
世
紀
の
大
陸
の
法
治
国
家
的
自
由
主
義
に
と
っ
て
、
絶
対
君
主
政
の
歴
史

的
価
値
は
、
封
建
的
身
分
的
諸
権
力
を
滅
ぼ
し
、「
国
家
の
統
一
」（staatliche E

inheit

）
と
い
う
現
代
的
意
味
で
の
「
主
権
」
を
確
立
し

た
点
で
あ
り
、
こ
の
統
一
が
、
一
八
世
紀
革
命
的
文
献
の
根
本
的
前
提
を
な
し
て
い
る
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
）
146
（

。
し
か
し
、
権
力
的
団

0

0

0

0

体
の
消
滅

0

0

0

0

が
事
実
で
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、「
国
家
内
部
に
権
力
的
諸
団
体
（m

ächtige A
ssoziationen

）
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
全
体
系

は
崩
壊
す
る
）
147
（

」、
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
最
後
の
部
分
で
無
気
味
な
言
葉
を
語
っ
て
い
る
。

3
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
法
廷
弁
論
」
再
考

こ
こ
ま
で
我
々
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
法
廷
弁
論
」
に
お
い
て
示
し
た
、
政
治
的
「
状
況
」
の
重
視
と
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概

念
へ
の
依
拠
と
い
う
基
本
的
立
場
の
背
後
に
は
、
こ
れ
ら
を
根
源
的
に
規
定
す
る
ど
の
よ
う
な
学
問
的
理
論
的
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
っ
た

の
か
、
と
い
う
問
い
の
も
と
に
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
お
よ
び
『
独
裁
』
に
お
け
る
、「
弁
論
」
の
「
基
本
的
視
角
」
と
密
接
な
関
連

を
持
つ
議
論
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
中
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
大
雑
把
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
第
一

に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
法
廷
弁
論
」
は
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
と
の
間
に
論
点
の
大
幅
な
重
複
と
密
接
な
内
的
関
連
が
見
出
さ
れ
な
が

ら
、
そ
の
「
立
場
」
は
反
転

0

0

し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、「
法
廷
弁
論
」
の
「
切
り
口
」
か
ら
『
合
法
性
と
正
当
性
』
を
見
た
際
に
重
要
な

位
置
を
占
め
る A
ktionskom

m
issar 

は
、『
独
裁
』
の
中
で
概
念
化
さ
れ
た
と
い
う
形
で
、
――
よ
り
具
体
的
に
言
う
と
、「
行
動
委
任
」

（A
ktionskom

m
ission

）
と
し
て
の
「
独
裁
」、
そ
の
具
体
的
担
い
手
と
し
て
の
「
行
動
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」（A

ktionskom
m

issar

）
と
い

う
一
つ
の
「
基
本
的
な
定
式
」
を
介
し
て
――
『
合
法
性
と
正
当
性
』
と
『
独
裁
』
と
は
、
や
は
り
緊
密
な
内
的
関
連
の
も
と
に
あ
っ
た
、

と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
、「
法
廷
弁
論
」
で
の
基
本
的
見
解
を
規
定
す
る
学
問
的
理
論
的
契
機
を
探
る
考
察
に
と
っ
て
、
今
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、



128

『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
学
問
的
理
論
的
な
議
論
に
お
い
て
突
き
詰
め
て
考
え
ら
れ
て
い
た
点
を
め
ぐ
っ
て
、「
7
月
2
0
日
事
件
」

へ
の
対
応
と
い
う
実
践
的
対
応
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
立
場

0

0

」
を
反
転
さ
せ
た
政
治
的
選
択
へ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
し
て
促
し
た
契
機

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
な

お
、
学
問
的
理
論
的
モ
テ
ィ
ー
フ
の
中
に
探
り
う
る
の
か
、
も
し
探
り
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
契
機
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点

で
あ
る
。

こ
の
問
い
を
考
え
る
う
え
で
、
手
掛
り
と
な
る
の
は
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
と
『
独
裁
』
の
間
に
見
ら
れ
る
連
関
、
す
な
わ
ち
、「
行
動

委
任
」（A

ktionskom
m

ission

）
と
し
て
の
「
独
裁
」、
そ
の
具
体
的
担
い
手
と
し
て
の
「
行
動
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」（A

ktionskom
m

issar

）

と
い
う
、
学
問
的
理
論
的
モ
テ
ィ
ー
フ
の
次
元
に
お
け
る A

ktionskom
m

issar 

を
め
ぐ
る
基
本
的
枠
組
み
を
媒
介
と
し
た
連
関
を
、
よ

り
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
（
3
．
1
．）。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
二
著
作
の
間
の
橋
渡
し
を
す
る
、
か
つ
、
両
書
の
要
で
も
あ
る

「
独
裁
」
の
「
基
本
的
定
式
」
を
め
ぐ
っ
て
、
論
点
の
連
続
あ
る
い
は
推
移
の
経
緯
を
確
か
め
た
う
え
で
、
そ
の
後
に
、
先
に
残
さ
れ
た
問

い
、
す
な
わ
ち
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
で
の
議
論
が
、「
法
廷
で
の
弁
論
」
と
い
う
形
で
の
政
治
的
選
択
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
立
場

0

0

」
の0

明
確
な
反
転

0

0

0

0

0

と
し
て
発
露
し
た
こ
と
の
根
拠

0

0

が
、
な
お
学
問
内
在
的

0

0

0

0

0

に
説
明
し
う
る
の
か
、
そ
れ
と
も
も
っ
ぱ
ら
学
問
外0

的
契
機
か
ら
与
え

ら
れ
た
と
見
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
す
る
（
3
．
2
．）
こ
と
と
し
た
い
。

3
．
1
．『
合
法
性
と
正
当
性
』
と
『
独
裁
』
の
間

︱︱
「
行
動
委
任
」
と
し
て
の
「
独
裁
」
に
お
け
るA

ktionskom
m

issar

を
介
し
て

こ
こ
で
の
課
題
は
、『
合
法
性
と
正
当
性
』、『
独
裁
』
の
二
著
作
の
間
の
橋
渡
し
を
す
る
、
か
つ
、
両
書
の
要
で
も
あ
る
「
独
裁
」
の

「
基
本
的
定
式
」
を
め
ぐ
る
論
点
の
連
続
、
あ
る
い
は
、
推
移
の
経
緯
を
確
か
め
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
検
討

し
、「A

ktionskom
m

issar 

概
念
」
を
め
ぐ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
論
点
の
継
受
の
経
緯
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
に
、『
独
裁
』
に
お
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
示
し
た
、「
行
動
委
任
」（A

ktionskom
m

ission

）
と
し
て
の
「
独
裁
」、
そ
の
具
体
的
担
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い
手
と
し
て
の
「
行
動
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」（A

ktionskom
m

issar

）
と
い
う
一
つ
の
「
基
本
的
な
定
式
」
と
そ
こ
で
の
「
独
裁
」
二
概
念
、

「
主
権
独
裁
」
な
ら
び
に
「
委
任
独
裁
」
を
め
ぐ
る
論
点
と
問
題
性
は
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
は
い
か
に
扱
わ
れ
、
あ
る
い
は
、

扱
わ
れ
な
か
っ
た
の
か

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
、
第
二
に
、『
独
裁
』
の
末
尾
に
お
い
て
「
第
48
条
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
短
く
指
摘
さ
れ
て
い
た
二
つ

の
論
点
は
、
そ
の
後
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
中
で
ど
の
よ
う
な
形
で
展
開
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
第
三
に
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お

い
て
初
め
て
概
念
化
さ
れ
た
「
行
政
国
家
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
に
は
、
以
上
の
『
独
裁
』
か
ら
『
合
法
性
と
正
当
性
』
へ
の
議
論
の
推
移

と
対
比
さ
せ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
見
出
せ
る
の
か
、
以
上
の
三
点
で
あ
る
。

3
．
1
．
1
．「
行
動
委
任
」（A

ktionskom
m

ission

）
と
し
て
の
「
独
裁
」
を
め
ぐ
る
展
開

「
行
動
委
任
」
と
し
て
の
「
独
裁
」
を
め
ぐ
る
定
式
を
検
討
す
る
前
に
、
初
め
に
、
何
よ
り
重
要
な
点
と
し
て
指
摘
す
べ
き
は
、
ボ
ダ
ン

を
評
価
す
る
形
で
『
独
裁
』
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
、「
法
律
」
と
「
命
令
」、「
措
置
」
と
の
間
の
根
源
的
な
区
別
、
こ
の
区
別
を
支
え

る
も
の
と
し
て
の
「
法
律
」
＝
「
法
規
範
」
と
い
う
「
法
律
概
念
」
が
、
両
書
に
共
通
す
る
根
源
的
紐
帯
あ
る
い
は
基
盤
と
し
て
存
在
し
て

い
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、「
法
律
」
に
基
づ
く
「
役
人
」、
対
、「
委
任
」
に
基
づ
く
「
措
置
」
発
令
者
と
し
て
の
「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」

と
い
う
『
独
裁
』
に
お
け
る
対
置
構
造
に
基
づ
く
視
点
が
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
は
、「
立
法
」
権
限
を
持
つ
「
正
規
の
立
法

者
」、
対
、
本
来
は
「
措
置
」
権
限
の
み
を
持
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た A

ktionskom
m

issar 

と
し
て
の
大
統
領
の
、「
立
法
権
限
」
へ
の
「
越

境
」
と
そ
の
拡
大
が
孕
む
問
題
性
に
対
す
る
批
判
的
指
摘
と
い
う
形
で
現
れ
て
お
り
、
そ
の
根
底
に
は
一
貫
し
て
、「
法
律
」
と
「
措
置
」

と
の
揺
る
ぎ
な
い
対
置
構
造
が
保
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
対
置
構
造
に
伴
う
、「
法
律
」
の
永
続
性

0

0

0

と
「
措
置
」
の
暫
定
性

0

0

0

と
い
う
時
間
軸
を
め
ぐ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
も
、
既
に
見
た

よ
う
に
『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
継
受
さ
れ
て
い
た
。

で
は
、『
独
裁
』
に
お
い
て
「
行
動
委
任
」
と
し
て
の
「
独
裁
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
提
起
し
た
論
点
は
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
で
は
ど
の
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よ
う
な
展
開
を
見
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

上
記
の
根
底
的
な
対
置
構
造
、「
法
律
」
と
「
措
置
」
の
区
別
に
基
づ
い
て
、「
独
裁
」
は
、「
法
律
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
行
動
委

任
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
「
行
動
」
性
格
は
、
法
律
あ
る
い
は
規
範
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、「
事
態
」
次
第
で
（nach Lage der 

Sache

）、「
状
況
」
に
よ
っ
て
、「
目
的

0

0

」
か
ら
規
定
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

「
行
動
」
で
あ
っ
た
。「
目
的
」
達
成
の
た
め
に
は
、
流
動
す
る
「
事
態
」
次

第
で
あ
ら
ゆ
る
「
行
動
」
を
と
る
、
こ
れ
が
、「
行
動
委
任
」
を
受
け
た
「
行ア
ク
チ
オ
ン動
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
の
義
務
で
あ
り
権
限
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
独
裁
「
行
動
」
は
、「
即
事
態
性
」（Sachgem

äßigheit

）
と
「
合
目
的
性
」（Zw

eckm
äßigkeit

）
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。シ

ュ
ミ
ッ
ト
が
『
独
裁
』
の
中
で
重
視
し
た
「
目
的

0

0

」
の
観
点

0

0

0

か
ら
す
る
と
、「
委
任
独
裁
」
の
「
目
的
」
と
は
、
現
行
憲
法
を
攻
撃
す

る
「
具
体
的
な
敵
の
排
除
」、
お
よ
び
、「
法
律
」
が
妥
当
し
う
る
「
正
常
状
態
」
の
回
復
で
あ
り
、「
主
権
独
裁
」
の
そ
れ
は
、
現
存
秩
序

全
体
、
現
行
憲
法
全
体
の
排
除
、「
来
る
べ
き
憲
法
」
が
妥
当
し
う
る
状
態
の
招
来
、
と
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、「
委
任
独
裁
」
に
つ
い
て

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
重
視
し
た
の
は
、「
目
的
」
と
し
て
の
「
排
除
さ
れ
る
べ
き
敵
」
の
明
文
化
、
か
つ
、「
敵
」
の
具
体
的
現
前
性

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
第
三
の
特
別
立
法
者
」
で
あ
る A

ktionskom
m

issar 

は
、「
規
範
の
『
妥

当
』
の
実
定
法
的
構
成
要
素
で
あ
る
と
こ
ろ
の
正
常
な
状
態
（「
安
全
と
秩
序
」）
を
回
復
す
る
異
常
事
態
のA

ktionskom
m

issar

」
で
あ

り
、
か
つ
、「
必
要
に
基
づ
く

0

0

0

0

0

0

」、「
時
機
お
よ
び
状
況
に
基
づ
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
特
別
立
法
者
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、「
目
的
」
と
し
て
の
「
排

除
さ
れ
る
べ
き
敵
」
の
明
確
化
に
つ
い
て
は
何
ら
議
論
し
て
い
な
い
。『
独
裁
』
に
お
い
て
、
分
量
的
に
も
、
問
題
提
起
の
実
質
的
意
味
合

い
か
ら
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
、「
行
動
委
任
」
と
し
て
の
「
独
裁
」、
そ
の
観
点
か
ら
重
視
さ
れ
た
独
裁
の
「
行
動
」
性
格
、
そ
の

「
行
動
」
基
準
と
し
て
の
「
合
目
的
性
」、「
目
的
」、「
排
除
す
べ
き
敵
」
の
明
確
化
と
い
っ
た
諸
点
は
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
論

点
と
し
て
は
継
受
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。

『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
議
論
の
焦
点
は
、「
独
裁
」
の
「
目
的
」
と
し
て
の
「
排
除
す
べ
き
敵
」
の
現
前
性
や
具
体
性
に
は
な
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く
、
む
し
ろ
、
そ
こ
で A

ktionskom
m

issar 

の
「
行
動
」
と
し
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
立
法
行
為
」
で
あ
り
、
そ
の
権
限

が
「
措
置
」
か
ら
「
法
律
」
へ
、
す
な
わ
ち
、「
立
法
権
」
へ
と
「
越
境

0

0

」
し
て
い
る
点

0

0

0

0

0

に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
委
任
独
裁
」
と
し

て
の
第
48
条
が
、
暴
動
鎮
圧
な
ど
の
軍
事
行
動

0

0

0

0

と
い
う
本
来
の
「
目
的
」
の
た
め
で
は
な
く
、
経
済
的
財
政
的

0

0

0

0

0

0

問
題
の
処
理
の
た
め
に
多
発

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
目
的
」
と
「
行
動
」
が
「
排
除
さ
れ
る
べ
き
敵
」
に
依
存
す
る
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
意
味
に
お
け
る
、

本
来
の
「
独
裁
行
動
」
か
ら
既
に
大
き
く
逸
脱
し
て
い
た

0

0

0

0

0

0

と
い
う
実
際
運
用
に
対
応
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

3
．
1
．
2
．『
独
裁
』
に
お
け
る
「
第
48
条
問
題
」
の
二
つ
の
論
点
を
め
ぐ
る
展
開

次
に
、『
独
裁
』
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指
摘
し
て
い
た
第
48
条
問
題
を
め
ぐ
る
二
つ
の
論
点
に
つ
い
て
『
合
法
性
と
正
当
性
』
で
は
、
ど
の

よ
う
な
展
開
を
見
せ
た
で
あ
ろ
う
か
。
上
で
確
か
め
た
「
行
動
委
任
」
の
観
点
と
は
対
照
的
に
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
主
要
な

議
論
は
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
論
点
に
集
中
し
て
い
た
。

（
a
）
第
一
の
論
点
――
「
授
権
の
無
限
定
性
」
へ
の
警
告

第
48
条
問
題
に
つ
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
『
独
裁
』
の
中
で
指
摘
し
て
い
た
第
一
の
点
は
、
第
48
条
第
2
項
の
「
無
限
定
性
」
に
対
す
る
警

告
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
本
来
は
「
委
任
独
裁
」
で
あ
る
第
48
条
の A

ktionskom
m

issar 

が
、
現
行
秩
序
の
排
除

0

0

0

0

0

0

0

と
現
行
憲
法
の
破
棄

0

0

0

0

0

0

0

を

も
た
ら
す
「
主
権
独
裁
」
の A

ktionskom
m

issar 

へ
と
「
越
境
」
す
る
、
あ
る
い
は
、
大
統
領
へ
の
「
主
権
委
譲
」
へ
と
「
越
境
」
す
る
、

そ
の
分
岐
点

0

0

0

が
、「
無
制
限
の
授
権
」
は
「
措
置

0

0

」
で
あ
っ
て
「
法
律
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
決
し
て
「
立
法
権

0

0

0

」
の
授
権
を
意
味
し

0

0

0

0

0

0

0

な
い

0

0

と
い
う
一
線
を
越
え
る
か
否
か
に
あ
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
も
し
授
権
が
、「
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
立
法
行
為
」
に
ま
で
及
ぶ
場
合
、

「
憲
法
の
破
棄
」
が
実
現
可
能
と
な
る
、
と
『
独
裁
』
で
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
述
べ
て
い
る
。

こ
の
点
こ
そ
が
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
「
第
三
の
特
別
立
法
者
」
で
あ
る A

ktionskom
m

issar 

に
つ
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
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論
じ
た
主
題
で
あ
り
、
こ
の
点
こ
そ
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
中
で
、
こ
の
「
越
境
」
に
と
っ
て
決
定

的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
が
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
の
論
理
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、『
独
裁
』
に

お
い
て
は
抽
象
的
一
般
的
に
指
摘
す
る
だ
け
だ
っ
た
「
越
境
」
の
可
能
性

0

0

0

が
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
は
現
前
し
て
い
た

0

0

0

0

0

0

と
い
う

点
に
、「
状
況
」
を
め
ぐ
る
極
め
て
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
、
こ
の
「
独
立
し
た
権
限

規
範
」
の
論
理
を
問
題
視
し
、
批
判
し
た

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
は
、『
独
裁
』
に
お
け
る
議
論
か
ら
見
て
、
首
尾
一
貫
す
る

0

0

0

0

0

0

「
立
場

0

0

」
で
あ
っ
た

0

0

0

0

と

評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
は
、「
委
任
独
裁
」「
主
権
独
裁
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
使
っ
て
い
な
い
も
の
の
、「
独
立
し
た
権

限
規
範
」
概
念
に
よ
る
第
48
条
解
釈
を
是
認
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
、『
独
裁
』
で
指
摘
し
た
、
非
常
権
限
が
「
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
立
法
行

為
」
を
含
み
う
る
こ
と
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
、「
委
任
独
裁
」
か
ら
「
主
権
独
裁
」
へ
の
「
越
境
」
で
あ
り
、「
憲
法
の
破
棄
」
へ
の
道

を
拓
く
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
脳
裏
に
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
す
な
わ
ち
、

『
合
法
性
と
正
当
性
』
を
完
結
さ
せ
た
一
九
三
二
年
七
月
一
〇
日
の
時
点
で
、
既
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
第
48
条
に
基
づ
い
て
「
ラ
イ
ヒ
立
法

権
」
す
ら
越
え
る
、
つ
ま
り
、「
憲
法
制
定
権
力
」
の
み
が
な
し
う
る
「
立
法
権
」
を
行
使
す
る
こ
と
を
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
を

援
用
し
て
擁
護
す
る

0

0

0

0

こ
と
が
、A

ktionskom
m

issar

に
よ
る
行
動
の
「
委
任
独
裁
」
か
ら
「
主
権
独
裁
」
へ
の
「
越
境
」
を
是
認
し
後
押

し
す
る
こ
と
を
、
事
実
上
、
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
大
統
領
へ
の
「
主
権
譲
渡
」
を
も
意
味
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
点

を
、
十
分
に
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

（
b
）
第
二
の
論
点
――
第
48
条
の
「
積
極
的
規
定
」
に
お
け
る
「
矛
盾
」

第
48
条
問
題
に
つ
い
て
の
『
独
裁
』
に
お
け
る
第
二
の
指
摘
は
、
第
48
条
の
一
般
的
授
権
と
具
体
的
規
定
の
併
存
に
関
す
る
も
の
だ
が
、

一
九
一
九
年
憲
法
に
お
い
て
こ
れ
が
目
立
た
な
い
の
は
、「
主
権
独
裁
」
と
「
委
任
独
裁
」
と
は
、﹇
概
念
上
は
区
別
し
え
て
も
、
実
際
に
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は
﹈
史
的
展
開
の
中
で
両
者
が
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
だ
と
指
摘
し
、
そ
の
史
的
展
開
の
前
提
は
、
国
家
の
連
帯
的
統
一
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
最
終
的
確

保
が
自
明
だ
っ
た
点
に
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
）
148
（

（
傍
点
引
用
者
）。
つ
ま
り
、「
委
任
独
裁
」
と
「
主
権
独
裁
」
の
併
存
や
推
移
が
歴
史
的

に
起
こ
り
、
憲
法
の
変
革
、
革
命
に
よ
っ
て
、
国
家
の
正
当
化
様
式
の
全
転
換
が
起
こ
っ
て
も
、
枠
組
と
し
て
の
国
家
そ
れ
自
体
は
、
絶

対
主
義
体
制
下
で
確
立
さ
れ
た
「
国
家
的
統
一
」
に
お
い
て
連
続
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
権
力
的
諸
団
体

0

0

0

0

0

0

（m
ächtige 

A
ssoziationen

）
が
生
じ
、
分
裂
、
内
戦
な
ど
に
よ
っ
て
「
国
家
の
統
一

0

0

0

0

0

」（staatliche E
inheit

）
と
い
う
暗
黙
の
史
的
前
提
そ
れ
自
体
が

失
わ
れ
れ
ば
、
全
体
系
は
崩
壊
す
る
と
い
う
）
149
（

（
傍
点
引
用
者
）。

一
九
二
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
独
裁
』
の
末
尾
で
僅
か
な
言
葉
に
よ
っ
て
述
べ
て
い
た
こ
の
点
は
、
二
〇
年
代
後
半
以
来
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が

指
摘
し
て
き
た
、
国
家
の
「
多
元
主
義
的
分
裂
」
と
い
う
「
状
況
」
と
し
て
現
出
し
つ
つ
あ
り
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
愁
眉
の

主
題
で
も
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、「
権
力
的
諸
団
体
」
が
生
じ
た
現
状
に
あ
っ
て
、
全
体
系
が
、
い
か
に
崩
壊
し
つ
つ
あ
る

0

0

0

0

0

か
を
『
合
法
性
と

正
当
性
』
の
中
で
詳
細
に
論
じ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
点
か
ら
見
る
限
り
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
独
裁
』
に
お
け
る
「
基
本
的
枠
組
」
は
、
継
承
、

展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
論
理
的
一
貫
性
を
確
認
し
う
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
は
、
あ
か
ら

さ
ま
な
形
で
、「
法
廷
弁
論
」
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
立
場
」
を
予
表
さ
せ
る
も
の
は
見
出
さ
れ
な
い
か
に
見
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、

『
独
裁
』
に
お
い
て
警
告
的
に
指
摘
し
た
点
が
、
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
「
状
況
」
の
変
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
論
点
の
推
移
は
見
出

さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
学
問
的
理
論
的
枠
組
は
一
貫
性
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
も
『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
、
厳
し

く
そ
の
危
険
性
を
指
摘
し
、
批
判
し
て
い
た
、「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
に
よ
る
第
48
条
解
釈
へ
の
否
定
的

0

0

0

態
度
は
、『
独
裁
』
に
お
け
る
議

論
枠
組
か
ら
見
た
場
合
、
首
尾
一
貫
し
た
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
帰
結
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
つ
だ
け
、
微
表
的
と
も
言
う
べ
き
矛
盾

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、『
独
裁
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
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さ
ら
に
従
来
の
第
48
条
解
釈
史
の
集
大
成
と
も
言
う
べ
き
『
憲
法
の
番
人
』
に
お
い
て
も
未
だ
形
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
、
ま
っ
た
く
新
た

な
契
機
と
し
て
の
「
行
政
国
家
」
の
定
式
化
で
あ
る
。

3
．
1
．
3
．『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
「
行
政
国
家
」
定
式
化
の
意
味

既
に
見
た
よ
う
に
「
行
政
国
家
」
お
け
る
特
殊
的
な
意
志
表
示
は
、「
事
態
に
よ
っ
て
の
み
定
ま
り
、
具
体
的
状
況
に
即
し
て
適
用
さ
れ
、

も
っ
ぱ
ら
即
事
的
・
実
際
的
合
目
的
性

0

0

0

0

の
観
点
か
ら
導
か
れ
る
措0

置0

」
）
150
（

（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
行
政
国
家
」
が
依
拠
す

る
正
当
性

0

0

0

は
、「
即
事
的
な
必
然
性
、
事
態
、
や
む
を
得
ぬ
事
情
、
時
期
の
切
迫
な
ど
の
、
規
範
に
よ
っ
て
で
は
な
く
状
況
に
よ
っ
て
規
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
る
正
当
化

0

0

0

0

0

0

（nicht norm
-, sondern situationsbestim

m
te R

echtfertigungen

））
151
（

」（
傍
点
引
用
者
）
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
応
じ
て
、

「
行
政
国
家
」
の
存
在
原
理
は
、「
合
目
的
性
、
有
用
性
」
に
あ
り
、
か
つ
、「
規
範
設
定
に
依
拠
す
る
立
法
国
家
の
合
規
範
性
と
は
異
な
る
、

自
ら
の
措
置
、
指
示
、
命
令
の
直
接
的
に
具
体
的
な
即
事
態
性

0

0

0

0

（Sachgem
äßheit

）
に
存
す
る
）
152
（

」（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）、
こ
の
よ
う
に
「
行

政
国
家
」
を
一
つ
の
独
立
し
た
国
家
類
型

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
定
式
化
し
て
み
せ
た
。

こ
れ
ま
で
既
に
、『
独
裁
』
に
お
け
る
「
行
動
委
任
」
と
し
て
の
「
独
裁
」、
そ
の
担
い
手
と
し
て
のA

ktionskom
m

issar

と
い
う
「
基

本
的
定
式
」
を
詳
し
く
見
て
き
た
我
々
に
と
っ
て
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
以
上
の
一
連
の
「
行
政
国
家
」
の
正
当

化
原
理
が
、「
委
任
独
裁
」
のA

ktionskom
m

issar

の
「
行
動
原
理
」
に
そ
の
ま
ま
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
る
の
は
容
易
い
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
、
こ
の
よ
う
な
「
行
政
国
家
」
は
既
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
二
年
余
り
に
渡
る

第
48
条
第
2
項
に
よ
る
緊
急
命
令
権
の
運
用
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、「
第
三
の
特
別
立
法
者
」
た
る
「
委
任
独
裁
」
の A

ktionskom
m

is-

sar 

の
行
動
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
）
153
（

（
傍
点
引
用
者
）。「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
規
範
主
義
的
合
法
性
が
、
既
に
、
そ
の
時
々

0

0

0

0

の
多
数
決
の
空
虚
な
機
能
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（der leere Funktionalism
us jew

eiliger M
ehrheitsbeschlüsse

）
に
変
質
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
執

行
部
と
し
て
の
官
僚
制
は
、
も
は
や
、「
立
法
国
家
」
に
お
け
る
法
律
の
妥
当
に
よ
る
正
当
性
の
も
と
に
は
な
く
、
単
な
る
「
即
事
態
性

0

0

0

0

」



135 「プロイセン対ライヒ」裁判での
「弁論」の背景をなす議論連環

（Sachgem
äßheit

）
と
い
う
正
当
化

0

0

0

0

0

0

に
依
拠
し
て
い
る
、
と
い
う
認
識
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
二
つ
の
相
異
な
る
正
当

化
体
系
の
「
対
立
」
が
存
在
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
執
行
部
が
「
立
法
国
家
」
の
正
当
化
体
系
か
ら
逸
脱
し
、
異
な
る
正
当
化
に
依

拠
す
る
場
合
、
そ
れ
は
既
に
、「
立
法
国
家
」
と
は
根
本
的
に
異
質
な
国
家
形
態

0

0

0

0

0

0

0

へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
の
証
し
だ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は

見
て
い
た
。

し
か
し
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
べ
き
点
が
あ
る
。
確
か
に
、『
独
裁
』
に
お
い
て
、A

ktionskom
m

issar 

と
、「
即
事
態
性
」
と

い
う
状
況

0

0

規
定
的
な
正
当
化
を
示
す
語
群
と
の
結
び
つ
き
は
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
独
裁
』
の
中
で
は
、

A
ktionskom

m
issar 

と
「
即
事
態
性
」
と
の
結
び
つ
き
は
、「
行
動
委
任
」（A

ktionskom
m

ission

）
と
い
う
「
枠
組

0

0

」
の
中
に

0

0

0

位
置
づ
け

ら
れ
、
さ
ら
に
「
合
目
的
性

0

0

0

0

」
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
「
目
的

0

0

」
の
具
体
性

0

0

0

、
現
前
性

0

0

0

が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え

『
独
裁
』
の
中
で
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
規
定
的
な
正
当
化
の
諸
契
機
は
、
決
し
て
一
つ
の
国
家
形
態
そ
れ
自
体
を
正
当
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
、
独
立
し
た

0

0

0

0

、

そ
れ
ゆ
え
恒
常
的
な
根
拠

0

0

0

0

0

0

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
法
律
」
の
妥
当
根
拠
と
し
て
の
正
常
状
態
へ
の
「
復
帰
」

「
回
復
」
と
い
う
「
目
的
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
限
り
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
ゆ
え
「
法
律
」
に
仕
え
る

0

0

0

限
り
で
認
め
ら
れ
た
正
当
化
契
機
で
あ
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
具
体
的
明
示
的

0

0

0

0

0

0

な
「
目
的

0

0

」
達
成

0

0

ま
で
の
過
渡
的
な
正
当
性

0

0

0

0

0

0

0

を
担
う
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
や
、「
委
任
独
裁
」
の A

ktionskom
m

issar 
の
行
動
性
格
と
し
て
の
、「
合
目
的
性
（Zw

eckm
äßigkeit

）、
有
用
性
（N

ütz-

lichkeit

）」、「
措
置
、
指
示
、
命
令
の
直
接
的
に
具
体
的
な
即
事
態
性

0

0

0

0

（Sachgem
äßheit

）」
が
、
一
つ
の
国
家
形
態
そ
れ
自
体
を
正
当
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
独
立
し
た
根
拠

0

0

0

0

0

0

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
も
、「
目
的
」
は
何
か
、
何
に
と
っ
て
の
有
用
性
か
、
と
い
う
、
即
事
的
な
「
措
置
」

や
「
行
動
」
を
規
定
す
る
「
目
的

0

0

」
の
「
現
前
性

0

0

0

」
や0

「
明
確
化

0

0

0

」
を
求
め
る
視
点

0

0

0

0

0

0

は
背
後
に
退
い
た
、
い
や
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
消

滅
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、『
独
裁
』
で
論
じ
ら
れ
た
「
行
動
委
任
」
の
「
目
的
」
に
つ
い
て
は
、「
委
任
」
さ
れ

た
「
行
動
」
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
「
排
除
す
べ
き
敵
」
の
「
現
前
性
」
と
「
明
確
化
」
と
い
う
形
で
あ
る
程
度
の
限
定
を
求
め
え
た
の
で
あ

る
が
、「
即
事
態
性
」
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
一
つ
の
国
家
そ
れ
自
体
の
行
動
の
正
当
化
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
な
れ
ば
、
そ
の
「
行
動
」
は
、「
委
任
」
さ
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れ
た
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
経
済
的
財
政
的
な
領
域
ば
か
り
で
は
な
く
生
活
の
全
領
域

0

0

0

に
跨
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
実
上
、
あ
ら
ゆ
る
こ

と
が
「
目
的
」
と
な
り
う
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
即
事
態
性

0

0

0

0

」
と
い
う
「
規
範
に
よ
っ
て
で
は
な
く
状
況

0

0

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
正
当

化
」
は
、
本
来
の
、『
独
裁
』
に
お
け
る
暫
定
的
、
過
渡
的
、
目
的
拘
束
的
な
正
当
性
の
位
置
か
ら
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
で
は
、「
行
政

国
家
」
と
い
う
国
家
類
型
の
中
で
、
一
国
家
の
全
行
動
領
域
に
適
用
さ
れ
る
独
立
し
た
正
当
性

0

0

0

0

0

0

0

へ
と
格
上
げ
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
、
再
び
、『
独
裁
』
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
以
下
の
よ
う
な
議
論
を
思
い
起
こ
し
て
お
き
た
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、「
絶

対
君
主
」
が
「
独
裁
」
で
は
な
い
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
絶
対
君
主
の
権
限
が
、「
達
成
す
べ
き
目
的

0

0

の
た
め
に
与
え
ら
れ
る
授
権
」
で
は

な
い
点
に
あ
る
と
し
、「
目
的

0

0

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
委
任

0

0

」
の
有
無
こ
そ
が
両
者
を
分
け
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
た）154
（

（
傍
点
引
用
者
）。

こ
れ
に
対
し
て
、A

ktionskom
m

issar 

と
し
て
の
大
統
領
に
と
っ
て
、「
目
的
」
設
定
者
は
、
最
高
授
権
者
と
し
て
の
議
会
か
国
民
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
の
可
能
性
は
、
事
実
上

0

0

0

、
も
は
や
な
く
、
自
ら
「
目
的
」
を
設
定
し
、
自
ら
「
行
動
」
す
る
。
し
か
も

「
目
的
」
は
、「
敵
の
排
除
」
に
限
ら
れ
ず
、
経
済
・
財
政
・
生
活
領
域
ま
で
を
カ
バ
ー
す
る
、
文
字
通
り
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
へ
と
拡
大
さ
れ

て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
「
目
的
」
を
自
ら
設
定
し
、
自
ら
行
う
の
で
あ
れ
ば
、「
委
任
行
動
」
の
終
わ
り
は
来
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
、
事
実
上
、

「
授
権
」
で
は
な
く
、「
無
制
限
の
主
権
」
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「A

ktionskom
m

issar 

に
よ
る
行
政
国
家
」
と
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

概
念
の
上
で
は
「
言
語
矛
盾
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
行
動
委
任
」
と
い
う
枠
組
み
に
お
け
る
、「
目
的
」
の
「
明
確
化
」
の
視
点
の
後
退
を
伴
う
、
そ
し
て
「
即
事

態
性
」
を
独
立
し
た
正
当
性
と
し
て
是
認
す
る
「
行
政
国
家

0

0

0

0

」
と
は
、
事
実
上
、「A

ktionskom
m

issar 

と
し
て
の
大
統
領
に
よ
る
『
委
任

独
裁
』
と
い
う
名
の
絶
対
君
主
政

0

0

0

0

0

」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
155
（

。
つ
ま
り
、「
行
政
国
家
」
と
い
う
国
家
類
型
の
定
式
化
が
持
つ
意

味
と
は
、「
委
任
独
裁
」
の
恒
常
化
、
国
家
化
で
あ
り
、
回
帰
す
べ
き
地
点
を
持
た
な
い
永
遠
の
「
委
任
独
裁
」
で
あ
り
、「
委
任
独
裁
」
の 

A
ktionskom

m
issar 

を
絶
対
君
主

0

0

0

0

と
す
る
「
措
置
国
家
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ボ
ダ
ン
の
意
味
に
お
け
る
、「
措
置
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
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「
法
律
」
を
も
併
せ
持
つ
「
君
主
政
的
法
治
国
家
」
で
す
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

3
．
2
．「
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
法
廷
」
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
的
選
択

こ
こ
で
再
び
、
先
の
問
い
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
し
て
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
議
論
の
方
向
性
と
は
ま
っ
た
く
正

0

0

0

0

0

反
対

0

0

の
側
に
立
た
せ
た
、
そ
の
「
選
択
」
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。「
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
法
廷
」
に
お
い
て
、
ま
さ
に
『
合
法
性
と

正
当
性
』
に
お
け
る
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
の
論
理
を
携
え
て
ラ
イ
ヒ
側
の
擁
護
に
立
ち
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、「
委
任
独
裁
」
か
ら
の
「
越
境
」
を
推
し
進
め
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
選
択
」
は
、
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
。

も
ち
ろ
ん
、
一
方
で
は
、「
多
元
主
義
的
分
裂
」
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
評
し
た
「
国
家
の
統
一
」
が
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
騒
然
た
る
政

治
的
状
況
が
あ
り
、
他
方
、「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
存
立
に
と
っ
て
不
可
欠
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
み
な
し
た
、
文
字
通
り
、
す
べ
て
の

0

0

0

0

「
前

提
」
条
件
の
喪
失
と
い
う
状
況
が
あ
り
、
こ
う
し
た
「
状
況
」
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
選
択
」
を
規
定
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
そ
も
そ
も
ボ
ン
大
学
か
ら
ベ
ル
リ
ン
商
科
大
学
へ
の
一
九
二
八
年
の
転
任
は
、「
国
政
を
決
定
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
の
力
の
集
ま
る
中

心
部
と
の
直
接
的
な
繋
が
り
を
彼
に
も
た
ら
し
う
る
場
所
を
求
め
」
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
背
景
か
ら
、
個
人
的
野
心
的
要
素
も
、
あ
る

い
は
、
こ
れ
に
伴
っ
て
形
成
さ
れ
た
政
界
と
の
さ
ま
ざ
ま
の
人
間
関
係
か
ら
く
る
契
機
も
否
定
し
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
学
問
外0

的
な
一
般
的

背
景
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
槍
玉
に
上
げ
て
批
判
し
た
、
ま
さ
に
、
そ
の

0

0

「
概0

念0

」
を
自
ら
の
武
器
と
し
て
「
法
廷
闘
争
」
に
臨
ん
だ
こ
と
、
そ
れ
自
体
を
説
明
す
る
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。

さ
ら
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
取
り
巻
く
「
状
況
」
そ
れ
自
体
の
「
認
識
」
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
場
合
、
何
よ
り
も
「
概
念
」
に
よ
っ
て
獲
得

さ
れ
る
と
い
う
点
が
勘
案
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
厳
密
に
法
学
的
な
「
概
念
」
に
忠
実
な
法
学
者
を
自
負
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト

が
、
学
問
内
在
的
契
機
の
次
元
に
お
け
る
、
何
ら
か
の
確
信
的
な
根
拠
と
方
向
性
を
持
た
ず
に
、
曖
昧
な
ま
ま
、
あ
る
い
は
、
ま
っ
た
く
自

ら
の
法
学
的
概
念
に
反
し
て
、
行
動
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。
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以
上
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
に
従
え
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
選
択
」
を
根
底
的
に
促
し
た
も
の
、
そ
れ
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
自
ら
概

念
化
し
た
、「A

ktionskom
m

issar 

と
し
て
の
大
統
領
の
支
配
」
の
も
と
で
の
「
行
政
国
家
」
の
「
選
択
」
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
執
筆
の
時
点
で
は
、「
議
会
制
立
法
国
家
」
の
崩
壊
を
断
言
し
な
が
ら
も
、
未
だ
に
、
諸
手
を
挙

げ
て
「
行
政
国
家
」
の
選
択
へ
と
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
位
置
に
立
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
法
律
」

が
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
「
不
在
」
で
あ
る
現
状
に
つ
い
て
の
「
認
識
」
を
持
つ
に
至
っ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
（
そ
の
際
、
決
定
的

だ
っ
た
の
が
、「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
に
依
拠
し
た
一
九
三
一
年
一
二
月
五
日
の
国
事
裁
判
所
判
決
だ
っ
た
）、「
行
政
国
家
」
の
選

択
は
、
避
け
が
た
い
現
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
喜
び
勇
ん
で
積
極
的
に
選
び
取
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
他
に
代
わ

る
べ
き
「
権
威
」
が
不
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
、
や
む
を
得
ざ
る
消
去
法
方
式
の
消
極
的
選
択
と
し
て
、「
こ
う
な
っ
た
以
上
は
、
こ
れ
以

外
の
も
の
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
形
の
示
唆
も
ま
た
、
あ
ち
こ
ち
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
本
来
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
の
選
択
で
あ
る
、「
議
会
制
立
法
国
家
」
へ
の
哀
惜
と
も
言
う
べ
き
、
本

来
の
「
立
法
国
家
」
に
と
っ
て
不
可
欠
の
「
前
提
」
条
件
を
記
し
て
お
く
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
打
ち
壊
し
た
張
本
人
は
何
で
あ
る
か
、

と
い
う
点
を
論
じ
て
お
く
こ
と
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
必
要
か
つ
重
要
な
点
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
「
行
政
国
家
」
の
概
念
化

0

0

0

、
こ
れ
こ
そ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
し
て
「
法
廷
闘
争
」
に
お
け
る
「
立
場
」

の
反
転
へ
と
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
を
促
し
た
根
拠
、
あ
る
い
は
、
必
要
不
可
欠
な
概
念
上
の
足
場

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
156
（

。
そ

の
意
味
で
は
、
そ
れ
は
、
自
ら
の
「
概
念
」
へ
の
「
投
企
」
と
い
う
ナ
ル
シ
ズ
ム
を
含
む
も
の
で
す
ら
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
合
法
性

と
正
当
性
』
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
が
回
顧
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
、「
合
法
的
手
段
に
よ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
破
棄
」
と

い
う
現
に
差
し
迫
り
つ
つ
あ
る
危
険
へ
の
「
警
告
の
書
」
と
し
て
の
要
素
を
持
つ
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
う
し
た
危
険
に
対
し
て
無
知
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
危
険
へ
の
道
を
自
ら
拓
き
促
そ
う
と
し
て
い
る
「
法
学
説
」
に
対
す
る
「
批
判
の
書
」
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
や

む
を
得
な
い
消
極
的
な
選
択
だ
と
述
べ
な
が
ら
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、事
実
と
し
て
「A

ktionskom
m

issar 

と
し
て
の
大
統
領
に
よ
る
『
委



139 「プロイセン対ライヒ」裁判での
「弁論」の背景をなす議論連環

任
独
裁
』
と
い
う
名
の
絶
対
君
主
政

0

0

0

0

0

」
を
意
味
す
る
、
そ
の
意
味
で
、「
概
念
内
在
的
矛
盾
」
を
孕
む
「
行
政
国
家
」
を
概
念
化
し
た
時
点

0

0

0

0

0

0

0

で0

、
法
学
者
と
し
て
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
一
線
」
を
越
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
相
反
す
る
諸
契
機
の
混
在
す

る
『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
中
か
ら
、「
行
政
国
家
」
に
賭
け
よ
う
と
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
投
企
」
は
、「
法
廷
」
を
待
た

ず
し
て
、
事
件
直
後
の
「
投
稿
論
文
」
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
概
念
は
抗
争
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
あ
る
政
治
上
の
敵
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
」、
そ
れ
は
敵
と
の
「
具

体
的
対
立
」
と
い
う
「
立
場
」
か
ら
規
定
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、「
対
立
」
を
欠
く
と
き
「
欺
瞞
的
で
無
意
味
な
抽
象
」
に
留
ま
る
、
と
い
う

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
根
本
的
テ
ー
ゼ
）
157
（

が
語
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
、「
行
政
国
家
」
の
概
念
化

0

0

0

は
、「
議
会
制
立
法
国
家
」
を
根
源
か
ら
虚

構
化
す
る
あ
ら
ゆ
る
勢
力
に
対
し
て
「
対
立
」
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
立
場
」
に
規
定
さ
れ
た
「
抗
争
的
概
念
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
ご
と
く

に
、「
立
場

0

0

」
が0

「
概
念

0

0

」
を
規
定
す
る

0

0

0

0

0

。
し
か
し
こ
こ
で
、
我
々
が
目
の
当
た
り
に
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
も
う
一
つ
の
側
面
、
そ
れ
は
、

自
ら
の

0

0

0

「
概
念

0

0

」
に
拠
る

0

0

0

と
こ
ろ
の
政
治
的

0

0

0

「
立
場

0

0

」
の0

「
選
択

0

0

」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
3
節　

ヘ
ラ
ー
の
「
法
廷
弁
論
」
の
背
景
に
横
た
わ
る
議
論
連
環

1
．『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』（
一
九
二
九
年
）

︱︱
「
意
志
共
同
体
お
よ
び
価
値
共
同
体
」（W

illens- und W
ertgem

einschaft

）
の
視
点
か
ら

こ
こ
で
の
我
々
の
課
題
は
、
ヘ
ラ
ー
の
「
法
廷
弁
論
」
で
の
主
張
の
「
基
本
的
視
角
」、
す
な
わ
ち
、
ラ
イ
ヒ
政
府
側
の
「
7
月
2
0
日

事
件
」
に
お
け
る
一
連
の
政
治
的
行
為
を
規
定
し
た
「
政
治
的
意
図

0

0

（A
bsicht

）」
あ
る
い
は
「
政
治
的
動
機

0

0

（M
otiv

）」
の
解
明
を
徹
頭



140

徹
尾
追
求
し
た
ヘ
ラ
ー
の
根
本
姿
勢
の
背
後
に
、
ど
の
よ
う
な
学
問
的
理
論
的
な
議
論
連
環
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
を
、
ヘ

ラ
ー
の
著
作
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
の
中
に
探
る
こ
と
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ヘ
ラ
ー
は
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
よ
る
国
家
建
設
が
さ
し
あ
た
っ
て
の
組
織
的
完
成
を
見
た
）
158
（

」
一
九
二
八
年
に
、
約
半
年
間
を
イ

タ
リ
ア
で
過
ご
し
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
の
実
状
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
つ
つ
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
研
究
に
専

念
し
た
。
こ
の
年
の
一
一
月
に
帰
国
し
た
ヘ
ラ
ー
は
、
こ
う
し
た
実
体
験
に
基
づ
い
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
政
治
的
形
態

0

0

（G
estalt

）
に
つ
い

て
の
実
証
的
考
証
と
、
そ
の
精
神
的
内
実

0

0

（G
ehalte

）
を
め
ぐ
る
思
想
史
的
叙
述
と
い
う
、
二
つ
の
側
面
を
併
せ
持
つ
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
糾

弾
の
書
」
と
し
て
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
を
ま
と
め
、
こ
れ
が
一
九
二
九
年
に
出
版
さ
れ
た
）
159
（

。

本
書
に
お
い
て
ヘ
ラ
ー
は
、
い
か
な
る
議
論
枠
組
を
も
っ
て
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
独
裁
」
の
運
動
と
精
神
と
を
問
題
と
し
論
じ
て
い
た
の
か
、

そ
の
枠
組
の
中
で
「
政
治
的
意
志

0

0

」
な
る
も
の
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
を
確
認
す
る
が
、
そ
う
し
た
考
察
へ

の
一
つ
の
導
入
と
し
て
、
一
九
三
一
年
の
投
稿
論
文
「
ド
イ
ツ
憲
法
改
革
の
目
標
と
限
界
）
160
（

」
に
お
け
る
以
下
の
議
論
に
ま
ず
目
を
投
じ
て
お

き
た
い
。

1
．
1
．「
意
志
共
同
体
お
よ
び
価
値
共
同
体
」
の
欠
如
と
「
権
威
的
国
家
」

︱︱
「
ド
イ
ツ
憲
法
改
革
の
目
標
と
限
界
」（
一
九
三
一
年
）

ワ
イ
マ
ー
ル
末
期
に
お
い
て
、
政
治
的
社
会
的
混
乱
の
原
因
は
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
欠
陥
に
あ
る
と
い
う
批
判
が
趨
勢
と
な
る
中
で
、

「
憲
法
改
正
」
が
避
け
が
た
い
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
。
へ
ラ
ー
は
、「
憲
法
改
正
」
に
対
す
る
自
ら
の
見
解
を
表
明
し
た
一
九
三
一

年
の
短
い
投
稿
論
文
「
ド
イ
ツ
憲
法
改
革
の
目
標
と
限
界
」
の
中
で
、
外
政
・
内
政
面
の
困
難
と
憲
法
上
の
欠
陥
と
を
因
果
関
係
に
お
い
て

捉
え
る
思
想
状
況
の
短
絡
性
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、「
改
正
」
の
必
要
を
認
め
）
161
（

、
そ
の
方
向
と
し
て
「
権
威
的
な
国
家
」（die autoritären 

Staat

）
の
形
成
を
そ
れ
自
体
と
し
て
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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権
威
あ
る
国
家
を
、
我
々
は
、
社
会
主
義
的
根
拠
、
な
ら
び
に
、
国
民
政
治
的
な
根
拠
か
ら
肯
定
す
る
）
162
（
　

と
指
摘
す
る
ば
か
り
か
、「
我
々
の
目
か
ら
見
て
絶
対
的
に
必
要
な
の
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
権
威
の
強
化
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）163
（

（
強
調
ヘ
ラ
ー
）
と
ま
で

述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
権
力
を
、
社
会
主
義
的
に
計
画
経
済
化
し
よ
う
と
す
る
精
神
的
倫
理
的
、
か
つ
、
経
済
的
任
務
は
、
自
由

主
義
的
夜
警
国
家
で
は
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
と
い
う
）
164
（

。

上
で
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
も
権
威
的
国
家

0

0

0

0

0

は
ワ
イ
マ
ー
ル
末
期
の
諸
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
不
可
避
の
答
え

で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
の
国
家
的
権
威
の
終
結
点
は
、
他
に
別
の
権
威
が
存
在
し
な
い
と
い
う
消
極
的
選
択
で
あ
っ

た
と
は
い
え
「
官
僚
制
的
な
行
政
国
家
」（bürokratischer Verw

altungsstaat

）
へ
と
向
け
ら
れ
、
具
体
的
な
範
型
と
し
て
は
「
委
任
独

裁
の A

ktionskom
m

issar 

と
し
て
の
大
統
領
の
も
と
で
の
行
政
国
家
」
で
あ
っ
た
）
165
（

。

で
は
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
必
須
で
あ
っ
た
国
家
の
権
威
の
強
化

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ラ
ー

は
、「
憲
法
改
正
」
の
目
標
と
な
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
国
家
的
権
威
を
め
ぐ
る
三
つ
の
観
点
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

憲
法
改
正
の
目
標
と
な
る
第
一
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
社
会

0

0

、
と
り
わ
け
経
済
に
対
す
る
国
家
の
権
威
的
優
位
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点

（die autoritäre Ü
berordnung des Staates über G

esellschaft, nam
entlich über die W

irtschaft

）、
第
二
は
、
そ
う
し
た

政
治
的
権
威
を
民
主
主
義
的
源
泉
か
ら
引
き
出
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
（die dem

okratische Q
uelle der politischen A

utorität

）、
そ

し
て
第
三
に
、
国
家
の
権
威
に
一
定
の
限
界
を
設
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
（die bestim

m
ten G

renzen der A
utorität des Staates

）

で
あ
る
）
166
（

（
強
調
は
す
べ
て
ヘ
ラ
ー
）。
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さ
ら
に
ヘ
ラ
ー
は
こ
こ
で
、「
国
家

0

0

」
を
、「
組
織
さ
れ
た
生
活
形
態

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（organisierte Lebensform

）（
強
調
ヘ
ラ
ー
）
と
し
、
そ
し
て

「
組
織

0

0

」（O
rganisation

）
と
は
、「
歴
史
的
社
会
的
に
特
定
の
状
況
に
お
け
る
具
体
的
な
人
間
の
意
志
お
よ
び
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
だ
と
規
定
し
て
い

る
）
167
（

（
傍
点
引
用
者
）。
国
家
は
一
面
、「
運
命
づ
け
ら
れ
た
必
然
性
」（schicksalhafte N

otw
endigkeit

）
の
も
と
に
あ
り
、
そ
の
主
要
な

も
の
は
「
歴
史
を
た
く
さ
ん
背
負
い
込
ん
だ
領
域
」（dieser m

it erfüllter G
eschichte beladene R

aum

））
168
（

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
今

日
強
く
自
覚
す
る
の
は
、
我
々
の
政
治
的
な
生
活
形
態
が
、
常
に
、
我
々
の
意
志
が
及
び
が
た
い
源
泉
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（von diesen unserem
 

W
illen unerreichbaren Q

uellen

）
共
同
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
だ
と
い
う
）
169
（

（
傍
点
引
用
者
）。
し
か
し
、
ヘ
ラ
ー
は
、
国
家
の
領
域

と
歴
史
が
単
な
る
素
材
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
他
方
、
政
治
的
な
組
織

0

0

0

0

0

0

は
我
々
の
意
志
に
託
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（）170
（

傍
点
引
用

者
）
と
主
張
す
る
。

つ
ま
り
ヘ
ラ
ー
は
、
一
方
で
、「
国
家
」
に
お
け
る
所
与
と
し
て
の
必
然
的
運
命
的
要
素
を
、
人
間
の
行
為
に
よ
る
可
変
的
要
素
か
ら
区

別
し
、
政
治
的
組
織
の
可
変
性
を
根
源
的
に
規
定
す
る
も
の
が
「
我
々
の
意
志

0

0

」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
他
方
で
、
政
治
的
組
織
と

し
て
の
ラ
イ
ヒ
政
府
の
権
威
の
強
化
を
是
認
し
つ
つ
、
そ
の
権
威
の
唯
一
の
根
拠
と
し
て
国
民
の
政
治
的
意
志

0

0

0

0

0

0

0

0

を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
位
置
づ
け
が
、
ど
の
よ
う
な
抗
争
的
意
味

0

0

0

0

0

を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
を
、
以
下
の
指
摘
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

権
威
を
持
つ
国
家
組
織
の
正
当
化
根
拠

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Legitim
ationsgrundlage der autoritären Staatsorganisation

）
と
し
て

0

0

0

、
我
々

0

0

は0

、
国
民

0

0

（das Volk

）
だ
け
を
認
め
る

0

0

0

0

0

0

。
そ
の
際
、
国
民
を
、
随
意
の
利
害
や
見
解
を
持
つ
愚
民
（H

aufen beliebiger 

Interessen und M
einungen

）
と
し
て
で
は
な
く
、
一
定
の
文
化
を
可
能
と
す
る
価
値
の
担
い
手
（T

räger bestim
m

ter 

kulturerm
öglicher W

erte

）
と
し
て
見
る
。
こ
う
し
た
国
民
の
有
意
味
的
な
構
成
を
必
要
不
可
欠
と
み
な
し
、
一
段
階
的
な

群
衆
（die einstufigen M

asse

）
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
を
退
け
る
）
171
（

（
強
調
ヘ
ラ
ー
）。
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つ
ま
り
国
民
を
「
文
化
国
民
」（K

ulturvolk

）
と
し
て
捉
え
る
ヘ
ラ
ー
の
国
民
理
解
に
お
い
て
、「
意
志

0

0

の
担
い
手
」
あ
る
い
は
「
価
値

0

0

の
担
い
手
」
と
い
う
側
面
が
、「
独
裁
」
や
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
お
け
る
、「
国
民
の
完
全
な
禁
治
産
宣
告
」（die völlige E

ntm
ündigung 

des Volkes
）、
あ
る
い
は
、「
各
人
の
政
治
的
な
自
己
教
育
の
不
可
能
性
」（die U

nm
öglichkeit jeder politischen Selbsterziehun

）
172
（g

）

と
い
う
国
民
理
解
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
意
味
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
方
、「
権
威
的
国
家
」
を
強
化
す
る
場
合
の
具
体
的
な
担
い
手
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
政
府
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ヘ

ラ
ー
は
、
憲
法
制
度
と
し
て
の
「
指
導
者
の
持
つ
天
才
的
資
質
」（die G

enialität der Führung

）
を
ナ
ン
セ
ン
ス
と
断
じ
、
ラ
イ
ヒ
政

府
は
、
諸
党
派
や
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
弄
ば
れ
る
存
在
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
）
173
（

。
そ
し
て
根
本
的
に
は
、「
党
派
的
な
議
会
」
が
、

政
府
に
対
抗
す
る
唯
一
の
国
民
代
表
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
「
議
会
」
に
片
足
踏
み
入
れ
な
が
ら
も
、
も
う
片
一
方
は
、
別

の
基
礎
を
必
要
と
す
る
と
主
張
す
る
）
174
（

。

そ
れ
ゆ
え

0

0

0

0

、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
自
ら
議
会
に
対
抗
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
国
民
投
票
に
よ
っ
て
国
民
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し0

、
ま
た

0

0

、
党
派
的
な
議
会
と
並
立
す
る
形
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
党
利
党
略
か
ら
な
っ
て
い
な
い
国
民
代
表
を
こ
そ
拠
り
所
と
し
な
け
れ
ば
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ら
な
い

0

0

0

（）175
（

強
調
は
す
べ
て
ヘ
ラ
ー
に
よ
る
）。

こ
の
よ
う
に
、「
憲
法
改
正
」
上
の
具
体
的
方
向
性
と
し
て
、
ヘ
ラ
ー
が
描
い
て
い
た
模
像
と
は
、
国
民
の
政
治
的
意
志
を
代
表
す
る
も

の
と
し
て
、「
議
会
」
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
そ
の
政
治
的
権
威
を
、
――
大
統
領
か
ら
で
は
な
く
――
直
接
「
国
民
」

に
訴
え
る
こ
と
を
通
し
て
民
主
主
義
的
に
獲
得
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
議
会
」
か
ら
も
大
統
領
か
ら
も
独
立
し
た

ラ
イ
ヒ
政
府
の
権
威
的
立
場

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
確
立
す
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
改
革
の
模
像
は
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
や
む
を
得
ざ
る
選
択
肢
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
ヘ
ラ
ー
を
し
て
「
憲
法
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改
正
」
に
よ
る
「
ラ
イ
ヒ
政
府
の
権
威
の
強
化
」
を
や
む
な
し
と
さ
せ
た
時
代
認
識
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
ヘ
ラ
ー
が
本

投
稿
論
文
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
重
大
な
事
実
認
識
と
は
、「
階
級
対
立
が
存
在
し
、
こ
れ
が
意
志
共
同
体
お
よ

0

0

0

0

0

0

0

び
価
値
共
同
体
の
欠
如

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（M
angel an W

illens- und W
ertgem

einschaft

）
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
」（
傍
点
引
用
者
）、
そ
し

て
、「
こ
れ
ま
で
受
け
継
い
で
き
た
政
治
的
な
諸
形
式
で
は
、
今
日
、
も
は
や
や
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
）
176
（

」
で
あ
っ
た
。
ヘ
ラ
ー
の
ワ

イ
マ
ー
ル
憲
法
擁
護
の
姿
勢
は
最
後
ま
で
貫
か
れ
た
）
177
（

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
改
正
」
の
選
択
肢
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
ま

さ
に
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
社
会
秩
序
形
成
上
の
基
底
を
な
す
「
意
志
共
同
体

0

0

0

0

0

お
よ
び
価
値
共
同
体

0

0

0

0

0

」
が
既
に
失
わ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
認
識

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
意
志

0

0

共
同
体
」、「
価
値

0

0

共
同
体
」
と
い
う
表
現
は
、
次
に
我
々
が
考
察
す
る
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
に
お
い
て
も
重
要

な
位
置
を
占
め
る
用
語
と
し
て
登
場
す
る
）
178
（

。
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
覆
い
つ
つ
あ
っ
た
「
独
裁
」
と
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
へ
の
リ
ア
ル
な

傾
向
性
と
そ
れ
ら
に
内
在
す
る
危
険
を
本
格
的
に
論
じ
た
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
の
中
で
、「
意
志
共
同
体

0

0

0

0

0

お
よ
び
価
値
共
同
体

0

0

0

0

0

」

と
は
、
い
か
な
る
意
味
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

1
．
2
．『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』

ヘ
ラ
ー
が
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
を
そ
の
研
究
と
考
察
の
重
要
な
対
象
と
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
の
は
、
何
よ
り
も
、
そ
れ
が
イ
タ
リ
ア
の

み
に
限
定
さ
れ
た
現
象
な
の
で
は
な
く
、「
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
そ
し
て
ト
ル
コ
が
、

程
度
の
差
は
あ
れ
イ
タ
リ
ア
を
範
例
と
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
実
験
を
模
倣
し
て
お
り
」、
か
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
覆
う
深
刻
な
政
治
的
・

社
会
的
対
立
に
よ
る
著
し
い
政
治
的
「
危
機
」
を
、「
独
裁
」
に
よ
っ
て
救
う
こ
と
が
で
き
る
と
多
く
の
人
々
が
信
じ
て
い
る
た
め
）
179
（

で
あ
っ

た
。イ

タ
リ
ア
で
は
、
既
に
一
九
二
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
よ
る
「
幾
千
も
の
放
火
、
残
忍
で
騎
士
道
に
悖
る
虐
待
、
無
慈
悲
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な
殺
人
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ヘ
ラ
ー
は
、
そ
の
「
極
め
て
著
名
な
殉
教
者
」
と
し
て
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
ド
ン
・
ミ
ン
ゾ
ー
ニ
、
民
主

主
義
者
の
ア
メ
ン
ド
ラ
、
社
会
主
義
者
の
マ
テ
オ
ッ
テ
ィ
」
を
あ
げ
て
い
る
）
181
（

。
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
体
制
形
成
に
と
っ
て
画
期
的
な
事
件
と
な
っ

た
一
九
二
四
年
六
月
一
〇
日
の
マ
テ
オ
ッ
チ
ィ
暗
殺
は
、「
フ
ァ
シ
ス
ト
内
務
大
臣
と
警
察
長
官
の
協
力
の
も
と
で
行
わ
れ
」、
遺
体
を
犬
に

引
き
裂
か
せ
も
し
た
、
と
ヘ
ラ
ー
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
暴
力
的
行
為
が
単
な
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
暴
力
そ
れ
自
体
に
高
い
倫
理
的
価
値
を
見
出
す
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
「
暴
力
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
ゆ
え
だ
と
指
摘
し
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン

ス
の
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル
（G

eorges Sorel

）
の
影
響
に
よ
る
と
い
う
）
182
（

。

こ
う
し
た
暴
力
行
使
の
賛
美
を
伴
う
フ
ァ
シ
ズ
ム
支
配
を
、
何
よ
り
も
若
者
た
ち
が
、
政
治
的
危
機
の
「
改
革
」
を
成
し
遂
げ
う
る
方
法

と
し
て
支
持
し
、
こ
れ
に
陶
酔
的
に
な
び
い
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
ヘ
ラ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
文
化
的
精
神
的
な
危
機

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
出
す
。
そ

れ
ゆ
え
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
の
根
源
的
な
問
い
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
独
裁
が
怒
濤
の
ご
と
く
に
広
が
っ
て
ゆ
き
つ
つ
あ
る
、
そ
の
文
化
的
精
神

0

0

0

0

0

的
土
壌
が
い
か
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
し
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
真
に
「
改
革
」
を
な
し
う
る
の
か
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
よ
る
支
配
は

一
体
何
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
の
追
究
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
は
全
五
章
か
ら
な
る
が
、
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
具
体
的
実
証
的

分
析
を
行
う
第
3
章
、
第
4
章
、「
結
論
」
と
し
て
の
第
5
章
に
先
立
っ
て
、
ヘ
ラ
ー
は
ま
ず
、
第
1
章
、
第
2
章
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
運
動
と
精
神
と
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
か
な
る
文
化
的
精
神
的
状
況
の
中
か
ら
生
ず
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
運
動
を

牽
引
す
る
思
想
的
契
機
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
精
神
史
的
概
観
を
行
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
狙
い
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
そ
れ
自
体
の
議
論
構
造
の
解
明
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ヘ
ラ
ー
の
学
問
的
理
論

的
著
作
に
お
い
て
、「
政
治
的
意
志

0

0

」
が
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
と
い
う
議
論
連
環
を
探
る
途
上
に
お
い
て
、
そ
の
限
り
で
、

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
ヘ
ラ
ー
の
考
察
の
中
に
示
さ
れ
る
「
意
志
共
同
体
お
よ
び
価
値
共
同
体
」
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
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る
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
視
点
の
も
と
に
、
第
1
章
、
第
2
章
の
中
か
ら
ヘ
ラ
ー
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
分
析
の
議
論
枠
組
を
辿
っ
て
お
き
た

い
。

1
．
2
．
1
．「
政
治
的
内
実

0

0

（G
ehalte

）」
と
「
政
治
的
形
態

0

0

（G
estalt

）」

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
を
全
編
に
わ
た
っ
て
規
定
す
る
重
要
な
枠
組
は
、「
形
態
」（G

estalt

）
お
よ
び
、「
内
実
」（G

ehalte

）

と
い
う
対
概
念
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
「
形
式
」
あ
る
い
は
「
形
態
」
と
は
、
何
ら
か
の
「
内
実
」
が
あ
っ
て
初
め
て
、
そ
れ
に
よ
っ

て
形
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、「
政
治
的
形
態
」
の
危
機
は
、
こ
れ
に
形
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
「
政
治
的
内
実
」
の

危
機
と
い
う
問
題
に
依
存
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
政
治
的
内
実
」
と
は
、
ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
共
通
の
意
志
内
実

0

0

0

0

0

0

0

」
に
他
な
ら
な
い
。

あ
ら
ゆ
る
国
家
形
成
の
前
提
は
、
永
遠
に
対
立
す
る
社
会
的
な
多
数
性
（gesellschaftliche V

ielheit

）
を
、
国
家
的
統

一
（staatliche E

inheit

）
へ
と
統
合
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
共
通
の
意
志
内
実

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
る
裏
付
け
（die B

etätigung eines 

gem
einsam

en W
illensgehaltes

）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
、
政
治
的
統
一
体
と
し
て
の
国
民
（das Volk

）
は
、
多
数

性
と
し
て
の
人
民
の
前
に
も
、
そ
の
上
に
も
存
在
せ
ず
、
こ
の
多
数
性
が
た
だ
理
性
的
に
契
約
す
る
こ
と
を
通
じ
て
成
立
す
る

の
で
も
な
い
。
決
定
的
な
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
常
に
、
ど
の
程
度
の
も
の
が
統
一
体
と
し
て
、
共
通
す
る

0

0

0

0

「
有
機
的
な

0

0

0

0

」
意
志
内

0

0

0

実0

（gem
einsam

er ‘organischer

’ W
illensgehalt

）
と
し
て
、
そ
の
時
々
に
存
在
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
程
度
、

合
理
的
に
統
一
的
に
「
組
織
さ
れ
」
う
る
の
か
、
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
内
実

0

0

（der 

G
ehalt

）
が
初
め
て
形
態

0

0

0

0

0

0

（G
estalt

）
を
形
作
り

0

0

0

0

（bilden

）、
権
力
を
正
当
化
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

（legitim
iert die G

ew
alt

）
か
ら
で
あ

る
。
政
治

0

0

と
は
常
に
、
意
志
共
同
体
に
基
づ
い
て
意
志
対
立
を
組
織
化
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

で
あ
る
（Politik ist im

m
er O

rganisation 

von W
illensgegensätzen auf einer W

illensgem
einschaft

））
183
（

（
傍
点
引
用
者
）。
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こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
国
家
の
存
立
に
と
っ
て
の
根
源
的
前
提
条
件
は
、「
意
志
内
実
」
を
共
有
す
る
「
意
志
共
同
体
」
が

形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
意
志
統
一
体
」（W

illenseinheit

））
184
（

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
範
囲

内
で
、
多
数
性
（V

ielheit

）
に
よ
る
対
立
は
国
家
的
統
一
へ
と
組
織
化
さ
れ
う
る
。
ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
す
べ
て
の
対
立
を
統
合

す
る
共
通
の
意
志
内
実
）
185
（

」
と
い
う
「
所
与
の
統
一
性
）
186
（

」
に
、「
政
治
的
形
態
」
と
し
て
の
民
主
政
も
議
会
制
も
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
民
主
政
と
議
会
制
の
困
難
も
こ
の
点
に
起
因
す
る
。

今
日
の
大
国
家
に
お
け
る
大
衆
民
主
政
（M

assendem
okratie

）
の
あ
ら
ゆ
る
困
難
は
、
組
織
化
さ
れ
る
べ
き
諸
対
立
は
数

が
多
く
錯
綜
し
て
お
り
、
し
か
し
な
が
ら
、
組
織
化
し
つ
つ
あ
る
共
通
性
は
相
対
的
に
小
さ
い
と
い
う
点
に
存
す
る
）
187
（

。

ま
た
、
ヘ
ラ
ー
は
、
議
会
制
の
危
機
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
認
識
を
示
す
。

議
会
制
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
制
度
に
と
っ
て
と
同
様
、
国
家
的
統
一
の
形
成
（die staatliche E

inheitsbildung

）

が
目
的
で
あ
り
、
理
性
的
な
討
論
は
そ
の
特
殊
な
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
自
明
で
あ
る
。
そ
れ
が
危
機
に
陥
っ
て
い
る

の
は
、
暴
力
に
よ
ら
な
い
議
会
で
の
討
論
に
不
可
欠
の
、
共
通
の
討
論
の
基
礎
（gem

einsam
e D

iskussionsbasis

）
を
諸

党
派
に
提
供
す
る
、
前
提
で
あ
る
と
こ
ろ
の
価
値
共
同
体
お
よ
び
意
志
共
同
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（die vorausgesetzte W
erts- und W

illens-

gem
einschaft

）
が
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
の
み
の
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
、
政
治

的
敵
対
者
に
共
通
の
議
論
の
基
礎
が
提
供
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
即
刻
、
社
会
的
な
諸
対
立
は
も
は
や
民
主
的
に
組
織
化
さ
れ
え

な
い
）
188
（

。
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そ
の
結
果
、
政
治
的
指
導
者
の
選
択
と
目
標
設
定
を
「
多
数
決
」（M

ajoritätsentscheid

）
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
民
主
政
の
構
成
的

組
織
原
理
（das konstitutive O

rganisationsprinzip der D
em

okratie

）
は
、
あ
ら
ゆ
る
妥
当
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
）
189
（

。
こ

の
よ
う
に
、
ヘ
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
民
主
政
、
議
会
制
、
そ
し
て
、
そ
の
構
成
的
組
織
原
理
た
る
「
多
数
決
」
と
い
う
政
治
的
形
式
す
べ

て
に
と
っ
て
、「
具
体
的
な
意
志
お
よ
び
価
値
の
共
同
体
と
い
う
総
体
的
存
在
」（die G

esam
texistenz der konkreten W

illens- und 

W
ertgem

einschaft
））

190
（

が
不
可
欠
な
絶
対
的
前
提
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ヘ
ラ
ー
は
い
う
。

人
類
全
体
の
中
で
あ
れ
、
一
国
民
も
し
く
は
一
集
団
の
中
で
あ
れ
、
そ
こ
に
拘
束
力
あ
る
価
値
共
同
体
（eine verbindliche 

W
ertgem

einschaft

）
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
多
数
決
は
私
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
多
数
決
に
よ
る

指
導
者
の
選
出
も
政
治
的
目
標
の
確
定
も
ま
っ
た
く
も
っ
て
無
意
味
で
あ
る
）
191
（

。

で
は
、「
価
値
共
同
体
」
と
「
意
志
共
同
体
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
連
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ラ
ー
は
、「
価
値
共
同

体
」
は
、「
意
志
共
同
体
」
を
も
根
拠
づ
け
る
、
よ
り
根
源
的
な
存
在
だ
と
い
う
。
こ
の
「
価
値
共
同
体
」
は
政
治
的
闘
争
に
よ
っ
て
は
問

題
と
さ
れ
な
い
が
、
国
家
へ
の
統
合
作
用
を
常
に
制
約
し
、
か
つ
、
そ
の
留
保
の
も
と
で
の
み
、
政
治
的
闘
争
は
展
開
さ
れ
る
と
い
う
。
そ

し
て
「
価
値
共
同
体
」
の
存
在
は
、
闘
争
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

0

に
、
集
団
生
活
の
統
合
的
な
機
能

0

0

0

0

0

0

を
与
え
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
）
192
（

。

政
治
的
価
値
共
同
体
な
し
に
は（O

hne politische W
ertsgem

einschaft
）、政
治
的
意
志
共
同
体（eine politische W

illens-

gem
einschaft

）
も
法
共
同
体
（R

echtsgem
einschaft

）
も
存
在
し
な
い
。
こ
う
し
た
価
値
共
同
体
が
解
体
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
危
機
は
最
も
深
く
根
差
し
て
い
る
）
193
（

。
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こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
民
主
政
、
議
会
制
の
危
機
と
い
う
「
政
治
的
形
態
の
欠
如
（die M

ängel der politischen 

G
estalt

）
と
は
、
内
実
の
欠
如
（die M

ängel des G
ehaltes

）
の
表
現
）
194
（

」
で
あ
り
、
内
実
の
欠
如
と
は
「
共
通
の
意
志
内
実
」
に
基
づ
く

「
意
志
共
同
体
」
の
欠
如
で
あ
り
、
こ
れ
を
最
も
深
い
と
こ
ろ
で
、「
価
値
共
同
体
」
の
欠
如
が
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
次
の
問
題
は
、
い
か
な
る
「
内
実
」
が
、
今
日
の
社
会
的
な
大
衆
民
主
政
を
政
治
的
統
一
へ
と
形
作
り
う
る

の
か
、
そ
う
し
た
「
内
実
」
は
見
出
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
久
し
く
、
そ
う
し
た
「
内
実
」

の
担
い
手
で
あ
っ
た
宗
教
的
な
伝
統
価
値
（T

raditionsw
erte

）
は
既
に
過
ぎ
去
り
、
そ
の
後
、「
国
民
的
理
念
」（die naitonale Idee

）

あ
る
い
は
「
国
民
的
文
化
共
同
体
」（die nationale K
urlurgem

einschaft

）
が
こ
れ
に
代
わ
っ
た
経
緯
を
ヘ
ラ
ー
は
分
析
す
る
が
、
こ
の

「
国
民
的
理
念
」
も
ま
た
、
労
働
者
が
文
化
共
同
体
の
帰
属
意
識
を
持
て
ず
に
そ
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
救
済
を
求
め
、
そ
し
て
、
資

本
の
経
済
・
技
術
的
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は
国
民
国
家
の
手
に
余
り
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、「
価
値
共
同
体
」
を
形
成
す
る
統
合
作
用
を

喪
失
し
つ
つ
あ
る
と
指
摘
す
る
）
195
（

。

つ
ま
り
、
社
会
的
な
大
衆
民
主
政
（soziale M

assendem
okratie

）
を
支
え
る
べ
き
「
価
値
共
同
体
」
こ
そ
が
、
今
日
、
極
め
て
疑

わ
し
い
。
そ
こ
で
、「
国
民
的
理
念
」
と
い
う
「
か
の
内
実
を
生
み
出
し
な
が
ら
も
、
か
つ
、
か
の
国
家
形
成
的
な
内
実
（jene staats-

bildenden G
ehalte

）
を
最
終
的
に
は
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
一
九
世
紀
の
精
神

0

0

0

0

0

0

0

」
）
196
（

（
傍
点
引
用
者
）
を
詳
し
く
扱
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
。

1
．
2
．
2
．
一
九
世
紀
の
精
神
と
し
て
の
「
実
証
主
義
」

︱︱
「
普
遍
主
義
」
へ
の
根
源
的
懐
疑
、「
価
値
内
実
」
の
空
洞
化

ヘ
ラ
ー
は
、
端
的
に
、
一
九
世
紀
の
精
神
の
根
本
的
特
徴
を
、
す
べ
て
の
普
遍
主
義
の
空
虚
化
と
い
う
点
に
見
て
い
る
。
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あ
ら
ゆ
る
普
遍
主
義
に
、
不
当
で
は
な
い
不
信
感
を
抱
い
た
の
が
、
一
九
世
紀
最
高
の
精
神
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
意
識
が
理
性

法
の
静
態
性
を
動
態
化
し
、
そ
の
諸
規
範
か
ら
内
容
と
義
務
づ
け
力
を
奪
い
去
っ
て
以
来
、
真
、
善
、
美
「
な
る
も
の
」（‘das ’

W
ahre, Schöne und G

ute

）
や
、
抽
象
的
な
絶
対
的
・
永
久
不
可
侵
の
権
利
を
情
熱
的
に
引
き
合
い
に
出
し
て
も
、
空
虚
な

に
せ
も
の
の
よ
う
に
響
く
ば
か
り
だ
っ
た
）
197
（

。

そ
し
て
こ
れ
を
何
よ
り
も
具
体
的
に
推
し
進
め
た
の
が
、「
実
証
主
義
」、
つ
ま
り
、
こ
れ
を
構
成
す
る
、「
量
化
」、「
法
則
化
」、「
法
則
支

配
」
と
い
う
諸
契
機
な
の
で
あ
り
、
ヘ
ラ
ー
は
、
そ
の
果
て
に
、「
考
え
う
る
最
も
徹
底
し
た
脱
幻
想
化
（D

esillusionierung

）
を
も
た

ら
し
た
」
ヴ
ィ
ル
フ
レ
ー
ド
・
パ
レ
ー
ト
（V

ilfredo Pareto

）
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
」
を
位
置
づ
け
て
い
る
）
198
（

。
こ
こ
で
展
開
さ
れ
る

「
実
証
主
義
」
批
判
は
、
一
九
二
七
年
の
『
主
権
論
』
で
も
試
み
ら
れ
た
批
判
と
多
く
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
指
摘
す
べ
き
重
要

な
特
徴
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
で
は
、「
実
証
主
義
」
の
精
神
史
的
基
礎

0

0

0

0

0

0

を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
、
む
し
ろ
ケ
ル
ゼ
ン
に
至
る
法
実
証
主
義
は
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
根
源
的
問
題
で
あ
る
「
価

値
内
実
の
空
虚
化
」
の
一
つ
の
反
映

0

0

0

0

0

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
批
判
を
狙
い
と
し
た
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
に
お
け
る
精
神
史
的
分
析
は
、
法
学
的
実
証
主
義
批
判
を
主
題
と
す
る
『
主
権
論
』
に
対
し
て
、
よ
り
一
層
根
底

的
な
問
題
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
「
危
機
」
は
よ
り
深
い
次
元
に
達
し
て
い
る
と
い
う
、
ヘ
ラ
ー
の
切
迫
し
た
深
刻
な
認
識

の
表
れ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（
a
）「
実
証
主
義
」
に
お
け
る
「
量
化
」
と
「
法
則
化
」

「
実
証
主
義
」
は
、
実
証
的
事
実
（die positiven Tatsachen

）
と
諸
感
覚
に
与
え
ら
れ
る
、
知
覚
さ
れ
た
も
の
の
法
則
的
結
合
（die 

gesetzm
äßige Verknüpfung

）
に
だ
け
固
執
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
以
外
に
は
、
一
方
に
、「
自
然
主
義
的
一
元
論
」（ein naturalistischer 
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M
onism

us

）、
他
方
に
、
価
値
や
現
実
か
ら
隔
絶
し
た
「
批
判
主
義
」（ein K

ritizism
us

）
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
）
199
（

。「
自
然
主
義
的
一
元

論
」
は
、
事
実
が
持
つ
意
味

0

0

の
す
べ
て
に
目
を
閉
ざ
し
て
い
る
か
、
あ
ら
ゆ
る
理
念
と
価
値
を
、
心
理
学
的
連
合
の
産
物
、
心
理
学
的
な
い

し
病
理
学
的
事
象
の
産
物
で
あ
る
と
証
明
し
よ
う
と
し
、
他
方
、「
批
判
主
義
」
は
、
純
粋
な
、
つ
ま
り
、
空
虚
で
何
に
も
義
務
づ
け
る
こ

と
の
で
き
な
い
規
範
の
帝
国
と
、
そ
こ
か
ら
完
全
に
区
別
さ
れ
た
、
た
だ
「
現
実
的
な
」
下
位
世
界
、
意
味
と
は
隔
絶
し
た
因
果
性
と
義
務

な
き
個
々
人
の
利
己
主
義
の
ご
た
ま
ぜ
の
世
界
と
に
、
世
界
を
分
割
す
る
、
と
い
う
。

「
合
理
的
な
も
の
、
理
論
的
な
も
の
に
安
全
性
を
求
め
」、「
生
け
る
も
の
す
べ
て
を
計
算
に
よ
っ
て
支
配
し
よ
う
と
す
る
」
こ
の
世
界
観

の
中
心
的
ド
グ
マ
は
、「
形
而
上
学
か
ら
自
由
な
、
絶
対
に
客
観
的
な
認
識
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
の
基
礎
に
、
決
定
力
を

失
い
非
倫
理
的
に
な
っ
た
一
六
世
紀
の
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

（ordre naturel

）（
強
調
へ
ラ
ー
、
以
下
同
様
）
と
い
う
形
而
上
学
が
あ
っ
た
と
ヘ

ラ
ー
は
見
て
い
る
）
200
（

。

余
す
と
こ
ろ
な
き
「
量
化
」
と
い
う
方
法
（ihre M

ethode des ausschließlichen Q
uantifizierens

）
に
、す
べ
て
の
文
化
認
識
（die 

gesam
te K

urlurerkenntnis

）
も
服
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
う
し
て
、
す
べ
て
の
現
象
を
、「
一
般
法
則
」（allgem

eine G
esetze

）
に
し

た
が
っ
て
生
じ
た
予
め
存
在
す
る
別
の
も
の
の
変
化
と
説
明
し
、
脱
魔
術
化
さ
れ
た
生
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
謎
を
解
く
こ
と
が
で
き

る
と
、
人
々
は
妄
想
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
時
代
精
神
の
象
徴
的
表
現
と
し
て
、
ヘ
ラ
ー
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
引
用
し
な

が
ら
、

原
理
的
に
は
、
現
に
働
い
て
い
る
諸
力
に
、
秘
密
に
満
ち
た
計
算
で
き
な
い
諸
力
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
、
人
々
は
す
べ
て
の

事
物
を
――
原
理
的
に
は
――
計
算

0

0

を
通
じ
て
支
配

0

0

で
き
る
）
201
（

（
強
調
ヘ
ラ
ー
）

と
い
う
信
仰
に
よ
っ
て
学
問
は
支
配
さ
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
形
式
主
義
的
な
体
系
へ
の
熱
中
は
、
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を
払
っ
て
、
論
理
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的
・
数
学
的
な
統
一
性
（eine logisch-m

athem
atische E

inheit

）
を
作
り
出
そ
う
と
し
、
至
る
所
で
人
々
は
、「
法
則
」（G

esetze

）、

つ
ま
り
、
完
全
に
質
を
失
い
、
ど
ん
な
種
類
の
個
体
性
を
も
配
慮
し
な
い
交
換
関
係
を
確
定
で
き
、
か
つ
、
確
定
す
べ
き
、
そ
う
し
た
「
法

則
」
を
信
じ
た
。
こ
う
し
て
、
す
べ
て
の
特
殊
な
も
の
、
一
回
的
な
も
の
、
人
格
的
な
も
の
は
徹
底
し
て
存
在
資
格
を
否
認
さ
れ
、
一
回
的

な
も
の
、
人
格
的
に
主
観
的
な
も
の
は
ま
す
ま
す
追
放
さ
れ
、
人
々
は
、「
判
断
す
る
こ
と
」、「
確
信
す
る
こ
と
」、「
主
観
的
に
見
え
て
し

ま
う
こ
と
」
を
、
何
よ
り
恐
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
）
202
（

。

で
は
、
こ
う
し
た
時
代
精
神
が
、
国
家
や
秩
序
に
も
た
ら
し
た
帰
結
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、「
歴
史
的
社
会
的
な
生
」
が
、
遂
に
は
、「
人

間
的
意
志

0

0

の
活
動
」（die A

ktivität m
enschlicher W

illen

）
か
ら
切
り
離
さ
れ
、「
専
制
的
な
合
法
則
性

0

0

0

0

」（autokratische G
esetzm

äßig-

keit

）
の
中
を
転
が
っ
て
い
く
事
象
だ
と
い
う
）
203
（

（
傍
点
引
用
者
）。

し
か
し
、
こ
う
し
た
精
神
史
的
現
実
が
政
治
的
領
域
に
対
し
て
も
た
ら
す
何
よ
り
重
要
な
点
と
し
て
ヘ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
の
は
、「
法

則
化
」
の
必
然
的
な
産
物
と
し
て
、「
政
治
的
な
感
傷
性
」（die politische Sentim

entalität

）
と
「
政
治
的
な
意
志
の
麻
痺

0

0

0

0

0

（W
illens-

lähm
ung

）」
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
）
204
（

（
傍
点
引
用
者
）。

英
雄
も
愚
者
も
、
聖
人
も
犯
罪
者
も
、
ま
さ
し
く
す
べ
て
、
自
然
と
社
会
の
諸
法
則
に
よ
る
必
然
的
産
物
（zw

angsläufige 

Produkte von N
atur- und G

esellschaftsgesetzen
）
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
行
為
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
善
悪
の
彼
岸
に
あ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
法
則

0

0

は
、
…
…
自
分
で
決
断
す
る
こ
と
に
伴
う
責
任

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
取
り
去
っ
て
し
ま
っ
た
）
205
（

（
傍
点
引
用
者
）。

そ
し
て
、「
完
全
に
脱
人
格
化
さ
れ
た
法
則
支
配
と
い
う
理
念
」（Idee einer völlig entpersönlichten G

esetzesherrschaft

）
か
ら
、

法
則
思
考
の
「
国
家
敵
対
性
」（die Staatsfeindschaft

）
が
導
か
れ
る
と
い
う
。「
自
由
と
は
、
法
則
以
外
の
何
に
も
依
存
し
な
い
と
こ
ろ

に
」
あ
り
、
正
義
と
法
則
性
と
は
、
遂
に
「
数
学
的
真
理
」
同
様
、
我
々
の
同
意

0

0

（unsere Zustim
m

ung

）
に
は
依
存
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

（）206
（

傍
点
引
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用
者
）。
そ
の
結
果
、
一
つ
の
範
型
と
し
て
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
（Saint-Sim

on

）
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、「
人
に
対
す
る
統
治
に
代
え
て
、

物
の
管
理
と
生
産
過
程
の
指
導
（die Verw

altung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen

）
が
現
れ
る
」
の
で
あ

る
）
207
（

。ヘ
ラ
ー
は
一
九
世
紀
初
期
の
自
由
主
義
者
、
社
会
主
義
者
に
と
っ
て
の
「
法
則
の
支
配
」
は
、
ま
だ
人
倫
的
理
性
的
な
も
の
と
正
義
に

適
っ
た
も
の
の
支
配
を
含
意
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
義
務
づ
け
が
可
能
な
具
体
的
な
規
範
内
容
を
手
に
し
て
い
た
た
め
、「
法
治
国
家
」

理
念
は
、
内
容
の
あ
る
正
義
の
理
想
（ein inhaltlicher G

erechtigkeitsideal

）
に
よ
っ
て
生
き
て
い
た
と
い
う
が
、
一
九
世
紀
半
ば
以

降
に
な
る
と
、
市
民
層
は
満
足
し
、
支
配
的
思
想
が
実
証
主
義
化
す
る
に
つ
れ
、
法
治
国
家
思
想
と
法
則
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
形
式
主

義
化
し
て
、
正
義
の
「
主
観
的
形
而
上
学
」
と
の
関
連
を
喪
失
す
る
と
い
う
。
そ
の
結
果
、「
自
由
」
は
、
せ
い
ぜ
い
、
人
民
代
表
が
同
意

し
て
い
な
い
「
臣
民
の
自
由
と
所
有
へ
の
」
国
家
介
入
に
対
す
る
、
市
民
的
経
済
的
な
保
証
と
な
り
、「
平
等
」
は
、
不
法
や
恣
意
へ
の
具

体
的
対
立
で
は
な
く
、
つ
ま
り
、
質
的
正
し
さ
で
は
な
く
、
量
的
な
論
理
的
普
遍
性
と
な
っ
た
と
い
う
）
208
（

。
通
説
で
あ
る
「
自
由
主
義
的
な
法

形
式
主
義
）
209
（

」
に
よ
れ
ば
、
法
は
価
値
と
現
実
か
ら
独
立
し
、
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
内
容
の
た
め
の
「
形
式
」
で
あ
る
た
め
、
す
べ
て
の
国
家
が

法
治
国
家
で
あ
る
の
が
首
尾
一
貫
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
法
の
解
体

0

0

0

0

が
、
不
可
避
的
に
、
国
家
の
解
体
を
招
く
と
い
う
）
210
（

。

な
ぜ
な
ら
、
善
悪
の
彼
岸
に
は
、
法
も
国
家
も
存
在
し
な
い
。
具
体
的
な
法
理
想
（kondrete R

echtsideale

）
を
通
じ
て
の

み
、
具
体
的
な
国
家
は
正
当
化
さ
れ
本
質
的
に
統
合
さ
れ
る
。
特
定
の
規
範
的
内
実

0

0

0

0

0

（bestim
m

te norm
ative G

ehalte

）
を

通
じ
て
意
志

0

0

を
政
治
的
統
一
へ
と
動
機
づ
け
る

0

0

0

0

0

（m
otivieren

）
支
配

0

0

の
み
が
、
権
威

0

0

を
手
に
す
る
の
で
あ
る
）
211
（

（
傍
点
引
用

者
）。

ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
る
通
説
的
国
家
学
は
、「
価
値
内
実
（W

ertgehalt
）
が
、
も
は
や
信
じ
る
に
足
る
も
の
と
は
思
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わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
の
根
底
的
危
機
の
反
映
と
し
て
、
国
家
が
非
現
実
的
な
も
の
と
な
り
、
抽
象
的
な
も
の
、
な

い
し
擬
制
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
「
危
機
」
の
根
は
深
く
、
す
べ
て
の
「
意
味
内
実
」（Sinngehalte

）
の
実
証
主
義
的
空
疎
化
（die 

positivistische E
ntleerung

）
は
、
単
に
国
家
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
か
ら
「
足
場
」（den B

oden unter den Füßen

）
を
取
り

去
っ
た
と
い
う
）
212
（

。

（
b
）
パ
レ
ー
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
と
そ
の
意
味 

ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
「
政
治
的
内
実
」
の
こ
う
し
た
究
極
的
破
壊
は
、
パ
レ
ー
ト
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
」
を
通
じ
て
完
成
さ

れ
た
と
い
う
）
213
（

。
パ
レ
ー
ト
の
理
論
は
、「
我
々
に
と
っ
て
の
時
代
の
表
現
」
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、「
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
で
直
接
に
パ
レ
ー
ト
の

口
か
ら
発
し
て
、
若
き
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
影
響
を
与
え
た
学
説
」
と
し
て
重
視
さ
れ
る
）
214
（

。

実
証
主
義
的
「
法
則
」
信
仰
は
、
パ
レ
ー
ト
の
理
論
の
中
で
は
解
体
し
て
い
る
と
い
う
。
パ
レ
ー
ト
も
確
か
に
「
諸
現
象
を
示
す
同
型

性
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
法
則
を
探
し
求
め
」、
彼
の
社
会
学
は
、
化
学
、
物
理
学
な
ど
と
同
様
、
一
つ
の
実
験
的
自
然
科
学
で
は
あ
る
。

し
か
し
パ
レ
ー
ト
は
論
理
主
義
者
で
は
な
く
、
社
会
と
歴
史
に
お
け
る
理
性
の
有
効
性
を
も
は
や
信
じ
て
お
ら
ず
、
こ
の
時
代
に
信
じ
ら
れ

そ
う
な
最
後
の
も
の
、
つ
ま
り
、
学
問
と
歴
史
的
発
展
へ
の
信
仰
を
破
壊
す
る
と
い
う
）
215
（

。
パ
レ
ー
ト
に
と
っ
て
の
社
会
的
法
則
性
は
、
徹
頭

徹
尾
、
絶
対
性
を
欠
い
て
お
り
、「
た
だ
実
験
を
通
じ
て
繰
り
返
し
検
証
さ
れ
る
べ
き
仮
説
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
社
会
的
な
「
現
実

的
基
盤
」
は
、
願
望
、
関
心
、
そ
し
て
、
観
念
の
ま
っ
た
く
「
非
合
理
な
複
合
体
」
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
、
こ
の
「
現
実
的
下
部
構
造
」
の

上
に
、
派
生
的
な
い
し
外
皮
で
あ
る
「
可
変
的
上
部
構
造
」
が
載
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
同
様
、
理
論
的
合
理
的
、
か
つ
、
形
而

上
学
か
ら
自
由
な
、
価
値
自
由
な
学
問
領
域
と
、
実
践
的
政
治
的
な
領
域
と
が
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
）
216
（

。「
実
践
」
に
お
い
て
は
、
非
論
理
的

諸
行
為
が
有
効
で
あ
る
た
め
、「
理
論
」
の
な
し
う
る
こ
と
は
、
動
機
づ
け
を
与
え
る
諸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
自
己
欺
瞞
で
あ
る
こ
と
を
暴
露

す
る
こ
と
で
し
か
な
い
）
217
（

。
さ
ら
に
、
歴
史
に
は
永
遠
の
繰
り
返
し
が
あ
る
の
み
で
、
発
展
も
進
歩
も
な
い
。
統
治
の
現
実
的
形
式
も
変
わ
ら
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ず
、
権
力
掌
握
者
は
常
に
少
数
派
で
あ
り
、
変
化
は
、
エ
リ
ー
ト
循
環
に
よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
）
218
（

。

で
は
、
こ
う
し
た
パ
レ
ー
ト
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
」
が
も
た
ら
し
た
政
治
的
意
味

0

0

0

0

0

は
何
か
。
そ
れ
は
、「
考
え
う
る
最
も
徹
底
し
た

脱
幻
想
化
」（D

esillusionierung

）
だ
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
な
る
政
治
的

綱
領
も
、
ど
ん
な
理
想
像
や
目
標
設
定
も
、
単
に
、
権
力
を
用
い
る
「
技
術
的
手
段
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
以
外
は
、
ま
っ
た
く
無
意
味

（sinnlos

）
と
な
り
、
す
べ
て
の
意
識
が
、
徹
底
し
た
非
合
理
的
存
在
の
隠
蔽
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
理
想
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
支
配
要

求
や
国
家
の
人
倫
的
正
当
化
の
す
べ
て
は
、
愚
か
者
に
と
っ
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
）
219
（

。

「
脱
幻
想
化
」
さ
れ
た
人
に
と
っ
て
は
、
政
治
的
諸
集
団
間
、
諸
階
級
間
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
個
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
「
価
値
共
同

関
係
」（W

ertgem
einschaft

）
が
、「
誘
導
さ
れ
た
自
己
幻
想
」
に
す
ぎ
ず
、
こ
う
し
た
者
に
と
っ
て
は
、
政
治
に
特
有
の
範
疇
は
、
友
と

敵
の
区
別
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
敵
の
概
念
に
は
、
闘
争
と
い
う
現
実
的
偶
発
事
が
属
さ
ざ
る
を
得
ず
、
友
、
敵
、
そ
し
て
闘
争
は
、
そ

の
現
実
的
な
意
味
を
、「
そ
れ
ら
が
特
に
物
理
的
殺
戮
の
現
実
的
可
能
性
と
関
係
を
有
し
、
そ
れ
を
保
持
し
て
い
る
）
220
（

」
と
い
う
こ
と
を
通
じ

て
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
）
221
（

。

パ
レ
ー
ト
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
」
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、「
政
治
的
な
意
志
の
麻
痺

0

0

0

0

0

」、
そ

し
て
、
す
べ
て
の
理
念
の
擬
制
的
隠
蔽
と
な
る
が
、
他
方
、
自
分
の
権
力
へ
の
意
志
に
と
っ
て
有
効
な
道
具
だ
と
見
抜
く
人
に
と
っ
て
は
、

権
力
衝
動
の
強
化
と
な
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
政
治
的
事
象
の
中
で
有
す
る
力
が
強
調
さ
れ
て
い
る
た
め
「
支
配
の

知
識
」
と
し
て
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
ど
ん
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
騙
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
人
は
、
エ
リ
ー
ト
循
環
の
中
に

入
り
込
み
損
ね
る
こ
と
は
な
い
、
と
ヘ
ラ
ー
は
述
べ
る
。
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
と
っ
て
、
パ
レ
ー
ト
は
こ
う
し
た
「
支
配
の
知
識
」
を
伝
授
す

る
師
だ
っ
た
と
い
う
）
222
（

。



156

1
．
2
．
3
．
一
九
世
紀
の
精
神
へ
の
反
動
︱︱
「
有
機
的
」
社
会
論
と
「
生
の
哲
学
」

第
一
次
大
戦
後
、
幅
広
い
承
認
を
獲
得
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
た
「
社
会
の
新
た
な
構
造
原
理
」（ein neues Strukturprinzip der 

G
esellschaft

）
と
し
て
、
ヘ
ラ
ー
は
「
有
機
的
な
」
社
会
観
に
注
目
す
る
。「
有
機
的
な
」
社
会
観
は
、「
常
に
『
有
機
的
』（organisch

）

と
呼
ば
れ
、
か
つ
、
無
定
型
な
社
会
的
な
大
衆
民
主
主
義
を
、
そ
の
議
会
主
義
や
党
派
主
義
と
も
ど
も
克
服
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
言
わ

れ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
」
お
り
、
そ
れ
ら
に
は
、
職
能
身
分
的
（berufsständisch

）、
団
体
的
（korporativ

）、
あ
る
い
は
、
サ
ン
デ
ィ

カ
リ
ズ
ム
的
（syndikalistisch
）
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
）
223
（

。

（
a
）
反
動
と
し
て
の
「
有
機
的
」
社
会
論

「
有
機
的
な
社
会
観
」
は
、
反
動
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「
原
子
論
的
」
で
中
央
集
権
的
な
国
家
に
対
す
る
反
動
、
ま

た
、
官
僚
制
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
啓
蒙
絶
対
主
義
の
国
家
に
対
す
る
反
動
と
し
て
現
れ
た
観
念
だ
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
反

革
命
の
批
判
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
や
歴
史
学
派
と
同
様
、「
機
械
的
国
家
に
よ
る
人
民
の
『
解
体
』
と
『
原
子
化
』」
に
対
し
て
、
ま

た
、「
歴
史
を
喪
失
し
た
不
安
的
な
大
衆
支
配
に
よ
る
不
毛
な
平
等
主
義
」
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
）
224
（

。

そ
の
中
で
ヘ
ラ
ー
は
、「
団
体
的
理
念
」
の
機
能

0

0

が
、「
初
期
資
本
主
義
の
原
子
化
過
程
」
の
も
と
で
の
そ
れ
か
ら
、「
現
代
の
組
織
化
さ

れ
た
高
度
資
本
主
義
」
下
で
の
そ
れ
へ
と
変
化
し
た
点
に
留
意
す
る
。「
初
期
資
本
主
義
の
原
子
化
過
程
」
で
は
、
自
治
体
の
自
治
行
政
思

想
を
度
外
視
す
れ
ば
、
そ
の
機
能
は
、
出
生
身
分
と
ツ
ン
フ
ト
の
諸
制
度
の
維
持
を
唯
一
の
頼
み
と
し
た
「
保
守
的
も
し
く
は
反
動
的
な
も

の
」
で
し
か
な
か
っ
た
が
、「
高
度
資
本
主
義
」
で
は
、
封
建
制
の
残
滓
が
無
意
味
化
し
、
経
済
的
政
治
的
原
子
を
労
働
組
合
と
経
営
者
団

体
と
い
う
強
力
な
全
体
性
（in gew

altigen G
esam

theiten

）
の
中
へ
と
組
織
化
し
た
と
い
う
）
225
（

。
確
か
に
、
こ
れ
ら
﹇
労
働
組
合
と
経
営

者
団
体
﹈
は
、「
待
望
さ
れ
た
有
機
的
な
、
ま
さ
に
政
治
的
生
活
を
も
担
う
も
の
」
と
み
な
さ
れ
、
政
党
代
表
へ
は
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
信
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頼
が
「
諸
身
分
代
表
」（‘Ständvertreter ’

）
に
対
し
て
は
生
じ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
ヘ
ラ
ー
は
、
団
体
的
社
会
体
制
（die korporative 

G
esellschaftsverfassung

）
が
「
根
源
的
に
別
の
意
味
」
を
持
つ
点
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
、
と
警
告
す
る
）
226
（

。

（
b
）「
団
体
的
」
社
会
体
制
の
「
独
裁
」
へ
の
傾
向
性

経
済
的
利
益
諸
団
体
の
多
数
性
か
ら
政
治
的
統
一
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
問
題
、
職
能
身
分
的
国
家
の
政
治
的
頂
点
は
何
に
な
る
の
か

と
い
う
、「
そ
う
し
た
国
家
の
死
活
問
題
」
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
範
型
と
し
た
「『
最
良
者
』
の
支
配
」（eine H

errschaft der 

‘B
esten ’

）
あ
る
い
は
「
精
神
の
エ
リ
ー
ト
の
支
配
」（eine H

errschaft einer E
lite des G

eistes

）
が
持
ち
出
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

「
最
良
者
に
よ
る
そ
う
し
た
貴
族
制
」（eine solche A

ristokratie der B
esten

）
が
原
理
的
に
可
能
と
な
る
の
は
、
一
般
的
に
拘
束
力
が

あ
る
、
全
人
民
に
期
待
可
能
な
善
の
理
念
（Idee des G

uten

）
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
、
つ
ま
り
、「
静
態
的
な
価
値
教
義

学
」（eine statische W

ertdogm
atik

）
に
基
づ
い
て
の
み
、精
神
的
エ
リ
ー
ト
の
支
配
は
展
開
さ
れ
う
る
。
こ
う
し
た
実
定
的
教
義
（das 

positive D
ogm

a

）
が
欠
落
し
て
い
る
場
合
、
政
治
的
統
一
は
、
民
主
的
手
段
か
、
も
し
く
は
、
脅
迫
に
留
ま
る
と
し
て
も
直
接
的
暴
力
を

通
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
団
体
的
国
家
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
、
最
も
著
名
な
団
体
的

な
綱
領
的
著
作
の
一
つ
が
、
一
つ
の
答
え
を
示
し
て
い
る
と
ヘ
ラ
ー
は
述
べ
、
O
・
シ
ュ
パ
ン
の
『
真
正
国
家
』
を
引
用
す
る
）
227
（

。
中
心
的
な

国
家
権
力
が
、「
あ
ら
ゆ
る
諸
要
素
か
ら
ま
っ
た
く
等
し
く
引
き
出
さ
れ
る
」
の
で
な
い
な
ら
、「
厳
密
に
言
う
と
、
お
よ
そ
下
か
ら
で
は
な

く
、
上
か
ら
打
ち
立
て
ら
れ
る
な
ら
ば
」、「
最
良
者
が
（
い
わ
ば
上
か
ら
）
支
配
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
、
こ
の
書
物
で
示
さ
れ
て
い
る

要
請
は
、
所
与
の
状
況
下
で
実
践
的
に
は
、
唯
一
、「
独
裁
」
に
し
か
合
致
し
な
い
と
ヘ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
）
228
（

。

こ
の
よ
う
に
「
団
体
的
理
念
」
は
、
静
態
的
で
社
会
学
的
に
有
効
な
「
価
値
の
宇
宙
」（W

ertkosm
os

）
が
欠
け
て
い
れ
ば
、
内
的
必
然

性
を
も
っ
て
そ
の
正
反
対
に
、
つ
ま
り
、
有
機
的
継
続
性
を
持
た
ず
、
著
し
く
非
有
機
的
で
、
必
然
的
に
集
権
的
な
「
独
裁
」
に
転
じ
ざ
る

を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
の
位
階
的
団
体
的
国
家
思
想
の
運
命
に
と
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
に
期
待
し
う
る
「
静
態
的
な
価
値
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世
界
」（statische W

ertw
elt

）
が
、
社
会
学
的
に
有
効
な
程
度
で
存
在
し
て
い
る
か
否
か
、
が
決
定
的
だ
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
）
229
（

。
こ
の
「
静

態
的
価
値
世
界
」
が
、
合
理
的
に
空
洞
化
さ
れ
た
一
九
世
紀
に
は
欠
け
て
い
る
こ
と
は
既
に
確
認
さ
れ
た
。
そ
こ
で
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
切

実
な
問
い
は
、
は
た
し
て
二
〇
世
紀
は
、
議
会
制
民
主
主
義
を
有
機
的
に
克
服
す
る
こ
と
を
期
待
さ
せ
る
よ
う
な
「
新
し
い
政
治
的
内
実
」

（neue politische G
ehalte

）
を
掘
り
起
こ
し
て
き
た
の
か
、
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
る
。

我
々
は
、
求
め
ら
れ
て
い
る
根
源
性
を
備
え
た
新
た
な
価
値
づ
け
の
可
能
性
を
持
つ
端
緒
（ein m

öglicher A
nsatz neuer 

W
ertungen m

it der gebotenen G
ründlichkeit

）
を
探
し
求
め
る
と
い
う
問
題
に
没
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
230
（

。

（
c
）
反
動
と
し
て
の
「
生
の
哲
学
」

「
実
証
主
義
」
が
「
恐
る
べ
き
内
的
不
毛
と
空
虚
」
を
後
に
残
し
、
人
間
が
「
自
然
法
則
の
産
物
」、「
巨
大
な
死
し
た
物
的
関
連
の
産
物
」

と
さ
れ
、
脱
人
格
化
さ
れ
た
存
在
の
無
意
味
さ
に
よ
っ
て
窒
息
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
「
反
動
」
と
し
て
、
無
意
味
な
「
法
則
化
」
と

い
う
牢
獄
の
壁
を
突
破
す
る
こ
と
が
、「
生
」
の
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
日
、
新
た
な
非
合
理
主
義
哲
学
が
、
自
然
認
識

お
よ
び
文
化
的
事
実
の
視
点
に
よ
っ
て
、
現
実
の
「
脱
人
格
化
」
と
「
法
則
化
」
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
一
九
世
紀
の
合
理

的
法
則
的
思
考
に
対
す
る
強
力
で
根
本
的
な
反
動
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
「
個
別
的
で
合
理
化
さ
れ
え
な
い

も
の
」
の
探
究
が
、
論
理
的
実
践
的
な
承
認
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
ヘ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
）
231
（

。

こ
の
「
生
の
哲
学
」
と
い
う
反
動
は
、
一
面
的
な
政
治
的
結
合
を
示
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
対
立
や
社
会
的
対
立

を
越
え
て
一
つ
の
根
本
的
な
世
代
の
激
変

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
）
232
（

（
傍
点
引
用
者
）。
新
た
な
世
代
に
共
通
し
て
い

る
の
は
、
英
雄
主
義
的
な
反
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
「
生
」
の
気
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
法
則
」
的
必
然
性
に
対
し
て
新
た
な
自
由
を
、
安
全

性
に
対
し
て
危
険
を
、「
法
律
」
に
対
し
て
「
暴
力
」
を
対
置
す
る
と
い
う
。
戦
後
世
代
は
、「
理
性
」
を
通
じ
て
漏
れ
な
く
説
明
可
能
で
、
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「
理
性
」
に
よ
っ
て
実
現
可
能
な
「
法
則
」
が
、
政
治
的
事
象
を
支
配
し
て
い
る
と
は
も
は
や
信
じ
て
い
な
い
と
ヘ
ラ
ー
は
見
て
い
る
。
彼

ら
は
非
合
理
的
な
「
暴
力
」
に
訴
え
か
け
、
す
べ
て
の
合
理
的
な
「
法
則
」
を
素
朴
に
押
し
破
り
、
麗
し
く
良
き
行
為
の
英
雄
主
義
を
求
め

る
。
そ
し
て
、
一
方
で
の
こ
う
し
た
「
世
代
交
代
」
は
、
他
方
で
、
西
欧
全
体
で
見
ら
れ
る
非
合
理
主
義
的
保
守
主
義
の
革
命
思
想
・
方
法

へ
の
接
近
、
お
よ
び
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
革
命
的
思
想
の
非
合
理
主
義
的
な
「
生
の
哲
学
」
へ
の
接
近
と
い

う
、
注
目
す
べ
き
政
治
的
「
戦
線
移
動
」
に
関
連
し
て
お
り
、
こ
の
「
戦
線
移
動
」
は
極
め
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
）
233
（

。
1
．
2
．
4
．「
フ
ァ
シ
ズ
ム
独
裁
」
に
お
け
る
「
価
値
内
実
」

で
は
、
い
っ
た
い
、
政
治
的
危
機
か
ら
の
「
改
革
」
を
標
榜
す
る
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
は
固
有
の
「
価
値
内
実
」
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
ヘ

ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、「
固
有
の
実
体
的
な
内
実
」（eigene substantielle G

ehalte

）
を
持
た
ず
、
反
合
理
主
義
、
反
資
本

主
義
、
反
議
会
主
義
な
ど
と
い
う
「
応
答
感
情
」（A

ntw
ortgefühle

）
と
結
び
つ
い
た
だ
け
の
も
の
で
、
直
観
的
な
相
対
主
義
と
い
う
ル

サ
ン
チ
マ
ン
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
）
234
（

。「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
巨
大
な
危
険
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
新
し
い
世
代
を
、
性
急
で
不
十

分
か
つ
信
じ
が
た
い
答
え
を
も
っ
て
安
心
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
未
来
の
改
革
が
育
ち
う
る
よ
う
な
源
泉
を
塞
い
で
し
ま
う
」

と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
）
235
（

。

ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
独
裁
」
は
、
他
の
す
べ
て
の
政
治
的
組
織
形
式
と
同
様
、
良
く
も
悪
く
も
あ
る
）
236
（

。
現
に
あ
る
「
独
裁
」
が
、
具
体

的
な
歴
史
状
況
の
も
と
で
手
に
す
る
「
具
体
的
内
容
」（der konkrete Inhalt

）
が
、
初
め
て
、
そ
れ
に
価
値
が
あ
る
か
否
か
を
決
す
る
。

ま
ず
、
い
か
な
る

0

0

0

0

「
政
治
的
な
基
本
決
定

0

0

0

0

0

0

0

0

」（politische G
rundentscheidung

）
の
た
め
に
命
令
が
下
さ
れ
て
い
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
し
て
「
独

裁
」
が
、
こ
の
「
基
本
決
定
」
に
歴
史
的
社
会
的
に
対
応
し
た
手
段
で
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
）
237
（

（
傍
点

引
用
者
）。
し
た
が
っ
て
、「
も
し
フ
ァ
シ
ス
ト
独
裁
が
、
国
民
の
生
産
諸
力
に
対
し
て
過
大
な
要
求
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
政
治
的
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基
本
決
定
を
手
に
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
れ
が
現
に
、
階
級
問
題
の
『
団
体
的
な
』
解
決
で
あ
る
な
ら
」、
民
主
的
多
数
派
に
よ
る

フ
ァ
シ
ズ
ム
独
裁
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
批
判
は
適
切
と
は
言
え
な
い
、
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
）
238
（

。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
「
根
底
的
な
政
治
的
価
値
決
定
」（grundlegende politische W

ertentscheidung

）
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ

れ
を
基
礎
づ
け
る
新
た
な
生
活
感
情
の
一
義
性
（die E

indeutigkeit des sie fundierenden neuen Lebensgefühls

）
が
、
フ
ァ
シ
ズ

ム
と
そ
の
追
従
者
に
も
、
一
九
世
紀
ま
で
に
革
命
を
行
っ
た
す
べ
て
の
過
渡
的
世
代
に
も
欠
け
て
い
る

0

0

0

0

0

、
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
。
青
年
た
ち
に

影
響
力
の
あ
る
最
も
包
括
的
な
ド
イ
ツ
の
信
条
に
よ
れ
ば
、「
新
た
な
生
活
感
情
は
生
成
途
上
に
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

…
…
一
般
的
に
拘
束
力
の
あ
る
実
践

的
価
値
世
界
は
、
今
日
か
な
り
の
程
度
ま
で

0

0

0

0

0

0

0

0

予
感
さ
れ
う
る
）
239
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ラ
ー
の
憤
激
は
爆

発
す
る
。固

有
の
感
情
が
初
め
て
生
成
の
途
上
に
あ
り
、
実
践
的
価
値
世
界
が
か
な
り
の
程
度
ま
で
予
感
さ
れ
う
る
程
度
な
ら
、
他
の

0

0

人
々
に
命
令
を
下
そ
う
と
す
る
責
任
の
欠
け
た
勇
気
を
ど
こ
か
ら
手
に
入
れ
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

？　

だ
が
、
何
よ
り
も
、
確
か
に
自
身
が

実
践
的
価
値
決
定
を
手
に
し
て
い
な
い
な
ら
、
他
者
に
、
何
を
、
い
か
な
る
規
範
を
命
令
し
よ
う
と
す
る
の
か
？　

ど
の
よ
う

な
類
い
の
権
威
が
、
ど
ん
な
秩
序
、
位
階
、
規
律
が
、
ど
ん
な
エ
リ
ー
ト
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
？
）
240
（

（
傍
点
引
用
者
）。

青
年
た
ち
の
一
部
が
「
フ
ァ
シ
ス
ト
的
独
裁
者
」
を
切
望
す
る
の
は
、
寄
る
辺
な
き
状
況
の
中
で
「
強
い
人
」
を
好
み
、
自
身
で
は
見
出

せ
な
い
義
務
づ
け
を
命
じ
ら
れ
る
よ
う
望
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
混
沌
の
中
か
ら
新
た
な
る
も
の
が
生
ま
れ
出
ん
と
し
て
い
る
過
渡
期
に

お
い
て
、
指
導
者
に
不
可
欠
の
権
威

0

0

は
、
大
衆
が
魂
と
精
神
を
も
っ
て
歓
迎
す
る
自
発
的
な
心
構
え
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
も

し
そ
う
で
な
い
な
ら
、
指
導
者
は
権
威
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
単
な
る
不
毛
な
盲
従
を
見
出
す
に
す
ぎ
な
い
）
241
（

。
つ
ま
り
ヘ
ラ
ー
に
よ
れ

ば
、「
指
導
者
が
、
価
値
世
界
（W

ertw
elt

）
を
持
た
ず
、
多
か
れ
少
な
か
れ
『
直
観
的
相
対
主
義
』
に
よ
っ
て
生
き
永
ら
え
て
い
る
な
ら
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ば
、
彼
は
命
令
で
き
な
い
）
242
（

」
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
政
治
的
危
機
に
お
け
る
根
本
問
題
は
、
社
会
的
な
階
級
対
立
で
あ
る
が
、
階
級
諸
対
立
の
調
和
は
、
最
終
的
に
は
、「
政
治
的

な
価
値
と
意
志
の
共
同
体
」（eine politische W

ert- und W
illensgem

einschaft

）
が
成
立
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
）
243
（

。
そ
し
て
、

「
意
志
共
同
体
」
の
具
体
的
な
形
成
を
促
す
も
の
は
、
労
働
者
が
、
政
治
的
自
主
活
動
を
通
し
て
民
主
的
な
自
己
教
育
作
業
を
行
う
こ
と
だ

と
へ
ラ
ー
は
考
え
た
の
で
あ
る
）
244
（

。

1
．
3
．『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
に
お
け
る
「
意
志
お
よ
び
価
値
の
共
同
体
」

以
上
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
を
め
ぐ
る
考
察
か
ら
我
々
が
確
認
し
て
お
く
べ
き
主
要
な
事
柄
を
、
三
つ
の
点
か
ら
考
え
て
お

き
た
い
。
第
一
の
点
は
、
ヘ
ラ
ー
の
議
論
枠
組
が
次
の
よ
う
な
形
に
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
多
数
性
の

対
立
か
ら
組
織
さ
れ
、「
意
志
内
実
」
を
共
有
す
る
「
意
志
共
同
体
」
が
、
さ
ら
に
「
意
志
」
を
統
一
へ
と
方
向
づ
け
る
「
価
値
内
実
」
を

共
有
す
る
「
価
値
共
同
体
」
が
、
国
家
の
根
底
的
な
前
提
条
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
、
こ
れ
を
具
体
的
に
換
言
す
る

と
、
民
主
政
、
議
会
制
と
い
う
政
治
的
「
形
態
」
が
、
何
よ
り
も
、「
価
値
内
実
」
お
よ
び
「
意
志
内
実
」
の
共
有
の
上
に
初
め
て
成
立
し

う
る
、
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
現
出
し
て
い
る
「
内
実
」
の
完
全
な
る
空
洞
化
を
精
神
史
的
に
跡
づ
け
、「
フ
ァ

シ
ズ
ム
」
の
興
隆
の
必
然
性
と
そ
の
「
価
値
内
実
」
の
偽
装
を
論
じ
る
う
え
で
、
こ
う
し
た
議
論
枠
組
が
首
尾
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
。

こ
の
視
点
か
ら
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
独
裁
」
に
対
し
て
ヘ
ラ
ー
は
、
そ
の
根
拠
と
な
る
「
政
治
的
基
本
決
定
」（「
意
志
内
実
」）、
さ
ら
に
そ
の

根
底
を
な
す
「
価
値
世
界
」（「
価
値
内
実
」）
の
不
在
と
い
う
問
題
を
突
き
つ
け
、「
価
値
世
界
を
持
た
な
い
も
の
は
命
令
で
き
な
い
」
と
論

じ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
点
は
、
ヘ
ラ
ー
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
理
念
的
価
値
へ
の
根
源
的
懐
疑
を
も
た
ら
し
た
「
実
証
主
義
」
の
法
則
的
計
算
的

観
念
も
、
こ
れ
に
対
す
る
「
反
動
」
と
し
て
の
「
生
の
哲
学
」
や
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
独
裁
」
も
、
そ
の
政
治
的
領
域
に
対
し
て
与
え
た
帰
結
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は
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
法
則
は
、
…
…
自
分
で
決
断
す
る
こ
と
に
伴
う
責
任
を
取
り
去
り
」、
他
方
、「
生
の
哲

学
」
は
法
則
的
計
算
的
「
理
性
」
に
対
し
て
非
合
理
的
な
「
暴
力
」
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
政
治
的
な
意
志
の
麻
痺

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（politische 

W
illenslähm

ung

）
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
こ
そ
が
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
決
定
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
ヘ
ラ
ー
が
政
治
社
会
の
根
底
的
前
提
と
し
て
位
置
づ
け
る
「
価
値
共
同
体
」、「
意
志
共
同
体
」
の
形
成
を
可
能
と
す
る
の
は
、
何
よ
り

も
「
人
間
の
意
志
の
活
動

0

0

0

0

0

0

0

0

」（die A
ktivität m

enschlicher W
illen

）
だ
か
ら
で
あ
る
）
245
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
ラ
ー
の
批
判
は
、
ど
ち
ら
か
一
方

に
対
し
て
で
は
な
く
、「
実
証
主
義
」
と
、
こ
れ
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
「
非
合
理
主
義
哲
学
」
と
し
て
の
「
生
の
哲
学
」

と
い
う
双
方
に
対
す
る
闘
い
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
精
神
史
的
な
両
面
作
戦
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

我
々
が
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
第
三
の
点
は
、
こ
こ
で
ヘ
ラ
ー
が
用
い
て
い
る
「
意
志
共
同
体
」
あ
る
い
は
「
価
値
共
同
体
」
と
い
う
表
現

は
、
統
一
的
な
政
治
社
会
成
立
の
根
底
的
前
提
と
し
て
の
一
定
程
度
の
「
社
会
的
同
質
性
」
と
も
解
し
う
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
時
代
に
お

い
て
「
同
質
性
」
が
人
種
的
「
同
種
性
」
へ
、
さ
ら
に
「
強
制
的
均
質
化
」（G

leichschaltung

）
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
、
そ
う
し
た
系

列
か
ら
、
根
源
的
に
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
い
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
の

中
で
は
、「
意
志
内
実
」、「
価
値
内
実
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
、
ま
た
、「
具
体
的
な
法
理
想
を
通
じ
て
の
み
、
国
家
は
正
当
化
さ
れ
本
質

的
に
統
合
さ
れ
る
。
特
定
の
規
範
的
内
実
を
通
じ
て
意
志
を
政
治
的
統
一
へ
と
動
機
づ
け
る
支
配
の
み
が
権
威
を
手
に
す
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
し
か
し
、「
法
理
想
」、「
規
範
的
内
実
」
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
さ
ら
に
、「
内
実
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
共
同

体
」
形
成
と
「
意
志
」
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、
そ
れ
が
「
価
値
の
専
制
」
に
転
ず
る
可
能
性
に
対
し
て
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
構
想
を

ヘ
ラ
ー
自
身
持
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
我
々
が
知
り
う
る
よ
う
な
言
明
を
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
の
中
で

は
ヘ
ラ
ー
は
記
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
）
246
（

。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
に
お
け
る
「
実
証
主
義
」
批
判
の
狙
い
は
、
国
法
学
の
領
域
を
越
え
て
、
む
し
ろ
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
実
証
主

義
的
国
法
学
は
そ
の
一
つ
の
反
映
で
し
か
な
い
よ
う
な
、
よ
り
根
底
的
な
文
化
状
況
に
根
を
張
る
事
象
の
精
神
史
的
考
察
に
あ
っ
た
。
こ
れ
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に
対
し
て
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
精
神
的
問
題
状
況
の
、
法
学
的
な
反
映

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
「
法
学
的
実
証
主
義
」
へ
の
批
判
が
展
開
さ
れ
た

の
が
、
一
九
二
七
年
の
『
主
権
論
』
で
あ
る
。
そ
の
中
で
ヘ
ラ
ー
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
い
て
頂
点
を
極
め
た
実
証
主
義
的
通
説
を
主
要
な
批

判
対
象
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
、
人
間
の
歴
史
的
個
体
的
な
「
意
志

0

0

」
を
、
国
家
の
「
主
権
」
と
「
法
」
の
根
源
的
構
成
契
機
と
し
て
位

置
づ
け
る
、
具
体
的
か
つ
体
系
的
論
述
を
試
み
た
。
我
々
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
残
さ
れ
た
第
三
の
点
を
め
ぐ
る
問
い
へ
の
応
え
は
、『
主
権

論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
、
人
間
の
現
実
的
な

0

0

0

0

0

0

0

「
意
志

0

0

」
に
基
づ
き
つ
つ
、「
意
志
」
と
「
法
」
と
の
具
体
的
因
果
連
関
を
把
握
し
よ
う

と
す
る
議
論
展
開
の
中
に
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

2
．『
主
権
論
』（
一
九
二
七
年
）

︱︱
「
意
志
統
一
体
お
よ
び
決
定
統
一
体
」（W

illens- und Entscheidungseinheit

）
と
し
て
の
「
国
家
」

ヘ
ラ
ー
を
「
一
躍
国
法
学
・
国
家
学
界
の
第
一
級
の
学
者
に
し
た
）
247
（

」
と
い
う
意
味
で
、
彼
に
と
っ
て
初
め
て
の
本
格
的
な
国
法
学
的
研
究

書
で
あ
る
一
九
二
七
年
の
『
主
権
論
』
は
、
冒
頭
の
「
序
言
」
で
ヘ
ラ
ー
自
身
が
烈
し
い
言
葉
を
も
っ
て
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の

通
説
的
法
律
学
で
あ
っ
た
、
ケ
ル
ゼ
ン
を
筆
頭
と
す
る
実
証
主
義
的
国
法
学
へ
の
徹
底
的
な
批
判
を
そ
の
狙
い
と
し
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
ヘ
ラ
ー
は
、「
国
家
学
が
、
国
家
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
法
則

0

0

を
そ
の
中
心
点
に
据
え
、
多
数
性
の
中
の
具
体
的
な
政
治
的
統
一
体
で

あ
る
国
家
を
そ
の
出
発
点
に
置
か
な
い
な
ら
ば
、
国
家
学
は
こ
の
あ
た
り
で
終
わ
り
を
迎
え
ざ
る
を
得
な
い
」（
傍
点
引
用
者
）
と
述
べ
、

通
説
的
方
法
は
、
国
家
と
そ
の
諸
制
度
の
法
律
学
的
本
質
構
造
の
認
識
と
い
う
、
言
葉
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
国
法
理
論
を
再
建
す
る
余

地
を
根
絶
や
し
に
す
る
と
批
判
し
て
い
る
）
248
（

。
ヘ
ラ
ー
は
、
法
実
証
主
義
ば
か
り
で
は
な
く
、
有
機
体
論
、
革
命
的
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
、
マ

ル
ク
ス
主
義
、
無
政
府
主
義
に
至
る
ま
で
広
範
に
見
ら
れ
る
「
主
権
」
概
念
を
否
定
す
る
傾
向
を
批
判
的
に
概
観
し
な
が
ら
、
本
書
に
お
い

て
、「
主
権
」
を
国
法
的
に
ば
か
り
で
な
く
国
際
法
的
に
も
再
構
成
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
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も
と
よ
り
、
こ
こ
で
の
課
題
は
、
そ
う
し
た
ヘ
ラ
ー
の
実
証
主
義
批
判
と
「
主
権
」
の
国
法
的
国
際
法
的
再
構
成
の
全
体
像
そ
れ
自
体
を

検
討
す
る
こ
と
に
は
な
い
。
む
し
ろ
、
我
々
が
狙
い
と
す
る
の
は
、
実
証
主
義
的
国
法
学
を
反
面
鏡
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と

を
通
し
て
ヘ
ラ
ー
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
、
国
法
学
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

前
提
と
さ
れ
る
べ
き
国
家
の
「
主
権
」、「
法
」
と
い
っ
た
主
要
概
念
に

つ
い
て
の
彼
固
有
の
構
造
を
確
認
す
る
途
上
に
お
い
て
、
上
で
我
々
が
跡
づ
け
て
き
た
「
意
志
共
同
体
」「
価
値
共
同
体
」
な
る
概
念
へ
と

繋
が
る
議
論
連
環
を
見
出
し
、
そ
の
中
で
、
人
間
の
「
意
志
」
が
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
、
い
か
な
る
概
念
で
あ
っ
た
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ラ
ー
は
ま
ず
、
通
説
的
国
法
学
に
お
け
る
「
主
権
」
概
念
の
喪
失
と
い
う
事
態
が
、
精
神
史
的
に
見
て

0

0

0

0

0

0

0

い
か
な
る
過
程
の
も
と
で
生
じ

た
の
か
、
と
い
う
点
を
叙
述
し
て
い
る
。
そ
の
際
ヘ
ラ
ー
は
、
今
日
な
お
有
効
性
を
失
わ
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
我
々
が
立
ち
返
る
べ
き
対
象
と

し
て
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
（Jean B

odin
）
の
「
主
権
」
概
念
の
論
究
か
ら
始
め
る
。

2
．
1
．
ボ
ダ
ン
の
「
主
権
」
概
念
と
ヘ
ラ
ー
の
「
法
原
則
」（Rechtsgrundsätze

）

ボ
ダ
ン
を
取
り
上
げ
る
多
く
の
論
者
は
、
ボ
ダ
ン
が
何
を
述
べ
て
い
た
か
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
、
一
度
で
も
ボ
ダ
ン
に
対
す
る
評

価
と
、
ボ
ダ
ン
か
ら
の
引
用
と
を
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
偉
大
な
思
想
家
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
な
が
ら
も
、
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
て
い
な
い
著

述
家
の
一
人
だ
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
だ
、
と
ヘ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
）
249
（

。
何
よ
り
見
逃
し
が
た
い
「
誤
解
」
と
し
て
ヘ
ラ
ー
が
指
摘
す
る

の
は
、「
ボ
ダ
ン
の
主
権
の
無
制
約
性

0

0

0

0

（die Schrankenlosigkeit
）」（
傍
点
引
用
者
）
を
論
ず
る
多
く
の
論
者
た
ち
の
「
誤
り
」
で
あ
り
）
250
（

、

ボ
ダ
ン
の
「
主
権
」
が
い
か
に
「
無
制
約
な
も
の
」
で
な
か
っ
た
か

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
、
ボ
ダ
ン
の
言
葉
に
依
拠
し
な
が
ら
示
し
て
い
る
。
し

か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ボ
ダ
ン
の
「
主
権
」
論
の
考
察
の
な
か
か
ら
、『
国
家
学
』
に
至
る
ま
で
の
そ
の
後
の
ヘ
ラ
ー
の
学
問
的
展
開

に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
「
法
原
則
」（R

echtsgrundsätze

）
と
い
う
表
現
を
導
き
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ヘ
ラ
ー
は
、
ボ
ダ
ン
の
「
主
権
」
を
理
解
す
る
に
は
、
彼
が
「
法
律

0

0

」
と
「
法0

」（lex und ius

）
の
間
に
厳
密
な
区
別
を
設
け
て
い
た
こ
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と
を
知
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
い
う
）
251
（

（
強
調
ヘ
ラ
ー
）。
ボ
ダ
ン
の
『
国
家
を
め
ぐ
る
六
書
』
を
引
用
し
つ
つ
ヘ
ラ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
こ

の
点
を
指
摘
す
る
。

「
そ
れ
ゆ
え
法
律
と
法
（lex a jure

）
に
は
大
き
な
区
別
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
（ius

）
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
公
正
の
表
現

で
あ
り
、
法
律
（lex

）
は
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
の
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
法
律
（lex

）
は
、
主
権
的
権
力
を
行
使
す
る
主
権
者

の
命
令
に
他
な
ら
な
い
」﹇「　

」
内
は
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
ボ
ダ
ン
か
ら
の
引
用
――
引
用
者
記
﹈。
ボ
ダ
ン
の
い
う
主
権
者
は

決
し
て
無
制
約
な
も
の
で
は
な
い
）
252
（

﹇
ヘ
ラ
ー
の
言
葉
――
引
用
者
記
﹈。

さ
ら
に
ま
た
、
ボ
ダ
ン
に
依
拠
し
つ
つ
ヘ
ラ
ー
は
い
う
。

「
だ
が
も
し
我
々
が
、
す
べ
て
の
法
律
よ
り
解
放
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
﹇
主
権
を
――
邦
訳
書
の
翻
訳
者
に
よ
る
﹈
定
義
し

よ
う
と
す
る
な
ら
、
元
首
が
主
権
の
法
を
保
持
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
君
主
た
ち
は
、
神

の
法
と
自
然
の
法
（lex divina, lex item

 naturae
）
に
従
い
、」「
神
と
自
然
の
法
則
（legibus divinis ac naturalibus

）

に
よ
っ
て
、
す
べ
て
君
主
た
ち
も
人
民
と
等
し
く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」﹇「　

」
内
は
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
ボ
ダ
ン
か
ら
の
引

用
――
引
用
者
記
）
253
（

﹈。
こ
の
法
原
則

0

0

0

（diese R
echtsgrundsätze

）
を
侵
害
す
る
主
権
者
に
対
し
て
臣
民
は
服
従
を
拒
ん
で
よ

い
）
254
（

。
し
か
し
実
定
法
命
題

0

0

0

0

0

（die positiven R
echtssätze

）
は
﹇
以
上
ヘ
ラ
ー
の
言
葉
、
傍
点
引
用
者
――
引
用
者
記
﹈、「
市

民
の
身
分
を
制
約
す
る
。
も
し
そ
う
で
あ
り
う
る
な
ら
、
不
変
で
あ
る
よ
う
に
私
は
欲
し
、
望
む
だ
ろ
う
」﹇
ラ
テ
ン
語
に
よ

る
ボ
ダ
ン
か
ら
の
引
用
――
引
用
者
記
﹈。
彼
﹇
ボ
ダ
ン
――
引
用
者
記
﹈
は
し
か
し
さ
ら
に
こ
う
付
け
加
え
る
。「
な
ぜ
な
ら
、

国
が
法
律
に
従
う
べ
き
な
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
法
律
は
国
や
社
会
を
守
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
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た
、
国
の
法
律
は
例
外
な
く
安
寧
を
も
た
ら
す
よ
う
に
欲
し
て
い
る
」﹇
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
ボ
ダ
ン
か
ら
の
引
用
――
引
用
者

記
）
255
（

﹈
）
256
（

。

こ
の
よ
う
に
、「
ボ
ダ
ン
のlex

の
概
念
の
二
義
性
」（D

er B
egriff der B

odinschen lex ist doppeldeutig.  

強
調
ヘ
ラ
ー
）
257
（

）
を
、
ヘ
ラ
ー

は
、
独
自
に
「
法
原
則
」
と
「
実
定
法
命
題
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
に
、
ボ
ダ
ン
が
「
神
の
法
と
自
然
の
法
」
と
呼
ん
だ

と
こ
ろ
の
も
の
を
「
法
原
則
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
法
律
学
的
概
念
構
成
へ
と
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。

ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ボ
ダ
ン
は
国
家
の
「
個
体
性
」
を
地
理
、
風
土
の
生
活
条
件
と
関
連
さ
せ
て
考
え
た
最
初
の
人
で
あ
り
、
地
政
学
、

人
間
学
、
そ
し
て
歴
史
か
ら
見
て
一
度
き
り
の
こ
う
し
た
状
況
を
考
慮
し
た
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
家
の
「
個
体
性
」（die 

Staatsindividualität

）
を
「
最
高
の
法
原
則
」（höchste R

echtsgrundsätze

）
に
服
せ
し
め
た
、
こ
の
こ
と
が
ボ
ダ
ン
の
不
滅
の
業
績

だ
と
い
う
）
258
（

。
そ
し
て
ま
た
、
ま
さ
し
く
「
最
高
の
法
原
則
」
を
ま
だ
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
ボ
ダ
ン
は
、
世
俗
的
な
も
の
す
べ
て
の
相
対

性
を
も
知
っ
て
お
り
、
実
定
法
化
さ
れ
た
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
内
在
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
自
由
だ
っ
た
と
い
う
）
259
（

。

さ
ら
に
ヘ
ラ
ー
が
ボ
ダ
ン
の
「
主
権
」
概
念
に
お
い
て
高
く
評
価
す
る
の
は
、
ボ
ダ
ン
が
、
理
論
的
に
は
、
主
権
の
「
主
体
」
と
し
て
君0

主0

（princeps

）
と
と
も
に
人
民

0

0

（populus

）
を
も
あ
げ
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
こ
と
）
260
（

（
強
調
へ
ラ
ー
）、
そ
し
て
、
主
権
の
本
質

を
立
法
権

0

0

0

に
見
て
い
た
と
い
う
点
）
261
（

（
傍
点
引
用
者
）
で
あ
る
。

2
．
2
．「
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

」（ordre naturel

）
の
実
定
法
化
︱︱
主
権
「
主
体
」
の
喪
失

ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
に
開
始
さ
れ
た
「
主
権
」
概
念
の
退
化
過
程
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
内
在
的
法
則
思
想
と
と
も
に
始
ま
っ
た

全
世
界
像
の
脱
人
格
化
の
帰
結
で
あ
り
、
そ
れ
が
法
史
の
分
野
で
、
法
治
国
家
の
脱
人
格
化
の
歴
史
へ
と
枝
分
か
れ
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
の

だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
主
権
」
概
念
は
主
体
喪
失
（subjektlos

）、
故
郷
喪
失
（heim

atlos

）
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
）
262
（

。
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ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
改
革
さ
れ
た
自
然
法
は
、
神
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
て
い
る
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

（ordre naturel

）
が
世
界
に
実
在
し
、
こ
れ

を
理
性
が
認
識
し
う
る
と
い
う
信
仰
を
内
容
と
す
る
理
神
論
的
自
然
法
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
的
権
威
か
ら
法
的
妥
当
性

を
解
放
す
る
努
力
、
普
遍
的
な
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

を
要
請
す
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
遺
産
の
世
俗
化
さ
れ
た
実
体
（der säkularisierten Substanz christlicher E

rbschaft

）
に

よ
っ
て
満
た
さ
れ
、
法
的
要
請
に
内
容
と
し
て
普
遍
的
な
義
務
づ
け
力
（allgem

eine Verpflichtungskraft

）
を
付
与
し
て
い
た
、
す

な
わ
ち
、
自
由
と
平
等
が
、
文
化
を
担
う
諸
階
級
の
正
当
な
闘
争
目
標
で
あ
っ
た
一
九
世
紀
初
め
頃
ま
で
は
、
正
義
は
、
そ
の
実
現
の
た

め
に
「
実
在
の
意
志
の
決
断
」（die E

ntscheidung eines realen W
illens

）
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
疑
う
者
も
い
な
か
っ
た
と

い
う
）
263
（

。
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
は
、
啓
蒙
自
然
法
と
い
え
ど
も
、
社
会
内
在
的
自
然
的
秩
序
は
歴
史
的
現
実
に
お
い
て
は
「
個
体
的
な
権
威
」

（individuelle A
utorität

）
な
し
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
こ
と
を
了
解
し
て
お
り
、
問
題
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
独
裁
的
な
も
の
で
あ
れ
民
主
的
な

も
の
で
あ
れ
、
い
か
に
し
て
個
体
的
支
配
意
志

0

0

0

0

0

0

0

（individuelle H
errscherw

ille

）
が
客
観
化
さ
れ
る
か
、
い
か
に
し
て
主
権
が
恣
意
か
ら

切
り
離
さ
れ
う
る
か
だ
っ
た
、
つ
ま
り
、
支
配
意
志
の
客
観
化

0

0

0

0

0

0

0

0

（die O
bjektivierung des H

errscherw
illens

）
こ
そ
が
、
法
治
国
家
の

問
題
だ
っ
た
、
と
ヘ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
）
264
（

（
傍
点
引
用
者
）。

と
こ
ろ
が
、
政
治
理
念
の
基
礎
が
、
そ
の
義
務
づ
け
力
を
失
う
や
事
態
は
豹
変
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
一
八
四
八
年
の
革
命
以
後
、
実
体
的

理
念
の
否
定
と
形
式
の
台
頭

0

0

0

0

0

が
始
ま
る
。
こ
の
と
き
か
ら
、
市
民
層
は
、
義
務
づ
け
ら
れ
た
政
治
的
使
命
も
自
分
自
身
も
信
じ
て
お
ら
ず
、

自
然
法
の
自
由
、
平
等
と
い
う
実
体
的
理
念
を
否
認
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
正
当
性
（Legitim

itat

）
は
、
形
式
主
義
的

合
法
性
（die form

alistische Legaritat

）
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
）
265
（

、
実
質
的
な
法
治
国
家
は
、
い
わ
ゆ
る
合
理
的
支
配
の
形
式
（rationale 

H
errschaftsform

）（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
）
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
）
266
（

。

「
主
権
」
概
念
を
把
握
す
る
法
学
に
と
っ
て
の
困
難
は
、「
規
範
」
と
「
意
志
」
の
関
係
問
題
に
あ
る
が
、
国
家
意
志
を
理
想
的
客
観
性
と

し
て
し
か
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
思
想
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
規
範
」
だ
け
に
独
立
性
、
至
高
性
を
認
め
、「
意
志
」
に
は
そ
れ
を
認
め
な
い
思
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想
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
貫
さ
せ
る
と
、
主
権
概
念
は
不
可
避
的
に
「
主
体
」
喪
失
に
至
る
の
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
主
権
概
念
の
衰

退
は
ク
ラ
ッ
ベ
（H

ugo K
rabbe

）
の
法
主
権
論
と
ケ
ル
ゼ
ン
（H

ans K
elsen

）
の
純
粋
法
学
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
と
い
う
）
267
（

。

か
の
内
在
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
歴
史
は
、
神
学
的
に
見
れ
ば
、
人
格
神
論
（T

heism
us

）
が
理
神
論
（D

eism
us

）
を
経
て
、

此
岸
に
お
い
て
成
就
し
た
理
念
の
内
在
（Im

m
anenz einer im

 D
iesseits sich vollendenden Idee

）
へ
と
至
る
展
開
と
し

て
示
さ
れ
る
が
、
法
律
学
的
に
見
れ
ば
、
人
間
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
な
い
法
法
則
の
支
配

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
観
念
（die Vorstellung einer 

von M
enschen nicht verm

ittelten H
errschaft des R

echtsgesetzes

）
を
も
っ
て
完
結
し
た
）
268
（

（
傍
点
引
用
者
）。

ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
人
格
も
規
範
秩
序
の
虚
構
的
人
格
化
に
す
ぎ
ず
、
国
家
と
法
秩
序
と
は
同
一
と
さ
れ
る
。「
意
志
」
は

い
か
な
る
法
的
権
威
も
持
ち
え
ず
、
法
秩
序
﹇
な
る
も
の
﹈
以
外
に
主
権
た
り
う
る
も
の
は
な
い
。
そ
し
て
国
家
を
「
法
秩
序
」
と
し
て

認
識
し
、
法
を
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
内
容

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
含
み
う
る
「
形
式
」
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
『
純
粋
法
学
』
の

体
系
に
お
け
る
「
主
権
概
念
の
故
郷
喪
失
」（die H

eim
atlosigkeit des Souveränitätsbegriffs

）
は
、
こ
の
理
論
の
「
主
体
喪
失
」（die 

Subjektlosigkeit 

）
か
ら
必
然
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
規
範
科
学
の
基
礎
で
あ
る
は
ず
の
「
規
範
」
と

「
個
体
性
」
の
関
係
問
題
の
徹
底
的
回
避
が
あ
る
、
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
）
269
（

。

「
実
証
主
義
法
学
」
以
外
に
、
主
権
概
念
へ
の
主
な
攻
撃
と
し
て
ヘ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
の
は
、
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
ロ

マ
ン
主
義
か
ら
ベ
ー
ゼ
ラ
ー
（B

eseler

）
の
ゲ
ル
マ
ン
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
や
ギ
ー
ル
ケ
（O

tto von G
ierke

）
に
よ
る
そ
の
大

掛
か
り
な
構
築
を
経
て
、
プ
ロ
イ
ス
（H

ugo Preuß

）
へ
と
流
れ
込
み
、
や
が
て
現
代
の
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
へ
と
繋
が
る
流
れ
で
あ
る
。

初
期
ロ
マ
ン
主
義
者
の
「
有
機
的
な
」
国
家
観
（“organische ” Staatsauffassung
）、
器
官
学
（
有
機
体
論
：O

rganologie

）
は
、
中

央
集
権
化
さ
れ
「
非
有
機
体
的
な
」
国
家
に
敵
対
す
る
連
邦
主
義
的
傾
向
を
表
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
、
絶
対
主
義
的
官
憲
国
家
を
担
う
原
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理
と
し
て
の
主
権
概
念
、
そ
し
て
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
機
械
的
、
非
ド
イ
ツ
的
な
「
機
械
装
置
」
へ
の
敵
意
と
い
う
特
徴
を
持
つ
と
い

う
）
270
（

。こ
れ
と
は
別
に
、
二
つ
目
と
し
て
、
連
邦
主
義
的
反
中
央
集
権
主
義
の
動
き
、
革
命
的
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
反
国
家
主
義
的
傾
向
の
中

に
、
主
権
の
拒
否
傾
向
――
例
と
し
て
レ
オ
ン
・
デ
ュ
ギ
ー
（Léon D

uguit

）
の
自
然
主
義
的
社
会
学
主
義
――
を
見
る
）
271
（

。
こ
れ
は
、
法

学
を
い
か
な
る
形
而
上
学
か
ら
も
解
放
す
る
こ
と
を
主
要
課
題
と
し
、
法
律
学
者
の
「
神
話
学
的
」
思
考
に
対
抗
し
て
「
自
然
科
学
的
概
念

形
成
」
を
唱
え
た
点
で
、
結
論
的
に
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
と
広
範
に
一
致
す
る
と
い
う
。
デ
ュ
ギ
ー
に
と
っ
て
も
、
国
家
意
志
、
国

家
人
格
は
非
科
学
的
擬
制
で
あ
り
、
法
世
界
の
徹
底
的
な
脱
人
格
化
に
到
達
し
て
い
る
と
い
う
。

主
権
概
念
を
否
定
す
る
流
れ
の
三
つ
目
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
無
政
府
主
義
的
社
会
主
義
の
文
献
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
）
272
（

。
ヘ
ラ
ー
に
よ

れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
体
系
以
上
に
、
国
家
主
権
が
徹
底
し
て
否
定
さ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
決
定
的
契
機
は
、
決

し
て
階
級
闘
争
の
強
調
に
で
は
な
く
、
根
源
的
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
法
治
国
家
自
由
主
義
と
に
共
通
の
、「
非
人
格
的

で
い
か
な
る
支
配
か
ら
も
自
由
な
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

の
理
想
」
に
よ
っ
て
初
め
て
主
権
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
）
273
（

。
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
る
、「
人
に

対
す
る
統
治
に
代
わ
っ
て
物
の
管
理
と
生
産
過
程
の
指
導
が
現
れ
る
」
と
い
う
定
式
化
は
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
の
思
想
の
焼
き
直
し
だ
と
ヘ

ラ
ー
は
指
摘
す
る
）
274
（

。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
「
経
済
法
則
の
主
権
」
は
、
法
法
則
と
そ
の
非
人
格
的
強
制
が
、
経
済
的
搾
取
を
意
味
す
る

「
個
人
的
人
格
的
権
威
」
に
取
っ
て
代
わ
る
と
い
う
範
型
を
持
つ
と
ヘ
ラ
ー
は
述
べ
、
そ
の
根
底
に
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
非
合
理
的
な
人
格
的

権
力
に
よ
っ
て
も
破
壊
さ
れ
な
い
社
会
的
実
在
の
科
学
的
計
算
可
能
性
と
い
う
思
考
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
安
全
保
障
の
理
想
の
遺
物
だ
と
い

う
）
275
（

。同
じ
く
、「
非
人
格
的
物
質
的
な
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

と
い
う
観
念
」
は
、
無
政
府
主
義
的
社
会
主
義
（A

narcho-Sozialisten

）
に
見
出
さ
れ

る
）
276
（

、
た
と
え
ば
プ
ル
ー
ド
ン
（Pierre-Joseph Proudhon

）
に
よ
れ
ば
、「
人
間
を
支
配
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
法
則
だ
け
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
」
ず
、
立
法
権
力
と
は
「
も
っ
ぱ
ら
、
方
法
論
的
に
承
認
さ
れ
証
明
さ
れ
た
理
性
の
み
に
属
す
る
。
正
義
と
法
則
性
と
は
、
数
学
的
真
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理
と
同
様
、
私
た
ち
の
同
意
（Zustim

m
ung

）
か
ら
独
立
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
ま
た
、
バ
ク
ー
ニ
ン
（M

ichael B
akunin

）
は
、「
権

威
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
事
物
、
関
連
、
諸
状
況
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
あ
る
（in den D

ingen, den B
eziehungen, den 

Situationen selbst liegen

）」、「
自
然
的
経
済
的
そ
し
て
社
会
的
な
法
則
」（“natürliche, w

irtschaftliche und soziale G
esetze ”

）
の

み
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
）
277
（

。

国
内
的
な
主
権
に
対
す
る
主
要
な
批
判
を
概
観
し
た
後
、
ヘ
ラ
ー
は
、「
主
権
ド
グ
マ
を
国
際
法
か
ら
排
除
す
る
試
み
」
を
も
考
察
し
、

そ
の
結
論
と
し
て
、

主
権
は
、
し
か
し
、
実
定
法
上
未
だ
少
し
も
克
服
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
国
家
法
な
ら
び
に
国
際
法

上
の
主
権
ド
グ
マ
は
、
国
際
的
な
諸
文
献
で
見
る
限
り
、
極
め
て
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
そ
の
一
方
、
そ
う
主
張
し

た
り
期
待
さ
せ
た
り
し
て
お
き
な
が
ら
も
、
主
権
概
念
を
完
全
に
排
除
す
る
勇
気
の
あ
る
著
者
も
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と

だ
）
278
（

と
い
う
。
そ
し
て
、
万
人
が
一
致
す
る
の
は
、
ボ
ダ
ン
の
「
絶
対
的
な
」
主
権
概
念
が
克
服
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
り
、
ま
た
、
主
権
ド
グ

マ
を
攻
撃
す
る
す
べ
て
に
多
か
れ
少
な
か
れ
共
通
す
る
、
国
家
と
法
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
観
念
の
根
は
、「
非
人
格
的
な
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

と

い
う
自
然
法
的
な
表
象
」（die naturrechtliche A

nschauung von einem
 unpersönlichen ordre naturel

）
だ
と
い
う
。
こ
う
し
た
、

「
主
権
」
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
危
機
が
、
現
に
直
面
し
て
い
る
国
家
的
統
一
の
危
機
と
無
関
係
で
は
な
い
と
い
う
認
識
の
も
と
に
、
ヘ

ラ
ー
は
、「
主
権
」
概
念
の
体
系
的
展
開
の
試
み
へ
と
向
う
。
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2
．
3
．
ヘ
ラ
ー
の
「
主
権
」
概
念

「
主
権
」
概
念
の
定
義
を
、
ヘ
ラ
ー
は
、「
支
配
」
と
「
秩
序
」
を
め
ぐ
る
社
会
学
的

0

0

0

0

考
察
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
現
実
に
即
し
た

因
果
連
関

0

0

0

0

の
考
察
か
ら
導
く
。
そ
も
そ
も
主
権
問
題
が
行
き
詰
ま
っ
た
の
は
、「
法
律
学
が
、
因
果
的
な
確
定

0

0

0

0

0

0

（kausale Feststellungen

）

を
顧
み
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
諸
概
念
の
網
に
絡
め
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」
だ
と
ヘ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
）
279
（

（
傍
点
引
用
者
）。
そ
こ
で
、

国
法
学
は
「
社
会
的
秩
序
」
の
概
念
を
存
在
に
即
し
て

0

0

0

0

0

0

（seinsm
äßig

）
把
握
し
、
そ
の
対
象
で
あ
る
「
法
秩
序
」
に
つ
い
て
の
因
果
諸
連

0

0

0

0

関0

を
独
自
に
確
定
す
る
こ
と
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
（
傍
点
引
用
者
）。

あ
ら
ゆ
る
法
律
学
的
問
題
は
、
下
は
社
会
学
に
、
上
に
は
倫
理
や
政
治
の
領
域
に
、
例
外
な
く
根
を
張
っ
て
い
る
。
い
か
な
る

法
律
学
的
問
題
も
、
…
…
因
果
的

0

0

0

（kausal

）
考
察
方
法
、
な
ら
び
に
、
規
範
的

0

0

0

（norm
ative

）
な
考
察
方
法
の
両
者
を
必

要
と
す
る
）
280
（

（
傍
点
引
用
者
）。

2
．
3
．
1
．「
支
配
」
と
「
秩
序
」

で
は
、「
支
配
」
と
は
何
か
。
ヘ
ラ
ー
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
（Spinoza
）
の
「
明
快
で
偉
大
な
社
会
学
的
洞
察
の
一
つ
」
で
あ
る
「
服
従
が
支

0

0

0

0

配
を
つ
く
る

0

0

0

0

0

」）281
（

（
強
調
ヘ
ラ
ー
）
と
い
う
命
題
か
ら
出
発
す
る
。「
支
配
す
る
と
は
服
従
を
見
出
す
こ
と
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
支
配

と
は
常
に
、
二
つ
の
意
志
間
の
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（eine R
elation zw

ischen zw
ei W

illen

）、
一
つ
の
意
志
が
他
の
意
志
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る

こ
と
（M

otivation des einen W
illens durch den anderen

）」（
傍
点
引
用
者
）
で
あ
る
）
282
（

。
こ
の
よ
う
に
「
支
配
は
、
常
に
、
意
志
の
支

0

0

0

0

配0

（eine W
illensherrschaft

）
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
」
か
ら
、
物
に
対
す
る
支
配
は
放
棄
さ
れ
る
）
283
（

（
傍
点
引
用
者
）。

で
は
、「
秩
序
」
と
は
何
か
。「
社
会
的
秩
序
」
の
概
念
は
二
義
的
で
あ
り
、「
人
間
の
特
定
の
行
態
（Verhalten

）」
を
意
味
す
る
こ
と
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も
あ
れ
ば
「
規
範
秩
序
」
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
）
284
（

。
ヘ
ラ
ー
は
、
前
者
の
場
合
に
注
目
し
、「
社
会
的
秩
序
」
は
、「
特
定
の
事
情

の
も
と
で
は
特
定
の
人
間
は
特
定
の
仕
方
で
振
る
舞
う
と
い
う
事
実
が
、
社
会
圏
内
で
経
験
に
即
し
て
確
立
し
て
い
る
こ
と
」
で
あ
り
、
こ

れ
は
、「
規
則
的
な
行
為
の
与
え
る
経
験
的
チ
ャ
ン
ス
、
つ
ま
り
特
定
の
行
為
が
計
算
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
事
実
」
に
基
づ
く
。
そ
れ
ゆ

え
、「
秩
序
と
は
計
算
可
能
性
で
あ
る
」（O

rdnung ist B
erechenbarkeit

））
285
（

と
い
う
。「
支
配
」
の
必
然
的
な
現
象
形
態
は
「
社
会
的
秩

序
」
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
支
配
は
、
下
か
ら
見
れ
ば
「
秩
序
」
と
し
て
現
れ
る
）
286
（

。

2
．
3
．
2
．「
社
会
的
秩
序
」
と
し
て
の
「
支
配
秩
序
」
と
「
契
約
秩
序
」

「
意
識
的
に
設
定
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
社
会
秩
序
」
が
「
支
配
秩
序
」
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
命
令
（B

efehl

）
に
よ
っ
て
と
同
様
、

約
束
（Versprechen

）
に
よ
っ
て
も
生
じ
う
る
、
と
ヘ
ラ
ー
は
述
べ
、
こ
れ
に
応
じ
て
、「
意
識
的
に
設
定
さ
れ
た
秩
序
」（die bew

ußt 

gesetzten O
rdnungen

）
を
、「
支
配
秩
序
」
と
「
契
約
秩
序
」（H

errschafts- und Vertragsordnungen

）
に
区
別
す
る
）
287
（

。「
支
配
秩
序
」

と
「
契
約
秩
序
」
は
、
ど
ち
ら
も
、「
意
志
の
一
致
」（W

illensvereinigung

）
に
よ
っ
て
生
じ
、
そ
し
て
存
続
す
る
。
し
か
し
、「
支
配
秩

序
」
の
構
造
と
「
契
約
秩
序
」
の
構
造
と
の
間
に
は
、
法
律
学
的
に
極
め
て
重
要
な
、
社
会
学
的
必
然
性
に
基
づ
く
相
違
が
あ
る
と
述
べ
、

ヘ
ラ
ー
は
「
支
配
秩
序
」
の
考
察
か
ら
「
主
権
」
を
定
義
づ
け
る
。

「
支
配
秩
序
」
に
と
っ
て
本
質
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
ヘ
ラ
ー
が
あ
げ
る
の
は
、「
決
定
統
一
体
」（E

ntscheidungseinheit

）
の

存
在
、「
命
令
の
確
定
性
」（die E

ntschiedenheit des B
efehls, die B

efehlsbestim
m

theit

）、
そ
し
て
、「
命
令
の
規
則
的
な
実
効
性
」

（die regelm
äßige W

irksam
keit der G

ebote

）
の
三
つ
で
あ
る
。

「
支
配
秩
序
」
は
、
第
一
に
、
何
よ
り
も
「
支
配
者
」
の
存
在
、
つ
ま
り
、「
継
続
す
る
普
遍
的
で
実
効
的
な
決
定
統
一
体
」
の
存
在
を
前

提
と
し
、
そ
の
際
、「
命
令
を
与
え
る
統
一
体
」
が
、
個
人
の
意
志
に
よ
っ
て
生
ず
る
か
、
あ
る
い
は
、
決
定
統
一
体
に
何
ら
か
の
形
で
拘

束
さ
れ
る
多
数
に
よ
っ
て
生
ず
る
か
は
、
原
則
的
に
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
）
288
（

。
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む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
第
二
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
、「
命
令
の
確
定
性
」、
つ
ま
り
、「
命
令
が
は
っ
き
り
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
が
、
そ

れ
に
服
従
す
る
側
が
命
令
を
明
白
に
理
解
し
な
い
と
い
か
な
る
服
従
も
可
能
で
は
な
い
と
い
う
点
か
ら
も
、「
支
配
秩
序
」
の
絶
対
的
な
概

0

0

0

0

0

念
要
素

0

0

0

（absolutes B
egriffselem

ent

）
だ
と
い
う
）
289
（

（
傍
点
引
用
者
）。
さ
ら
に
こ
れ
は
、「
命
令
の
個
別
化
（Individualisierung

）」、

つ
ま
り
、
命
令
に
応
じ
た
行
為
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
最
小
限
の
確
定
性
と
し
て
、
達
成
さ
れ
る
べ
き
命
令
の
最
終
結
果
を
示
す
こ
と

を
必
要
と
す
る
。「
個
別
化
」
さ
れ
た
命
令
は
、
諸
関
係
の
状
況
に
従
い
、
事
例
、
時
、
お
よ
び
、
人
の
求
め
に
応
じ
て
「
具
体
化
」

（K
onkretisierung

）
さ
れ
る
）
290
（

。「
命
令
」
は
そ
の
「
具
体
化
」
に
お
い
て
、
必
然
的
に
﹇
服
従
す
る
側
の
﹈
最
小
限
の
人
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
を
前
提
と
し
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
時
間
的
、
場
所
的
、
そ
し
て
、
特
に
人
的
な
条
件
が
あ
る
た
め
、「
思
考
し
な
が
ら
の
服
従
」
が
存
在

す
る
の
み
で
「
命
令
の
絶
対
的
に
完
全
な
具
体
化
」
は
存
在
し
え
な
い
）
291
（

。
し
た
が
っ
て
「
命
令
の
確
定
性
」
は
絶
対
的
な
限
界
を
持
つ
）
292
（

。
そ

し
て
「
支
配
秩
序
」
に
不
可
欠
な
第
一
の
標
識
で
あ
る
「
決
定
統
一
体
」
の
存
在
は
、「
命
令
の
確
定
性
」
と
い
う
第
二
の
そ
れ
に
と
っ
て

も
、
そ
の
前
提
条
件
で
あ
る
。

個
別
化
さ
れ
た
命
令
な
し
に
は
、
い
か
な
る
支
配
も
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
支
配
者
、
つ
ま
り
、
歴
史
的
個
体
的
な
人
間
の

0

0

0

意
志
過
程

0

0

0

0

に
よ
っ
て
常
に
形
成
さ
れ
る
決
定
統
一
体
な
し
に
は
、
い
か
な
る
支
配
も
存
在
し
な
い
）
293
（

（
傍
点
引
用
者
）。

「
支
配
秩
序
」
に
と
っ
て
の
第
三
の
本
質
的
要
素
は
、「
命
令
の
規
則
的
な
実
効
性
」、つ
ま
り
「
命
令
」
の
貫
徹
可
能
性
（D

urchsetzbar-

keit

）
で
あ
り
、
社
会
学
的
に
全
体
と
し
て
由
々
し
き
程
度
ま
で
服
従
を
あ
て
に
で
き
な
く
な
る
と
、
支
配
は
消
滅
す
る
）
294
（

。
そ
し
て
「
支

配
秩
序
」
が
実
効
的
で
決
定
的
で
あ
る
た
め
に
は
、「
現
実
の
支
配
者
」
で
あ
る
「
命
令
の
決
定
統
一
体
」
を
、
す
な
わ
ち
、「
意
志
の
多

数
性
の
内
部
に
お
け
る
歴
史
的
個
体
的
な
意
志
と
活
動
の
統
一
体
」（eine historisch-individuelle W

illens- und W
irkungseinheit 

innerhalb einer W
illensvielheit

）
を
前
提
と
す
る
）
295
（

。
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支
配
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
確
定
的
に
命
令
す
る
こ
と
で
あ
り
、
拘
束
力
を
も
っ
て
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
決

定
（E

ntscheidung

）
と
は
、
…
…
人
間
が
念
頭
に
置
か
れ
る
限
り
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
的
で
人
格
的
な
判
断
力
の
機
能

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（eine 

Funktion m
enschlich-persönlicher U

rteilskraft  

傍
点
引
用
者
）
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の
う
ち
に
こ
そ
、
非
人
格
的
な
自0

然
の
秩
序

0

0

0

0

が
、
最
終
的
に
決
定
の
機
能
を
引
き
受
け
え
な
い

0

0

0

0

0

0

0

決
定
的
な
理
由
が
あ
る
）
296
（

（
傍
点
引
用
者
）。

そ
し
て
、
ヘ
ラ
ー
は
、
他
の
い
か
な
る
「
実
効
的
で
普
遍
的
な
決
定
統
一
体
」
に
も
服
さ
な
い
「
決
定
統
一
体
」
を
、「
主
権
的
」
と
呼

ぶ
の
で
あ
る
）
297
（

。

と
こ
ろ
が
、「
支
配
秩
序
」
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
洞
察
は
、
今
日
の
「
形
式
化
さ
れ
た
非
人
格
的
な
法
則
的
世
界
像
」
に
よ
っ
て
曇
ら

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。「
形
式
的
民
主
主
義
」
は
、「
完
結
し
た
客
観
的
な
法
律
﹇
法
則
﹈
支
配
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
普
及
さ
せ
る
こ

と
を
通
し
て
、
階
級
支
配
と
い
う
考
え
を
阻
も
う
と
し
て
い
る
が
、「
非
人
格
的
な
法
秩
序
の
観
念
」
の
普
遍
主
義
的
拡
張
で
あ
る
「
形
式

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、
法
生
成
（R

echtw
erdung

）
の
た
め
に
は
「
個
体
的
決
定
統
一
体
」（individuelle E

ntscheidungseinheiten

）

を
必
要
と
す
る
と
い
う
「
実
質
的
な
法
理
念
」（eine m

aterielle R
echtsidee

）
へ
の
信
仰
が
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
信
仰
を
獲
得
で
き
た

の
だ
と
ヘ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
）
298
（

。

こ
の
よ
う
な
「
証
拠
隠
滅
」（Verdunkelungen

）
に
対
し
て
、
押
さ
え
ね
ば
な
ら
な
い
点
は
、
民
主
政
（D

em
okratie

）
に
お
い
て

も
、
あ
ら
ゆ
る
「
支
配
秩
序
」
に
お
け
る
と
同
様
、「
支
配
者
」、
つ
ま
り
「
実
効
的
な
決
定
統
一
体
」
が
不
可
避
的
に
存
在
し
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
、
い
か
な
る
支
配
に
お
い
て
も
、
命
令
や
決
定
の
最
小
限
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
「
具
体
化
」
に
影
響
を
及
ぼ

し
な
が
ら
生
き
残
る
に
違
い
な
い
「
支
配
の
基
本
形
態
」（die G

rundgestalt der H
errschaft

）
は
、
も
っ
ぱ
ら
支
配
者
に
よ
っ
て
決
め

ら
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
）
299
（

。「
支
配
の
実
在
」
は
、
諸
機
関
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
「
具
体
化
」
が
、
支
配
者
に
よ
っ
て
「
個
別
化
」
さ
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れ
た
命
令
を
、
そ
の
規
則
上
の
限
界
と
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
生
じ
る
。
あ
ら
ゆ
る
支
配
諸
機
関
の
「
命
令
」
は
、「
個
体
的
な
決
定
統

一
体
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
基
本
構
造
」（G

rundstruktur

）
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、「
命
令
」
は
、
そ
れ
自
体
何
ら
新
し

く
も
根
源
的
で
も
な
く
、
何
ら
か
の
方
法
で
「
導
出
さ
れ
た
命
令
」
で
あ
り
、
そ
の
「
具
体
化
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
命
令
の
「
個
別
化
」
か

ら
の
み
把
握
さ
れ
る
。
命
令
内
容
が
民
主
主
義
的
に
服
従
者
た
ち
の
意
志
の
一
致
に
よ
っ
て
生
ず
る
場
合
で
も
、
こ
う
し
た
「
支
配
構
造
」

（H
errschaftsstruktur

）
は
常
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
支
配
者
に
よ
る
共
同
体
の
決
定
に
は
、
社
会
学
的
必
然
と
し
て
、
共
同
体
に
よ

る
支
配
者
の
決
定
が
対
応
し
て
い
る
と
い
う
）
300
（

。

し
か
し
、
共
同
体
の
諸
見
解
が
多
義
的
で
、
動
揺
を
避
け
え
ず
、
共
同
体
の
見
解
と
し
て
、
つ
ま
り
世
論

0

0

（public opinion

）
と
し
て
、

一
義
的
な
秩
序
規
則
を
設
定
し
う
る
「
決
定
統
一
体
」
が
存
在
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
の
原
因
が
あ
る
と
い
う
）
301
（

。

2
．
3
．
3
．「
支
配
」
と
「
秩
序
」
の
根
底
に
あ
る
「
意
志
」

ヘ
ラ
ー
は
、「
支
配
」
と
「
秩
序
」
の
概
念
化
を
試
み
た
第
2
章
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、「
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
、
社
会
的
秩
序
を
個
体
化
す

る
、
意
志

0

0

お
よ
び
意
志
の
一
致

0

0

0

0

0

（W
illen und W

illenseinigungen

）
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
」（
傍
点
引
用
者
）
と
述
べ
、
し
か
し
、
今

日
の
通
説
的
法
学
に
お
い
て
は
、「
徹
頭
徹
尾
、
現
実
的
に
考
え
ら
れ
た
、
こ
う
し
た
意
志
」
か
ら
「
法
」
へ
と
至
る
橋
は
架
け
ら
れ
て
い

な
い
、
と
述
べ
て
い
る
）
302
（

。
こ
の
表
現
の
中
に
、
い
か
に
ヘ
ラ
ー
が
、
現
実
的
な
人
間
の
「
意
志
」
か
ら
出
発
し
て
「
主
権
」、「
法
」
と
い
う

法
学
上
の
主
要
概
念
へ
と
至
る
「
橋
」
を
架
け
よ
う
と
し
て
い
た
か
、
と
い
う
、
本
書
の
基
本
的
構
想
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

法
学
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
限
ら
ず
、「
意
欲
」（“W

ollen ”

）
と
「
当
為
」（“Sollen ”

）
の
対
立
の
中
で
立
ち
往
生
し
、「
意
志
」
に
つ
い
て

の
自
然
科
学
的
な
概
念
が
、
単
に
現
実
心
理
学
的
に
絶
え
ず
変
化
し
な
が
ら
、
法
的
な
「
当
為
命
題
」
の
客
観
的
な
持
続
性
に
対
し
て
ま
っ

た
く
対
立
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
、
徹
頭
徹
尾
現
実
的
に
把
握
さ
れ
た
「
意

志
」
概
念
に
、
繰
り
返
し
立
ち
返
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
へ
ラ
ー
は
い
う
）
303
（

。
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「
社
会
的
秩
序
」
を
一
貫
し
て
人
間
の
現
実
の
「
意
志
行
為
」（W

illensakte

）
を
通
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
た
ヘ
ラ
ー
が
、
そ
の

際
、
基
盤
と
し
た
社
会
学
的
認
識
は
、
自
ら
の
「
意
志
」
を
別
の
素
材
に
よ
っ
て
「
客
観
化
」
す
る
過
程
、
つ
ま
り
、
主
観
的
な
体
験
過
程

か
ら
あ
る
特
定
の
意
志
を
分
離
さ
せ
、
そ
れ
を
対
象
と
し
て
相
対
的
に
持
続
的
な
も
の
と
し
て
客
観
化
す
る
過
程
）
304
（

に
つ
い
て
の
認
識
で
あ

る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
、「
意
志
」
の
因
果
連
関
か
ら
「
法
」
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ラ
ー
は
決
し
て
、「
法
」
を
「
規

範
」
と
し
て
は
解
し
え
な
い
と
い
う
結
末
に
は
陥
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
認
識
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
「
意
志
」
さ

れ
た
こ
と
が
、「
相
対
的
に
持
続
的
客
観
的
な
も
の
」
と
な
り
、
こ
れ
を
「
規
範
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
、
と
い
う
、「
意
志
」
と
「
規
範
」

の
因
果
的

0

0

0

考
察
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
法
を
「
規
範

0

0

」
と
し
て
理
解
し
、
か
つ
、
そ
の
「
起
源
」
で
あ
る
「
意
志

0

0

」
か
ら
因
果
的
に

把
握
す
る
回
路
が
拓
か
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
因
果
的

0

0

0

考
察
に
徹
し
つ
つ
、
同
時
に
、
規
範
的

0

0

0

考
察
を
も
不
可
欠
と
す
る
「
法
」
の

本
質
に
応
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
ヘ
ラ
ー
の
思
考
全
体
を
貫
く
以
下
の
「
弁
証
法
的
基
調
）
305
（

」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

法
律
学
的
認
識
を
含
む
す
べ
て
の
認
識
に
と
っ
て
、
次
の
原
則
が
妥
当
す
る
。
全
体
性
か
ら
部
分
内
容
を
切
り
出
す
こ
と
に
価

値
が
あ
る
た
め
に
は
、
切
り
出
さ
れ
た
部
分
を
再
び
全
体
の
脈
絡
内
に
お
い
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
が
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
原
則
で
あ
る
）
306
（

。

2
．
4
．
ヘ
ラ
ー
の
「
法
」（Recht

）
認
識
の
構
造

︱︱
「
実
定
法
命
題
」（positive Rechtssätze

）
と
「
法
原
則
」（Rechtsgrundsätze

）

以
上
で
は
、「
支
配
」「
秩
序
」「
主
権
」
と
い
う
主
要
概
念
が
、
ヘ
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
一
貫
し
て
、
人
間
の
「
意
志
」
を
媒
介
と
す
る

因
果
連
関
の
考
察
に
基
づ
い
て
獲
得
さ
れ
た
経
緯
を
辿
っ
た
。
で
は
、「
法
」
に
つ
い
て
、
ヘ
ラ
ー
は
ど
の
よ
う
な
認
識
構
造
を
持
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
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2
．
4
．
1
．「
法
」（Recht

）
概
念

本
書
で
「
法
」（R

echt

）
と
呼
ば
れ
る
の
は
「
実
定
法
命
題
」
だ
け
だ
と
い
う
）
307
（

。「
法
」
は
「
共
同
体
権
威
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
社
会

的
秩
序
」
で
あ
り
、
こ
の
秩
序
は
、「
意
志
の
担
い
手
の
相
互
に
関
わ
り
合
う
行
態
」、
つ
ま
り
、「
社
会
的
行
態
」
を
規
範
的
に
限
界
づ
け

る
。
存
在
す
る
の
は
、
個
々
に
異
な
っ
た
方
向
性
を
持
つ
複
数
の
「
意
志
の
担
い
手
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
自
ら
の
社
会
的
行
為
を
、
内
心
の

事
柄
や
良
心
の
領
域
を
超
え
出
て
社
会
的
な
作
用
を
引
き
起
こ
す
限
り
で
、
権
威
的
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
規
範
的
に
制
限
さ
せ
る
）
308
（

。

「
法
的
関
係
」
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
決
し
て
二
個
人
間
の
関
係
で
は
な
く
、
常
に
、
三
項
関
係
（ein D

reiecksverhältnis

）
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
二
人
の
個
人
が
、
自
分
た
ち
の
行
為
意
志
（H

andlungsw
illen

）
を
規
範
的
に
拘
束
し
て
い
る
一
つ
の
ル
ー
ル
で
あ
る
法
命

題
に
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
間
主
観
的
な
規
範
的
意
志
拘
束
」（intersubjektive norm

ative W
illensbindung

）
で
あ
る
「
法
」

は
、
対
象
と
し
て
の
客
観
性
（gegenständliche O

bjektivität

）
を
持
つ
。
あ
る
特
定
の
や
り
方
で
精
神
的
な
対
象
と
し
て
客
観
化
さ
れ

た
も
の
と
し
て
の
「
法
」
の
実
在
（E
xistenz
）
を
、
法
の
妥
当
性
（G

eltung

）
と
呼
ぶ
。
精
神
的
客
体
化
の
産
物
で
あ
る
「
法
」
は
、

妥
当
し
、
実
在
す
る
限
り
は
、
共
同
体
構
成
員
の
態
度
に
左
右
さ
れ
な
い
。「
法
」
は
、
こ
う
し
た
妥
当
性
、
社
会
的
実
在
、
そ
し
て
現
実

性
を
、
時
空
内
に
存
在
す
る
「
法
共
同
体
」
の
内
部
に
お
い
て
の
み
、
手
に
す
る
と
い
う
）
309
（

。

2
．
4
．
2
．「
実
定
法
命
題
」（positive Rechtssätze

）
と
「
法
原
則
」（Rechtsgrundsätz

）

「
法
」
は
、
こ
と
ご
と
く
具
体
的
共
同
体
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
が
導
か
れ
る
の
で
あ
り
、
何
よ

り
重
要
な
の
は
、「
法
原
則
」（R

echtsgrundsätze

）
と
「
実
定
法
命
題
」（positive R

echtssätze

）
と
の
間
の
区
別
だ
と
い
う
。「
実
定

法
」
は
、
歴
史
的
で
個
体
的
な
現
実
の
一
断
片
で
あ
る
か
ら
、「
経
験
的
妥
当
性
」（em

pirische G
eltung

）
し
か
持
ち
え
な
い
が
、
ま
さ

に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
法
の
妥
当
性
」（R

echtsgeltung

）
は
、
普
遍
妥
当
的
（allgem

eingültig

）
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
「
論
理
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的
命
題
の
妥
当
性
」（G

eltung logischer Sätze

）
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、「
法
命
題
」
が
「
意
志
」
に
対
し
て
適
用
さ
れ

る
の
に
対
し
て
、「
論
理
的
命
題
」
は
「
認
識
」
に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
法
命
題
」
が
妥
当
す
る
の
は
、
そ
れ
が
「
真
理
」
と

認
識
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
は
な
く
、「
意
志

0

0

」
を
拘
束
す
る
も
の
と
承
認
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
な
の
で
あ
る
。

「
実
定
法
」
が
、
時
空
的
共
同
体
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
ヘ
ラ
ー
の
認
識
は
、「
超
実
定
法
的
な
法
の
諸
原
則
」（überpositive 

R
echtsgrundsätze

）
の
否
定
を
意
味
し
な
い
）
310
（

。「
論
理
的
規
則
の
ご
と
き
絶
対
的
で
普
遍
的
な
客
観
性
を
も
っ
て
意
志
を
拘
束
す
る
原
則
」

は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
が
「
法
命
題
」
で
も
「
実
定
法
」
で
も
な
い
だ
け
だ
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
）
311
（

。

法
原
則
は
、
純
粋
な
法
形
式

0

0

（R
echtsform

）
の
構
成
原
理
（K

onstitutionsprinzipien

）
で
あ
り
、
法
論
理
的
妥
当
性

0

0

0

0

0

0

0

（rechtslogische G
eltung

）
を
持
つ
か
、
あ
る
い
は
、
法
内
容

0

0

（R
echtsinhalt

）
の
構
築
原
理
（B

auprinzipien

）
で

あ
っ
て
人
倫
的
妥
当
性

0

0

0

0

0

0

を
要
請
す
る
（sittlicher G

eltungsanspruch

）
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
前
者
は
普
遍
妥
当
的
な

（allgem
eingültig

）
も
の
で
あ
り
、
何
ら
意
志
に
よ
る
肯
定
も
必
要
と
し
な
い
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
実
定
法
に
お
い
て
効
力
を

持
つ
。
…
…
後
者
は
、
原
則
的
に
は
文
化
圏
に
制
約
さ
れ
て
い
る
（kulturkreisbedingt

）。
意
志
に
よ
る
反
抗
に
よ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
、
実
定
法
に
よ
っ
て
も
倫
理
的
法
原
則
（die ethitischen R

echtsgrundsätze

）
は
侵
害
さ
れ
う
る
。
両
法
原

則
と
も
、
実
定
法
に
対
し
て
は
法
の
可
能
性
で
あ
っ
て
、
実
定
法
だ
け
が
法
の
現
実
性
で
あ
る
。
…
…
法
原
則
は
、
人
間
に
普

遍
の
、
あ
る
い
は
、
文
化
圏
を
前
提
と
す
る
原
基
（W

esensanlagen

）
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
た
法
制
度
に
付
加
さ
れ
る

が
、
法
命
題
の
う
ち
で
効
果
が
現
れ
る
の
は
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
力
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
法
で
あ
る
）
312
（

（
傍
点
引
用

者
）。

こ
の
よ
う
に
「
法
原
則
」
を
ヘ
ラ
ー
は
、「
論
理
的
法
原
則
」
と
「
倫
理
的
法
原
則
」
と
い
う
二
種
類
か
ら
把
握
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
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「
法
原
則
」
と
「
実
定
法
」
を
区
別
す
る
基
準
は
、「
実
定
法
」
の
「
法
的
確
実
性
」（R

echtsgew
ißheit

）
だ
と
い
う
）
313
（

。
も
し
規
範
が
十
分

に
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
、
対
立
す
る
人
間
の
行
態
に
関
す
る
決
定
規
範
が
取
り
出
せ
な
い
場
合
、「
法
命
題
」
が
存
在
し
て
い

る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
意
味
で
、「
十
分
な
個
別
化
」
と
い
う
特
質
が
「
実
定
法
」
の
特
徴
で
あ
り
、「
法
原
則
」
に
は
こ
れ
が
欠
け
て
い

る
と
い
う
。

そ
し
て
、
法
の
「
実
定
性
」、「
実
在
」、「
妥
当
性
」、「
現
実
性
」、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
同
じ
要
件
事
実
、
つ
ま
り
、「
明
確
な
決
定
を
下

す
法
」
に
の
み
帰
属
し
、
そ
し
て
「
法
の
確
実
性
」
は
、「
具
体
的
で
個
体
的
な
決
定
統
一
体
」
を
前
提
と
す
る
、
そ
し
て
こ
の
「
統
一
体
」

は
、
た
だ
「
人
間
の
意
志
」
と
い
う
形
態
に
お
い
て
の
み
私
た
ち
に
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
契
約
」
あ
る
い
は
「
支
配
」
に
よ
る
「
意
志

の
一
致
化
」（W

illensvereinheitlichung

）
と
い
う
「
意
志
の
個
別
性
」（W

illensindividualität

）
を
通
じ
て
の
み
、「
法
原
則
」
が
「
法

命
題
」
へ
と
決
定
さ
れ
、
実
定
化
さ
れ
る
。
法
は
、
具
体
的
諸
主
体
の
「
意
志
決
定
」（W

illensentschließung

）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、

支
え
ら
れ
、
無
効
と
さ
れ
う
る
）
314
（

の
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
精
神
的
に
「
客
体
化
」
さ
れ
た
事
態
を
、
自
分
た
ち
へ
の
「
規
範
」
と
し
て
肯
定
す

る
）
315
（

。

す
べ
て
の
法
は
、
人
間
の
意
志
的
活
動
性

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
の
み
、
妥
当
性
、
実
定
性
、
あ
る
い
は
実
在
が
確
保
さ
れ
る
。
…
…
あ
ら

ゆ
る
法
は
、
意
志
過
程

0

0

0

0

に
よ
っ
て
無
効
化
さ
れ
う
る
。
主
権
的
に
自
己
自
身
を
規
定
す
る
意
志
が
、
従
来
の
法
を
破
棄
し
、
そ

れ
に
代
え
て
新
た
な
法
を
定
立
す
る
の
を
、
い
か
な
る
世
俗
的
権
力
も
阻
止
し
え
な
い
）
316
（

（
傍
点
引
用
者
）。

ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
法
の
実
定
性
」
は
、
一
方
で
は
、「
法
原
則
」
と
い
う
「
理
念
性
」
に
根
拠
づ
け
ら
れ
、
他
方
、「
最
終
的
に
決
定
を

下
す
意
志
統
一
体
」
と
い
う
「
事
実
性
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
超
実
定
法
的
規
範
」
と
「
意
志
の
個
別
性
」
と
が
、
等

し
く
「
実
定
法
」
の
必
要
条
件
で
あ
る
）
317
（

。
そ
れ
ゆ
え
「
実
定
法
」
の
義
務
づ
け
力
は
、「
人
倫
的
法
原
則
」
の
義
務
づ
け
能
力
と
、「
共
同
体
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権
威
」
の
義
務
づ
け
能
力
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、「
理
念
性
」
の
方
向
で
あ
れ
、「
事
実
性
」
の
方
向
で
あ
れ
、
一
面
化
し
て
し
ま

う
と
法
的
義
務
の
問
題
は
正
し
く
理
解
さ
れ
な
い
と
い
う
）
318
（

。

こ
の
よ
う
に
、
へ
ラ
ー
の
「
主
権
」
お
よ
び
「
実
定
法
」
の
定
義
は
、
徹
頭
徹
尾
、
ケ
ル
ゼ
ン
ら
の
法
合
理
主
義
に
対
立
し
て
、
構
成
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
権
威
的
な
共
同
体
意
志
」
に
よ
っ
て
「
実
定
化
」
さ
れ
た
法
を
実
定
的
と
呼
び
、
そ
し
て
、
実
定
法
を
最
終
的
に
決

定
す
る
「
至
高
の
立
法
権
力
」
が
帰
属
す
る
「
共
同
意
志
」
を
、
主
権
的
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
）
319
（

。
こ
れ
は
、
ヘ
ラ
ー
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
至
高
の
立
法
権
力

0

0

0

0

を
持
つ
意
志
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
る
「
ボ
ダ
ン
的
主
権
」
で
あ
り
）
320
（

、「
主
権
の
本
質
」
は
、「
法
原
則
」
を
、
共
同
体

が
決
定
す
る
最
高
の
「
法
命
題
」
へ
と
実
定
化
す
る
能
力
に
こ
そ
認
め
ら
れ
る
）
321
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
合
理
主
義
は
、「
法
の
実
定
性
」
を
、「
主
権
的
な
意
志
統
一
体
と
い
う
事
実
性
」
に
基
礎
づ
け
る
こ
と

を
批
判
し
、「
主
権
的
共
同
体
権
威
の
個
体
性
」
か
ら
「
実
定
性
」
を
解
放
し
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
）
322
（

。
し
か
し
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
個

体
的
権
威
の
決
定
に
よ
る
法
の
実
定
化
と
い
う
こ
の
「
主
権
」
な
し
に
は
、
い
か
な
る
「
法
的
確
実
性
」
も
あ
り
え
な
い
。
司
法
判
断
、
行

政
行
為
、
あ
る
い
は
、
法
律
行
為
を
「
法
律
」
に
、
さ
ら
に
、「
法
律
」
を
「
憲
法
」
に
基
礎
づ
け
る
法
律
学
的
な
推
論
と
帰
責
は
、
も
し

そ
れ
が
、「
国
家
の
主
権
」
と
「
法
の
確
実
性
」
と
の
間
の
こ
う
し
た
関
係
を
解
消
す
る
な
ら
ば
、
真
空
に
吸
い
込
ま
れ
る
こ
と
は
不
可
避

だ
、
と
ヘ
ラ
ー
は
述
べ
る
）
323
（

。

2
．
4
．
3
．「
意
志
」
に
つ
い
て
の
哲
学
的
考
察

以
上
に
お
い
て
我
々
は
、
い
か
に
ヘ
ラ
ー
が
、「
主
権
」
お
よ
び
「
法
」
を
、
人
間
の
現
実
的
な
「
意
志
」
に
基
づ
い
て
「
社
会
的
秩

序
」
の
因
果
連
関
の
中
か
ら
導
き
出
し
て
い
た
か
を
跡
づ
け
た
。
で
は
、
人
間
の
「
意
志
行
為
」
は
、
内
向
的
な
「
意
識
」
や
、
一
見
「
意

志
」
と
は
異
質
な
感
性
的
な
世
界
と
の
間
で
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
ヘ
ラ
ー
は
「
意
欲
」
さ
れ
た
こ
と
が
い
ず

れ
「
当
為
」
と
な
る
と
い
う
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
辿
っ
て
や
が
て
「
規
範
」
と
な
る
「
意
志
」
は
、
他
の
「
意
志
」
か
ら
い
か
に
し
て
区
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別
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
、
つ
ま
り
、
社
会
学
や
法
律
学
が
前
提
と
し
う
る
「
意
志
」
に
つ
い
て
の
哲
学
的
考
察
を
、

「
意
志
」（W

ille

）
と
「
意
味
」（Sinn

）
の
関
連
づ
け
と
い
う
文
化
哲
学
的
方
法
に
よ
っ
て
ヘ
ラ
ー
は
試
み
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
国
家
学
と
主
権
ド
グ
マ
の
危
機
は
、
そ
の
精
神
史
的
状
況
全
体
の
危
機
か
ら
の
帰
結
で
あ
り
、
今
日
の
理
論
が
矛
盾
な
く
構

成
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
「
哲
学
的
認
識
論
」
の
ゆ
え
だ
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
。
そ
こ
で
根
本
的
問
題
は
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
、
現
実

の
人
民
意
志
と
実
定
的
な
国
家
命
令
と
の
結
び
つ
き
を
許
容
し
、
同
様
に
、
機
関
の
心
理
学
的
で
経
験
的
な
意
志
と
規
範
的
権
限
と
の
結
び

つ
き
を
許
容
し
う
る
の
か
、
だ
と
い
う
）
324
（

。

ま
ず
ヘ
ラ
ー
は
、
国
家
と
法
の
問
題
、
特
殊
的
に
は
主
権
の
問
題
は
、「
意
志
」
と
「
規
範
」、「
存
在
」
と
「
当
為
」
の
結
び
つ
き
の
問

題
だ
と
い
う
。
イ
ェ
リ
ネ
ク
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
両
者
の
結
び
つ
き
は
非
合
理
そ
の
も
の
だ
と
い
う
理
由
で
、
自
然
と
精
神
、
意
志
と
規
範
の

間
の
「
架
橋
し
え
な
い
対
立
」
を
出
発
点
と
し
た
）
325
（

。
も
し
、
価
値
盲
目
的
な
自
然
の
帝
国
と
、
価
値
を
持
っ
た
精
神
の
帝
国
と
い
う
概
念

が
、
弁
証
法
的
に
二
分
さ
れ
た
統
一
体
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
意
識
さ
れ
て
い
る
限
り
は
、
方
法
論
的
に
相
対
的
な
正
当
な
対
立
だ
と
い

う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
自
然
と
精
神
と
の
「
架
橋
し
え
な
い
対
立
」
が
、
こ
の
世
界
を
「
二
つ
の
部
分
に
分
裂
さ
せ
る
二
元
論
」
に
ま
で

進
み
、
彼
方
に
は
「
純
粋
な
精
神
と
理
想
的
当
為
」、
此
方
に
は
、
た
だ
存
在
し
て
い
る
も
の
、「
完
全
に
意
味
も
な
く
責
任
能
力
も
な
い
純

粋
に
因
果
的
な
存
在
の
現
実
性
の
混
沌
」
が
あ
る
。
こ
の
「
存
在
の
現
実
性
」
に
は
、
い
か
な
る
社
会
学
的
帰
責
も
な
く
、
社
会
学
的
な
統

一
体
と
し
て
の
国
家
な
ど
あ
り
え
な
い
。
こ
の
思
考
形
式
に
よ
っ
て
一
九
世
紀
の
国
家
学
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
時
代
に
は
自

明
だ
っ
た
と
い
う
）
326
（

。

し
か
し
そ
の
間
に
も
、
心
理
学
、
社
会
学
は
別
の
道
を
辿
り
、「
哲
学
」
に
お
い
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
、
ジ
ン
メ
ル
と
い

う
さ
ま
ざ
ま
の
方
向
を
行
く
研
究
者
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
弟
子
筋
に
当
た
る
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
、
リ
ッ
ト
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
と
出
会
っ
た
の
だ

が
、
そ
れ
は
、
際
立
っ
た
「
二
元
論
」
を
徹
底
的
に
克
服
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

の
に
適
し
た
「
意
味

0

0

」
の
領
域

0

0

0

、
す
な
わ
ち
、「
意
義
あ
る
も
の
の
領
域

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

を
承
認
す
る
こ
と
（A

nerkennung einer Sphäre des ‘Sinnes ’, der B
edeutungen

）
に
お
い
て
だ
っ
た
と
い
う
）
327
（

（
傍
点
引
用
者
）。
法
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律
学
者
は
、
同
時
代
的
な
思
考
の
所
産
に
目
も
く
れ
な
い
の
で
、
法
が
、「
意
味
の
領
域
」（Sphäre des Sinnes

）
の
中
に
自
ら
に
ふ
さ
わ

し
い
場
所
を
見
つ
け
る
こ
と
は
な
い
と
疑
わ
な
い
が
、
今
や
そ
う
し
た
怠
慢
は
許
さ
れ
な
い
、
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
）
328
（

。

確
か
に
自
然
科
学
的
で
心
理
学
的
な
、「
意
味
か
ら
自
由
な
意
志
概
念
」（sinnfreier W

illensbegriff

）
は
、
社
会
学
的
に
せ
よ
、
法

律
学
的
に
せ
よ
、「
帰
責
能
力
の
な
い
」
無
意
味
な
世
界
し
か
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
ヘ
ラ
ー
は
認
め
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
よ
う
に
、「
意
志
概
念
を
修
正
す
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
を
簡
単
に
消
去
し
、
い
か
な
る
意
志
も
な
い
の
だ
か
ら
帰
責
も
な

い
」
と
い
う
「
悪
い
意
味
で
神
秘
的
な
存
在
と
当
為
の
並
行
論
」
は
誤
り
だ
と
批
判
す
る
）
329
（

。
確
か
に
、
社
会
学
、
法
律
学
は
、「
心
的
動
因
」

（‘psychischen A
ntrieb ’

）
つ
ま
り
刺
激
伝
達
（Innervation

）
と
し
て
の
「
意
志
」
に
は
関
心
を
持
た
な
い
と
一
義
的
に
確
証
さ
れ
な
け

れ
ば
、「
意
志
」
と
「
規
範
」、
国
家
と
法
の
関
係
を
解
明
し
え
な
い
。
そ
こ
で
、
社
会
学
、
法
律
学
が
問
題
と
し
う
る
「
意
志
」
を
、
ヘ

ラ
ー
は
リ
ッ
ト
（T

heodor Litt

）
か
ら
引
き
出
す
。

社
会
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
行
態
（gesellschaftlich bezogenem

 Verhalten

）
と
い
う
意
味
で
の
意
志
、
す
な
わ
ち

記
号
を
介
し
て
伝
え
ら
れ
る
行
態
の
意
味
で
の
意
志
、
そ
し
て
、
意
味
の
あ
る
意
志
（ein sinnhafter W

ille

）、
す
な
わ
ち

「
何
事
か
」
を
意
味
す
る
（‘etw

as ’ bedeutet

）
行
態
、
こ
れ
ら
だ
け
が
人
間
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
と
っ
て
考
慮
さ
れ
る
）
330
（

。

問
題
に
な
る
の
は
、
個
人
が
自
分
だ
け
を
、
つ
ま
り
自
分
の
主
観
的
な
心
の
状
態
だ
け
を
記
号
を
介
し
て
表
現
す
る
よ
う
な
行

態
様
式
（Verhaltungsw

eisen

）
で
は
な
い
。
ひ
た
す
ら
因
果
的
現
実
性
に
し
か
存
在
し
な
い
過
程
（Vorgänge

）
で
あ
り
、

あ
る
い
は
、
対
象
的
意
義
（gegenständliche B

edeutung

）、
間
主
観
的
意
味
（ein intersubjektiver Sinn

）
を
持
ち
、

主
観
的
な
体
験
過
程
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
何
ら
か
の
も
の
へ
の
指
示
（H

inw
eis

）
を
含
む
記
号
（Zeichen

）
で
あ
る
）
331
（

。

た
と
え
ば
、
ジ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば
）
332
（

、
イ
ス
を
勧
め
る
よ
う
な
態
度
は
、
心
理
外
に
あ
る
理
念
的
な
も
の
を
そ
の
内
に
共
存
さ
せ
て
い
る
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の
で
、「
理
念
へ
の
転
換
」
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
）
333
（

。
こ
の
よ
う
に
「
意
味
を
持
つ

0

0

0

0

0

行
態
」（sinnhaftes Verhalten

）
は
、
自
然
の
現
実

性
の
中
に
手
を
入
れ
る
が
、
入
れ
る
と
同
時
に
そ
れ
を
超
え
て
ゆ
き
、
ま
さ
に
そ
れ
が
「
理
解

0

0

」
さ
れ
る

0

0

0

（‘verstanden ’ w
ird

）
こ
と
に

0

0

0

よ
っ
て

0

0

0

自
我
の
孤
立
を
止
揚
す
る
と
い
う
（
傍
点
引
用
者
）。
こ
う
し
て
、
人
間
社
会
の
第
一
前
提
で
あ
る
「
意
味
に
お
け
る
一
致
」（die 

E
inigung im

 Sinne

）
も
創
造
さ
れ
る
）
334
（

。

具
象
的
な
記
号
（Zeichen

）
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
意
味
（Sinn

）
は
、
相
対
的
に
客
観
的
な
独
自
の
存
立
を
し
、
い
か
な

る
精
神
物
理
的
現
実
性
を
も
度
外
視
し
て
、
示
さ
れ

0

0

0

、
理
解
さ
れ
う
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
事
実
に
、
こ
う
し
た
事
実
に
こ
そ
、
客
観
的
規

範
と
主
観
的
で
心
理
学
的
な
現
実
性
と
の
正
当
な
対
立
が
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
法
律
学
が
基
づ
い
て
い
る
）
335
（

（
傍
点
引
用

者
）。

そ
し
て
法
律
家
の
仕
事
は
、
人
間
の
共
同
生
活
の
秩
序
に
と
っ
て
重
要
な
行
態
様
式
か
ら
、「
法
」
と
し
て
妥
当
す
る
意
味
内
実
（Sinnge-

halte

）、
あ
る
い
は
、
意
義
（B

edeutung

）
を
え
り
抜
き
、
そ
れ
を
解
釈
し
体
系
づ
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
こ
で
も
、
記
号
と
意
味
、
自
然
と
精
神
、
形
式
と
内
容
、
意
志
行
為
と
規
範
の
区
別
を
絶
対
化
す
る
法
律
学
は
、
袋
小
路
に
入
り
込
む

と
ヘ
ラ
ー
は
注
意
を
喚
起
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
個
人
は
、
感
性
的
現
実
（eine sinnliche W

irklichkeit

）
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
中
で
こ
そ
精
神
と
な
る
、
同
様
に
、
記
号
と
意
味
の
双
方
は
、
非
感
性
的
な
全
体
と
並
ん
で
感
性
的
全
体
を
、
つ
ま
り
我
々
が
一
瞥
で

0

0

0

（uno intuitu

）
捉
え
る
感
性
と
意
味
と
の
弁
証
法
的
統
一
を
構
成
す
る
（
強
調
ヘ
ラ
ー
）。
こ
う
し
た
意
味
の
記
号
へ
の
依
存
、
お
よ
び
、

内
実
と
形
態
（G

ehalt und G
estalt

）、
内
容
と
形
式
（Inhalt und Form
）
の
内
的
繋
が
り
を
洞
察
し
な
け
れ
ば
、
結
局
、
ケ
ル
ゼ
ン
の

よ
う
に
、
理
念
的
客
観
性
と
因
果
的
客
観
性
と
の
理
解
不
能
の
並
行
状
態
に
到
達
す
る
と
い
う
）
336
（

。
社
会
の
現
実
性
の
問
題
は
、
存
在
と
当

為
、
行
為
と
行
為
の
意
味
と
の
分
裂
を
伴
っ
た
平
板
な
「
観
念
論
」、
非
弁
証
法
的
な
自
然
・
精
神
の
「
二
元
論
」
で
は
把
握
で
き
な
い
の
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で
あ
り
、
現
実
性
と
妥
当
性
と
の
固
有
の
結
び
つ
き
を
、
弁
証
法
的
に
二
分
す
る
統
一
性
と
現
実
性
と
し
て
捉
え
て
初
め
て
、
法
律
学
の
高

い
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
）
337
（

。

「
個
別
的
な
文
化
様
態
（K

urlurdasein

）
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
内
部
で
の
、
こ
の
規
則
的
な
意
味
の
あ
る
行
態
（regelm

äßiger sinn-

hafter Verhalten

）
の
客
観
的
相
関
物
」
と
し
て
、
ヘ
ラ
ー
は
、
言
語
、
芸
術
を
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
。
そ
し

て
、
人
間
間
の
相
互
関
係
と
世
代
の
継
起
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
こ
う
し
た
「
意
味
内
実
」（Sinngehalte

）
に
、
慣
習
や
法
の
よ
う
な

客
観
的
社
会
秩
序
も
含
ま
れ
る
と
い
う
）
338
（

。

法
と
は
、
…
…
意
味
を
持
つ

0

0

0

0

0

客
観
的
規
範
（sinnhaltige objective N

orm

）
で
あ
り
、
意
味
を
持
ち
つ
つ

0

0

0

0

0

0

0

（sinnhaft

）
法

効
果
へ
と
向
け
ら
れ
る
人
間
の
意
志
行
為
（m

enschliche W
illensakte

）
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
、
支
え
ら
れ
、
そ
し
て
無
効

に
さ
れ
る
）
339
（

（
傍
点
引
用
者
）。

こ
う
し
て
我
々
は
、
法
（das R

echt

）
を
、
形
を
与
え
ら
れ
た
意
味
内
実
（geform

ter Sinngehalt

）
と
し
て
理
解
す
る
）
340
（

。

我
々
は
、
数
千
年
に
わ
た
っ
て
培
わ
れ
た
言
語
や
法
と
い
う
形
式
世
界
（Form

enw
elt

）
を
眼
前
に
し
て
い
る
が
、
個
々
の
実
現
行
為

は
こ
の
世
界
へ
と
流
れ
込
み
、
こ
の
世
界
が
こ
の
行
為
を
形
成
し
、
同
時
に
、
こ
の
行
為
も
ま
た
こ
の
世
界
の
形
式
に
貢
献
す
る
と
い
う
）
341
（

。

伝
統
と
革
命
の
中
で
維
持
さ
れ
、
新
た
に
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
の
形
式
世
界
は
、
個
々
人
や
個
々
の
世
代
に
対
す
る
相
対
的
客
観
性
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
時
々
の
一
時
的
な
実
現
行
為
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
決
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
こ
れ
﹇
形
式
世
界
﹈

は
、
そ
の
妥
当
性
を
、
法
原
則

0

0

0

に
関
連
づ
け
ら
れ
た
意
志
行
為

0

0

0

0

（den auf R
echtsgrundsätze bezogenen W

illensakten

）
か
ら
し
か

得
て
い
な
い
」
と
い
う
）
342
（

（
傍
点
引
用
者
）。
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2
．
5
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
独
裁
論
へ
の
論
及

『
主
権
論
』
の
第
四
章
で
ヘ
ラ
ー
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
独
裁
論
、
主
権
論
に
言
及
す
る
）
343
（

。
至
高
の
諸
法
命
題
を
実
定
化
し
う
る
、
一
方
で

「
現
実
的
な
意
志
主
体
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
、「
独
立
し
た
権
威
」
で
あ
る
主
権
「
主
体
」
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
国
法
学
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
特
徴
を
備
え
た
「
主
体
」
は
、
わ
が
国
の
今
日
の
国
家
論
に
は
存
在
し
な
い
、
と
ヘ
ラ
ー
は
述
べ
る
）
344
（

。
し
か
し
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理

論
は
、「
意
志
を
備
え
た
主
体
を
代
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
権
理
論
を
再
生
さ
せ
る
唯
一
の
極
め
て
意
義
の
あ
る
試
み
」、
そ
し
て
、「
擬

制
さ
れ
た
国
家
主
権
を
、
国
家
機
関
の
主
権
に
よ
っ
て
代
置
し
」、「
脱
人
格
化
さ
れ
た
形
式
民
主
主
義
に
、
統
一
性
と
主
権
的
意
志
を
与
え

よ
う
と
す
る
試
み
」
だ
と
ヘ
ラ
ー
は
位
置
づ
け
）
345
（

、
高
く
評
価
す
る
。
通
説
に
対
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
批
判
は
、「
合
理
主
義
的
な
法
律
﹇
法

則
﹈
信
仰
に
決
断
主
義
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
理
論
が
法
律
学
上
無
能
力
で
あ
る
こ
と
の
根
を
暴
き
出
し
た
」
点
で
、

「
疑
い
の
余
地
な
く
決
定
的
」
で
あ
り
、「
さ
ま
ざ
ま
の
観
点
か
ら
見
て
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
」
と
ヘ
ラ
ー
は
述
べ
る
）
346
（

が
、
し
か
し
同
時

に
、
彼
の
主
権
構
成
は
、「
そ
の
国
際
法
の
認
識
不
足
を
お
お
目
に
見
る
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
、
矛
盾
だ
ら
け
で
維
持
で
き
る
も
の
で
は

な
い
」、
と
退
け
る
）
347
（

。

ヘ
ラ
ー
が
問
題
に
す
る
の
は
四
つ
の
点
だ
が
、
中
で
も
重
要
な
の
は
、
第
二
、
第
四
の
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
階
級
闘
争
に
よ
っ
て
分
裂

す
る
国
家
は
「
絶
え
間
な
い
例
外
状
況
に
あ
り
、
そ
の
法
は
最
後
の
要
素
に
至
る
ま
で
例
外
法
（A

usnahm
erecht

）
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な

い
」
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
述
べ
て
い
る
点
に
関
し
て
）
348
（

、
法
学
者
で
あ
れ
ば
、「
例
外
状
況
と
法
的
に
形
式
化
さ
れ
た
通
常
状
況
と
の
間
に
区
別

を
設
け
た
い
と
い
う
欲
求
」
は
当
然
だ
、
と
述
べ
、
危
機
状
況
に
あ
る
国
家
の
法
全
体
を
「
例
外
法
」
と
位
置
づ
け
る
点
に
疑
問
を
呈
す

る
）
349
（

。第
二
に
、「
例
外
状
況
を
制
す
る
者
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
を
制
す
る
」
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
い
う
、
で
は
今
日
の
法
治
国
家
に
お
い
て
、

「
例
外
状
態
を
支
配
す
る
者
」
と
は
誰
な
の
か
と
い
う
問
い
が
当
然
生
ず
る
が
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
れ
ま
で
明
白
な
答
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え
を
回
避
し
て
い
る
、
と
ヘ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
）
350
（

（
傍
点
引
用
者
）。
最
近
の
第
48
条
解
釈
を
め
ぐ
る
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
批
判
の
中
で
も
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
「
通
常
の
規
定
さ
れ
た
諸
権
限
の
体
系
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
行
為
」
を
、「
例
外
的
に
、『
主
権
権
力
に
よ
っ
て
』
引
き
受
け
う
る

『
決
定
機
関
』
が
必
ず
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
な
が
ら
も
）
351
（

、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
よ
れ
ば
、
誰
が

0

0

こ
の
主
権
行
為
を
引
き
受
け
る

か
と
い
う
難
問
へ
の
答
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
留
保
し
て
い
る
と
指
摘
し
つ
つ
、
し
か
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ラ
イ
ヒ
大
統
領
を
想
定
し
て
い
る
の

は
明
ら
か
だ
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
）
352
（

。
そ
う
し
た
場
合
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
見
解
は
、
実
定
法
に
も
、
委
任
独
裁
者
と
主
権
独
裁
者
と
の
間
の
彼
固

有
の
区
別
に
も
矛
盾
す
る
）
353
（

。
と
い
う
の
は
、『
独
裁
』
に
お
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
第
48
条
は
「
明
ら
か
な
委
任
独
裁
の
例
」
だ
と
述
べ
て

い
る
）
354
（

、「
大
統
領
の
独
裁
」
は
「
委
任
」
に
よ
る
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
大
統
領
は
「
主
権
行
為
」
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
決

定
機
関
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
、
と
ヘ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
）
355
（

。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
こ
の
点
を
め
ぐ
る
「
矛
盾
」
を
突
く
ヘ
ラ
ー

の
批
判
こ
そ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
権
論
、
独
裁
論
の
本
質
的
問
題
性
を
言
い
当
て
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
「
矛
盾
」
に
、『
独
裁
』

に
お
け
る
「
行
動
委
任

0

0

0

0

」
と
し
て
の

0

0

0

0

「
独
裁
」
概
念
か
ら
の
「
逸
脱
」
の
「
根
」
は
存
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
ヘ
ラ
ー
は
、「
法
律
学
に
と
っ
て
の
例
外
状
況
は
、
い
わ
ば
神
学
に
と
っ
て
の
奇
跡
（das W

under

）
と
類
似
の
意
義
を
持

つ
）
356
（

」
と
い
う
、
ド
ノ
ソ
・
コ
ル
テ
ス
に
依
拠
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
神
学
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
よ
れ
ば
、

神
は
「
本
質
的
に
奇
跡
を
自
由
に
操
る
だ
け
で
は
な
く
、
法
則
的
な
全
関
連
の
中
で
こ
そ
効
果
を
現
す
の
で
あ
り
、
こ
の
﹇
法
則
的
な
﹈
関

連
は
そ
の
侵
犯
に
劣
ら
ず
奇
跡
的
だ
」
と
応
じ
て
い
る
）
357
（

。

ヘ
ラ
ー
が
問
題
と
す
る
第
四
の
点
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ボ
ダ
ン
解
釈
に
関
わ
る
。
ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
主
権
と
例
外

状
況
と
の
概
念
的
な
関
連
に
つ
い
て
ボ
ダ
ン
に
依
拠
し
て
い
る
点
で
断
じ
て
誤
っ
て
い
る
」
と
い
う
）
358
（

。
ボ
ダ
ン
は
、
主
権
の
最
も
重
要
な
メ

ル
ク
マ
ー
ル
を
立
法
権

0

0

0

に
見
出
し
て
い
た
、
と
ヘ
ラ
ー
は
再
度
強
調
す
る
）
359
（

（
傍
点
引
用
者
）。
法
律
が
、
時
に
変
更
さ
れ
、
通
常
の
官
憲
が

非
常
時
の
「
後
見
人
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
ボ
ダ
ン
が
認
め
て
い
た
の
は
確
か
だ
が
、
し
か
し
、「
主

権
者
は
、
永
久
の
力

0

0

0

0

（perpetua potestas  

強
調
ヘ
ラ
ー
）
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
う
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
ま
さ
に
こ
の
継0
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続
性
と
い
う
性
質

0

0

0

0

0

0

0

（E
igenschaft der D

auer

）
が
か
の
独
裁
者
に
は
欠
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ボ
ダ
ン
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
詳
細
に
引
用

し
た
『
国
家
論
』
の
中
で
、
と
り
わ
け
力
強
く
、
そ
し
て
多
く
の
例
を
用
い
て
、
独
裁
者
に
対
し
て
主
権
の
性
質
を
否
定
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ
」、
と

指
摘
す
る
）
360
（

。

独
裁
者
の
権
限
は
永
続
的
で
な
く

0

0

0

0

0

0

、
か
つ
、
派
生
的
な
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
ゆ
え
に
、
主
権
者
で
は
な
い
、
主
権
の
性
質
は
そ
の
永
続
性
と
至

高
性
に
あ
る
、
と
い
う
ボ
ダ
ン
の
概
念
構
成
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
、『
独
裁
』
の
中
で
明
確
に
認
め
て
い
る
）
361
（

。
さ
ら
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

「
法
に
よ
っ
て
は
規
律
さ
れ
な
い
場
合
に
決
定
を
下
す
の
は
誰
か
、
と
い
う
問
い
が
、
主
権
と
は
何
か
と
い
う
問
い
だ
」、
あ
る
い
は
、「
主

権
者
と
は
、
例
外
状
態
で
決
断
す
る
者
」
と
い
う
定
式
化
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
ボ
ダ
ン
を
呼
び
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味

で
は
、「
主
権
と
例
外
状
況
と
の
概
念
的
な
関
連
に
つ
い
て
ボ
ダ
ン
に
依
拠
し
て
い
る
点
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
誤
っ
て
い
る
」
と
い
う
ヘ
ラ
ー

の
批
判
は
、
厳
密
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
ヘ
ラ
ー
の
批
判
の
意
図
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
一
方
で
は
、
ボ
ダ
ン
に
依
拠
し
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

主
権
の

永
続
的
性
質
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
正
常
状
態
へ
の
復
帰
を
「
委
任
」
さ
れ
た
例
外
状
況
の
も
と
で
の
独
裁
官
の
非
主
権
性
を
区
別
し
て
お
き
な

が
ら
、
他
方
で
、
例
外
状
況
下
で
、
法
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
決
断
す
る
者
に
こ
そ
、
か
つ
、
そ
の
者
に
の
み
主
権
が
帰
す
る
と
述
べ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
例
外
状
況
下
で
の
決
断
と
主
権
と
を
無
媒
介
に
結
び
つ
け
る
点
に
お
い
て
、
結
果
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ボ
ダ

ン
の
永
続
性
を
本
質
と
す
る
立
法
権
と
し
て
の
主
権
概
念
か
ら
は
離
反
し
て
い
る
、
と
い
う
主
旨
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、「
立

法
権
」
に
そ
の
本
質
を
見
る
「
主
権
」
概
念
こ
そ
が
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
の
要
諦
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
「
矛
盾
」
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
上
の
点
か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
権
定
義
は
維
持
不
可
能
と
断
ず
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
権
問
題
を
、
意
志

個
体
性
に
よ
る
決
断
の
問
題
と
し
て
提
起
し
た
と
い
う
「
偉
大
な
功
績
」（das große Verdienst

）
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
ヘ
ラ
ー

は
述
べ
る
）
362
（

。
し
か
し
な
が
ら
、﹇
ケ
ル
ゼ
ン
に
代
表
さ
れ
る
﹈
純
粋
法
学
の
難
点
は
、
実
定
法
に
と
っ
て
個
体
的
決
定
が
有
す
る
本
質
的
な

重
要
性
を
見
落
と
し
て
い
る
点
に
あ
り
、﹇
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
特
徴
的
な
﹈
機
関
主
権
の
難
点
は
、
主
権
者
の
意
志
個
体
性
の
た
め
に
、
法
律

0

0
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に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
決
定
的
役
割
を
誤
認
し
て
い
る
点
に
あ
る
、
と
、
双
方
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
）
363
（

（
傍
点
引
用

者
）。

2
．
6
．
人
間
の
「
意
志
行
為
」
の
倫
理
的
お
よ
び
政
治
的
評
価

『
主
権
論
』
最
終
章
の
末
尾
に
お
い
て
、
ヘ
ラ
ー
は
、「
倫
理
を
法
化
し
、
法
を
道
徳
化
す
る
」
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
法
の
圏
域
と
倫
理

的
世
界
と
い
う
二
つ
の
領
域
は
と
も
に
犯
さ
れ
る
」、
さ
ら
に
、「
法
の
固
有
法
則
性
と
相
対
的
自
律
性
を
誤
認
す
る
と
主
権
問
題
の
誤
認
が

も
た
ら
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
、「
人
倫
的
命
令
」
の
妥
当
性
と
「
法
的
命
令
」
の
妥
当
性
の
根
源
的
な
相
違
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
）
364
（

。
た
と

え
ば
、
両
者
の
混
濁
は
、「
国
際
法
に
お
け
る
世
界
国
家

0

0

0

0

の
父
（der Vater der civitas m

axim
a

）」（
強
調
ヘ
ラ
ー
）
で
あ
る
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
が
、「
各
々
の
民
族
は
、
他
の
民
族
が
敵
意
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
民
族
に
好
意
を
示
し
、
自
分
自
身
の
よ
う
に

愛
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
点
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
。

こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
人
類
愛
の
命
令
を
真
摯
に
捉
え
、
か
つ
、
情
緒
化
し
な
い
者
の
み
が
、
こ
の
命
令
が
我
々
を
決
断

（E
ntscheidung

）
の
前
に
立
た
せ
る
こ
と
を
知
る
が
、
我
々
は
、
聖
人
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
こ
の
命
令
を
果
た
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
に
反
し
さ
え
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
人
倫
的
命
令
」（das sittliche G

ebot

）
は
、
私
た
ち
が
そ

れ
を
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
と
関
わ
り
な
く
、
妥
当
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
法
的
命
令
」（das R

echtsgebot

）
の
妥
当
性
は
、

規
則
的
な
遵
守
が
あ
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
り
、
法
は
、
法
的
安
定
性
（R

echtssicherheit

）
の
一
定
最
小
限
を
必
要
と
す
る
）
365
（

。
人
倫

的
な
決
断
は
何
ら
現
世
的
な
保
証
を
知
ら
ず
（keine irdische Sekurität
）、
そ
れ
は
、
最
も
深
い
と
こ
ろ
で
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
不
確
実

性
で
あ
る
。
自
ら
決
断
す
る
前
に
、
自
分
の
上
に
恩
寵
に
よ
っ
て
（gnädig
）
決
定
が
下
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
る
者
に
だ
け
、
超
現
世
的
な

恩
寵
（die überirdische G

nade

）
の
中
に
の
み
確
か
さ
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
究
極
的
な
確
か
さ
は
、最
も
個
人
的
な
信
仰
厚
き
魂
（die 

höchstindividuelle gläubige Seele

）
に
と
っ
て
の
み
存
在
す
る
）
366
（

。
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「
法
の
安
定
性
」
は
、
こ
れ
と
は
違
い
、
現
世
的
で
計
算
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
間
主
観
的
な
規
範
的
意
志
結
合
の
安
定
性
」
で

あ
っ
て
、
も
し
秩
序
あ
る
共
同
生
活
が
存
在
す
べ
き
な
ら
、
私
た
ち
が
領
域
社
会
的
共
同
作
業
の
統
一
に
と
っ
て
不
可
欠
の
問
題
に
つ

い
て
個
人
的
に
決
断
す
る
前
に
、
権
威
的
な
共
同
体
意
志
（autoritärer G

em
einschaftsw

illen

）
に
よ
っ
て
有
効
に
決
定
が
な
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
が
最
高
の
権
威
で
な
い
の
は
至
極
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
国
家
は
「
最
高
の
法
的

0

0

権
威
」（höchste 

R
echtsautorität

）
で
あ
る
、
つ
ま
り
、「
法
の
安
定
性
」
は
、
主
権
的
で
あ
り
、
自
ら
の
領
域
で
「
決
定
を
下
し
活
動
す
る
潜
在
的
に
普

遍
的
な
統
一
体
」
を
必
要
と
す
る
）
367
（

（
傍
点
引
用
者
）。

近
世
の
自
然
法
と
は
世
俗
化
さ
れ
た
神
学
で
あ
り
、
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
我
々
か
ら
、
人
倫
的
な
決
断
の
責
任
と
法
的

な
そ
れ
と
を
、
つ
ま
り
罪
の
自
覚
を
取
り
去
ら
ん
と
し
た
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
。
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
恩
寵
の
代
用
品
で
あ
り
、

数
学
的
確
実
性
を
も
っ
て
社
会
組
織
的
な
保
証
を
供
す
る
の
に
適
し
て
い
た
し
、
現
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
遺
産
の
中
身
で
満
た
さ
れ
、
一
定

の
内
容
を
持
つ
法
的
要
請
を
含
ん
で
い
た
限
り
で
は
、
こ
れ
へ
の
信
仰
は
持
ち
こ
た
え
て
い
た
、
し
か
し
今
、
我
々
に
欠
け
て
い
る
の
は
、

父
祖
の
時
代
の
市
民
的
な
安
定
性
を
決
定
づ
け
て
い
た
、
こ
う
し
た
「
法
原
則
」
に
よ
る
保
証
だ
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
。
最
後
に
、
ヘ
ラ
ー
は

次
の
言
葉
を
も
っ
て
本
書
を
結
ん
で
い
る
。

我
々
は
社
会
を
組
織
す
る
う
え
で
、
命
を
脅
か
す
決
断
の
前
に
立
た
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
決
断
が
ど
ん
な
結
果
に
な
る
か
は
わ

か
ら
な
い
。
そ
れ
が
間
主
観
的
な
規
範
的
意
志
結
合
、
つ
ま
り
、
実
定
法
に
な
る
べ
き
な
ら
、
主
権
的
国
家
の
決
定
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
決
断
の
二
者
択
一
か
ら
我
々
を
免
れ
さ
せ
る
な
ど
、
永
遠
に
、
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

に
は
で
き
な
い
。
人
間
の
意
志
行

0

0

0

0

0

0

為0

（m
enschliche W

illensakte

）
が
国
家
を
構
成
す
る
限
り
、
こ
の
意
志
行
為
は
繰
り
返
し
法
命
題
（R

echtssätze

）
を
主

権
的
に
破
壊
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
原
則
（R

echtsgrundsätze

）
を
犯
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
勝
利
へ
と
導
く
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
）
368
（

（
傍
点
引
用
者
）。
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3
．
ヘ
ラ
ー
の
「
法
廷
弁
論
」
再
考

こ
こ
ま
で
の
我
々
の
考
察
は
、
ヘ
ラ
ー
が
「
プ
ロ
イ
セ
ン
対
ラ
イ
ヒ
」
裁
判
に
お
い
て
示
し
た
一
貫
し
た
立
場
、
す
な
わ
ち
、
七
月
二
〇

日
の
大
統
領
命
令
に
基
づ
く
ラ
イ
ヒ
政
府
の
一
連
の
政
治
的
行
為
の
「
真
の
政
治
的
動
機

0

0

／
意
図

0

0

」
は
何
か
と
い
う
点
の
解
明
を
追
求
し

続
け
た
根
本
姿
勢
の
背
後
に
、
学
問
的
理
論
的
に
い
か
な
る
世
界
、
い
か
な
る
議
論
連
環
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
出
発
点
と
し
て
い

た
。
ヘ
ラ
ー
は
、
七
月
二
〇
日
の
大
統
領
緊
急
令
に
よ
っ
て
ラ
イ
ヒ
政
府
が
政
治
的
に
狙
っ
た
こ
と
が
、「
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
再
建
」

と
い
う
「
憲
法
」
に
即
し
て
第
48
条
に
許
さ
れ
て
い
た
本
来
の
「
目
的
」
と
は
異
な
る
「
動
機
」
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
を
問

題
と
し
続
け
た
。
そ
し
て
、
真
の
「
政
治
的
動
機
」
は
、
パ
ー
ペ
ン
と
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
の
「
密
約
」
に
あ
る
と
実
証
す
べ
く
、
証
拠
文
書
を

提
出
し
、
証
人
喚
問
を
次
々
と
要
求
し
た
。

こ
う
し
た
点
ば
か
り
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
緊
急
時
の
政
府
の
裁
量
行
為
に
は
、「
主
観
的
善
意
」
の
み
で
足
り
る
と
す
る
ラ
イ
ヒ
側

の
主
張
に
対
し
て
、
ヘ
ラ
ー
は
、
そ
れ
で
は
足
り
ず
、「
主
観
的
善
意
」
の
存
在
は
客
観
的
に
も
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
食
い
下
が
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
政
治
的
「
行
為
」
の
動
因
と
し
て
の
政
治
的
「
意
図

0

0

」「
動
機

0

0

」「
意
志

0

0

」
の
内
実
の
明
確
化

0

0

0

0

0

0

0

、
客
観
化

0

0

0

と
い
う
一
点
に

固
執
し
続
け
た
ヘ
ラ
ー
の
姿
勢
が
、「
法
廷
」
で
の
「
弁
論
」
の
至
る
所
に
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ヘ
ラ
ー
の
実
践
的
政
治
的

行
為
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
議
論
の
中
で
、
為
政
者
の
真
の
狙
い
、
政
治
的
「
意
志
」
の
内
実
の
明
確
化
へ
と
収
斂
し
て
ゆ
く
、
こ
う
し
た

「
切
り
口
」
を
「
導
き
の
糸
」
と
し
な
が
ら
、
我
々
は
、「
弁
論
」
で
の
基
本
的
視
角
へ
と
繋
が
る
議
論
連
環
を
、
そ
れ
ま
で
の
ヘ
ラ
ー
の
学

問
的
理
論
的
著
作
の
中
に
探
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
の
中
か
ら
、
重
要
な
点
と
し
て
五
つ
の
点
を
指
摘
し
、「
法
廷
弁
論
」

に
お
け
る
ヘ
ラ
ー
の
主
張
の
意
味
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
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3
．
1
．「
意
志
共
同
体
お
よ
び
価
値
共
同
体
」
と
「
意
志
内
実
」（W

illensgehalt

）

初
め
に
我
々
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
末
期
の
「
憲
法
改
正
」
論
議
の
中
で
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
権
威
の
強
化
を
骨
子
と
す
る
「
権
威
的
国
家
」
形

成
の
た
め
の
「
憲
法
改
正
」
を
支
持
す
る
と
い
う
、
ヘ
ラ
ー
の
現
実
的
な
柔
軟
性
を
垣
間
見
せ
る
議
論
を
跡
づ
け
た
。
極
度
の
緊
張
に
達
し

て
い
た
「
危
機
」
の
克
服
の
た
め
に
、
ヘ
ラ
ー
は
、
積
極
的
に
歓
迎
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
や
む
を
得
ぬ
選
択
肢
と
し
て
、
ラ
イ

ヒ
政
府
の
権
限
を
強
化
す
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ヘ
ラ
ー
の
選
択
を
促
し
た
根
源
的
な
認
識
が
、「
意
志

共
同
体
お
よ
び
価
値
共
同
体
」
の
喪
失
と
い
う
現
状
へ
の
厳
し
い
認
識
で
あ
っ
た
。

で
は
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
、「
意
志
共
同
体
お
よ
び
価
値
共
同
体
」
の
喪
失
と
い
う
事
態
は
、
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
経
緯
を
、
我
々
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
の
中
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
、「
意
志
共

同
体
お
よ
び
価
値
共
同
体
」
の
喪
失
と
い
う
事
態
は
、
政
治
的
「
形
態
」（G

estalt

）
を
形
作
る
、
そ
の
基
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
政
治

的
「
内
実
」（G

ehalte

）、
す
な
わ
ち
、「
共
通
の
意
志
内
実
」（gem

einsam
e W

illensgehalte

）
の
喪
失
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
民
主
政
、
議
会
制
と
い
う
政
治
的
「
形
態
」
や
「
形
式
」
そ
れ
自
体
を
「
改
革
」
す
る
必
要
も
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
以
上
に
、
ヘ

ラ
ー
に
と
っ
て
重
要
な
点
は
、「
形
態
」
を
形
作
る
、
あ
る
い
は
、
破
壊
し
て
別
の
「
形
態
」
を
生
み
出
す
「
内
実
」
の
把
握
と
探
究
に
向

け
ら
れ
た
。
政
治
的
形
態
の
解
体
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
精
神
史
的
根
源
は
何
か
、
何
が
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
独
裁
」
へ
と
人
々
を
駆
り
立

て
る
の
か
、
そ
し
て
、
真
に
「
危
機
」
を
打
破
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
新
し
い
「
内
実
」
が
ど
こ
に
見
出
さ
れ
う
る
の
か
、
こ
う
し
た

「
意
志
内
実
」
と
、
そ
の
根
源
的
基
盤
た
る
「
価
値
内
実
」
の
模
索
と
い
う
観
点
が
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
を
一
貫
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
に
お
け
る
ヘ
ラ
ー
の
議
論
の
狙
い
は
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
は
、
実
は
何
の
「
内
実
」
も
持
ち
あ

わ
せ
て
は
い
な
い
と
い
う
点
の
暴
露
に
あ
り
、
政
治
的
形
態
を
機
能
さ
せ
る
に
足
る
「
内
実
」
が
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
を
示
す
こ
と
は
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な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
こ
れ
に
先
立
つ
、「
主
権
」
概
念
を
め
ぐ
る
国
法
学
的
な
体
系
的
叙
述
の
中
で
、
我
々
は
こ
れ
を
手
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

3
．
2
．「
価
値
内
実
」
と
し
て
の
「
倫
理
的
法
原
則
」
と
「
共
通
の
意
志
内
実
」
を
可
能
に
す
る
「
意
味
の
領
域
」

ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
の
「
価
値
内
実
」、
そ
れ
は
、
ボ
ダ
ン
の
「
主
権
」
概
念
の
考
察
の
中
か
ら
、
自
ら
の
法
律
学
的
概
念
構
成
へ
と
取
り

入
れ
た
、「
実
定
法
命
題
」
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
法
原
則
」
で
あ
っ
た
。
ヘ
ラ
ー
は
、
二
種
類
の
「
法
原
則
」
を
区
別
し
、

法
論
理
的
妥
当
性
を
持
つ
、
純
粋
な
法
形
式
の
構
成
原
理
で
あ
る
「
論
理
的
法
原
則
」
と
、
そ
し
て
、
文
化
圏
と
密
接
に
結
び
つ
き
つ
つ
、

こ
れ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
「
倫
理
的
法
原
則
」
を
示
し
た
。
こ
の
「
倫
理
的
法
原
則
」
の
実
体
を
ヘ
ラ
ー
は
詳
細
に
述
べ
て

は
い
な
い
が
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
西
欧
文
化
圏
に
お
け
る
そ
れ
は
、「
自
由
」、「
平
等
」
を
主
要
な
内
容
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
遺
産
に
満

た
さ
れ
た
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
法
原
則
」
の
中
か
ら
、「
法
命
題
」
へ
と
実
定
化
さ
せ
る
も
の
、
そ
れ
こ
そ
が
、
歴
史
的
個

体
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
「
意
志
行
為
」
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
意
志
」
は
、「
実
定
法
命
題
」
を
作
る
こ
と
も
破
壊
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
法
原
則
」
に
反
す
る
こ
と
も
あ
れ

ば
、
こ
れ
を
勝
利
へ
と
導
く
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
「
不
確
実
性
」
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
、
人
間
の
「
意
志
」
が
決
定
を
担
う
。
こ
の

よ
う
に
、「
共
通
の
意
志
内
実
」
の
形
成
の
基
盤
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
価
値
内
実
」
と
は
、
ヘ
ラ
ー
に
お
い
て
は
「
倫
理
的
法
原
則
」

だ
っ
た
。

し
か
し
よ
り
重
要
な
点
は
、「
倫
理
的
法
原
則
」
か
ら
「
価
値
共
同
体
」
や
「
意
志
共
同
体
」
が
直
接
的
に

0

0

0

0

導
か
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。「
倫
理
的
法
原
則
」
と
い
う
「
価
値
」
に
基
づ
い
た
「
意
志
行
為
」
を
通
し
て
の
共
同
体
形
成
を
、
無
媒
介
に

0

0

0

0

想

定
し
、
こ
れ
を
一
般
化
す
る
な
ら
ば
、
個
別
意
志
が
自
由
に
「
法
原
則
」
の
中
か
ら
何
ら
か
の
「
価
値
」
を
選
択
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

が
、
真
に
「
倫
理
的
法
原
則
」
の
一
契
機
な
の
か
と
い
う
点
を
、
結
局
、
誰
が
決
す
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
提
起
す
る
問
題
へ
行
き
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着
き
、
そ
の
「
意
志
」
は
「
恣
意
」
に
転
ず
る
こ
と
も
、
さ
ら
に
は
、「
価
値
の
専
制
」
の
正
当
化
と
い
う
役
割
を
担
う
こ
と
も
あ
り
う
る

だ
ろ
う
。

ヘ
ラ
ー
は
、
一
方
で
、
文
化
圏
に
固
有
の
「
倫
理
的
法
原
則
」
が
存
在
す
る
、
と
述
べ
つ
つ
、
同
時
に
他
方
で
、
そ
こ
か
ら
「
法
命
題
」

へ
と
実
定
化
す
る
「
決
断
」
を
担
う
「
意
志
行
為
」
を
通
し
て
、「
倫
理
的
法
原
則
」
の
一
契
機
が
共
有
さ
れ
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
、
文

化
哲
学
上
の
「
発
見
」
を
も
っ
て
掘
り
下
げ
て
考
え
抜
い
た
。
そ
し
て
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
、「
存
在
」
と
「
当
為
」
を
弁
証
法
的
に
統

一
的
に
把
握
し
う
る
も
の
と
し
て
の
「
意
味
の
領
域

0

0

0

0

0

」（Sphäre des Sinnes

）
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
文
化
圏
に
固
有
の
「
価
値
内
実
」

の
宝
庫
た
る
「
倫
理
的
法
原
則
」
に
基
づ
き
な
が
ら
、「
意
志
」
に
よ
っ
て
実
定
化
さ
れ
る
の
は
、
内
面
的
主
観
的
な
世
界
に
お
い
て
価
値

と
認
め
ら
れ
た
何
ら
か
の
も
の
が
、
主
観
的
体
験
世
界
を
超
え
出
て

0

0

0

0

、
示
さ
れ

0

0

0

、
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
自
我
の
孤
立
を
止
揚
し
、

そ
こ
に
形
成
さ
れ
る
「
意
味
に
お
け
る
一
致
」（die E

inigung im
 Sinne

）
と
い
う
「
共
通
の
意
志
内
実
」
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
プ

ロ
セ
ス
を
経
て
創
造
さ
れ
た
「
意
味
に
お
け
る
一
致
」
は
、
相
対
的
に
客
観
的
な
独
自
の
存
在
と
な
り
、
や
が
て
「
規
範
」
と
し
て
受
容
さ

れ
「
間
主
観
的
規
範
」
と
な
る
、
ヘ
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
）
369
（

。

ヘ
ラ
ー
に
よ
っ
て
、「
意
志
」
か
ら
「
意
味
の
領
域
」
を
経
て
「
法
」
へ
と
架
け
ら
れ
た
こ
う
し
た
「
橋
」
を
理
解
す
る
と
き
、
ヘ
ラ
ー

の
い
う
「
意
志
と
価
値
の
共
同
体
」
と
い
う
「
社
会
的
同
質
性
）
370
（

」
は
、
人
種
的
「
同
種
性
」
と
も
無
縁
で
あ
り
、
か
つ
、「
強
制
的
画
一
化
」

と
は
さ
ら
に
隔
絶
し
た
、
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
徹
頭
徹
尾
、
創
造
さ
れ
続
け
る
、
し
た
が
っ
て
人
為

的
な
境
界
線
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
の
文
化
的

0

0

0

概
念
で
あ
り
、
端
的
に
、
人
間
と
人
間
の
間
の
「
示
し
、
理
解
す
る
」
と
い
う
意
味
で

の
「
意
志
行
為
」
に
の
み
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
前
提
と
し
て
存
在
す
る
所
与
の
文
化
的
伝
統
す
ら
も
絶
対
的

0

0

0

拘
束
性
は
持
た

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
所
与
と
し
て
の
過
去
の
「
伝
統
」
に
対
す
る
新
し
い

0

0

0

「
理
解

0

0

」
を
共
有
す
る
と
い
う
未
来
へ
拓
か
れ
た
可
能
性
を
、
常

に
伴
い
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
化
規
定

0

0

0

0

的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
未
来
形
成

0

0

0

0

的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
ヘ

ラ
ー
か
ら
導
か
れ
る
、
多
様
性
に
開
か
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

「
社
会
的
同
質
性
」
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
同
様
に
追
究
し
た
「
社
会
的
同
質
性
」
と
は
、
ま
っ
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た
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

「
倫
理
的
法
原
則
」
は
、
原
則
的
に
は
「
文
化
圏
」
に
規
定
さ
れ
た
、
そ
の
意
味
で
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
ヘ
ラ
ー
は
述
べ
つ
つ
、
同

時
に
、
あ
ら
ゆ
る
「
文
化
圏
」
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
れ
ば
、
普
遍
的
妥
当
性
を
持
ち
う
る
と
述
べ
た
。「
文
化
」
に
お
け
る
「
行
為
」
は
、

た
と
え
ば
音
楽
が
国
境
を
越
え
て
多
様
な
人
々
に
受
け
容
れ
ら
れ
う
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
境
界
線
を
無
限
に
変
化
さ
せ
続
け
て
ゆ
く
可

能
性
を
秘
め
て
い
る
。
感
性
的
、
非
感
性
的
世
界
の
両
方
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
、
そ
う
し
た
「
文
化
の
営
み
」
の
中
で
無
限
に
繰
り
返
さ

れ
る
、
人
と
人
と
の
間
の
「
意
味
の
領
域
」
に
お
け
る
「
意
味
の
一
致
」
を
形
成
す
る
「
行
為
」、
こ
う
し
た
も
の
の
中
に
、
ヘ
ラ
ー
は
、

法
命
題
実
定
化
の
根
と
し
て
の
「
価
値
内
実
」
発
祥
の
地
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
文
化
領
域
」
に
お
け
る
「
意
味
の
一
致
」
が
た
だ
ち
に
「
実
定
法
」
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
主
観
を
超
え
出
る

「
意
志
」
が
人
々
に
「
理
解
さ
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
意
味
の
一
致
」
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
が
相
対
的
に
客
観
的
な
も
の
と
し
て
徐
々
に

「
規
範
」
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
の
途
上
に
お
い
て
、
か
つ
、
そ
の
途
上
に
お
い
て
こ
そ
、
最
終
的
な
「
実
定
法
」

の
決
定
が
可
能
と
な
る
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
「
法
」
を
解
す
る
と
き
、
そ
の
立
法
権
力
こ
そ
が
主
権
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
、
ヘ
ラ
ー
の
、
ボ

ダ
ン
か
ら
受
容
し
た
主
権
概
念
に
よ
っ
て
、
人
々
に
主
権
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
も
、
あ
ら
ゆ
る
抽
象
化
や
擬
制
か
ら
解
放
さ
れ

て
理
解
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3
．
3
．「
独
裁
」
に
お
け
る
「
政
治
的
な
基
本
決
定
」

以
上
の
「
意
志
」
を
め
ぐ
る
議
論
連
環
に
お
い
て
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
と
『
主
権
論
』
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
端

的
に
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ラ
ー
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
で
は
、「
実
証
主
義
」
の
法
則
思
考
と

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
独
裁
」
の
精
神
的
温
床
で
あ
る
パ
レ
ー
ト
に
よ
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
」
が
、
若
者
の
「
政
治
的
意
志

0

0

の
麻
痺
」
を
も
た
ら

し
た
点
を
、
そ
し
て
、『
主
権
論
』
で
は
、「
国
家
意
志

0

0

」
の
喪
失
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
点
を
批
判
し
、
と
も
に
、「
意
志
」
の
喪
失
を
問
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題
と
し
て
い
た
。
政
治
的
世
界
に
お
い
て
、「
意
志
」
が
曖
昧
化
さ
れ
、
失
わ
れ
る
こ
と
の
危
険
性
に
つ
い
て
、
ヘ
ラ
ー
は
警
鐘
を
鳴
ら
し

て
い
る
の
で
あ
る
。「
政
治
的
意
志

0

0

0

0

0

」
の
形
成

0

0

と
明
確
化

0

0

0

、
客
観
化

0

0

0

と
い
う
課
題
を
、
ヘ
ラ
ー
は
、
若
者
を
は
じ
め
、
労
働
者
を
も
含
む
国

民
す
べ
て
に
対
し
て
、
そ
し
て
同
時
に
支
配
者
の
側
に
対
し
て
、
同
様
に
求
め
て
い
る
。

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
の
中
で
ヘ
ラ
ー
は
、「
独
裁
」
を
良
く
も
悪
く
も
あ
る
と
述
べ
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
こ
れ
を
否
定
し

て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
で
彼
が
問
題
と
し
て
重
視
し
た
の
は
、
そ
の
「
独
裁
」
に
お
い
て
、
い
か
な
る

0

0

0

0

「
政
治
的
な
基
本
決
定

0

0

0

0

0

0

0

0

」
の
た
め

0

0

0

に0

命
令
が
下
さ
れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
な
歴
史
的
状
況
の
も
と
で
独
裁
者
が
手
に
す
る
「
具
体
的
内
容
」
は
何
か
、
そ
し
て
、
こ
の
「
基

本
決
定
」
に
対
し
て
、「
独
裁
」
は
歴
史
的
社
会
的
に
即
応
し
た
手
段
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、「
独
裁
」
が
そ
れ
自
体
と
し
て
悪
な
の
で
は
な
く
、
一
選
択
肢
と
し
て
の
「
独
裁
」
と
い
う
政
治
的
制
度
が
、
具

体
的
状
況
の
中
で
、
い
か
な
る
「
政
治
的
な
基
本
決
定
」
に
基
づ
く
の
か
と
い
う
点
こ
そ
が
、
重
要
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
決
定
的
な

問
題
は
、「
独
裁
」
を
誰
が

0

0

担
う
か
、
で
は
な
く
、
誰
が
担
う
に
し
て
も
、
い
か
な
る

0

0

0

0

「
政
治
的
な
基
本
決
定

0

0

0

0

0

0

0

0

」
の
も
と
で
担
わ
れ
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と

い
う
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
ヘ
ラ
ー
が
、
七
月
二
〇
日
の
大
統
領
命
令
の
「
政
治
的
動
機
」
あ
る
い
は
、「
政
治
的
意
図
」
の
解
明
を
執
拗
な
ま

で
に
追
及
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
、
そ
の
「
政
治
的
な
基
本
決
定
」
の
「
内
実

0

0

」
が
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
、
い
か
な
る

0

0

0

0

「
基
本
決
定

0

0

0

0

」
の
ゆ
え
に

0

0

0

0

、
こ
れ
だ
け
過
大
な
命
令
が
下
さ
れ
て
い
る
の
か
、「
憲
法
」
に
即
し
た
「
目
的
」
と
し
て
の
本
来
の
「
基
本
決

定
」
と
は
異
な
る
「
決
定
」
が
そ
の
根
底
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
を
、
執
拗
に
、
あ
く
ま
で
も
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で

あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
こ
で
ヘ
ラ
ー
が
述
べ
る
「
独
裁
」
命
令
が
仕
え
る
べ
き
「
政
治
的
な
基
本
決
定
」
と
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
行
動
委

任
」
と
し
て
の
「
委
任
独
裁
」
に
お
け
る
、「
委
任
行
動
」
の
「
目
的

0

0

」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
既
に

上
で
見
た
よ
う
に
、「
委
任
独
裁
の A

ktionskom
m

issar 

と
し
て
の
大
統
領
の
も
と
で
の
行
政
国
家
」
の
構
想
の
中
で
、
そ
の
「
行
動
委
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任
」
を
規
定
す
る
「
目
的

0

0

」
の
視
点
が
後
退
し
、
消
え
去
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、「
法
廷
」
で
ヘ
ラ
ー
が
追
究
し
続
け
た
「
政
治
的
基
本
決

定
」
の
明
確
化
は
、
ま
さ
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
行
動
委
任
」
と
し
て
の
「
独
裁
」
を
枠
づ
け
す
る
、「
委
任
行
動
の
目
的

0

0

0

0

0

0

0

」

の
明
確
化

0

0

0

0

、
客
観
化

0

0

0

だ
っ
た
の
だ
、
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

ヘ
ラ
ー
が
、
い
か
な
る
政
治
的
「
動
機
」（M

otiv

）、「
意
図
」（A

bsicht

）
の
ゆ
え
に
大
統
領
命
令
が
下
さ
れ
た
の
か
を
、
不
可
解
な
ほ

ど
に
、
こ
の
一
点
の
み
を
集
中
的
に
追
及
し
続
け
た
こ
と
の
意
味
は
、
ま
さ
に
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
意
志
共
同
体
お
よ
び
価
値
共
同

体
」
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
完
全
に
崩
壊
す
る
と
の
危
機
感
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
独
裁
権
」
の
行
使
の
際
の
、「
憲
法
」

に
即
し
た
「
目
的
」
と
は
、
つ
ま
り
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
「
実
定
化
」
さ
れ
た
「
共
通
の
意
志
内
実
」
と
し
て
の
「
政
治
的
基
本
決
定
」

で
あ
り
、
こ
れ
が
、
い
と
も
容
易
く
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
既
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
「
意
志
共
同
体
」

に
対
し
て
最
後
の
と
ど
め
を
刺
す
こ
と
を
意
味
す
る
に
等
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

3
．
4
．
ボ
ダ
ン
の
「
主
権
」
概
念
受
容
の
意
味

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
独
裁
」
は
、
究
極
に
お
い
て
「
決
断
」
を
一
者
に
委
ね
、
か
つ
、「
決
断
」
の
「
内
容
」
で
は
な
く
「
決
断

0

0

」
そ
れ
自

0

0

0

体0

を
意
味
す
る
も
の
に
転
換
し
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
地
点
で
、
ヘ
ラ
ー
は
「
決
断
」
を
下
す
人
間
の

0

0

0

「
意
志

0

0

」
に
支
点
を
置
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
「
政
治
的
意
志
」
の
「
内
実
」
を
問
題
化
し
続
け
る
足
場
を
手
放
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
分
岐
点
へ
と
導
い
た
源
泉
に

横
た
わ
っ
て
い
た
の
が
、
両
者
の
ボ
ダ
ン
受
容
に
お
け
る
、
ボ
ダ
ン
の
「
主
権
」
概
念
解
釈
の
相
違

0

0

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。ボ

ダ
ン
の
「
主
権
」
概
念
か
ら
自
ら
の
法
律
学
的
構
成
へ
と
取
り
入
れ
た
「
倫
理
的
法
原
則
」
と
い
う
「
価
値
内
実
」
は
、
ヘ
ラ
ー
に

と
っ
て
、
常
に
、「
政
治
的
基
本
決
定
」
を
下
す
「
意
志
行
為
」
を
拘
束
す
べ
き
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
続
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
政
治
的
基
本
決
定
」

の
「
内
実
」
を
問
題
化
し
続
け
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
、
さ
ら
に
深
い
次
元
か
ら
方
向
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
「
価
値
内
実
」
が
何
で
あ
る
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の
か
を
問
う
視
点
を
持
ち
続
け
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
憲
法
」
が
定
め
る
「
目
的
」
か
ら
逸
脱
し
た
「
政
治
的
基
本
決
定
」
の
背
後
に
、

こ
れ
を
方
向
づ
け
る
何
ら
か
の
基
盤
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
政
治
的
洞
察
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
の
政
治
的
「
密
約
」
の
存
在
が
、
一
連
の
拡
大

さ
れ
続
け
る
「
独
裁
権
」
行
使
の
「
根
」
で
は
な
い
か
と
い
う
政
治
的
洞
察
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
暴
く
べ

く
、「
事
件
」
か
ら
「
法
廷
」
ま
で
の
短
期
間
に
、「
事
件
」
直
前
の
「
書
簡
」
や
「
文
書
」
の
入
手
を
試
み
、
さ
ら
に
「
書
簡
」
の
発
信
人

で
あ
る
グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
と
も
直
接
接
触
し
て
「
言
質
」
を
取
り
付
け
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
っ
て
「
証
拠
」
の
収
集
に
奔
走
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
ラ
ー
が
「
法
廷
」
で
繰
り
返
し
突
き
つ
け
た
一
連
の
証
人
喚
問
要
請
そ
れ
自
体
は
、
法
解
釈
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば

考
察
の
対
象
と
な
り
に
く
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
単
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
く
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
の
本
質
的

0

0

0

要
求
で
あ
り
、
さ
ら
に
言

う
な
ら
ば
、
召
喚
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
こ
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
政
治
的
介
在
の
存
否
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
こ
そ

が
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
「
法
廷
闘
争
」
を
闘
う
意
味
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
と
す
ら
考
え
う
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ラ
ー
は
、
何
が
何
で
も
、
パ
ー
ペ

ン
と
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
の
政
治
的
「
密
約
」
こ
そ
が
、
証
明
さ
れ
、
か
つ
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
「
政
治
的
意
志
」、「
政
治
的
基
本
決
定
」
だ
と

主
張
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
371
（

。

3
．
5
．「
人
間
意
志
」
の
法
学

「
法
廷
弁
論
」
に
お
け
る
ヘ
ラ
ー
の
主
張
と
「
基
本
的
視
角
」
を
「
切
り
口
」
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
へ
と
繋
が
る
学
問
的
理
論
的
な
議
論

連
環
を
模
索
し
て
き
た
本
節
の
考
察
を
閉
じ
る
に
当
た
っ
て
、
こ
こ
で
、
何
よ
り
も
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
点
と
し
て
最
も
強
調
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
以
下
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
7
月
2
0
日
事
件
」
に
お
け
る
一
連
の
政
治
的
行
為
を
規
定
し
た
ラ
イ
ヒ
政
府

側
の
「
政
治
的
意
図

0

0

（A
bsicht

）」
あ
る
い
は
「
政
治
的
動
機

0

0

（M
otiv

）」
の
解
明
を
求
め
続
け
た
「
法
廷
」
に
お
け
る
ヘ
ラ
ー
の
姿
勢
の

中
に
は
、「
主
権
」
お
よ
び
「
法
」
を
、
徹
頭
徹
尾
、
人
間
の
「
意
志

0

0

行
為
」
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
、
構
成
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
破
壊
さ

れ
も
す
る
も
の
と
し
て
考
え
抜
い
た
、
学
問
的
理
論
的
営
み
に
お
け
る
ヘ
ラ
ー
の
学
問
態
度
と
の
間
に
、
人
間
の
現
実
の
意
志
の
「
内
実
」
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か
ら
出
発
し
、
そ
こ
へ
繰
り
返
し
立
ち
返
る
と
い
う
こ
と
に
お
け
る
、
見
事
な
ま
で
に
鮮
や
か
な
相
関
性
が
見
出
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、「
法
廷
闘
争
」
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
こ
こ
で
垣
間
見
た
ヘ
ラ
ー
の
学
問
世
界
は
、「
人
間
意
志

0

0

0

0

の
法
学
」
と
評
し

て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、「
人
間
の
意
志
」
が
、
常
に
「
不
確
実
性
」
の
中
に
留
ま
り
続
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

、

ヘ
ラ
ー
が
、「
人
間
の
意
志
」
を
一
貫
し
て
「
政
治
社
会
」
の
中
心
に
据
え
て
考
え
抜
い
た
こ
と
の
中
に
は
、
一
方
に
は
、
法
則

0

0

支
配
の
計

算
的
客
観
的
理
性
の
「
実
証
主
義
」、
他
方
に
は
、
非
合
理
的
暴
力

0

0

0

0

0

0

を
賛
美
す
る
「
生
の
哲
学
」
と
い
う
、
双
方
向
か
ら
の

0

0

0

0

0

0

「
人
間
の
意
志

0

0

0

0

0

」

の
「
埋
葬

0

0

」
に
対
し
て
敢
然
と
抗
す
る
、
両
面
作
戦
を
戦
い
な
が
ら
そ
れ
ら
を
跳
ね
返
す
抗
争
的
意
味

0

0

0

0

0

が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
思
想
的
傾
向
の
攻
勢
が
も
た
ら
し
た
、
蔓
延
す
る
「
政
治
的
意
志
の
麻
痺

0

0

0

0

0

0

0

0

」
状
態
の
中
か
ら
、「
政
治
的
意
志

0

0

0

0

0

」

を
持
つ
「
人
間
主
体

0

0

0

0

」
を
立
ち
上
げ
つ
つ
、
同
時
に
、
政
治
的
領
域
に
お
い
て
「
意
志
」
が
曖
昧
化
さ
れ
、
見
失
わ
れ
る
こ
と
の
危
険
性
に

対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
続
け
る
営
み
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

何
よ
り
も
、
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
の
「
意
志
行
為
」
と
は
、「
決
断
」
し
「
判
断
」
す
る
、
そ
の
「
責
任
」
を
伴
う
「
行
為
」
で
あ
っ
た
が
、

同
時
に
、「
示
さ
れ
」
た
「
意
志
」
を
「
理
解
」
し
、
そ
こ
に
「
意
味
の
一
致
」
を
認
め
て
「
共
通
の
意
志
内
実
」
を
「
形
成
」
し
て
ゆ
く

「
行
為
」
で
も
あ
っ
た
。「
危
機
」
に
お
い
て
も
、「
平
和
」
な
中
に
あ
っ
て
も
、
常
に
、
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
が
何
を

0

0

0

0

0

「
意
志

0

0

」
す0

る
か

0

0

で
あ
る
、
こ
の
極
め
て
単
純
な
一
点
に
、
ヘ
ラ
ー
は
す
べ
て
を
込
め
て
立
ち
続
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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第
4
節　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
――
ボ
ダ
ン
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

以
上
に
お
い
て
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
対
ラ
イ
ヒ
」
裁
判
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
「
法
廷
弁
論
」
に
お
け
る
「
基
本
的
視
角
」
を

「
切
り
口
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
的
理
論
的
世
界
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
「
骨
格
」
を
形
作
る
も
の
と
し
て
の
学
問
的
理
論
的

モ
テ
ィ
ー
フ
を
探
り
求
め
る
と
い
う
我
々
の
考
察
は
、
一
応
の
「
結
論
」
に
到
達
し
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
は
、
そ
の
も
と
も
と
の
「
目

的
」
を
達
成
し
た
の
で
、
こ
こ
で
終
結
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
通
し
て
、「
法
廷
弁
論
」
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
を
介
し
、

そ
こ
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
議
論
連
環
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
、
そ
の
中
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
を

「
切
り
口
」
と
し
な
が
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
を
対
比
的
に
論
じ
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
不
十
分
と
い
う
謗
り
を
免
れ
な
い
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
の
議
論
の
出
発
点
で
あ
っ
た
「
前
提
」
は
、
あ
く
ま
で
「
プ
ロ
イ
セ
ン
対
ラ
イ
ヒ
」
裁
判
に
お
け
る
「
法
廷
弁
論
」
と
い

う
極
め
て
限
定
的
な
素
材
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
そ
こ
で
の
「
弁
論
」
の
「
意
味
」
を
解
す
る
た
め
、
と
い
う
限
ら
れ
た
狙
い
に
添
っ
て
適

合
的
な
諸
文
献
の
み
を
考
察
の
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
――
つ
ま
り
、「
弁
論
」
か
ら
出
発
し
「
弁
論
」
へ
と
返
っ
て
ゆ
く
限
定
さ

れ
た
考
察
で
あ
っ
た
――
の
で
あ
る
か
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
全
思
想
の
把
握

0

0

0

0

0

0

や
、
あ
る
い
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
全
思
想

0

0

0

の
把
握
に
と
っ
て
本
質
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
ろ
う
よ
う
な
何
ら
か
の
契
機
を
座
標
軸
と
し
た
対
比
・
比
較
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
、
も
と
よ
り
な
い
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
学
問
的
世
界
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
直
接
的
に
一
々
対
比
・
比
較
す
る

こ
と
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
意
義
は
認
め
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
合
理
的
根
拠
を
欠
い
た
、
極
め
て
局
限
的
な
狭
隘
化
と
な
り
か
ね

な
い
。
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
の
中
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
両
者
の
「
共
通
項
」
と
「
相
違
点
」
が
、
何
ら
か
の
「
意
味
」
あ

る
研
究
上
の
「
視
角
」
と
な
り
う
る
た
め
に
は
、
こ
こ
で
の
「
目
的
」
に
と
っ
て
は
適
合
的
で
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
考
察
の
対
象
と
さ
れ
な

か
っ
た
、
他
の
多
数
の
著
作
群
に
ま
で
視
界
を
拡
げ
た
う
え
で
、
な
お
か
つ
、
こ
こ
で
見
出
さ
れ
た
「
共
通
項
」
と
「
相
違
点
」
と
い
う
座

標
軸
を
通
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
を
対
比
・
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
譲
歩
の
上
に
立
っ
た
う
え
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
思
想
全
体
の
直
接
的
な
対
比
・
比
較
と
い
う
趣
旨
か
ら
で
は
な
く
、
本

稿
に
お
け
る
考
察
の
中
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
間
に
鮮
や
か
に
見
出
さ
れ
る
特
徴
的
な
点
と
し
て
、
一
点

だ
け
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
も
、
ヘ
ラ
ー
に
お
い
て
も
、
そ
の
「
法
廷
弁
論
」
に
お
け
る
基
本
的
な
視
点

へ
と
繋
が
る
議
論
連
環
の
「
基
点
／
起
点
」
に
お
い
て
、
当
時
に
お
い
て
は
「
忘
れ
ら
れ
た
思
想
家
」
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
の
『
国

家
を
め
ぐ
る
六
書
』
を
め
ぐ
る
自
ら
の
研
究
が
位
置
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
特
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
前
に
も

見
た
よ
う
に
、
ボ
ダ
ン
は
当
時
、
誰
も
が
そ
の
法
学
的
議
論
の
前
提
と
す
る
よ
う
な
幅
広
い
読
者
を
持
つ
知
的
共
有
財
と
は
な
っ
て
お
ら

ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
ボ
ダ
ン
の
法
学
的
遺
産
に
対
す
る
理
解
が
、
決
し
て
自
明
な
も
の
で
は
な
く
、
二
人
が
口
を
揃
え
て
い
る
よ
う
に
、
頻
繁

に
引
用
さ
れ
な
が
ら
も
読
ま
れ
て
は
お
ら
ず
、
正
当
に
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
に
据
え
置
か
れ
た
思
想
家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た

中
に
あ
っ
て
、
独
自
に
ボ
ダ
ン
の
原
典
に
立
ち
返
り
、
こ
れ
を
解
釈
し
直
す
こ
と
が
、
自
ら
の
時
代
の
問
題
を
認
識
し
、
理
解
し
、
解
決
し

て
ゆ
く
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
概
念
構
成

0

0

0

0

に
と
っ
て
、
根
源
的
意
味

0

0

0

0

0

を
持
つ
も
の
だ
と
考
え
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ

ラ
ー
は
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
「
共
通
項
」
は
、
同
時
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
、
同
様
に
鮮
や
か
な
「
相
違
点
」
を
も
意
味
し
た
。
端
的
に

言
っ
て
、
ヘ
ラ
ー
は
、
ボ
ダ
ン
の

0

0

0

0

「
主
権

0

0

」
概
念

0

0

を
全
面
的
に
受
容

0

0

0

0

0

0

し
、
そ
こ
か
ら
、
二
つ
の
重
要
な
点
を
、
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
ボ
ダ

ン
の
主
権
の
「
制
約
性

0

0

0

」
か
ら
導
い
た
「
実
定
法
命
題
」
と
「
法
原
則
」
と
い
う
「
法
」
認
識
の
二
層
的
構
造
を
、
第
二
に
、「
立
法
権
」

と
し
て
の
「
主
権
」
概
念
を
、
自
ら
の
根
源
的
な
法
学
的
構
成
と
し
て
取
り
入
れ
た
。
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こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
ボ
ダ
ン
の
功
績
は
、
近
代
国
法
の
主
権
概
念
の
確
立
だ
け
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に

0

0

0

0

0

0

0

0

、
主
権

と
独
裁
の
関
連

0

0

と
区
別

0

0

を
見
出
し
た
点
に
あ
る
」
と
い
う
そ
の
一
言
に
象
徴
的
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
――
ヘ
ラ
ー
が
受
容
し
た
「
ボ

ダ
ン
的
主
権
」
が
内
容
と
す
る
二
つ
の
点
を
充
分
に
理
解
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

0

0

0

0

0

0

ず0

――
ボ
ダ
ン
の
「
主
権
」
概
念
そ
れ
自
体
に
で
は
な

く
、「
主
権

0

0

」
と
「
独
裁

0

0

」
と
の
区
別

0

0

を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
集
中
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
は
、
こ
う
し
た
ボ
ダ
ン
研
究
に
お
け
る
視
点
の
違
い
、
ボ
ダ
ン
受
容
の
う
え
で
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
法
学
的
世
界
」

に
い
か
な
る
帰
結
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
「
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
法
廷
」
に
お
け
る
「
政
治
的
選
択
」
の
違
い
、「
法
廷
弁
論
」
に

お
け
る
主
張
と
「
基
本
的
視
角
」
の
違
い
と
、
ど
の
よ
う
な
議
論
連
環
を
通
じ
て
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
こ

れ
ら
を
め
ぐ
る
論
究
は
、
本
稿
の
課
題
を
遥
か
に
越
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
て
提
起
す
る
に
留
め
た
い
。
こ
れ
ら
を
明
ら

か
に
す
る
に
は
、
両
者
が
決
定
的
重
要
性
を
持
つ
概
念
構
成
の
「
宝
庫
」
と
認
め
た
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
を
、
こ
と
に
、『
国
家
を
め
ぐ
る
六

書
』
そ
れ
自
体
を
視
野
に
収
め
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
の
再
考
が
求
め
ら
れ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

第
5
節　

結
び
に
か
え
て
――
〈
合
法
性
〉
の
陥
穽

我
々
は
こ
こ
ま
で
、
一
九
三
二
年
七
月
二
〇
日
に
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
パ
ウ
ル
・
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
と
ラ
イ
ヒ
首
相
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・

パ
ー
ペ
ン
に
よ
る
署
名
の
も
と
で
発
せ
ら
れ
た
「
ラ
イ
ヒ
大
統
領
命
令
」
に
端
を
発
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
州
政
府
解
任
事
件
、
本
「
事
件
」
を

め
ぐ
る
ヘ
ラ
ー
対
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
法
廷
」
に
お
け
る
攻
防
、
そ
し
て
、「
法
廷
闘
争
」
の
背
後
に
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
学
問
的
理
論
的
モ

テ
ィ
ー
フ
が
根
を
下
ろ
し
て
い
た
議
論
連
環
の
鉱
脈
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。「
判
決
」
が
言
い
渡
さ
れ
た
一
〇
月

二
五
日
か
ら
約
三
ヶ
月
ほ
ど
で
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
の
「
法
廷
」
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
熱
戦
も
む
な
し
く
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
首
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相
と
し
て
任
命
さ
れ
た
一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
と
い
う
日
を
迎
え
た
こ
と
を
、
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
側

に
立
っ
た
人
々
は
勿
論
の
こ
と
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
行
為
を
懸
命
に
擁
護
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
含
め
、
恐
ら
く
、
こ
の
「
法
廷
」
に
お
い
て

闘
っ
た
ど
の
一
人
も
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
る
政
権
獲
得
を
望
む
者
は
な
く
、
何
と
か
し
て
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
を
回
避
し
た
い
と
考
え
て
い
た
だ
ろ

う
。こ

こ
は
、
七
月
二
〇
日
の
「
大
統
領
命
令
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
混
乱
が
、
あ
る
い
は
、「
ソ
ロ
モ
ン
の
評
決
」
と
呼
ば
れ
た
ど
っ

ち
つ
か
ず
の
「
判
決
」
の
曖
昧
さ
が
、
や
が
て
一
月
三
〇
日
の
事
態
を
結
果
と
し
て
も
た
ら
し
た
要
因
の
一
つ
だ
と
評
し
う
る
か
否
か
と
い

う
、
歴
史
の
因
果
的
連
鎖
に
つ
い
て
「
審
判
」
を
下
す
場
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
筆
者
に
は
そ
の
資
格
も
な
い
。

同
様
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
が
と
っ
た
「
法
廷
」
に
お
け
る
政
治
的
立
場
と
、
そ
の
「
法
廷
弁
論
」
の
内
容
を
、
そ
の
後
の

0

0

0

0

ヒ
ッ
ト

ラ
ー
体
制
と
結
び
つ
け
な
が
ら
何
ら
か
の
判
断
を
示
す
こ
と
は
、
あ
る
種
の
単
純
化
と
思
想
的
な
短
絡
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
結
果
的
に
見
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
と
っ
た
「
政
治
的
選
択
」
そ
れ
自
体
に
異
議
を
唱
え
る
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
選
択
を
と
る

に
至
っ
た
彼
が
抉
り
出
し
た
「
合
法
性
」
を
め
ぐ
る
「
問
題
認
識
」
に
は
、
時
代
を
超
え
て
妥
当
す
る
提
起
が
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は

逆
に
、
ヘ
ラ
ー
が
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
の
存
立
を
全
力
を
傾
け
て
守
り
抜
こ
う
と
し
た
「
政
治
的
選
択
」
を
正
当
な
も
の
と
認
め
る
に
し
て

も
、
そ
の
た
め
に
展
開
さ
れ
た
議
論
に
抜
か
り
が
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
疑
念
も
生
ず
る
。
時
代
的
社
会
的
に
制
約
さ
れ
た
中
で
各
々
が
下

さ
ざ
る
を
得
な
い
「
決
断
」
に
は
、
必
ず
、
こ
う
し
た
両
側
面
が
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
ら
の
「
決
断
」
の
、
後
の
歴
史
に
対
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

「
責

任
」
の
有
無
を
詮
索
す
る
こ
と
よ
り
も
、
ま
な
ざ
し
を
我
々
自
身
に
対
し
て
向
け
直
し
、
今
日
の
我
々
が
直
面
す
る
「
問
題
」
に
と
っ
て
、

彼
ら
の
「
決
断
」
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ

0

0

0

0

0

の
か
と
自
問
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
遥
か
に
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
そ
の
後
の

0

0

0

0

悪
魔
的
な
展
開
か
ら
見
て
「
裁
判
」
に
現
れ
た
論
理
の
意
味
を
検
証
す
る
の
で
は
な
く
、「
裁0

判0

」
へ
と
至
る
ま
で
の
学
問
的
背
景
か
ら
見
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
裁
判
」
に
お
け
る
論
理
展
開
の
意
味
を
、
ま
ず
、
検
証
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
う
え
で
、
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
の
意
味

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
考
え
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
的
な
「
決
断
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
そ
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の
「
決
断
」
を
下
す
本
人
に
と
っ
て
、
そ
の
後
に
来
る

0

0

0

0

0

0

「
結
末
」
を
知
り
え
な
い
「
不
確
実
性
」
の
中
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
む
し

ろ
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
学
問
的
理
論
的
な
軌
跡
が
集
約
さ
れ
た
形
で
、
も
し
く
は
、
そ
の
中
か
ら
選
択

0

0

す
る
形
で
「
決
断
」
へ
と
結
実
す

る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱

0

0

と
い
う
形
で
現
出
す
る
か
、
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
我
々
も
ま
た
、
何
ら
か
の
「
決
断
」
を
求
め
ら

れ
る
と
き
、
同
様
に
、
先
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
不
確
実
性
」
の
中
で
そ
れ
が
行
わ
れ
る
以
上
、
学
問
的
基
盤
の
中
で
展
開
さ
れ
た

ど
の
契
機
か
ら
そ
の
「
決
断
へ
」
と
至
っ
た
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
、
真
の
意
味
で
「
教
訓
」
と

な
り
え
る
も
の
を
見
出
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
際
、
ワ
イ
マ
ー
ル
末
期
の
危
機
の
高
ま
り
の
中
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
が
、
明
確
な
「
政
治
的
意
志
」
を
持
ち
、
か
つ
、
そ
れ

を
「
示
し
」、「
行
動
」
し
た
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
、
評
価
し
た
い
。
ヘ
ラ
ー
自
身
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
「
決
断
」
の
結
果

が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
「
不
確
実
性
」
の
中
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
決
断
す
る
」
と
い
う
二
者
択
一
か
ら
逃
れ
る
こ

と
な
く
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
は
と
も
に
、
歴
史
の
方
向
づ
け
に
対
し
て
「
関
与
す
る
」
と
い
う
リ
ス
ク
を
あ
え
て
選
び
取
っ
た
の
で
あ

る
。

1
．
学
問
的
理
論
的
背
景
か
ら
見
た
「
法
廷
弁
論
」
の
「
検
証
」

学
問
的
理
論
的
背
景
か
ら
見
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
決
断
」
に
は
、
二
つ
の
点
か
ら
問
題
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
点

は
、「
投
稿
論
文
」
お
よ
び
「
法
廷
弁
論
」
の
中
に
見
出
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
第
48
条
の
「
措
置
」
権
限
が
「
立
法
」
権
へ
と
拡
大
さ
れ

る
こ
と
に
伴
う
危
険
性
を
、
ま
ず
、『
独
裁
』
に
お
い
て
指
摘
し
、
さ
ら
に
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
中
で
は
、
具
体
的
に
「
独
立
し
た
権

限
規
範
」
概
念
に
よ
る
第
48
条
解
釈
が
そ
れ
を
可
能
と
す
る
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
た
、
そ
の
意
味
で
、「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
が
、

共
和
国
憲
法
に
と
っ
て
も
そ
の
政
治
体
制
の
根
本
的
な
基
盤
に
と
っ
て
も
危
険
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
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れ
を
「
法
廷
闘
争
」
に
お
い
て
展
開
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
な
お
固
執
し
つ

つ
論
じ
て
い
た
、「
法
律
」
と
「
措
置
」
の
明
確
な
区
別
と
い
う
基
本
的
立
場
か
ら
見
て
も
明
ら
か
な
「
逸
脱
」
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

第
二
の
点
は
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
中
に
見
出
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。「
委
任
独
裁
」
を
「
委
任
独
裁
」
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
「
行

動
委
任
」
の
「
目
的

0

0

」
と
い
う
観
点
を
欠
落
さ
せ
、
か
つ
、「
委
任
独
裁
」
の
常
態
化
、
恒
常
化
と
し
て
の
「
行
政
国
家
」
と
い
う
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
に
即
し
て
見
れ
ば
、
明
ら
か
な
「
言
語
矛
盾
」
を
孕
ん
だ
概
念
化
を
試
み
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
の
「
法
規

範
」
と
等
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
本
来
の
「
法
律
」
が
存
在
す
る
余
地
の
な
い
「
措
置
国
家
」
で
あ
り
、
か
つ
、
帰
る
べ
き
地
点
を

持
た
な
い
、
言
葉
だ
け
の
「
委
任
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
言
葉
の
上
で
は
「
行
動
委
任
を
受
け
たA

ktionskom
m

issar

」
と
表
さ
れ

る
大
統
領
は
、
そ
の
言
葉
の
陰
で
、
事
実
上
、「
立
法
権
」
と
「
措
置
権
」
の
双
方
を
行
使
し
う
る
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
「
目
的
」
を
自
ら

設
定
し
そ
れ
を
自
ら
執
行
す
る
「
絶
対
君
主
」
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
そ
れ
ま
で
は
常
に
、「
委
任
」
に
よ
る
絶

対
的
「
制
約
」
を
免
れ
え
な
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
第
48
条
の
「
独
裁
権
」
解
釈
か
ら
、
極
め
て
決
定
的
な
「
逸
脱
」
を
示
し
て

い
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
点
か
ら
検
証
す
る
と
き
、「
法
廷
」
に
立
っ
て
い
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
少
な
く
と
も
『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
ま

で
は
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
擁
護
と
い
う
「
立
場
」
と
は
質
的
に
異
な
る
「
立
場
」
に
立
っ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
「
逸
脱
」
を
、「
内
戦
回
避
の
た
め
」
と
い
う
一
言
だ
け
で
は
説
明
し
え
な
い
だ
ろ
う
。「
内
戦
回
避
の
た
め
」

だ
け
で
あ
れ
ば
、
文
字
通
り
の
「
委
任
独
裁
」
で
足
り
た
の
で
あ
り
、
た
と
え
一
時
的
に
強
大
な
権
限
行
使
が
授
権
さ
れ
え
た
と
し
て
も
、

「
委
任
独
裁
」
が
「
委
任
独
裁
」
に
留
ま
る
た
め
に
は
、「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
に
よ
る
「
立
法
権
」
の
無
限
拡
大
と
い
う
や
り
方

は
用
い
ら
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
葉
を
言
葉
通
り
に
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
を
回
避
す
る
た

め
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
体
制
さ
え
も
放
棄
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
を
回
避
す
る
た
め
に
、
な
お
、
ワ
イ
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マ
ー
ル
憲
法
体
制
を
擁
護
す
る
枠
内
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
大
統
領
に
よ
る
「
君
主
政
」
へ
と
換
骨
奪
胎
す
る
こ
と
な
く
道
を
模
索
し
え
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ラ
ー
が
繰
り
返
し
「
法
廷
」
で
糺
し
た
真
の
「
政
治
的
意
図
・
動
機
」
の
解
明
要
求
と
は
、「
独
裁
権
」
行
使
に
当

た
っ
て
の
そ
の
「
方
向
づ
け
」
と
「
目
的
」
を
明
確
化
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
に
お
い
て

ヘ
ラ
ー
が
、「
独
裁
」
は
良
く
も
悪
く
も
あ
る
が
、
そ
の
真
価
を
決
す
る
問
題
は
、「
独
裁
」
の
「
政
治
的
基
本
決
定
」
の
「
内
容
」
だ
、
と

主
張
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
表
明
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ラ
ー
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、「
独
裁
」、
あ

る
い
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
権
威
的
強
化
を
初
め
か
ら
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
現
下
の
状
況
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
あ
り
う
る
選
択
肢

の
一
つ
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、「
独
裁
」
が
行
わ
れ
る
場
合
、
い
か
な
る

0

0

0

0

「
政
治
的
基
本
決
定

0

0

0

0

0

0

0

」
の
た
め
に
そ
れ
が
な
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か0

こ
そ
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
に
、「
法
廷
」
に
お
い
て
ヘ
ラ
ー
は
、「
独
裁
権
」
が
、
暫
定
的
に
、
か
つ
、
州
政
権
全
体
の
「
解

任
」
を
伴
う
こ
と
な
く
、
行
使
さ
れ
、
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
反
対
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の

意
味
で
、
ヘ
ラ
ー
の
「
政
治
的
意
図
」
の
解
明
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
「
欠
落
」
し
た
「
行
動
委
任
」
の
「
目
的

0

0

」
を
問
題
と
す
る
も

の
だ
っ
た
。
本
来
、「
委
任
独
裁
」
で
あ
る
は
ず
の
、「
委
任
」
を
枠
づ
け
る
「
目
的

0

0

」
と
し
て
の
「
政
治
的
基
本
決
定

0

0

0

0

0

0

0

」
が
曖
昧
化
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
大
な
「
独
裁
権
」
行
使
が
、
そ
の
「
暫
定
性
」
の
終
着
点
と
な
る
は
ず
の
「
目
的
」
の
不
分
明
ゆ
え
に
恒
常
化
し
、

「
委
任
」
を
「
越
境
」
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
ヘ
ラ
ー
は
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ヘ
ラ
ー
の
「
弁
論
」
の
中
に
お
い
て
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
「
越
境
」
に
と
っ
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
、
第

48
条
へ
の
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
の
適
用
が
持
つ
危
険
な
意
味
に
つ
い
て
、
何
ら
理
論
武
装
を
し
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
三
七

回
に
及
ん
だ
ヘ
ラ
ー
の
「
弁
論
」
の
中
で
、
た
だ
の
一
度
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
ま
さ
に
『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
中
で
批
判
し
て
い
た
そ

の
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
を
用
い
て
ラ
イ
ヒ
政
府
を
擁
護
し
て
い
る
と
い
う
点
を
鋭
く
突
く
こ
と
は
な
く
、
そ
の
点
に
お
い
て
こ

そ
、
第
48
条
は
「
委
任
独
裁
」
か
ら
「
君
主
政
」
へ
の
移
行
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
点
に
対
す
る
的
確
な
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
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た
。
こ
の
「
事
件
」
の
背
後
に
嗅
ぎ
取
っ
た
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
政
治
的
介
在
の
影
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
、
余
り
に
も
没
頭
し
、
第
48
条
解

釈
の
核
心
的
な
部
分
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
立
論
の
問
題
点
へ
と
斬
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヘ

ラ
ー
に
は
、
少
な
く
と
も
「
法
廷
闘
争

0

0

0

0

」
の
時
点
に
お
い
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
の
「
重
要
性
」
と
「
危
険
性
」
に
対
す
る

認
識
が
欠
落
し
て
い
た
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
）
372
（

。

2
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
が
今
日
の
我
々
に
残
し
て
い
る
「
意
味
」

で
は
、「
法
廷
弁
論
」
お
よ
び
「
学
問
的
背
景
」
に
つ
い
て
の
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
味

を
見
出
せ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
点
だ
ろ
う
か
。

2
．
1
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
政
治
的
選
択
」
の
「
根
」

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
を
回
避
し
内
戦
を
回
避
す
る
た
め
に
、
大
統
領
に
よ
る
強
権
的
な
統
率
の
も
と
で
の
「
行
政
国
家
」
を

選
択
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
現
状
認
識
」
に
は
、
二
つ
の
重
要
な
側
面
が
あ
る
。
第
一
の
側
面
は
、「
議
会
制
立
法
国
家
」
が
そ
れ
自
体

と
し
て
機
能
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
点
、
つ
ま
り
、「
法
律
」
が
「
法
律
」
と
し
て
機
能
し
う
る
た
め
の
最
低
限
の
「
前
提
」
と
し
て
求
め

ら
れ
る
以
下
二
点
が
、
長
ら
く
疑
わ
し
い
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
1
）「
法
律
」
が
「
議
会
」
で
の
単
な
る
機

能
主
義
的
決
定
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
「
法
規
範
」
で
あ
り
、
か
つ
、「
措
置
」
と
異
な
っ
て
持
続
性
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
、「
法
律
」
の
質0

の
維
持
の
問
題
、
お
よ
び
、（
2
）「
法
制
定
」
と
「
法
執
行
」
と
が
分
離
さ
れ
、
か
つ
、「
法
執
行
」
の
主
体
た
る

「
行
政
」
が
、
事
実
上

0

0

0

、「
状
況
に
よ
る
正
当
化
原
理
」
と
し
て
の
「
即
事
態
性
」（Sachgem

äßheit

）
の
も
と
に
で
は
な
く
、「
規
範
」
の

も
と
に
服
し
て
い
る
か
、
と
い
う
「
行
政

0

0

」
の0

「
正
当
化
原
理

0

0

0

0

0

」
の
問
題
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
認
識
の
も
と
に
立
つ
と
き
、「
法
律
」
が
「
措
置
」
化
し
て
い
な
い
か
、
つ
ま
り
、
短
期
的
個
別
的
問
題
の
度

ご
と
に
「
作
成
」
さ
れ
、
他
の
類
似
あ
る
い
は
同
様
の
事
例
に
同
等
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
な
い
「
措
置
」
的
な
も
の
が
「
法

律
」
と
い
う
名
の
も
と
で
生
じ
て
い
な
い
か
、
と
問
う
て
み
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
も
し
「
法
律
」
の
名
の
も
と
で
こ
う
し
た
「
措

置
」
化
が
進
め
ば
、「
法
の
も
と
で
の
平
等
」
は
意
味
を
失
う
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
今
日
、
国
家
が
、
複
雑
に
専
門
化
、
技
術
化
し
た
「
法
律
」
と
「
行
政
」
の
、「
生
活
」
の
隅
々
に
ま
で
に
入
り
込
ん
だ

網
の
目
に
担
わ
れ
た
「
全
体
国
家
」
の
性
質
を
深
化
さ
せ
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、「
行
政
」
が
、
そ
の
執
行
の
際
に
、
事
実
上

0

0

0

、「
法
律
」
に

盛
り
込
ま
れ
た
理
念
的
規
範
的
内
容
の
も
と
に
服
す
る
の
で
は
な
く
、「
諸
般
の
事
情
に
よ
り
」
と
い
う
単
な
る
実
際
的
必
要
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（sachliche 

N
otw

endigkeit

）
の
観
点
を
優
先
さ
せ
る
な
ら
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
偽
り
の
主
権
行
為
の
慣
行
」（die Ü

bung apokrypher Souverä-

nitätsakte

）
と
呼
ん
だ
、
主
権
の
、「
行
政
」
に
よ
る
簒
奪
が
刻
々
と
蓄
積
さ
れ
る
）
373
（

。
そ
う
な
っ
た
と
き
、
既
に
国
家
形
態
そ
れ
自
体
が
変

質
し
て
お
り
、
も
は
や
「
議
会
制
立
法
国
家
」
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
認
識
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

第
二
の
点
は
、「
法
律
」
の
質
の
維
持
と
も
関
連
す
る
、「
議
会
」
構
成
員
の
「
選
出
」
過
程
と
し
て
の
「
選
挙
」
に
つ
い
て
の
問
題
で

あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
問
題
視
し
た
の
は
、
何
よ
り
も
、「
選
挙
」
に
お
い
て
人
民
は

0

0

0

「
問
い

0

0

」
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
諾
・
否
」
を

応
え
う
る
の
み
で
、「
選
挙
」
に
お
け
る
「
問
い

0

0

」
の
設
定
者

0

0

0

0

が
常
に
「
政
府
」
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
う
え
、
回
答
可
能
な

0

0

0

0

0

「
設
問

0

0

」
を
回
避
し
た

0

0

0

0

0

「
選
挙
」
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
秘
密
裏
に
作
成
さ
れ
た
「
候
補
者
名
簿
」
に
対
し
て
投
票
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ

は
、「
選
出
」（A

usw
ahl

）
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
真
の
選
挙
」
で
な
い
の
は
勿
論
だ
が
、「
真
の
人
民
投
票
」
で
す
ら
な
い
と
い
う
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
こ
の
点
を
批
判
し
た
趣
旨
は
、
こ
う
し
た
「
選
挙
」
の
堕
落
が
、「
法
律
」
の
実
質
的
空
疎
化
を
推
し
進
め
、「
法
律
」
は
単

な
る
機
能
主
義
的
数
合
わ
せ
と
化
し
た
、
と
指
摘
す
る
点
に
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
指
摘
に
耳
を
傾
け
る
な
ら
ば
、
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
は
も
は
や
、「
選
挙
」
に
お
け
る
「
設
問

0

0

」
と
、
そ
の
後
の
「
議
会
」

に
お
け
る
「
立
法

0

0

」
と
の
間
に
ほ
と
ん
ど
有
意
的
関
連
性

0

0

0

0

0

0

が
見
出
せ
な
い
、
と
い
う
状
況
に
照
ら
し
て
み
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
何
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ら
具
体
的
「
設
問

0

0

」
の
な
い

0

0

0

「
選
挙

0

0

」
で
の
投
票
結
果
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
そ
の
後0

成
立
す
る
「
議
会
」
で
の
成
立
法

0

0

0

が

人
々
に
よ
る
「
自
ら
の
意
志
」
で
あ
る
と
称
す
る
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
。「
法
律
」
が
あ
く
ま
で
「
我
々
の
意
志
」
と
し
て
議
決
さ
れ
る

こ
と
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、「
選
挙
」
に
お
い
て
予
め

0

0

明
確
に
示
さ
れ
た
「
法
律
」
以
外
は
、
そ
の
会
期
中
の
「
議
会
」
で
議
決
さ
れ
て

は
な
ら
ず
、
政
府
も
政
党
も
、
議
決
を
望
む
「
法
律
」
を
、
そ
の
直
前
の
「
選
挙
」
に
お
い
て
明
示
し
、「
設
問
」
の
形
で
示
さ
ね
ば
な
ら

な
い
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
「
法
律
」
は
議
決
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
の
確
立
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
い
う
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、「
諾
・
否
」
を
も
っ
て
応
え
う
る
明
確
な
「
設
問
」
な
し
の
、
単
な
る
「
名
簿
」
へ
の
投
票
と
い
う
「
選

挙
」
の
結
果
は
、
何
ら
か
の
「
立
法
」
に
つ
い
て
の
我
々
の
「
意
志

0

0

表
示
」
と
は
断
じ
て
言
え
ま
い
。

2
．
2
．
ヘ
ラ
ー
の
「
政
治
的
選
択
」
の
「
根
」

で
は
、
ヘ
ラ
ー
が
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
政
治
的
介
在
の
可
能
性
を
明
確
に
排
除
す
る
た
め
に
、
七
月
二
〇
日
に
表
明
さ
れ
た
「
統
治
意
志

0

0

0

0

」

の
客
観
化

0

0

0

0

と
い
う
意
味
で
の
「
政
治
的
な
意
志
」
の
明
確
化
を
一
貫
し
て
求
め
続
け
た
こ
と
の
中
に
、
我
々
は
ど
の
よ
う
な
「
意
味
」
を

見
出
し
う
る
だ
ろ
う
か
。「
怪
し
げ
な
統
治
意
志

0

0

0

0

0

0

0

0

」
に
対
し
て
、
無
謀
、
愚
直
と
も
映
り
か
ね
な
い
ほ
ど
一
貫
し
て
追
究
し
た
ヘ
ラ
ー
の
態

度
か
ら
、
執
拗
に
繰
り
返
す
異
議
申
し
立
て
の
意
味
に
立
ち
返
ら
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
統
治
意
志
」
と
は
、
本
来
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、

「
我
々
の
意
志
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
本
来
の
土
台
か
ら
離
れ
て
ゆ
き
「
故
郷
喪
失
」
の
状
態
で
独
り
歩
き
し
始
め
る

な
ら
ば
、
ワ
イ
マ
ー
ル
の
悲
劇
は
、
決
し
て
過
去
の
他
人
の
問
題
で
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
統
治
意
志
」
を
問
題

化
し
続
け
る
「
足
場
」
で
あ
り
大
前
提
で
あ
る
、
我
々
自
身
の
「
政
治
的
な
意
志
」
を
――
「
政
治
的
な
意
志
の
麻
痺

0

0

0

0

0

」
に
陥
る
こ
と
な
く

――
「
持
つ

0

0

」
こ
と

0

0

、「
示
す

0

0

」
こ
と

0

0

が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
ヘ
ラ
ー
は
、「
意
志
お
よ
び
価
値
共
同
体
」
と
し
て
の
「
政
治
社
会
」
の
形
成
の
途
上
に
お
い
て
、
政
治
的
な
「
共
通
の
意
志
内

実
」
を
、
広
や
か
な
文
化
的
営
み
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
「
価
値
内
実
」
の
中
か
ら
手
に
す
る
、
か
つ
、
そ
れ
は
双
方
向
、
多
方
向
の
「
示
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し
」、「
理
解
す
る
」
と
い
う
極
め
て
単
純
な
「
意
志
行
為
」
に
よ
る
「
間
主
観
的
規
範
」
と
し
て
形
成
さ
れ
る
、
と
論
じ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
我
々
は
、「
政
治
的
意
志
」
の
表
明
は
、「
文
化
」
の
あ
ら
ゆ
る
営
み

0

0

0

0

0

0

の
中
で
な
し
う
る
と
い
う
希
望
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と

え
ば
、「
反
戦
」
と
い
う
「
意
志
」
を
、
音
楽
を
通
し
て
、
絵
画
、
写
真
、
演
劇
を
通
し
て
表
明
す
る
人
々
が
あ
り
、
あ
る
場
合
に
は
、
そ

れ
ら
は
、
ど
ん
な
政
治
的
「
演
説
」
よ
り
遥
か
に
強
く
広
く
人
々
に
訴
え
か
け
る
力
を
持
ち
、
理
解
さ
れ
う
る
。
我
々
は
変
幻
自
在
な
「
文

化
」
の
持
つ
力
を
、
も
っ
と
大
胆
に
大
ら
か
に
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
同
時
に
、
ヘ
ラ
ー
は
、
人
々
の
「
政
治
的
意
志
」
が
最
終
的
に
「
法
命
題
」
と
し
て
「
実
定
化

0

0

0

」
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る

と
説
き
、
そ
の
行
為
に
こ
そ
「
主
権
」
が
帰
属
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。「
文
化
」
に
お
け
る
営
み
を
「
根
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
、

「
実
定
法
」
へ
と
至
る
「
橋
」
を
架
け
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
、
立
法
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
全
体
の
権
威
的

0

0

0

決
定

0

0

に
ま
で
至
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
人
々
の
意
志
は
「
統
治
意
志
」
と
は
な
り
え
ず
、
逆
に
、「
統
治
意
志
」
に
よ
っ
て
踏
み
に
じ
ら
れ

う
る
の
で
あ
り
、「
実
定
化
」
へ
の
試
み
を
放
棄
す
る
時
、
い
ず
れ
「
主
権
者
」
と
し
て
の
地
位
を
自
ら
捨
て
去
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

我
々
が
手
に
し
て
い
る
「
根
本
法
」
と
し
て
の
「
憲
法
」
は
、
そ
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
の
「
政
治
社
会
」
を
根
拠
づ
け
決
定
づ
け
る
、
ヘ

ラ
ー
の
意
味
に
お
け
る
「
価
値
内
実
」
を
宿
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
そ
の
「
価
値
内
実
」
を
、「
法

律
」
の
可
能
性
か
ら
「
法
律
」
の
現
実
性
へ
と
実
定
化
す
る
、
我
々
の
「
意
志
行
為
」
に
よ
る
絶
え
る
こ
と
の
な
い
営
み
が
、
存
続
し
て
い

る
か
否
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
法
律
」
は
、
そ
の
言
葉
の
本
来
の
意
味
に
立
ち
返
れ
ば
、「
政
府
」
や
「
官
僚
」
が
制
定
し
、
与
え
る
も

の
な
の
で
は
な
く
、
我
々
が
、
我
々
の
「
意
志
」
と
し
て
、「
価
値
内
実
」
の
中
か
ら
「
実
定
化
」
し
創
出
し
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
ゆ
み
な
い
「
意
志
行
為
」
に
よ
る
営
み
を
放
棄
す
る
と
き
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
我
々
は
、「
主
権
者
」
と
し
て
の
地
位
を
自
ら

捨
て
去
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
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2
．
3
．「
実
定
化
」
に
よ
る
「
未
来
」
へ
の
「
意
志
」

「
法
律
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
我
々
の
生
存
よ
り
長
く
「
生
き
続
け
る
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
方
で
、
我
々
が
「
政
治
的

意
志
」
を
持
ち
、
表
明
し
、
そ
し
て
行
動
す
る
と
い
う
「
責
任
」
を
果
た
す
こ
と
な
く
、
他
方
で
、「
設
問
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
「
選
挙
」

が
実
施
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
こ
と
な
く
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
数
の
「
法
律
」
が
成
立
し
続
け
れ
ば
、
我
々
の
死
の
後
に
、

「
法
律
」
の
制
定
に
何
ら
関
わ
る
こ
と
な
く
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
出
ず
る
多
く
の
新
し
い
命
た
ち
に
対
し
て
、
そ
の
無
責
任
の
「
報
復
」
が
向

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
逆
に
、
我
々
は
「
実
定
化
」
へ
と
「
決
断
」
す
る
今
日
の
「
意
志
行
為
」
を
通
し
て
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
出
ず
る
「
未
来
」
に
対

す
る
「
責
任
」
の
一
端
を
担
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ラ
ー
の
い
う
よ
う
に
、「
国
家
の
現
在
像
（G

egenw
artsbild des 

Staates

）
は
ま
さ
に
未
来
表
象

0

0

0

0

（Zukunftsvorstellung

）
な
し
に
は
形
成
さ
れ
え
な
い
）
374
（

」（
傍
点
引
用
者
）
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

我
々
が
「
実
定
化
」
し
よ
う
と
す
る
現
在
の
「
法
は
、
未
来
の
規
範
内
容
（der zukünftige N

orm
inhalt

）
に
対
す
る
肯
定
を
告
げ
知
ら

せ
る
意
志
決
定
（kundgegebene W

illensentschließungen

）
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
）
375
（

」
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ヘ
ラ
ー
は
い
う
。

国
家
学
の
す
べ
て
の
存
在
判
断
は
、
あ
る
程
度
、
同
時
に
、
当
為
判
断
で
も
あ
る
。
国
家
的
存
在
は
、
そ
の
主
体
・
客
体
が

我
々
自
身
で
あ
る
人
間
の
出
来
事
と
し
て
、
そ
の
意
志
内
実

0

0

0

0

（W
illensgehalt

）
を
通
し
て
自
分
自
身
を
超
え
て
未
来
へ
と

0

0

0

0

向

か
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
志
内
実
は
、
国
家
的
現
実
か
ら
分
離
し
た
ど
こ
か
の
領
域
で
で
は
な
く
、
た
だ
、
政
治
的
に
行
動

す
る
人
間
自
身
の
意
志
の
中
に
の
み
見
出
さ
れ
る
、
政
治
的
な
価
値
内
実

0

0

0

0

（W
ertsgehelt

）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
政
治
的
諸
要
請
と
諸
見
解
を
通
し
て
意
志
お
よ
び
価
値
の
共
同
体
（W

illens- und W
ertgem

einschaft

）
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
人
間
は
、
未
来
に
対
し
て

0

0

0

0

0

0

何
か
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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国
家
的
存
在
の
記
述
を
な
す
者
は
誰
で
も
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
現
在
、
国
家
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
、
意
志

お
よ
び
価
値
の
共
同
体
そ
れ
自
体
を
評
価
し
、
同
時
に
、
国
家
的
未
来

0

0

0

0

0

（die staatliche Zukunft

）
に
関
す
る
主
張
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
常
に
新
た
に
実
現
し
つ
つ
あ
る
国
家
構
造
に
関
す
る
何
ら
か
の
現
在
像
が
成
立
す
る
の

は
、
も
っ
ぱ
ら
我
々
が
、
他
方
の
意
志
力
（W

illensm
acht

）
に
対
し
て
、
一
方
の
意
志
力
を
、
未
来
形
成
的
な
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（als zukunftgestaltend

）、
そ
れ
ゆ
え
、
多
数
の
発
展
傾
向
の
も
と
で
、
そ
れ
が
現
状
に
対
し
て
現
に
反
動
的
か
、
保
守
的

か
、
あ
る
い
は
革
命
的
か
の
ど
れ
で
あ
れ
、
未
来
に
ま
で
妥
当
す
る
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（als die für Zukunft gültige

）
措
定
す

る
こ
と
を
通
し
て
だ
か
ら
で
あ
る
）
376
（

（
傍
点
引
用
者
）。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
が
我
々
に
残
し
た
も
の
、
そ
れ
は
、「
法
律
」
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
権
力
の
正
当
化
原
理
と
し
て
の
「
合
法

性
」
と
が
そ
の
実
質
を
失
っ
て
ゆ
く
、
切
迫
し
た
危
機
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
「
証
言
者
」
と
し
て
、
や
が
て
そ
の
先
に
は
、
決
し
て
取
り
返

す
こ
と
の
で
き
な
い
余
り
に
も
悲
惨
な
歴
史
の
闇
へ
の
転
落
が
待
ち
構
え
て
い
た
時
代
の
「
証
言
者
」
と
し
て
、
語
り
、
そ
し
て
、
遺
し

た
「
言
葉
」
と
「
実
存
的
決
断
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
受
け
取
っ
た
我
々
に
問
わ
れ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
政
治
的
な
意
志
の

麻
痺
に
陥
る
こ
と
な
く
、
他
方
の
意
志
力
に
対
し
て
、
我
々
自
身
の
意
志
力
（W

illensm
acht

）
を
、
未
来
形
成
的
な
も
の
と
し
て
（als 

zukunftgestaltend

）、
持
ち
、
示
し
、
互
い
に
理
解
し
、
そ
し
て
「
実
定
法
命
題
」
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
責
任
を
担
う

「
意
志
行
為
」（W
illensakte

）
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
、
そ
う
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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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
」（
以
下
「
博
士
論
文
」
と
略
記
）
第
五
章
全
体
（
本
稿
第
一
節
か
ら
第
四
節
）

と
終
章
（
本
稿
第
五
節
）
の
表
現
を
見
直
し
、
改
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
旨
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
。

（
2
） 

拙
稿
「『
プ
ロ
イ
セ
ン
対
ラ
イ
ヒ
』
裁
判
に
お
け
る
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
――
法
廷
で
の
対
決
を
め
ぐ
っ
て
」『
聖
学
院

大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
六
三
号
、
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
七
年
、
九
九
―
二
四
三
頁
（
以
下
「
法
廷
対
決
」
と
略
記
）。

（
3
） 「
法
廷
対
決
」
一
五
三
―
一
六
一
頁
参
照
。
特
に Preußen contra R

eich vor Staatsgerichtshof. M
it einem

 Vorw
ort von M

inisterialdirektor 

D
r. B

recht, Verlag D
etlev A

uverm
ann K

G

・G
lashütten im

 Taunus, 1976

（
以
下 Preußen contra R

eich. 

と
略
記
）, S.351.

（
4
） 「
法
廷
対
決
」
一
四
一
―
一
四
七
頁
、
一
五
四
―
一
五
六
頁
。a.a.O

., 311ff., S351f.

（
5
） 

一
九
五
八
年
に
出
版
さ
れ
た Verfassungsrechtliche A

ufsätze aus den Jahren 1924

―1954. M
aterialien zu einer Verfassungslehre, 

D
uncker &

 H
um

blot, B
erlin.

（
本
稿
で
は 3.A

ufl., 1985 

版
を
用
い
る
。
以
下 Verfassungsrechtliche A

ufsätze. 

と
略
記
）
に
、
一
九
三
二

年
刊
行
の
『
合
法
性
と
正
当
性
』
を
収
録
し
た
際
、
本
論
末
尾
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
ら
が
付
け
た
補
注
の
冒
頭
で
、「
こ
の
論
文
、
合
法
性
と
正
当

性
は
、『
本
論
は
一
九
三
二
年
七
月
一
〇
日
に
は
完
成
を
見
て
い
た
（lag abgeschlossen vor

）』
と
の
覚
書
が
付
さ
れ
て
、
一
九
三
二
年
夏

にD
uncker &

 H
um

blot, M
ünchen und Leipzig

か
ら
出
版
さ
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
（Verfassungsrechtliche A

ufsätze., S.345

）。『
合

法
性
と
正
当
性
』
を
一
九
五
八
年
の
論
集
に
含
め
た
際
に
、
一
九
三
二
年
の
初
版
の
扉
裏
に
わ
ざ
わ
ざ
付
け
た
「
覚
書
」
に
つ
い
て
、
再
び
、

わ
ざ
わ
ざ
注
意
を
促
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
著
作
が
完
結
し
た
時
期
の
明
確
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
本
人
に
と
っ
て
よ
ほ
ど
重
要
で
あ
っ
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
山
下
威
士
「
一
九
三
二
年
国
事
裁
判
所
に
お
け
る
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
」『
法
政
理
論
』Vol.25, N

o.2. 

一
九
九
二
年
（
以
下
「
裁
判
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
」
と
略
記
）、
五
―
六
頁
お
よ
び
注
11
参
照
。

さ
ら
に
ベ
ン
ダ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
『
合
法
性
と
正
当
性
』
は
、「
合
法
的
手
段
に
よ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
破
壊
と
い
う
差
し
迫
っ
た
危
険
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に
警
告
を
発
す
る
た
め
、
一
九
三
二
年
の
春
に
書
き
始
め
ら
れ
た
」
と
い
う
（Joseph B
endersky, C

arl Schm
itt. T

heorist for the R
eich, 

Princeton, 1983, p.147.  

邦
訳
は
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
論
――
再
検
討
へ
の
試
み
』
宮
本
盛
太
郎
・
古
賀
敬
太
・
川
合
全
弘
訳
、
御
茶
の

水
書
房
、
一
九
八
四
年
、
一
七
九
頁
）。

（
6
） Legalität und Legitim

ität, 1.A
ufl., D

uncker &
 H

um
blot, 1932, auch in: Verfassungsrechtliche A

ufsätze., S.263

―345.  

本
稿
で
は 

Verfassungsrechtliche A
ufsätze. 

所
収
の
も
の
を
参
照
し
て
い
る
。 

邦
訳
は
『
合
法
性
と
正
当
性
』
田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
、
未
來
社
、
一
九 

八
三
年
（
第
一
刷
）、
一
九
八
八
年
（
第
三
刷
）。
本
稿
中
の
訳
は
必
ず
し
も
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
な
い
。

（
7
） 「
法
廷
対
決
」
二
一
八
―
二
二
九
頁
、
こ
と
に
二
二
五
頁
以
下
。

（
8
） 

こ
こ
で
対
比
的
に
述
べ
て
い
る
裁
判
内
在

0

0

的
《
合
法
性
》
と
、
裁
判
外0

的
《
合
法
性
》
あ
る
い
は
政
治
的
観
点
か
ら
見
た
場
合
の
《
合
法
性
》

の
関
係
に
つ
い
て
、「
博
士
論
文
」
五
―
六
頁
、
四
二
―
四
五
頁
お
よ
び
注
1
、
2
、 

95
参
照
。

（
9
） K

arl D
ietrich B

racher, A
uflösung der W

eim
arer R

epublik : E
ine Studie zum

 Problem
 des M

achtverfalls in der D
em

okratie, R
ing 

Verlag, V
illingen/Schw

arzw
ald, 3.verbesserte u. ergänzte A

ufl., 1960, S.521.

（
以
下 A

uflösung. 

と
略
記
）「
博
士
論
文
」
四
二
―
四
三

頁
。

（
10
） 「
博
士
論
文
」
四
三
―
四
四
頁
。

（
11
） 「
博
士
論
文
」
四
三
頁
注
95
参
照
。

（
12
） 

本
稿
前
注（
5
）参
照
。

（
13
） 

本
稿
前
注（
6
）参
照
。

（
14
） 

こ
の
報
告
は
加
筆
の
上
、
一
九
二
七
年
の
『
独
裁
』
第
二
版
に
収
録
さ
れ
た
。D

ie D
iktatur des R

eichspräsidenten nach A
rtikel 48 der 

W
eim

aren Verfassung, in: D
ie D

iktatur, 2.A
ufl., D

uncker &
 H

um
blot, 1927.  

以
下D

iktatur des R
eichspräsidenten. 

と
略
記
。
邦

訳
は
「
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
独
裁
――
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
48
条
に
よ
る
」『
大
統
領
の
独
裁
』
田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
、
未
來
社
、
一
九
七
四
年

（
第
一
刷
）、
一
九
八
七
年
（
第
七
刷
）、
七
―
九
二
頁
。

（
15
） D
er H

üter der Verfassung, in: A
rchiv des öffentlichen R

echts, N
eue Folge. X

V
I

（M
ärz 1929

）, S.161

―237.  

邦
訳
は
「
憲
法
の
番
人
」

『
大
統
領
の
独
裁
』（
本
稿
前
出
注（
14
））、
九
三
―
二
〇
五
頁
。

（
16
） Schm

itt, Vorw
ort, in: D

er H
üter der Verfassung

（
本
稿
後
出
注（
17
））, S.III.
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（
17
） D

er H
üter der Verfassung, Verlag von J.C

.B
. M

ohr

（Paul Siebeck

）, T
übingen 1931.  

邦
訳
は
『
憲
法
の
番
人
』
川
北
洋
太
郎
訳
、
第
一

法
規
出
版
、
一
九
八
九
年
。

（
18
） D

ie D
iktatur. Von A

nfängen des m
odernen Souveränitätsgedankens bis zum

 proletarischen K
lassenkam

pf, 1.A
ufl., D

uncker &
 

H
um

blot, 1921.

（
た
だ
し
、
本
稿
で
は6.A

ufl., 1994 

を
参
照
し
て
い
る
。
以
下 D

iktatur. 

と
略
記
）
邦
訳
は
『
独
裁
――
近
代
主
権
論
の
起

源
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
闘
争
ま
で
』
田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
、
未
來
社
、
一
九
九
一
年
。

（
19
） Ziele und G

renzen einer deutschen Verfassungsreform
, in: N

eue B
lätter für den Sozialism

us. Zeitschrift für geistige und politische 

G
estaltung, hg. E

. H
eim

ann u.a., A
lfred Protte Verlag, Potsdam

, 2, 1931, S.576

―580, auch in: H
erm

ann H
eller, hrsg. von C

. 

M
üller, G

esam
m

elte Schriften

（
以
下 G

S 

と
略
記
）II., J.C

.B
.M

ohr, T
übingen, 1993, S.411

―417.

（
以
下 Ziele und G

renzen. 

と
略
記
）

本
稿
で
は
全
集
収
録
版
を
用
い
る
。
邦
訳
は
「
ド
イ
ツ
憲
法
改
革
の
目
標
と
限
界
」
山
崎
充
彦
訳
、『
同
志
社
法
学
』
第
二
一
五
号
（Vol.42, 

N
o.3

）
一
九
九
〇
年
九
月
、
一
一
五
―
一
二
〇
頁
。

（
20
） E

uropa und der Fascism
us, 1.A

ufl., Verlag W
alther de G

ruyter, B
erlin 1929, 2. erw

eiterte A
ufl., im

 gleichen Verlag 1931, auch in: 

G
S II., S.463

―609.

（
以
下E

uropa.
と
略
記
）
本
稿
で
は
全
集
収
録
版
を
用
い
る
。

（
21
） D

ie Souveränitat. E
in B

eitrag zur T
heorie des Staats- und Völkerrechts, W

alter de G
ruyter, B

erlin und Leipzig 1927, in B
eiträge 

zum
 ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht

（hg. V
iktor B

runs

）, H
eft 4, auch in: G

S II., S.31

―202.

（
以
下 Souveränitat. 

と
略
記
）
本
稿
で
は
全
集
収
録
版
を
用
い
る
。
邦
訳
は
『
主
権
論
』
大
野
達
司
・
住
吉
雅
美
・
山
崎
充
彦
訳
、
風
行
社
、
一
九
九
九
年
。

（
22
） Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, in: Verfassungsrechtliche A

ufsätze., S.263.

（
23
） Schm

itt, a.a.O
., S.263.

（
24
） Schm

itt, a.a.O
., S.266.

（
25
） Schm

itt, a.a.O
., S.266.

（
26
） Schm
itt, H

üter der Verfassung, S. 75f.  

邦
訳
一
一
〇
頁
以
下
。

（
27
） 『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
け
る
国
家
分
類
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、「
い
か
な
る
種
類
の
最
高
意
志

0

0

0

0

（w
elche A

rt höchsten W
illens

）
が
決

定
的
瞬
間
に
お
い
て
基
準
な
い
し
決
め
手
と
し
て
立
ち
現
れ
、
共
同
体
の
種
類
を
決
め
る
も
の
と
な
る
の
か
」（
傍
点
引
用
者
）
に
あ
る
と
さ

れ
て
い
た
が
、『
憲
法
の
番
人
』
に
お
け
る
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、「
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
、
国
家
が
そ
の
活
動
の
中
心

0

0

0

0

0

を
見
出
し



215 「プロイセン対ライヒ」裁判での
「弁論」の背景をなす議論連環

て
い
る
と
こ
ろ
の
国
家
活
動
の
領
域

0

0

0

0

0

0

0

（G
ebiet staatlicher T

ätigkeit

）
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
う
る
」
と
述
べ
て
い
た
（Schm

itt, H
üter der 

Verfassung, S. 75. 

傍
点
引
用
者
）。

（
28
） Schm

itt, a.a.O
., S. 75.

（
29
） Schm

itt, a.a.O
., S. 75.

（
30
） Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, S.265.

（
31
） Schm

itt, a.a.O
., S.265.

（
32
） 「
全
体
国
家
へ
の
転
回
」
と
し
て
の
今
日
の
国
家
の
概
念
化
お
よ
び
把
握
の
試
み
は
、
こ
れ
と
同
タ
イ
ト
ル
の
論
文
、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, 

1940, S.146ff. 

で
も
示
さ
れ
、
さ
ら
に
『
憲
法
の
番
人
』
に
お
い
て
よ
り
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。H

üter der Verfassung, S.73ff., bes. 

S.78

―80.  

邦
訳
一
〇
七
頁
以
下
、
特
に
一
一
四
―
一
一
五
頁
。

（
33
） Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, S.266.

（
34
） Schm

itt, H
üter der Verfassung, S.79

―82.  

邦
訳
一
一
五
―
一
一
八
頁
。

（
35
） Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, S.267.

（
36
） Schm

itt, a.a.O
., S.268.

（
37
） Schm

itt, a.a.O
., S.268

―269.

（
38
） Schm

itt, a.a.O
., S.273.

（
39
） Schm

itt, a.a.O
., S.273.

（
40
） Schm

itt, a.a.O
., S.273.

（
41
） Schm

itt, a.a.O
., S.273

―274.

（
42
） Schm
itt, a.a.O

., S.274

―283.

（
43
） Schm

itt, a.a.O
., S.274.

（
44
） Schm

itt, a.a.O
., S.276.

（
45
） Schm

itt, a.a.O
., S.280.
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（
46
） Schm

itt, a.a.O
., S.280.

（
47
） Schm

itt, a.a.O
., S.281.

（
48
） Schm

itt, a.a.O
., S.284.

（
49
） 

本
稿
九
〇
頁
参
照
。

（
50
） Schm

itt, a.a.O
., S.283.

（
51
） Schm

itt, a.a.O
., S.285.

（
52
） Schm

itt, a.a.O
., S.283.

（
53
） Schm

itt, a.a.O
., S.293.

（
54
） Schm

itt, a.a.O
., S.312.

（
55
） Schm

itt, a.a.O
., S.319.

（
56
） Schm

itt, a.a.O
., S.319.

（
57
） Schm

itt, a.a.O
., S.321. 

こ
こ
で
第
48
条
第
2
項
に
よ
る
「
第
三
の
特
別
立
法
者
」
の
呼
称
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
呼
び
だ
し
た A

ktionskom
-

m
issar 

と
い
う
概
念
は
、
ま
さ
し
く
一
九
二
一
年
の
『
独
裁
』
に
お
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
が
独
自
に
概
念
化
し
た
三
つ
の
コ
ミ
サ
ー
ル
概
念
、

「
職
務
コ
ミ
サ
ー
ル
」（D

ienstkom
m

issar

）「
実
務
コ
ミ
サ
ー
ル
」（G

eschäftskom
m

issar

）「
行
動
コ
ミ
サ
ー
ル
」（A

ktionskom
m

issar

）

の
中
の
最
後
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、「
主
権
独
裁
」
の
、
で
は
な
く
「
委
任
独
裁
」
の A

ktionskom
m

issar 

だ
っ
た
。V

gl., ders., D
iktatur., 

S.51.『
独
裁
』
に
お
い
て
既
に
、A

ktionskom
m

issar 

と
「
事
態
次
第
で
必
要
と
な
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
な
す
」、「
措
置
」
の
「
即
事
態
性
」
な
ど

の
状
況

0

0

規
定
的
な
正
当
化
を
示
す
語
群
と
の
結
び
つ
き
は
既
に
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、『
独
裁
』
の
中
で
は
、A

ktionskom
m

issar 

と
「
即

事
態
性
」
と
の
結
び
つ
き
は
、「
行
動
委
任
」（A

ktionskom
m

ission
）
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
状
況
規
定
的
な
正
当
化
の
諸
契
機
が
、

一
つ
の
国
家
形
態
そ
れ
自
体
を
正
当
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
独
立
し
た
定
式

0

0

0

0

0

0

も
し
く
は
根
拠
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
、「
規
範
」

の
妥
当
根
拠
と
し
て
の
正
常
状
態
へ
の
「
復
帰
」「
回
復
」
を
「
目
的
」
と
す
る
「
行
動
委
任
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
限
り
で
、
か
つ
、
も
う
一

つ
の
徴
標
と
し
て
の
「
合
目
的
性
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
限
り
で
、
過
渡
的
な

0

0

0

0

正
当
性
を
担
う
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。『
独
裁
』
に
お
け
る
こ

の
点
の
詳
論
は
、
本
稿
一
一
〇
頁
以
下
で
後
述
す
る
。
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（
58
） Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, S.321.

（
59
） Schm

itt, a.a.O
., S.323.

（
60
） Schm

itt, a.a.O
., S.323.

（
61
） Schm

itt, a.a.O
., S.324.

（
62
） Schm

itt, a.a.O
., S.325.

（
63
） Schm

itt, a.a.O
., S.325.

（
64
） Schm

itt, a.a.O
., S.325

―326.

（
65
） Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, S.326.

（
66
） 

同
じ
実
質
的
意
味
を
持
つ
一
九
二
五
年
三
月
二
一
日
の
諸
自
治
体
に
よ
る
外
資
受
け
入
れ
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
法
律
は
、
ま
さ
に
、
各
州
の
立
法

権
限
を
尊
重
せ
ん
が
た
め
に
、
第
76
条
に
よ
る
憲
法
改
正
の
ラ
イ
ヒ
法
律
と
し
て
公
布
さ
れ
た
、
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
付
言
し
て
い
る
（a.a.O

., 

S.326

）。

（
67
） Schm

itt, a.a.O
., S.326.

（
68
） Schm

itt, a.a.O
., S.326.

（
69
） Schm

itt, a.a.O
., S.327, dazu: die G

utachten von G
. A

nschütz und W
. Jellinek vom

 12. M
ärz 1932, T

übingen 1932.

（
70
） Schm

itt, a.a.O
., S.326

―327.

（
71
） Schm

itt, a.a.O
., S.328.

（
72
） Schm

itt, a.a.O
., S.327.  

な
お
、（　

）
内
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
に
よ
る
挿
入
。

（
73
） Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, S.327.

（
74
） Schm

itt, a.a.O
., S.327.

（
75
） Schm
itt, a.a.O

., S.327. 

こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
第
48
条
第
2
項
解
釈
に
つ
い
て
、『
憲
法
の
番
人
』
等
（H

üter der Verfassung, S.121. 

お
よ
びN

otverordnung und öffentliche Verw
altung, B

erlin 1931

（
一
九
三
〇
年
一
二
月
一
日
の
緊
急
命
令
に
関
す
る
講
演
）, in: 

Verfassungsrechtliche A
ufsätze., S.235ff.

）で
表
明
し
て
い
る
見
解
を
な
お
保
持
し
て
い
る
と
付
け
加
え
て
い
る
。A

uch vgl. ders., D
iktatur 

des R
eichspräsidenten., in: D

iktatur., 6.A
ufl., 1994, S.241ff.
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（
76
） Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, S.331

―332.
（
77
） E

rnst Fraenkel, D
ie G

esellschaft, O
ktober 1931, S.336.

（
78
） Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, S.332

―334.

（
79
） Schm

itt, D
iktatur des R

eichspräsidenten., S.243ff.

（
80
） Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, S.332.

（
81
） Schm

itt, a.a.O
., S.332.

（
82
） Schm

itt, a.a.O
., S.334.

（
83
） Schm

itt, a.a.O
., S.334.

（
84
） Schm

itt, a.a.O
., S.334.

（
85
） Schm

itt, a.a.O
., S.335.

（
86
） Schm

itt, a.a.O
., S.335.

（
87
） Schm

itt, a.a.O
., S.335.

（
88
） Schm

itt, a.a.O
., S.335.

（
89
） 

こ
れ
ま
で
に
指
摘
し
た
問
題
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
一
九
三
二
年
六
月
四
日
の
ラ
イ
ヒ
大
統
領
解
散
「
命
令
」
に
よ
っ
て
解
散
・
総
選
挙
に
打
っ

て
出
た
パ
ー
ペ
ン
政
府
に
対
す
る
批
判
が
見
ら
れ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
選
挙

0

0

（W
ahl

）
が
既
に
本
来
の
、「
エ
リ
ー
ト
を
選
抜
し
、
格

付
け
し
、
独
立
の
代
表
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
意
味
で
の
選
出

0

0

（A
usw

ahl

）」
か
ら
「
人
民
投
票
的
過
程
」（ein plebiszitärer Vorgang

）
へ

と
長
ら
く
変
質
・
堕
落
し
て
い
る
と
批
判
す
る
が
、
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
国
民
は
質
問
を
発
し
え
ず
、
た
だ
提
示
さ
れ
た
問
い
に
対
し
て
「
諾
・

否
」
を
答
え
う
る
の
み
だ
と
い
う
点
に
よ
る
と
述
べ
る
（a.a.O

., S.339
―340. 

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）。
そ
の
う
え
さ
ら
に
、
回
答
可
能
な
問
い
で

は
な
く
、
不
明
瞭
か
つ
秘
密
裏
に
作
成
さ
れ
た
一
連
の
政
党
立
候
補
者
名
簿
が
提
示
さ
れ
、
か
つ
、
政
府
も
議
会
解
散
に
当
た
っ
て
い
か
な
る

決
定
的
な
「
設
問
」
を
も
回
避
す
る
な
ら
ば
、「
そ
れ
は
回
答
可
能
の
問
い
を
欠
如
す
る
が
ゆ
え
に
、
諾
否
を
答
え
る
真
の
人
民
投
票
に
す
ら
な

ら
な
い
」
と
述
べ
、
こ
う
し
た
「
人
民
投
票
的
設
問
の
回
避
」
の
解
散
・
総
選
挙
の
実
例
と
し
て
六
月
四
日
の
パ
ー
ペ
ン
政
府
に
よ
る
そ
れ
を

あ
げ
、「
こ
う
し
た
解
散
後
の
『
選
挙
』
は
、
確
か
な
政
治
的
決
定
を
含
み
う
る
ほ
ど
に
明
確
な
答
え
は
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
過
程
全
体
は
、

真
の
選
挙
で
も
、
真
の
人
民
投
票
で
も
な
く
、
た
だ
、
そ
の
結
果
次
第
で
政
府
に
と
っ
て
か
多
数
党
に
と
っ
て
、
欠
け
て
い
る
正
当
化
の
補
足
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と
し
て
役
立
つ
の
み
だ
」
と
批
判
し
て
い
た
（a.a.O

., S.341

―342

）。

（
90
） 
現
に
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
別
稿
で
指
摘
し
た
場
面
（「
法
廷
対
決
」
一
七
五
―
一
七
六
頁
）
以
外
に
も
『
合
法
性
と
正
当
性
』
を
引
用
し
、
敢
え
て

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
に
依
拠
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
側
を
弁
護
し
よ
う
と
し
た
ほ
ど
で
あ
る
（vgl. Preußen contra R

eich., S.12

）。

（
91
） 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
、「
民
主
主
義
的
憲
法
論
の
歴
史
的
体
系
的
連
関
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
基
盤
と
し
な
が
ら
「
独
裁
概
念
の
獲
得
」
を
目
的
と

し
た
『
独
裁
』
に
お
い
て
、「
第
4
章
」（Schm

itt, D
iktatur., S.127

―149: IV. D
er B

egriff der souveränen D
iktatur

）
で
確
立
さ
れ
た
両

概
念
の
本
質
的
区
別
こ
そ
が
、「
本
書
の
成
果
」
だ
と
自
認
し
て
い
た
（a.a.O

., S.X
III, X

IX

）。

（
92
） Schm

itt, a.a.O
., S.X

V
III.

（
93
） Schm

itt, a.a.O
., S.X

IX
.

（
94
） Schm

itt, a.a.O
., S.25.

（
95
） Schm

itt, a.a.O
., S.42.

（
96
） Schm

itt, a.a.O
., S.44.

（
97
） Schm

itt, a.a.O
., S.42.

（
98
） Schm

itt, a.a.O
., S.44.

（
99
） Schm

itt, a.a.O
., S.44.

（
100
） Schm

itt, a.a.O
., S.44

―45.

（
101
） Schm

itt, a.a.O
., S.45

―46.

（
102
） Schm

itt, a.a.O
., S.47.

（
103
） Schm

itt, a.a.O
., S.47.  「
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
」
系
列
も
「
位
階
制
」
系
列
も
と
も
に
、
そ
の
頂
点
に
立
つ
の
は
教
皇
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ

ら
の
「
官
職
代
表
」
の
基
盤
に
、「
キ
リ
ス
ト
の
人
格
の
代
理
／
代
表
者
と
し
て
の
教
皇
」
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
、
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
指

摘
に
つ
い
て
は
、
何
よ
り
も
、「
神
の
子
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
は
、
地
上
に
お
い
て
特
別
な
一
人
の
人
間
に
よ
っ
て
「
代
理
／
代
表
」
さ
れ

う
る
の
か
、
と
い
う
神
学
的
観
点
か
ら
の
根
源
的
反
問
が
求
め
ら
れ
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
『
独
裁
』

の
中
で
は
肯
定
的
で
あ
る
。

た
だ
し
、
キ
リ
ス
ト
の
人
格
を
地
上
に
お
い
て
人
格
的
に
代
表
す
る
と
い
う
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
「
代
表
の
理
念
」（die Idee der R

epräsen-
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tativen

）
を
基
盤
と
し
て
、
司
祭
職
を
法
的
制
度
的
に
「
位
階
制
」
へ
と
、
す
な
わ
ち
、「
公
法
的
な
法
的
機
構
」
へ
と
作
り
上
げ
た
カ
ト
リ
シ
ズ

ム
の
制
度
形
成
観
念
を
絶
賛
し
て
い
る
一
九
二
三
年
の
『
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
政
治
形
態
』（Schm

itt, R
öm

ischer K
atholizism

us und 

politische Form
, 1923

（1.A
ufl.

）bei Jakob H
egner in H

ellerau, 1925

（2.A
ufl.

）im
 T

heatiner-Verlag, M
ünchen. 

本
稿
で
は
、K

lett-

C
otta, Stuttgart

刊
行
の
一
九
八
四
年
版
を
用
い
て
い
る
。
邦
訳
は
「
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
政
治
形
態
」『
政
治
神
学
再
論
』
長
尾
龍
一
・

小
林
公
・
新
正
幸
・
森
田
寛
二
訳
、
福
村
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
一
二
五
―
一
七
〇
頁
）（a.a.O

., S.23, S.35, S.49

）
の
中
で
は
、
キ
リ
ス
ト

の
人
格
的
代
表
の
主
体
は
、
教
皇
で
は
な
く
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

0

0

」
だ
と
さ
れ
て
い
る
（S.32, S.50. 

傍
点
引
用
者
）。

し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、
他
な
ら
ぬ
法
的
制
度
的
な
「
位
階
制
」
を
持
つ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

0

0

が
キ
リ
ス
ト
を
人
格
的
に
代
表
し
う
る
と
さ
れ

る
根
拠
は
、「
教
皇
」
の
始
原
た
る
ペ
テ
ロ
へ
の
キ
リ
ス
ト
か
ら
の
「
鍵
の
付
託
」
を
語
る
新
約
聖
書
の
一
節
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
を

代
表
す
る
も
の
と
し
て
の
「
教
会
」
と
い
う
観
念
の
前
提
に
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、「
一
者
に
よ
る
代
表
」
の
観
念
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
暗
黙
裏
に
是
認
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
最
高
人
格
キ
リ
ス
ト
」
の
「
一
者
に
よ
る

0

0

0

0

0

代
表
」
と
い
う
、
こ

の
中
世
由
来
の
観
点
が
、
最
終
的
に
一
者
の
決
断
へ
、
一
者
と
し
て
の
大
統
領
へ
と
集
中
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
国
家
像
の
最
深
次
元
で
の
範
型

（Vorbild

）
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
104
） Schm

itt, D
iktatur., S.25.

（
105
） Schm

itt, a.a.O
., S.25, 

こ
こ
で
は B

odin, Six livres de la R
épublique, V

III. K
apitel 

か
ら
の
引
用
と
あ
る
だ
け
で
ど
の
版
に
依
っ
て
い
る
か

を
示
す
文
献
指
示
は
な
い
。

（
106
） Schm

itt, a.a.O
., S.26. 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
文
献
指
示
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
依
拠
す
る
ボ
ダ
ン
の
原
典
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
第
二
版 Les 

six livres de la R
épublique 1. I, c.V

III, p.122 seqq.

（nach 2. französischen A
ufl., Paris 1580

）
で
あ
る
が
、「
ラ
テ
ン
語
版
の
原
典
に
つ

い
て
は
一
五
九
一
年
の
パ
リ
版
を
用
い
て
い
る
」
と
い
う
（Schm

itt, a.a.O
., S.26, FN

43

）。

（
107
） Schm

itt, a.a.O
., S.33f.

（
108
） Schm
itt, a.a.O

., S.34.

（
109
） Schm

itt, a.a.O
., S.34

―35.

（
110
） Schm

itt, a.a.O
., S.34.

（
111
） Schm

itt, a.a.O
., S.39.
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（
112
） Schm

itt, a.a.O
., S.37.

（
113
） Schm

itt, a.a.O
., S.38

―39.
（
114
） Schm

itt, a.a.O
., S.39.

（
115
） Schm

itt, a.a.O
., S.38.

（
116
） Schm

itt, a.a.O
., S.57.

（
117
） Schm

itt, a.a.O
., S.156.

（
118
） Schm

itt, a.a.O
., S.162.

（
119
） Schm

itt, a.a.O
., S.143.

（
120
） Schm

itt, a.a.O
., S.145.

（
121
） Schm

itt, a.a.O
., S.131

―132.

（
122
） Schm

itt, a.a.O
., S.132.

（
123
） Schm

itt, a.a.O
., S.133.

（
124
） Schm

itt, a.a.O
., S.133.

（
125
） Schm

itt, a.a.O
., S.133.

（
126
） Schm

itt, a.a.O
., S.133f.

（
127
） Schm

itt, a.a.O
., S.134.

（
128
） Schm

itt, V
I. D

ie D
iktatur in der bestehenden rechtstaatlichen O

rdnung

（D
er B

elagerungszustand

）, in: a.a.O
., S.168

―202.

（
129
） Schm

itt, a.a.O
., S.169.

（
130
） Schm

itt, a.a.O
., S.169.

（
131
） Schm
itt, a.a.O

., S.175.

（
132
） Schm

itt, a.a.O
., S.175

―176.

（
133
） Schm

itt, a.a.O
., S.176.

（
134
） Schm

itt, a.a.O
., S.195

―196.
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（
135
） Schm

itt, a.a.O
., S.196.

（
136
） Schm

itt, a.a.O
., S.196.

（
137
） Schm

itt, a.a.O
., S.196

―197.

（
138
） Schm

itt, a.a.O
., S.197.

（
139
） Schm

itt, a.a.O
., S.197.

（
140
） Schm

itt, a.a.O
., S.198.

（
141
） 

そ
の
実
例
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
一
九
二
〇
年
三
月
三
日
の
国
民
議
会
で
ラ
イ
ヒ
法
務
大
臣
シ
フ
ァ
が
、
具
体
的
事
例
に
お
い
て
安
全
・
秩

序
回
復
の
た
め
必
要
な
措
置
な
ら
ば
、
都
市
に
有
毒
ガ
ス
を
撒
く
こ
と
も
で
き
る
と
述
べ
た
こ
と
を
引
用
す
る
。Schm

itt, a.a.O
., S.198.

（
142
） Schm

itt, a.a.O
., S.198.

（
143
） Schm

itt, a.a.O
., S.198.

（
144
） Schm

itt, a.a.O
., S.199

―200.

（
145
） Schm

itt, a.a.O
., S.200.

（
146
） Schm

itt, a.a.O
., S.200.

（
147
） Schm

itt, a.a.O
., S.201.

（
148
） Schm

itt, a.a.O
., S.200.

（
149
） Schm

itt, a.a.O
., S.201.

（
150
） Schm

itt, a.a.O
., S.265.

（
151
） Schm

itt, a.a.O
., S.268.

（
152
） Schm

itt, a.a.O
., S.268

―269.

（
153
） Schm
itt, a.a.O

., S.273.

（
154
） Schm

itt, a.a.O
., S.134.

（
155
） 

も
と
も
と
「
行
政
国
家
」
を
『
合
法
性
と
正
当
性
』
の
中
で
独
立
し
た
一
国
家
類
型
と
し
て
概
念
化
し
た
際
の
、
そ
の
前
段
階
の
類
型
が
、『
憲

法
の
番
人
』
に
お
け
る
「
本
質
的
に
統
治
と
執
行
権
で
あ
る
国
家
」（Staaten, die w

esentlich R
egierung und E

xekutive

）
で
あ
り
、
か
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つ
、
こ
の
「
統
治
と
執
行
権
で
あ
る
国
家
」
の
歴
史
的
実
例
が
「
一
六
世
紀
以
降
形
成
さ
れ
た
絶
対
国
家
」
で
あ
っ
た
（Schm

itt, H
üter der 

Verfassung, S.75

）
と
い
う
経
緯
は
、
こ
の
点
か
ら
見
て
、
極
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
の
現
下
の
「
多
元
主
義
的
分
裂
」
状
態
、「
法
廷
弁
論
」
で
は
、「
内
戦
状
態
」
と
「
紛
争
状
態
」

の
「
結
合
」
と
述
べ
た
「
現
状
」
と
は
、
コ
ン
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
宗
教
戦
争
時
代
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
絶
対

主
義
国
家
設
立
に
よ
る
主
権
確
立
の
も
と
で
初
め
て
宗
教
戦
争
が
終
結
を
見
た
と
い
う
歴
史
的
回
顧
、
お
よ
び
、
絶
対
主
義
国
家
設
立
に
当
た
っ

て
はA

ktionskom
m

issar

の
み
が
有
効
で
あ
っ
た
と
い
う
自
ら
の
歴
史
分
析
が
、
こ
こ
で
のA

ktionskom
m

issar 

と
し
て
の
大
統
領
に
よ
る

「
行
政
国
家
」
の
概
念
化
に
と
っ
て
の
遥
か
な
る
遠
景
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
拘
束
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
156
） 

ミ
ュ
ラ
ー
（C

hristoph M
üller

）
の
見
解
は
、
本
稿
で
の
考
察
の
到
達
点
と
し
て
の
こ
う
し
た
推
定
と
、
重
な
る
点
が
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ

れ
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
…
…
専
制
的
『
行
政
国
家
』（ein autokratischer “Verw

altungsstaat ”

）
を
支
持
」
し
、
ま
た
、「
オ
ッ
ト
ー
・
ブ

ラ
ウ
ン
の
社
会
民
主
党
政
府
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
執
行
を
め
ぐ
る
出
来
事
を
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
を
回
避
す
る
最
後
の
手
段
と
解
釈
し
、
そ
の
理
論
的

基
礎
を
彼
の
著
作
『
合
法
性
と
正
当
性
』（
一
九
三
二
年
）
に
見
出
し
た
」（
ク
リ
ス
ト
フ
・
ミ
ュ
ラ
ー
「
市
民
社
会
、
政
治
シ
ス
テ
ム
、
人
民
主

権
――
ヘ
ル
マ
ン･

へ
ラ
ー
に
よ
る
『
諸
概
念
の
再
建
』」（『
主
権
論
』
日
本
語
版
刊
行
に
寄
せ
て
）『
主
権
論
』（
本
稿
前
出
注（
21
））、
二
四
二
頁

お
よ
び
二
七
三
頁
、
注
27
、 dabei vgl. C

arl Schm
itt, G

lossarium
, E

intragungen vom
 2. M

ärz 1948, 15. Januar 1949, 3. M
ärz 1949

）。

た
だ
し
、
そ
の
際
ミ
ュ
ラ
ー
は
、「
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
モ
デ
ル
に
し
た
」
行
政
国
家
を
支
持
し
て
い
た
と
見
て
い
る
が
（『
主
権
論
』

二
四
二
頁
、
傍
点
引
用
者
）、
こ
の
点
に
は
疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
九
三
二
年
七
月
に
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ナ
チ
ス
党
を
名
指
し
で
批

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

判0

し
て
お
り
（J.B

endersky, ibid., p.153. 

邦
訳
一
九
一
頁
）、
ま
た
、
裁
判
の
争
点
が
ナ
チ
ス
党
と
共
産
党
の
政
治
的
評
価
に
関
わ
る
と
明
言

し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
そ
の
模
範
と
し
て
い
た
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
的
な

0

0

0

0

0

0

0

0

専
制
的
行
政
国
家
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
支
持
し
て
い
た
と

は
考
え
に
く
い
。

他
方
、
J
・
ベ
ン
ダ
ス
キ
ー
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
決
し
て
「
パ
ー
ペ
ン
政
府
の
行
動
の
影
の
推
進
者
」
で
も
「
パ
ー
ペ
ン
と
ガ
イ
ル
の
傀
儡
」

で
も
な
く
、
こ
の
時
期
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
動
と
「
裁
判
」
へ
の
関
与
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
最
も
重
視
し
て
い
た
「
内
戦
の
危
険
の
回
避
」
の

た
め
に
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
ナ
チ
ス
党
牽
制
策
を
支
持
し
た
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
と
述
べ
、
こ
の
時
期
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
張
と
立
場
は
、

「
価
値
中
立
的
な
」
憲
法
解
釈
が
憲
法
の
根
源
的
前
提
を
破
棄
す
る
勢
力
に
対
し
て
ま
で
「
平
等
の
機
会
」
を
与
え
る
愚
か
で
危
険
な
も
の
だ
と

批
判
す
る
、
従
来
か
ら
の
そ
れ
と
一
貫
す
る
も
の
だ
、
と
擁
護
す
る
（B

endersky, ibid., pp.146

―171.  

邦
訳
一
七
八
頁
以
下
。
な
お
、
こ
の
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時
期
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
近
辺
に
お
い
て
捉
え
る
ベ
ン
ダ
ス
キ
ー
の
解
釈
と
、
こ
れ
に
対
立
す
る
H
・
ム
ー
ト
（H

einrich 

M
uth

）
の
「
パ
ー
ペ
ン
政
府
の
一
員
と
し
て
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
」
解
釈
に
つ
い
て
、
中
道
寿
一
『
ワ
イ
マ
ル
の
崩
壊
と
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
――

C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
研
究
序
説
』
三
嶺
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
六
五
―
二
八
五
頁
参
照
）。

そ
の
際
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
は
、
ベ
ン
ダ
ス
キ
ー
の
見
解
で
は
、
ナ
チ
ス
党
の
操
縦
可
能
性
に
つ
い
て
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
よ
り
遥
か
に
懐

疑
的
で
あ
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
合
法
戦
術
が
効
果
を
発
揮
し
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
を
持
っ
て
い
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、「
合
法
的
手
段
に
よ
る
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
の
破
壊
と
い
う
差
し
迫
っ
た
危
険
に
警
告
を
発
す
る
た
め
」
執
筆
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
本
書
が
レ
オ
・
シ
ュ
ト

ラ
ウ
ス
や
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
ら
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
も
ベ
ン
ダ
ス
キ
ー
は
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
（ibid., p.147, pp.169

―170.  

邦
訳
一
七
九
頁
、
二
〇
一
―
二
〇
二
頁
）。
本
書
が
、
以
上
の
よ
う
な
意
図
と
本
質
を
持
つ
と
い
う
ベ
ン
ダ
ス
キ
ー
の
評
価
は
正
当
だ
が
、

し
か
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、「A

ktionskom
m

issar

と
し
て
の
大
統
領
に
よ
る
『
委
任
独
裁
』
と
い
う
名
の
絶
対
君
主
政

0

0

0

0

0

」
を
意
味
す
る
「
行
政

0

0

国
家

0

0

」
を
定
式
化
し
た

0

0

0

0

0

0

と
い
う
、『
合
法
性
と
正
当
性
』
が
持
つ
新
し
い
側
面
に
対
し
て
ベ
ン
ダ
ス
キ
ー
は
ま
っ
た
く
注
意
を
払
っ
て
お
ら
ず
、

か
つ
、
そ
こ
で
の
議
論
の
、「
弁
論
」
の
場
（
お
よ
び
事
前
の
「
投
稿
論
文
」）
で
の
「
反
転

0

0

」
的
な
適
用
に
見
出
さ
れ
る
、「
パ
ー
ペ
ン
・
ク
ー

デ
タ
ー
」
へ
の
積
極
的
関
与

0

0

0

0

0

と
の
間
の
意
味
連
環
を
捉
え
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
正
当
と
は
言
え
な
い
。

（
157
） Schm

itt, H
ugo Preuß: Sein Staatsbegriff und seine Stellung in der deutschen Staatslehre, 1930.  

邦
訳
は
「
フ
ー
ゴ
ー
・
プ
ロ
イ
ス
――

そ
の
国
家
概
念
お
よ
び
ド
イ
ツ
国
法
学
上
の
地
位
」
上
原
行
雄
訳
、
清
水
幾
太
郎
責
任
編
集
『
危
機
の
政
治
理
論
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九 

七
三
年
、
一
五
三
頁
。

（
158
） H

eller, E
uropa., S.465.

（
159
） 

ヘ
ラ
ー
は
、
一
九
二
八
年
四
月
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
か
れ
た
ド
イ
ツ
国
法
学
会
に
出
席
し
た
後
、
イ
タ
リ
ア
を
訪
問
し
、
同
年
一
一
月
一
日
に
帰

国
し
た
（
安
世
舟
「
訳
者
解
説
」、
H
・
ヘ
ラ
ー
『
国
家
学
』
安
世
舟
訳
、
未
來
社
、
一
九
九
〇
年
、
四
六
三
頁
）。
女
流
作
家
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
・

ラ
ン
ゲ
ッ
サ
ー
（E

lisabeth Langgässer

）
と
ヘ
ラ
ー
と
の
「
巡
り
合
い
」
は
一
九
二
八
年
春
、
つ
ま
り
、
イ
タ
リ
ア
旅
行
へ
出
発
す
る
直

前
の
こ
と
で
あ
り
、
ヘ
ラ
ー
の
帰
国
直
後
の
一
九
二
九
年
一
月
一
日
、
ラ
ン
ゲ
ッ
サ
ー
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
ヘ
ラ
ー
を
父
と
す
る
娘
コ
ル
デ
リ
ア

（C
ordelia E

dvardson

）
を
生
ん
だ
（
山
口
利
男
『
ヘ
ル
マ
ン･

へ
ラ
ー
と
現
代
――
政
治
の
復
権
と
政
治
主
体
の
形
成
』
風
行
社
、
二
〇
〇
二

年
、
一
〇
五
―
一
〇
八
頁
参
照
）
と
い
う
。
ヘ
ラ
ー
の
「
人
間
臭
さ
」（
山
口
、
同
上
一
〇
五
頁
）
を
象
徴
す
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
図
ら

ず
も
、
ヘ
ラ
ー
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
誕
生
と
ま
っ
た
く
期
を
一
に
し
て
い
る
。
本
書
に
お
い
て
ヘ
ラ
ー
が
批
判
し
た
「
フ
ァ
シ
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ズ
ム
独
裁
」
が
ド
イ
ツ
で
現
実
の
も
の
と
な
り
、
コ
ル
デ
リ
ア
は
そ
の
ユ
ダ
ヤ
的
出
自
の
ゆ
え
に
テ
レ
ー
ジ
ン
と
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
収
容

所
へ
送
ら
れ
（
一
二
―
一
六
歳
）、
母
ラ
ン
ゲ
ッ
サ
ー
も
強
制
労
働
を
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
過
酷
な
運
命
を
辿
る
こ
と
に
な
る
（
山
口
、
同
上

一
〇
六
頁
）
が
、
そ
の
時
ヘ
ラ
ー
は
既
に
天
上
の
人
と
な
っ
て
い
た
。
コ
ル
デ
リ
ア
の
誕
生
の
時
、
ヘ
ラ
ー
が
筆
を
も
っ
て
闘
っ
た
「
フ
ァ
シ

ズ
ム
」
が
、
父
の
死
後
、
そ
の
娘
を
襲
っ
た
と
は
な
ん
と
い
う
哀
し
い
皮
肉
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ヘ
ラ
ー
の
妻
ゲ
ル
ト
ゥ
ル
ー
ト
と
三
人
の

子
供
た
ち
も
（
ロ
ン
ド
ン
）、
コ
ル
デ
リ
ア
と
そ
の
母
も
「
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
帝
国
」
を
生
き
抜
い
て
「
戦
後
」
を
迎
え
た
と
い
う
（
山
口
、
同
上

一
〇
六
―
一
〇
九
頁
）。

（
160
） 

本
稿
前
出
注（
19
）参
照
。

（
161
） H

eller, Ziele und G
renzen., S.413.

（
162
） H

eller, a.a.O
., S.413.

（
163
） H

eller, a.a.O
., S.415.

（
164
） H

eller, a.a.O
., S.413.

（
165
） 

本
稿
九
二
―
九
五
頁
、
一
三
四
―
一
三
九
頁
参
照
。

（
166
） H

eller, a.a.O
., S.412.

（
167
） H

eller, a.a.O
., S.414.

（
168
） H

eller, a.a.O
., S.414.

（
169
） H

eller, a.a.O
., S.414.

（
170
） H

eller, a.a.O
., S.414.

（
171
） H

eller, a.a.O
., S.414

―415.

（
172
） H

eller, a.a.O
., S.415.

（
173
） H

eller, a.a.O
., S.415.

（
174
） H
eller, a.a.O

., S.415.

（
175
） H

eller, a.a.O
., S.415.

（
176
） H

eller, a.a.O
., S.415.
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（
177
） 

た
と
え
ば
こ
の
投
稿
論
文
の
前
年
、
一
九
三
〇
年
八
月
一
一
日
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
制
定
一
一
周
年
記
念
日
に
ド
イ
ツ
学
生
連
盟
（D

er 

D
eutsche Studentenverband

）
で
行
っ
た
講
演
「
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
け
る
自
由
と
形
式
」
の
最
後
で
、
ヘ
ラ
ー
は
以
下
の
よ
う
な
象
徴

的
な
言
葉
を
述
べ
て
い
る
（Freiheit und Form

 in der R
eichsverfassung, in: D

ie Justiz. M
onatsschrift für E

rneuerung des deutschen 

R
echtsw

esens, zugleich O
rgan des R

epublikanischen R
ichterbundes

（H
g. W

. K
roner u.a.

）, Verlag W
alther R

othschild, B
erlin, 5

（1929/30
）, S.672

―677, auch in G
S II., S.371

―377. 

本
稿
で
は
全
集
収
録
版
を
用
い
て
い
る
。
邦
訳
は
「
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
け
る
自

由
と
形
式
」
山
崎
充
彦
訳
、『
同
志
社
法
学
』
第
2
0
8
号
（Vol.41, N

o.2

）、
一
九
八
九
年
七
月
、
一
七
四
―
一
八
〇
頁
）。

投
票
用
紙
の
み
を
も
っ
て
国
家
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
十
分
承
知
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
し

彼
ら
﹇
暴
力
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
﹈
が
暴
力
的
な
攻
撃
を
仕
掛
け
て
く
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
我
々
が
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
彼
ら
に
対
し

て
た
だ
ち
に
実
践
的
に
証
明
す
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
武
器
を
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
（w

enn es sein m
uß m

it 

der W
affe in der H

and
!

）、
我
々
は
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を
護
る
の
だ
！
（a.a.O

., S.377

）。

（
178
） 「
価
値
と
意
志
の
共
同
体
」（W

ert- und W
illensgem

einschaft

）
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
以
外
の
箇
所
で
も
見
出
さ
れ
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
。

た
と
え
ば
上
述
の
憲
法
記
念
講
演
の
中
で
（Freiheit und Form

 in der R
eichsverfassung, S.377

）、
ま
た
、
ヘ
ラ
ー
の
遺
著
と
な
っ
た
『
国

家
学
』（Staatslehre, hg.G

erhart N
iem

eyer, A
.W

.Sijthoff ’s U
itgeversm

aatschappij N
.V. Leiden 1934, auch in G

S. III., S.79

―412.  

本
稿
で
は
全
集
収
録
版
を
用
い
る
。
邦
訳
は
『
国
家
学
』
安
世
舟
訳
、
未
來
社
、
一
九
七
一
年
（
第
1
刷
）、
一
九
九
〇
年
（
第
12
刷
））
の
中

で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（a.a.O

., S.151.  

邦
訳
九
七
―
九
八
頁
）。

（
179
） H

eller, W
as bringt uns eine D

iktatur? Fascism
us und W

irklichkeit, in: D
as R

eichsbanner. Zeitung des R
eichsbanners Schw

arz-R
ot-

G
old, M

agdeburg, 6

（1929

）, N
r. 18, S.137, auch in G

S.II., S.437. 

本
稿
で
は
全
集
版
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
小
論
文
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

フ
ァ
シ
ズ
ム
』
が
出
版
さ
れ
る
直
前
に
公
刊
さ
れ
た
、
い
わ
ば
そ
の
要
約
版
で
あ
る
。
邦
訳
は
「
独
裁
は
我
々
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
――
フ
ァ

シ
ズ
ム
と
現
実
」
山
崎
充
彦
訳
、『
同
志
社
法
学
』
第
2
0
8
号
（Vol.41, N

o.2

）
一
九
八
九
年
七
月
、
一
八
〇
頁
。

（
180
） H

eller, a.a.O
., S. 438.  

邦
訳
一
八
二
頁
。

（
181
） 

当
時
最
も
有
能
だ
と
目
さ
れ
た
社
会
主
義
者
ジ
ャ
コ
モ
・
マ
テ
オ
ッ
テ
ィ
（G

iacom
o M

atteotti

）
殺
害
事
件
が
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
体
制
の
そ

の
後
の
確
立
へ
の
画
期
的
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
前
掲
邦
訳
「
独
裁
は
我
々
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
」（
本
稿
前
出

注（
179
））末
尾
一
八
六
―
一
八
七
頁
の
山
崎
充
彦
に
よ
る
「
訳
注
」
参
照
。
マ
テ
オ
ッ
テ
ィ
殺
害
が
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
政
権
に
危
機
を
も
た
ら
し
、



227 「プロイセン対ライヒ」裁判での
「弁論」の背景をなす議論連環

逆
に
、
こ
の
危
機
の
克
服
策
と
し
て
と
ら
れ
た
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
保
守
勢
力
と
の
連
携
強
化
が
成
功
し
、
そ
の
半
年
後
の
一
九
二
五
年
一
月
三

日
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
「
反
対
派
に
対
す
る
弾
圧
宣
言
」
の
演
説
を
も
っ
て
「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
所
謂
『
強
制
的
同
質
化
』
が
始
ま
っ
た
」

（
山
崎
、
同
上
一
八
七
頁
）
と
い
う
。

（
182
） H

eller, a.a.O
., S. 438.

（
183
） H

eller, E
uropa., S.467.

（
184
） H

eller, a.a.O
., S.467.  

こ
こ
で
ヘ
ラ
ー
は
「
意
志
共
同
体

0

0

0

」（W
illensgem

einschaft

）
を
「
意
志
統
一
体

0

0

0

」（W
illenseinheit

）
と
言
い
換
え

て
い
る
。
一
九
二
九
年
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
で
は
「
意
志
共
同
体

0

0

0

」
の
表
現
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
次
に
考
察
す

る
一
九
二
七
年
の
『
主
権
論
』
で
は
「
意
志
共
同
体

0

0

0

」
の
語
は
な
く
、「
意
志
統
一
体

0

0

0

」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
本
稿
後
出
注（
291
）参
照
）。

（
185
） H

eller, a.a.O
., S.468.

（
186
） H

eller, a.a.O
., S.467.

（
187
） H

eller, a.a.O
., S.467

―468.

（
188
） H

eller, a.a.O
., S.469.

（
189
） H

eller, a.a.O
., S.469.

（
190
） H

eller, a.a.O
., S.470.

（
191
） H

eller, a.a.O
., S.470.

（
192
） H

eller, a.a.O
., S.471.  

こ
う
し
た
「
価
値
共
同
体
」
の
意
義
づ
け
の
際
に
ヘ
ラ
ー
が
言
及
す
る
の
は
ス
メ
ン
ト
で
あ
る
（R

. Sm
end, Verfassung 

und Verfassungsrecht, M
ünchen 1928, S.40

）。

（
193
） H

eller, a.a.O
., S.476.

（
194
） H

eller, a.a.O
., S.470.

（
195
） H

eller, a.a.O
., S.470

―471.

（
196
） H
eller, a.a.O

., S.471.

（
197
） H

eller, a.a.O
., S.472.

（
198
） H

eller, a.a.O
., S.477ff.
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（
199
） H

eller, a.a.O
., S.472.

（
200
） H

eller, a.a.O
., S.473. 

（
201
） W

eber, W
issenschaft als B

eruf

（1919

）, G
esam

m
elte A

ufsätze zur W
issenschaftslehre, T

übingen 1922, S.536 

か
ら
の
ヘ
ラ
ー
に
よ
る

引
用
（H

eller, a.a.O
., S.473

）。

（
202
） H

eller, a.a.O
., S.473.

（
203
） H

eller, a.a.O
., S.473

―474.

（
204
） H

eller, a.a.O
., S.474.

（
205
） H

eller, a.a.O
., S.474.

（
206
） H

eller, a.a.O
., S.474.

（
207
） H

eller, a.a.O
., S.475.  

サ
ン
・
シ
モ
ン
の
原
典
は
、
全
集
編
集
者
に
よ
れ
ば
、vgl. H

enri C
laude de Saint-Sim

on, D
u systèm

e industiel

（1821

）, in: O
euvres de Saint-Sim

on
）, vol. 5, Paris 1869

（= O
euvres de Saint-Sim

on et d ’E
nfantin, vol. 21

）, S.151.

（
208
） H

eller, a.a.O
., S.475.

（
209
） 「
自
由
主
義
的
な
法
形
式
主
義
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、「
ゲ
ル
バ
ー
、
ラ
ー
バ
ン
ト
、
そ
し
て
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
を
遥

か
に
越
え
て
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
で
通
説
的
位
置
に
つ
い
た
」
も
の
で
あ
り
、「
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
を
通
じ
て
完
成
を
見
た
」
も
の

で
あ
る
（H

eller, a.a.O
., S.475

）。

（
210
） H

eller, a.a.O
., S.476.

（
211
） H

eller, a.a.O
., S.476.

（
212
） H

eller, a.a.O
., S.477.

（
213
） H

eller, a.a.O
., S.477.

（
214
） H

eller, a.a.O
., S.480.

（
215
） H

eller, a.a.O
., S.478.

（
216
） H

eller, a.a.O
., S.478.

（
217
） 

た
と
え
ば
パ
レ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
社
会
主
義
と
は
、
一
方
で
同
情
感
情
と
分
析
さ
れ
、
他
方
、
単
に
「
他
人
の
財
に
対
す
る
欲
望
」
と
し
て
上
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層
階
級
の
諸
財
を
奪
取
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
た
ち
の
苦
労
を
終
わ
ら
せ
た
い
と
い
う
下
層
人
民
層
の
願
望
と
分
析
さ
れ
る
、
と
い
う
。
さ

ら
に
上
層
階
級
に
お
け
る
社
会
主
義
思
想
の
帰
結
は
、
彼
ら
の
同
情
感
情
の
退
化
か
ら
大
部
分
説
明
さ
れ
、
こ
れ
は
こ
の
階
級
の
普
遍
的
な
衰

退
に
対
応
す
る
と
い
う
。
同
様
に
、
全
階
級
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
非
合
理
的
感
情
と
欲
求
の
隠
蔽
で
あ
り
、
そ
れ
ら
﹇
非
合
理
的
感
情

と
欲
求
﹈
は
、
自
己
保
存
の
欲
求
、
計
算
の
欲
求
、
権
力
へ
の
意
志
等
と
し
て
、
唯
一
現
実
的
か
つ
恒
常
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
（H

eller, 

a.a.O
., S.478

）。

（
218
） H

eller, a.a.O
., S.478

―479.

（
219
） H

eller, a.a.O
., S.479.

（
220
） C

arl Schm
itt, “D

er B
egriff des Politischen ”, in Problem

e der D
em

okratie, I. R
eihe, B

erlin 1928, S.6 

か
ら
の
ヘ
ラ
ー
に
よ
る
引
用
。

H
eller, a.a.O

., S.479.

（
221
） H

eller, a.a.O
., S.479.  

Ch
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
一
九
二
八
年
一
二
月
一
八
日
か
ら
二
二
日
の
個
人
的
往
復
書
簡
に
基
づ

い
て
、「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
そ
の
友
・
敵
理
論
を
ヘ
ラ
ー
が
『
実
存
的
否
定
』
の
意
味
で
解
釈
し
た
こ
と
に
反
論
し
て
い
た
」
こ
と
を
指
摘
す
る

が
、
し
か
し
同
時
に
、「
一
九
三
三
年
以
降
の
態
度
か
ら
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ヘ
ラ
ー
の
疑
念
を
確
証
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
述
べ
る
（
ミ
ュ

ラ
ー
、
本
稿
前
掲
注（
156
）論
文
二
七
五
頁
、
注
38
、vgl: Paul N

oack, C
arl Schm

itt. E
ine B

iographie, Frankfurt/M
: Propyläen, 1993

（S.118ff.

）, S.120

）。

（
222
） H

eller, a.a.O
., S.480.

（
223
） H

eller, a.a.O
., S.481.

（
224
） H

eller, a.a.O
., S.481.

（
225
） H

eller, a.a.O
., S.481.

（
226
） H

eller, a.a.O
., S.482.

（
227
） O

thm
ar Spann, D

er w
ahre Staat, Leipzig 1921, S.274.

（
228
） H
eller, a.a.O

., S.483.

（
229
） H

eller, a.a.O
., S.483.

（
230
） H

eller, a.a.O
., S.483.



230

（
231
） 「
量
化
」「
法
則
化
」
に
抗
し
て
「
個
別
化
」「
多
様
化
」
の
方
向
が
、
自
然
科
学
の
分
野
で
も
文
化
思
想
の
分
野
で
も
進
行
し
て
い
る
と
し
て
ヘ

ラ
ー
が
あ
げ
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
自
然
科
学
の
分
野
で
は
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
と
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
機
械
論
の
基
礎
に
あ
る
法
則
を
破
壊
し
、

物
理
学
（
量
子
学
）、
生
物
学
（
突
然
変
異
説
）
が
自
然
の
合
法
則
的
恒
常
性
と
い
う
教
義
の
息
の
根
を
止
め
、
原
子
理
論
で
は
、
原
子
さ
え
も
、

漏
れ
な
く
量
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
個
別
性
と
し
て
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
お
り
、
ネ
ル
ン
ス
ト
は
、
自
然
諸
科
学
が
こ
れ
ま
で

一
つ
の
厳
格
な
意
味
に
お
け
る
普
遍
妥
当
的
な
自
然
法
則
を
も
発
見
し
て
い
な
い
と
断
言
し
た
、
と
い
う
。

さ
ら
に
文
化
思
想
の
分
野
で
は
、「
生
」
が
ロ
マ
ン
主
義
的
動
機
と
結
び
つ
き
、
創
造
的
で
、
あ
ら
ゆ
る
計
算
的
合
理
化
を
軽
蔑
す
る
多
様
性

を
示
し
、
非
合
理
主
義
哲
学
が
知
性
主
義
に
対
し
て
、
本
能
と
直
観
を
引
き
合
い
に
出
し
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
法

則
の
静
寂
主
義
的
賛
美
に
対
し
て
、
能
動
主
義
的
な
生
の
気
分
、
英
雄
主
義
的
な
人
格
思
想
を
讚
え
て
い
る
と
い
う
（H

eller, a.a.O
., S.484

）。

ち
な
み
に
ヘ
ラ
ー
は
生
前
「
A
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
そ
の
家
族
と
の
緊
密
な
付
き
合
い
」
を
持
っ
て
お
り
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
の

書
簡
が
度
重
な
る
転
居
に
よ
り
失
わ
れ
た
こ
と
を
晩
年
の
ヘ
ラ
ー
夫
人
は
特
に
残
念
が
っ
た
と
い
う
（
山
口
、
前
掲
書
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
）。

（
232
） H

eller, a.a.O
., S.484.

（
233
） H

eller, a.a.O
., S.485.

（
234
） H

eller, a.a.O
., S.604.

（
235
） H

eller, a.a.O
., S.604.

（
236
） H

eller, a.a.O
., S.607.

（
237
） H

eller, a.a.O
., S.607. 

ヘ
ラ
ー
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
「
独
裁
」
に
お
け
る
「
政
治
的
な
基
本
決
定
」
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
「
行
動
委

任
」
と
し
て
の
「
独
裁
」
に
お
け
る
、「
行
動
委
任
」
の
「
目
的
」（Zw

eck der A
ktionskom

m
issar

）
に
あ
た
る
も
の
だ
と
い
う
点
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
本
節
3
．
3
．（
一
九
四
頁
以
下
）
参
照
。

（
238
） H

eller, a.a.O
., S.607.

（
239
） H

eller, a.a.O
., S.607. E

dgar E
. Jung, D

ie H
errschaft der M

inderw
ertingen, ihr Zerfall und ihre A

blösung durch ein N
eues R

eich, 

3.A
ufl., B

erlin 1930, S.282f. 

か
ら
の
ヘ
ラ
ー
に
よ
る
引
用
。

（
240
） H

eller, a.a.O
., S.607.

（
241
） H

eller, a.a.O
., S.608.
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（
242
） H

eller, a.a.O
., S.608.

（
243
） H

eller, a.a.O
., S.608

―609.
（
244
） H

eller, a.a.O
., S.609. 

労
働
者
自
身
が
協
力
す
れ
ば
彼
ら
の
理
念
と
利
益
に
合
致
す
る
国
家
と
社
会
の
将
来
を
生
成
さ
せ
る
と
い
う
「
希
望
」

（die H
offnung

）、
お
よ
び
、
彼
ら
の
政
治
的
経
験
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
形
式
の
必
要
性
を
労
働
者
が
知
る
に
至
る
と
い
う
「
可
能
性
」

（die M
öglichkeit

）、
こ
の
二
つ
（
希
望
と
可
能
性
）
が
彼
ら
か
ら
フ
ァ
シ
ス
ト
独
裁
を
取
り
去
る
、
し
か
し
フ
ァ
シ
ス
ト
独
裁
は
、
ま
さ
に
政

治
的
自
主
活
動
の
禁
止
に
よ
り
、
彼
ら
の
民
主
的
な
自
己
教
育
作
業
の
機
会
を
奪
う
の
だ
、
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
。

（
245
） H

eller, a.a.O
., S.474.

（
246
） 

こ
の
点
に
は
後
に
再
び
立
ち
返
っ
て
考
察
し
た
い
（
本
稿
一
九
二
―
一
九
四
頁
参
照
）。

（
247
） 

安
世
舟
「
訳
者
解
説
」、
H
・
ヘ
ラ
ー
『
国
家
学
』、
四
六
二
頁
。
ヘ
ラ
ー
は
、
一
九
一
五
年
一
二
月
一
八
日
に
グ
ラ
ー
ツ
大
学
で
博
士
学
位
を

取
得
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
一
九
二
〇
年
三
月
一
〇
日
に
キ
ー
ル
大
学
で
法
哲
学
・
国
家
学
の
大
学
教
員
資
格
取
得
す
る
ま
で
の
道
は
険
し
く
、

さ
ら
に
、
大
学
で
の
職
を
得
る
こ
と
も
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
九
二
六
年
四
月
に
「
カ
イ
ゼ
ル
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
外
国
公
法
・
国

際
法
研
究
所
」（V

iktor B
runs 

主
宰
、
ベ
ル
リ
ン
）
入
所
を
期
に
「
ヘ
ラ
ー
の
学
問
的
研
究
の
最
も
実
り
豊
か
な
時
期
が
始
ま
る
」（
安
「
訳
者

解
説
」
四
六
二
頁
）
ま
で
、
学
問
に
専
念
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
社
会
主
義
青
年
運
動
や
労
働
者
へ
の
政
治
教
育
に
関
わ
る
社
会
的
実
践
的
活

動
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
。『
主
権
論
』
へ
の
高
い
評
価
が
一
九
二
八
年
一
一
月
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
法
学
部
公
法
学
助
教
授
任
命
に
結
び
つ
い

た
（
安
、
同
上
四
六
三
―
四
六
四
頁
）
と
い
う
意
味
で
も
、
本
書
は
、
学
問
へ
と
没
頭
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ヘ
ラ
ー
の
一
〇
年
に
満
た
な
い
後

半
生
に
と
っ
て
の
、
画
期
を
な
す
著
作
で
あ
る
。

（
248
） H

eller, D
ie Souveränität., S.33.

（
249
） H

eller, a.a.O
., S.34.  

ボ
ダ
ン
の
『
国
家
を
め
ぐ
る
六
書
』（Six livres de la R

épublique

）
の
「
初
め
て
の
、
そ
し
て
唯
一
の
ド
イ
ツ
語
完
訳

で
あ
り
続
け
た
一
五
九
二
年
の
ド
イ
ツ
語
版

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（übersetzt von dem
 Pfarrer Johann O

sw
aldt, M

um
pelgart, 1592

）」（B
uch I

―III, 1981

（
下
記
参
照
）, S.53

）
以
来

0

0

、
初
め
て
の
新
し
い
ド
イ
ツ
語
完
訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
二
巻
本
と
し
て
一
九
八
一
年

0

0

0

0

0

（I

―III

）
お
よ
び
一
九
八
六
年

0

0

0

0

0

（IV

―V
I

）
に

出
版
さ
れ
た
。Jean B

odin: Sechs B
ücher über den Staat: B

uch I

―III, &
 B

uch IV

―V
I, übersetzt und m

it A
nm

erkungen versehen 

von B
ernd W

im
m

er, eingeleitet und herausgegeben von P.C
. M

ayer-Tasch, Verlag C
.H

.B
eck, M

ünchen 1981, 1986 

で
あ
る
。
編

者 P.C
. M

ayer-Tasch 

は
そ
の
「
序
言
」
の
冒
頭
で
、
ヘ
ラ
ー
の
こ
の
言
葉
を
引
用
し
、「
ボ
ダ
ン
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
な
が
ら
も
、
ほ
と
ん
ど
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読
ま
れ
て
い
な
い
」
国
家
理
論
家
に
属
す
る
と
い
う
こ
の
事
態
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
何
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
、
と
述
べ
る
（a.a.O

. B
uch I

―

III, 1981, S.9.  

翻
訳
者 B

ernd W
im

m
er 

も
同
じ
く
、
こ
の
点
で
ヘ
ラ
ー
を
引
用
す
るa.a.O

., S.52

）。
そ
の
理
由
は
、「
一
方
で
は
、
近
代
的

な
刻
印
を
持
つ
主
権
概
念
の
創
造
者
に
つ
い
て
国
家
理
論
的
に
関
心
を
持
つ
人
々
に
と
っ
て
、
何
ら
そ
の
た
め
の
回
路
が
通
じ
て
お
ら
ず
、
他

方
、
ボ
ダ
ン
の
著
作 Six livres de la R

épublique 

が
単
に
入
手
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
説
明
し
う
る
」
と
い
う
（a.a.O

. B
uch I

―III, 1981, 

S.9

）。
と
い
う
の
も
、
一
五
九
二
年
の
ド
イ
ツ
語
訳
は
、Six livres de la R

épublique

へ
の
接
近
を
容
易
に
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
え
な

か
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
、
翻
訳
者
で
あ
る
「
牧
師
オ
ズ
ヴ
ァ
ル
ト
の
言
葉
が
、
ゲ
ル
マ
ン
語
的
素
養
を
予
め
持
た
な
い
ド
イ
ツ
語
圏
の
読

者
に
は
、
し
ば
し
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
も
し
く
は
ラ
テ
ン
語
版
テ
ク
ス
ト
の
助
け
を
借
り
て
の
み
理
解
可
能
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
っ
た

か
ら
」（a.a.O

., I

―III, S.53; dabei vgl. H
elm

ut Q
uaritsch, Staat und Souveränität. B

and 1: D
ie G

rundlagen, Frankfurt 1970, S.243

）

だ
と
い
う
。

（
250
） H

eller, a.a.O
., S.36.

（
251
） H

eller, a.a.O
., S.36.

（
252
） H

eller, a.a.O
., S.36. 

邦
訳
四
頁
。「　

」
内
の
ボ
ダ
ン
か
ら
の
引
用
は
、Jean B

odin, D
e R

epublica libre sex, latine ab autore redditi, 

L
yon 1586, lib. I, cap.8

（S.101f.

）.

（
253
） B

odin, a.a.O
., lib. I, cap. 8

（S.84;86

）.

（
254
） B

odin, a.a.O
., lib. III, cap. 4

（S.293ff.

）.  

こ
の
一
文
は
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
ボ
ダ
ン
の
上
の
箇
所
に
依
拠
し
な
が
ら
、
ヘ
ラ
ー
が
述

べ
た
も
の
。

（
255
） B

odin, a.a.O
., lib. IV, cap. 3

（S.426

）.

（
256
） H

eller, a.a.O
., S.36

―37.  

邦
訳
四
―
五
頁
。

（
257
） H

eller, a.a.O
., S.36, FN

13.

（
258
） H

eller, a.a.O
., S.37.

（
259
） H

eller, a.a.O
., S.37.

（
260
） H

eller, a.a.O
., S.36. 

ヘ
ラ
ー
は
、
ボ
ダ
ン
も
、
そ
し
て
、「
似
た
よ
う
な
政
治
的
状
況
の
中
で
書
物
を
著
し
、
屡
々
曲
解
さ
れ
て
い
る
ホ
ッ
ブ

ズ
」
も
、
共
に
「
お
よ
そ
君
主
政
に
与
す
る
党
派
政
治
家
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
両
者
と
も
主
権
の
「
主
体
」
と
し
て
「
君
主
」
ば
か
り
で
な
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く
「
人
民
」
も
あ
げ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
ボ
ダ
ン
に
つ
い
て
の
典
拠
と
し
て
ヘ
ラ
ー
が
あ
げ
る
の
は
、B

odin, a.a.O
.

（
本
稿
前
出
注（
250
））, 

lib. I, cap.8

（S.80

）:  ｢

し
か
し
元
首
や
人
民
の
中
に
主
権
が
内
在
す
る｣  ; lib. I, cap. 10

（S.150

）:  「〔
法
律
は
〕
至
上
の
権
能
を
持
つ
命
令
だ

が
、
権
能
は
一
人
の
も
の
と
も
、
全
員
の
も
の
と
も
、
あ
る
い
は
ま
た
、
少
数
者
の
も
の
と
も
な
り
う
る
」 ; lib. I. cap. 8

（S.92

）

 ; lib. I, cap. 10
（S.151f.
）; lib. II, cap. 1

（S.176

）. 

ホ
ッ
ブ
ズ
に
関
す
る
典
拠
と
し
て
は
、T
hom

as H
obbes, E

lem
enta philosophica de cive, A

m
sterdam

 

1647, cap. V
I, 1 annotatio

〈S.90ff.

〉 ; cap. X
II, 8

〈S.199f.

〉
な
お
〈　

〉
は
（
全
集
編
者
の
つ
け
た
）
へ
ラ
ー
に
よ
ら
な
い
文
献
指
示
を
表

す
。

（
261
） 「
ボ
ダ
ン
の
意
味
に
お
け
る
主
権
の
本
質
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ボ
ダ
ン
は
彼
が
列
挙
し
た
七
つ
の
主
権
の
権
利
（sieben Souveränitätsrechte

）

す
べ
て
が
、
立
法
権
（G

esetzgebungsrecht

）
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
い
た
、
と
確
認
し
て
お
く
の
が
理
論
的
に
最
も
有
意
義
で
あ
る
」
と
ヘ

ラ
ー
は
述
べ
る
（H

eller, a.a.O
., S.36, auch S.9

）。
ヘ
ラ
ー
の
ボ
ダ
ン
評
価
の
こ
の
観
点
は
重
要
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
の
「
主
権
」
は
、
そ
の
本

質
を
「
立
法
権
力
」
に
見
る
と
い
う
意
味
で
の
「
ボ
ダ
ン
的
主
権
」
と
合
致
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
（
第
3
節
2
．
4
．
2
．（
本
稿

一
七
七
頁
以
下
）
参
照
）。

（
262
） H

eller, a.a.O
., S.38.

（
263
） H

eller, a.a.O
., S.39.

（
264
） H

eller, a.a.O
., S.39.

（
265
） 

こ
の
点
は
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
主
張
だ
と
い
う : G

erhard A
nschütz, D

ie Verfassung der D
eutschen R

eichs, 4.A
ufl., B

erlin 1926, S.5.

（
266
） H

eller, a.a.O
., S.40.

（
267
） H

eller, a.a.O
., S.41.

（
268
） H

eller, a.a.O
., S.41.

（
269
） H

eller, a.a.O
., S.42.

（
270
） H

eller, a.a.O
., S.44

―45.

（
271
） H
eller, a.a.O

., S.46

―47.

（
272
） H

eller, a.a.O
., S.48.

（
273
） H

eller, a.a.O
., S.48.
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（
274
） H

eller, a.a.O
., S.48. 

ヘ
ラ
ー
が
示
し
て
い
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
原
典
は
、Friedrich E

ngels, H
errn E

ugen D
ührings U

m
w

älzung der 

W
issenschaft

（1878

）, 10.A
ufl., B

erlin 1919, S.302.  

サ
ン
・
シ
モ
ン
の
原
典
に
つ
い
て
は
本
稿
前
出
注（
207
）参
照
。

（
275
） H

eller, a.a.O
., S.49.

（
276
） H

eller, a.a.O
., S.49.

（
277
） H

eller, a.a.O
., S.49.

（
278
） H

eller, a.a.O
., S.56.

（
279
） H

eller, a.a.O
., S.57. 

（
280
） H

eller, a.a.O
., S.57.

（
281
） H

eller, a.a.O
., S.57. 

（
282
） H

eller, a.a.O
., S.57.

（
283
） H

eller, a.a.O
., S.57.

（
284
） H

eller, a.a.O
., S.58.

（
285
） H

eller, a.a.O
., S.58. 

ヘ
ラ
ー
は
こ
の
命
題
に
つ
い
て
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ヘ
ル
マ
ン
・
ヤ
ー
ラ
イ
ス
に
依
拠
し
て
い
る
。M

ax 

W
eber, W

irtschaft und G
esellschaft, 2.A

ufl., M
ünchen 1925, S.1ff.; ders., “Ü

ber einige K
ategorien der verstehenden Soziologie ”

（1913

）, in G
esam

m
elte A

ufsätze zur W
issenschaftslehre, T

übingen 1922, S.432ff.; H
erm

ann Jahrreiß, D
as Problem

 der rechtlichen 

Liquidation des W
eltkriegs für D

eutschland, Leipzig 1924, S.13f.; 44f.

（
286
） H

eller, a.a.O
., S.58

―59.  「
支
配
」
は
下
か
ら
見
れ
ば
「
秩
序
」
と
し
て
現
れ
る
が
、
逆
に
、
あ
ら
ゆ
る
「
秩
序
」
が
「
支
配
秩
序
」
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、「
支
配
」
に
よ
ら
な
い
「
契
約
秩
序
」
も
存
在
す
る
と
述
べ
、「
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
と
そ
の
分
析
学
派
」
に
よ
る
「
法
秩
序
に
関

す
る
こ
の
命
題
の
逆
転
」
と
し
て
の
「
法
と
は
命
令
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
命
題
」
は
誤
り
だ
と
い
う
（a.a.O

., S.59

）。

（
287
） H

eller, a.a.O
., S.59.  

こ
の
二
つ
の
「
秩
序
」
は
「
理
念
型
」
で
あ
り
、
社
会
的
現
実
は
こ
の
二
つ
の
類
型
の
間
を
流
動
す
る
と
い
う
（a.a.O

., 

S.65

）。

（
288
） H

eller, a.a.O
., S.59.

（
289
） 

物
理
的
強
制
力
は
、
個
人
の
服
従
行
為
を
代
替
す
る
た
め
の
必
要
性
を
持
つ
の
み
で
、
強
制
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
何
か
あ
る
こ
と
を
強
制
す
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る
こ
と
が
支
配
に
と
っ
て
は
重
要
な
の
だ
か
ら
、「
命
令
の
確
定
性
」
こ
そ
が
決
定
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
さ
れ
る
（H

eller, a.a.O
., S.62

―

63

）。

（
290
） H

eller, a.a.O
., S.60.

（
291
） 

こ
こ
で
の
主
眼
は
「
命
令
の
確
定
性
」
の
必
要
の
主
張
に
あ
り
、
服
従
す
る
側
の
「
主
体
」
の
あ
り
様
そ
れ
自
体
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
断
定
的
に
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
の
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、「
思
考
を
媒
介
と
し
な
い
服
従
」、「
ま
っ
た

く
無
思
考
の
服
従
」
と
い
っ
た
、
後
に
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
」
で
指
摘
し
た
よ
う
な
人
間
の
類
型
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
う
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
二
年
後
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
に
お
い
て
ヘ
ラ
ー
は
「
意
志
の
麻
痺
」「
判

断
の
停
止
」
の
問
題
を
明
確
に
指
摘
す
る
が
、
こ
の
点
だ
け
見
て
も
、
ヘ
ラ
ー
の
危
機
認
識
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
292
） H

eller, a.a.O
., S.60.

（
293
） H

eller, a.a.O
., S.62. 

ヘ
ラ
ー
は
繰
り
返
し
「
決
定
統
一
体
」（E

ntscheidungseinheit

）
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
が
、
こ
れ
は
、「
命
令
を
決

定
す
る
統
一
体
」、「
人
間
の
意
志
過
程
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
決
定
統
一
体
」、「
意
志
と
活
動
の
統
一
体
」
ま
た
「
意
志
統
一
体

0

0

0

0

0

」（a.a.O
., 

S.113f., 116, 119, passim
.

）
と
も
呼
ば
れ
る
（
傍
点
引
用
者
）: 「
一
つ
の
意
志
統
一
体
が
実
効
力
を
持
っ
た
他
の
普
遍
的
な
決
定
統
一
体
か
ら

絶
対
的
に
独
立
し
て
い
る
と
い
う
特
質
を
主
権
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
積
極
的
に
表
現
さ
れ
る
の
は
、
当
該
意
志
統
一
体
こ

そ
が
、こ
の
特
定
の
支
配
秩
序
に
お
け
る
最
高
の
普
遍
的
な
決
定
統
一
体
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（a.a.O

., S.120

）。
本
稿
前
出
注（
184
）参
照
。

（
294
） H

eller, a.a.O
., S.62.

（
295
） H

eller, a.a.O
., S.63. 

（
296
） H

eller, a.a.O
., S.60.

（
297
） H

eller, a.a.O
., S.65.

（
298
） H

eller, a.a.O
., S.62.

（
299
） H

eller, a.a.O
., S.62.

（
300
） H
eller, a.a.O

., S.62.

（
301
） H

eller, a.a.O
., S.62.

（
302
） H

eller, a.a.O
., S.66.
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（
303
） H

eller, a.a.O
., S.66.

（
304
） H

eller, a.a.O
., S.66.  「

意
志
」
が
客
観
化
さ
れ
、
相
対
的
に
持
続
的
な
客
体
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
当
為
」
と
な
る
過
程
に
つ
い
て
、
へ
ラ
ー

は
興
味
深
い
例
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
最
高
指
揮
官
の
「
意
志
」
が
客
観
化
さ
れ
、
部
下
の
無
数
の
命
令
の
中
で
表
現
さ
れ
る
時
、
こ

の
「
意
志
」
は
、
も
は
や
具
体
的
で
現
実
心
理
学
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
当
為
」（ein Sollen

）
と
し
て
受
け
取
ら
れ
う
る
と
い
う
。「
当
為
」

と
さ
れ
る
の
は
、
か
つ
て
個
別
的
に
意
欲
さ
れ
た
（w

ollen

）
こ
と
の
み
に
よ
る
の
だ
が
、
支
配
者
の
「
意
志
」
が
「
理
念
的
当
為
」
と
し
て
存

続
す
る
と
き
、
そ
の
背
後
に
現
実
の
「
意
志
」
は
も
は
や
存
在
し
な
い
、
と
い
う
（a.a.O

., S.66

―67

）。

（
305
） 

ヘ
ラ
ー
の
遺
著
『
国
家
学
』
の
編
者
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ニ
ー
マ
イ
ヤ
ー
（G

erhart N
iem

eyer

）
に
よ
れ
ば
、「
ヘ
ル
マ
ン
・
へ
ラ
ー
の
思
考
過
程

を
正
し
く
評
価
し
た
い
と
欲
す
る
者
は
誰
で
も
、
本
書
の
持
つ
こ
の
弁
証
法
的
基
調

0

0

0

0

0

0

（dialektischer G
rundton

）
を
念
頭
に
置
き
続
け
ね
ば

な
ら
な
い
」（Staatslehre, S.90.  

邦
訳
一
九
頁
。
傍
点
引
用
者
）。
山
口
氏
も
ま
た
、「
読
者
は
、
ヘ
ラ
ー
の
世
界
に
入
る
前
に
、
ニ
ー
マ
イ
ヤ
ー

と
と
も
に
次
の
よ
う
な
﹇
つ
ま
り
上
記
の
よ
う
な
﹈
精
神
的
武
装
を
求
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
（
山
口
、
前
掲
『
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
と
現

代
』
七
六
頁
）。

（
306
） H

eller, a.a.O
., S.67.

（
307
） H

eller, a.a.O
., S.69. 

（
308
） H

eller, a.a.O
., S.68. 

（
309
） H

eller, a.a.O
., S.69.

（
310
） H

eller, a.a.O
., S.69.

（
311
） H

eller, a.a.O
., S.70.

（
312
） H

eller, a.a.O
., S.70.  

邦
訳
三
七
頁
。

（
313
） H

eller, a.a.O
., S.70. E

rich B
rodm

ann, R
echt und G

ew
alt, B

erlin 1921, S.32f.

（
314
） 「
意
志
決
定
」
に
よ
る
「
法
制
定
」
と
い
う
把
握
を
、
ヘ
ラ
ー
は
こ
こ
で
、「
法
確
信
」
に
よ
る
「
法
産
出
」
と
い
う
定
式
に
対
立
さ
せ
て
叙
述

し
て
い
る
。「
法
確
信
」
に
よ
る
「
法
産
出
」
と
い
う
理
論
の
難
点
は
、
法
の
妥
当
性
の
発
生
過
程
か
ら
「
決
意
」、
つ
ま
り
「
決
定
」
と
い
う

能
動

0

0

主
義
的
性
格
を
取
り
除
い
て
し
ま
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
受
動
的
な
「
確
信
」
は
、
ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
規
範
」
を
客
体
化
す
る
こ
と
も

諸
関
係
を
秩
序
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
の
あ
ら
ゆ
る
法
は
、
た
だ
「
意
志
を
も
っ
て
評
価
す
る
人
間
の
行
態
」
を
通
し
て
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こ
そ
形
成
さ
れ
る
と
い
う
（H

eller, a.a.O
., S.71

）。

（
315
） H

eller, a.a.O
., S.71.

（
316
） H

eller, a.a.O
., S.72.

（
317
） H

eller, a.a.O
., S.72.

（
318
） H

eller, a.a.O
., S.72

―73.

（
319
） H

eller, a.a.O
., S.73.

（
320
） H

eller, a.a.O
., S.74.

（
321
） H

eller, a.a.O
., S.74, S.79.

（
322
） H

eller, a.a.O
., S.74.

（
323
） H

eller, a.a.O
., S.79

―80.

（
324
） H

eller, a.a.O
., S.99.

（
325
） H

eller, a.a.O
., S.100.  

Ch
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
存
在
」
と
「
当
為
」
を
切
り
離
し
た
こ
と
を
問
題
に
す
る
ヘ
ラ
ー
の
烈
し
い
批
判

は
、「
ケ
ル
ゼ
ン
に
対
し
て
正
当
と
言
え
る
批
判
を
踏
み
越
え
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
に
と
っ
て
も
、「
社
会
的

及
び
政
治
的
『
存
在
』
と
規
範
的
及
び
法
的
『
当
為
』
と
が
無
関
係
に
並
立
す
る
二
つ
の
領
域
に
分
割
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
自
明
で
あ
っ

た
」
の
で
あ
る
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
の
議
論
の
核
心
は
、
む
し
ろ
「
異
な
る
個
別
科
学
の
研
究
観
点
を
方
法
的
に
分
離
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
」
と
述
べ
て
い
る
（
ミ
ュ
ラ
ー
、
本
稿
前
掲
注（
156
）論
文
二
三
二
頁
）。

（
326
） H

eller, a.a.O
., S.100.

（
327
） H

eller, a.a.O
., S.100.

（
328
） H

eller, a.a.O
., S.100.

（
329
） H

eller, a.a.O
., S.101.

（
330
） T
heodor Litt, Individuum

 und G
em

einschaft, 3.A
ufl., Leipzig 1926, insbesondere S.151ff.

（
331
） H

eller, a.a.O
., S.101.

（
332
） G

eorg Sim
m

el, Lebensanschauung, M
ünchen 1918, S.28ff.
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（
333
） H

eller, a.a.O
., S.101.

（
334
） H

eller, a.a.O
., S.101.

（
335
） H

eller, a.a.O
., S.101.

（
336
） 

本
稿
前
出
注（
323
）参
照
。

（
337
） H

eller, a.a.O
., S.102.

（
338
） H

eller, a.a.O
., S.103.

（
339
） H

eller, a.a.O
., S.103.

（
340
） H

eller, a.a.O
., S.103.

（
341
） H

eller, a.a.O
., S.103. H

ans F
reyer, T

heorie des objektiven G
eistes. E

ine E
inleitung in die K

ulturphilosophie, Leipzig 1923, 

insbesondere S.52ff.

（
342
） H

eller, a.a.O
., S.103.

（
343
） H

eller, a.a.O
., S.88

―92.

（
344
） H

eller, a.a.O
., S.81.

（
345
） H

eller, a.a.O
., S.88.

（
346
） H

eller, a.a.O
., S.88

―89.

（
347
） H

eller, a.a.O
., S.89.

（
348
） 

こ
こ
で
ヘ
ラ
ー
が
示
す
文
献
の
参
照
指
示
は
、Schm

itt, D
iktatur., S.18

﹇
た
だ
し
、D

iktatur. 6.A
ufl.1994

で
は S.17

﹈
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
こ
れ
は
、「
秘
方
（A

rcana

）
に
関
す
る
文
献
の
う
ち
最
も
重
要
な
、
一
七
世
紀
に
基
準
的
主
要
文
献
と
し
て
引
用
さ
れ
た
ア
ー
ノ
ル
ト
・

ク
ラ
プ
マ
ル
（A

rnold C
lapm

ar

）
の
著
作
」
に
基
づ
き
、「
平
常
時
に
お
け
る
国
家
、
つ
ま
り
、
実
際
に
現
存
す
る
権
力
状
態
」
に
関
わ
る
政

治
の
秘
策
と
し
て
の
「
主
権
秘
方
（A

rcana im
perii

）」
と
、「
非
常
事
態
・
叛
乱
・
革
命
に
際
し
て
の
支
配
者
の
保
護
・
防
衛
、
そ
う
し
た
事

態
を
処
理
す
る
手
段
」
に
関
わ
る
政
治
の
秘
策
と
し
て
の
「
支
配
秘
方
（A

rcana dom
inationis

）」
と
い
う
ク
ラ
プ
マ
ル
の
概
念
を
対
比
的
に

論
じ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
（D

iktatur. 6.A
ufl.1994, S.14ff.

）。
そ
の
中
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
ボ
ダ
ン
の
主
権
が
立

法
権
を
指
し
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。「
二
つ
の
種
類
の
秘
方
は
、
主
権
法0

と
教
権
法0

（jura im
perii und dom

inationis

）
と
に
概
念
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上
対
置
さ
れ
る
（
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）。
主
権
法
（jura im

perii

）
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
主
権
的
権
利
（Souveränitätsrechte

）
で
あ
り
、
そ

れ
は
ボ
ダ
ン
以
来

0

0

0

0

0

、
最
高
主
権
（sum

m
um

 im
perium

）
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
、
立
法
す
る

0

0

0

0

権
利

0

0

（das R
echt, G

esetze zu geben

）
で
あ
る

0

0

0

（
傍
点
引
用
者
）」（D

iktatur. 6.A
ufl.1994, S.15

―16

）。
こ
れ
に
対
し
て
「
教
権
法
」（jura 

dom
inationis

）
に
お
い
て
ク
ラ
プ
マ
ル
が
理
解
し
て
い
た
の
は
、「
公
的
例
外
法
で
あ
り
、
そ
の
保
持
者
が
、
非
常
時
に
国
家
の
存
立
と
公
共

の
平
穏
と
安
全
の
た
め
に
通
常
法
（jus com

m
une

）
か
ら
逸
脱
し
う
る
」
こ
と
で
あ
り
、「
戦
争
と
叛
乱
が
そ
の
最
重
要
の
二
事
例
だ
っ
た
」

（a.a.O
., S.16

）。

（
349
） H

eller, a.a.O
., S.89.

（
350
） H

eller, a.a.O
., S.89.

（
351
） C

arl Schm
itt, B

esprechung von G
erhard A

nschütz, D
ie Verfassung des D

eutschen R
eichs, in: Juristische W

ochenschrift, 55

（1926

）, S.2272 

に
基
づ
い
た
ヘ
ラ
ー
に
よ
る
引
用
。

（
352
） H

eller, a.a.O
., S.89.

（
353
） H

eller, a.a.O
., S.89.

（
354
） 

ヘ
ラ
ー
が
示
す
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
文
献
指
示
は
、D

iktatur., S.201f.

﹇D
iktatur. 6.A

ufl.1994, S.198f.

﹈

（
355
） H

eller, a.a.O
., S.89

―90. 

（
356
） 

ヘ
ラ
ー
が
こ
こ
で
示
す
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
文
献
は
、Schm

itt, D
iktatur., S.139

﹇D
iktatur. 6.A

ufl.1994, S.135f.

﹈ders., Politische T
heologie. 

V
ier K

apital zu Lehre von der Souveränität, M
ünchen 1922, S.37.

（
357
） H

eller, a.a.O
., S.91.  

ヘ
ラ
ー
が
依
拠
し
て
い
る
の
は
、Friedrich Schleierm

acher, D
er christliche G

laube, B
d.I, 2.A

ufl., H
alle 1830, 

§47

（S.199

）.

（
358
） H

eller, a.a.O
., S.91.

（
359
） H

eller, a.a.O
., S.91.

（
360
） H
eller, a.a.O

., S.91.  

こ
の
点
に
つ
い
て
の
ヘ
ラ
ー
自
身
の
参
照
表
示
は
、Schm

itt, D
iktatur., S.26

﹇auch D
iktatur. 6.A

ufl.1994, S.26

﹈

で
あ
り
、
全
集
編
集
者
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
（
つ
ま
り
ヘ
ラ
ー
に
よ
ら
な
い
）
ボ
ダ
ン
原
典
の
参
照
表
示
は
、B

odin, in der franzö-

sischen A
usgabe: Les six libres de la république

﹇1576

﹈, 2.A
ufl., Paris 1577, liv. I, ch. 8

（S.77ff.

）
で
あ
る
。
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ヘ
ラ
ー
が
指
示
し
て
い
る
『
独
裁
』
の
該
当
箇
所
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
ボ
ダ
ン
の
中
に
見
出
さ
れ
る
独
裁
の
型
を
「
委
任
独
裁
」
と
し
て

定
義
づ
け
し
て
い
る
箇
所
で
、
ボ
ダ
ン
に
お
け
る
主
権
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
「
永
続
性
」、
お
よ
び
、「
派
生
的
で
な
く
独
立
か
つ
至
高
の
も
の
」

に
存
し
た
点
を
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、「
委
任
」
に
基
づ
く
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
た
る
独
裁
官
は
主
権
者
で
は
な
い
点
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
指
摘
し

て
い
る
。「
一
国
家
内
で
、
一
個
人
な
い
し
一
官
庁
が
無
制
約
の
権
限
を
持
ち
、
彼
ら
の
措
置
に
対
抗
す
る
い
か
な
る
法
的
手
段
も
存
在
し
な
い

場
合
で
さ
え
、
そ
れ
が
永
続
的
で
な
い
限
り

0

0

0

0

0

0

0

0

、
主
権
的
権
力
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
他
者
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
真
の

主
権
者
は
、
自
己
の
上
位
に
神
以
外
の
何
も
の
を
も
認
め
な
い
か
ら
だ
。
…
…
官
吏
な
い
し
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
権
力
が
い
か
に
大
で
あ

ろ
う
と
も
、
常
に
そ
の
権
限
は
派
生
的

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
主
権
者
は
、
国
民
な
い
し
…
…
君
主
な
の
で
あ
る
」（D

iktatur., S.26.  

傍
点
引
用
者
）。
本
稿

本
稿
一
一
三
頁
以
下
参
照
、
ま
た
、
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
依
拠
す
る
ボ
ダ
ン
の
原
典
に
つ
い
て
は
本
稿
前
出
注（
106
）参
照
。

（
361
） 

本
稿
前
出
注（
358
）参
照
。

（
362
） H

eller, a.a.O
., S.92.

（
363
） H

eller, a.a.O
., S.92.

（
364
） H

eller, a.a.O
., S.201.

（
365
） H

eller, a.a.O
., S.201.

（
366
） H

eller, a.a.O
., S.202. 「

救
い
の
確
か
さ
」
を
め
ぐ
る
ヘ
ラ
ー
の
短
い
言
及
は
、
現
世
に
お
け
る
い
か
な
る
人
間
的
努
力
や
業
績
、
こ
れ
へ
の
何

ら
か
の
（
教
会
や
司
祭
に
よ
る
）
是
認
に
も
依
存
せ
ず
、
た
だ
「
恩
寵
の
中
に
の
み
」
そ
の
確
か
さ
が
あ
る
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お

け
る
長
い
議
論
の
歴
史
を
持
つ
核
心
に
触
れ
る
問
題
を
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
。
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
信
仰
の
救
い
の
確
か
さ
の
根

拠
を
恩
寵
の
み
に
置
く
「
信
仰
厚
き
魂
」
と
い
う
、
具
体
的
な Vorbild 

が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
367
） H

eller, a.a.O
., S.202.

（
368
） H

eller, a.a.O
., S..202.

（
369
） 

こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
ヘ
ラ
ー
の
い
う
人
間
の
「
意
志
」
と
は
、
横
に

0

0

（
多
様
な
他
者
に
）
対
し
て
「
橋
」
を
架
け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
未
来
へ

0

0

0

と
「
橋
」
を
架
け
る
も
の
で
あ
る
（
本
稿
二
一
〇
―
二
一
一
頁
参
照
）。

（
370
） 

本
稿
一
六
二
頁
参
照
。

（
371
） 

W
・
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
に
よ
れ
ば
、「
事
件
」
の
背
後
に
パ
ー
ペ
ン
と
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
の
プ
ロ
イ
セ
ン
攻
撃
の
「
密
約
」
が
あ
る
と
主
張
し
た
ヘ
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ラ
ー
の
非
難
は
、「
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
が
歴
史
的
事
実
に
合
致
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
問
題
だ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
次

の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。「
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
態
の
推
移
か
ら
見
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
政
治
的
評
価
は
な
る
ほ
ど
と
思
わ
さ
れ
る
も
の
を
持
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
と
い
う
の
は
、
パ
ー
ペ
ン
は
政
権
掌
握
後
、
ナ
チ
ス
突
撃
隊
・
同
親
衛
隊
禁
止
令
を
廃
止
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
〔
ナ
チ
ス
に
よ
る
〕
波
状
テ
ロ
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
プ
ロ
イ
セ
ン
に
向
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
パ
ー
ペ
ン
は
、
プ
ロ

イ
セ
ン
政
府
が
も
う
そ
れ
以
上
公
共
の
安
全
を
保
障
す
る
状
態
に
な
い
の
で
、
ラ
イ
ヒ
執
行
が
依
然
と
し
て
唯
一
可
能
な
方
法
だ
と
主
張
で
き

た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
原
因
と
結
果
の
関
係
か
ら
見
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ヘ
ラ
ー
に
は
真
の
政
治
的
経
緯
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

見
せ
か
け
の
外
観
と
は
あ
べ
こ
べ
に
、
パ
ー
ペ
ン
と
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
提
携

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
既
に
機
能

0

0

し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
共
和
国
の
最
終
的
排
除

0

0

0

0

0

0

0

0

0

へ
と
向
け
ら
れ
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
（
傍
点
引
用
者
）（W

olfgang Schluchter, H
erm

ann H
eller. E

in w
issenschaftliches und politisches 

Portrait, in: C
h. M

üller und Ilse Staff

（hrsg.

）, D
er soziale R

echtsstaat. G
edächtnisschrift für H

erm
ann H

eller 1891

―1933, N
om

os 

Verlagsgesellschaft, B
aden-B

aden 1984, S.48.  

邦
訳
「
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
小
伝
――
学
問
的
・
政
治
的
活
動
を
中
心
と
し
て
」
山
口
利
男

訳
、
Ch
・
ミ
ュ
ラ
ー
、
I
・
シ
ュ
タ
フ
編
著
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
憲
法
状
況
と
国
家
学
――
H
・
ヘ
ラ
ー
、
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
H
・
ケ
ル

ゼ
ン
間
の
論
争
と
そ
の
ボ
ン
共
和
国
へ
の
影
響
』
安
世
舟
・
山
口
利
男
編
訳
、
未
來
社
、
一
九
八
九
年
、
五
四
頁
）。

（
372
） 

こ
の
点
に
関
連
し
て
極
め
て
興
味
深
い
の
は
、
山
口
利
男
氏
に
よ
る
と
、
ヘ
ラ
ー
は
、
一
九
三
二
年
四
月
一
日
に
赴
任
し
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

大
学
で
、（
夏
学
期
は
不
明
だ
が
）
一
九
三
二
／
三
三
年
冬0

学
期
に
国
法
学
講
義
と
二
つ
の
ゼ
ミ
を
開
講
し
て
お
り
（
山
口
、
前
掲
『
ヘ
ル
マ
ン
・

ヘ
ラ
ー
と
現
代
』
九
二
頁
）、
冬
学
期
の
た
め
の
残
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
「
講
義
案
」
の
内
の
一
つ
、「
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
法
と
ラ
ン
ト
法
論
」

（D
eutsches-R

eichs und Landesstaatsrecht 

タ
イ
プ
で
四
七
五
頁
）（
こ
れ
は
『
ヘ
ラ
ー
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
）
の
中
で
、「
大
統

領
の
『《
権
能
》
規
定
』」
に
言
及
し
て
い
る
（
山
口
、
前
掲
書
一
〇
〇
頁
）
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
山
口
氏
は
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

「
講
義
案
で
は
、
争
点
と
な
っ
た
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
48
条
第
1
項
を
、
大
統
領
の
『《
権
能
》
規
定
』
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
条
第
2

項
の
拡
大
解
釈
の
可
能
性
――
論
理
的
に
は
「
君
主
制
の
導
入
」
も
可
能
！
――
の
危
険
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
ヘ
ラ
ー
は
こ
の
危
険

を
差
迫
っ
た
も
の
と
は
み
て
お
ら
ず
、『
大
統
領
は
直
ち
に
最
後
の
切
り
札
（
暴
力
）
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
』
と
期
待
し
て
い
た
。

現
実
政
治
に
対
す
る
ヘ
ラ
ー
の
洞
察
力
の
甘
さ
が
こ
こ
に
も
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
」（
山
口
、
前
掲
書
一
〇
〇
頁
）。

残
念
な
が
ら
、
こ
の
「
講
義
案
」
を
筆
者
は
未
見
で
あ
り
、
そ
こ
で
ヘ
ラ
ー
が
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
解
釈
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
た
の
か



242

不
明
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
、
こ
の
解
釈
の
「
危
険
性
」
を
察
知
し
な
が
ら
も
現
実
政
治
へ
の
適
用
可
能
性
の
恐
れ
に
対
す
る
理
論
武
装
を

急
ぐ
気
配
の
な
い
ヘ
ラ
ー
と
、
一
九
三
一
年
一
二
月
に
国
事
裁
判
所
が
こ
の
解
釈
に
よ
る
「
判
決
」
を
出
す
や
い
な
や
、
一
九
三
二
年
春0

か
ら

執
筆
し
始
め
「
七
月
一
〇
日
に
は
完
成
を
見
て
い
た
」（
本
稿
前
出
注（
5
）参
照
）
と
い
う
『
合
法
性
と
正
当
性
』
に
お
い
て
、
そ
の
危
険
性
を

徹
底
的
に
指
摘
し
て
い
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
の
、
余
り
に
も
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

あ
る
い
は
、
こ
の
「
講
義
案
」
が
、
一
九
三
二
／
三
三
年
冬0

学
期
で
は
な
く
一
九
三
二
年
夏0

学
期
の
も
の
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
「
講
義
」

を
通
し
て
あ
る
程
度
の
理
論
武
装
を
整
え
た
ヘ
ラ
ー
が
、「
法
廷
」
に
お
い
て
、
ま
さ
に
「
独
立
し
た
権
限
規
範
」
概
念
の
第
48
条
へ
の
本
件
に

お
け
る
適
用
を
め
ぐ
る
、
熾
烈
な
論
争
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
の
間
で
繰
り
広
げ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ド
イ
ツ
の
冬0

学
期
は
、
ま
さ
に
一
〇

月
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
り
、
ヘ
ラ
ー
が
こ
の
「
講
義
」
を
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
で
行
っ
た
と
き
に
は
、
既
に
「
法
廷
」
は
終
わ
っ
て
い
た
。

ヘ
ラ
ー
は
、
ど
ん
な
思
い
で
こ
の
「
講
義
」
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
373
） Schm

itt, Verfassungslehre, D
uncker &

 H
um

blot, B
erlin 1928, S.X

IV.  

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

一
九
八
九
年
、
六
―
七
頁
。
こ
の
箇
所
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
「
偽
り
の
主
権
行
為
」
の
特
色
と
は
、「
国
家
官
庁
や
官
職
が
、
主
権
者
で

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臨
機
に

0

0

0

、
ま
た
黙
認
の
下
に

0

0

0

0

0

主
権
行
為
を
行
う
点
に
あ
る
」（
傍
点
引
用
者
）。
邦
訳
で
は “apokryph ” 

が
「
隠
さ
れ

た
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
、「
偽
作
」、「
典
拠
の
疑
わ
し
い
」「
に
せ
も
の
」
な
ど
を
表
す
語
で
あ
り
、「
偽
り
の
」
と
訳
す

の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

（
374
） H

eller, Staatslehre, S.151. 

（
375
） H

eller, Souveränität., S.72.

（
376
） H

eller, Staatslehre, S.151.


