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市
民
社
会
と
領
分
主
権

――
ネ
オ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
領
分
主
権
概
念
と
そ
の
周
辺

ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ー
ド
リ
ン
グ

谷
口　

隆
一
郎

は
じ
め
に

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
が
進
行
す
る
今
日
、
人
び
と
は
、
中
欧
と
東
欧
を
支
配
す
る
共
産
主
義
の
時
代
の
終
焉
を
告
げ
た
一
九
八
九
年
の
ベ
ル

リ
ン
の
壁
崩
壊
を
も
は
や
遠
か
り
し
出
来
事
の
よ
う
に
回
想
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
は
、
一
般
的
に
は
、
西
側
の
民
主
主
義
と
資
本

主
義
経
済
の
勝
利
と
目
さ
れ
て
い
る
。
ソ
連
共
産
主
義
は
崩
壊
し
、
そ
の
結
果
、
中
欧
諸
国
と
東
欧
諸
国
は
西
側
の
民
主
主
義
を
模
範
に
資

本
主
義
経
済
を
受
容
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
当
時
の
西
側
の
大
方
の
見
解
で
あ
っ
た
。
オ
バ
マ
政
権
は
政
権
第
二
期
の
後
期
に
さ
し

か
か
る
ま
で
こ
の
種
の
期
待
を
抱
き
続
け
た
。
と
り
わ
け
西
側
の
民
主
主
義
の
導
入
を
決
し
て
受
け
入
れ
な
い
中
国
に
対
し
て
は
、
ま
ず
資

本
主
義
経
済
の
導
入
が
中
国
に
と
っ
て
民
主
的
な
国
家
へ
の
道
を
敷
く
と
い
う
強
い
期
待
が
西
側
諸
国
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
期
待
は

見
事
に
裏
切
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
世
界
は
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
シ
ス
テ
ム
に
席
巻
さ
れ
、
最
終
的
に
均
一
化
さ
れ
た
物
質
主
義
に
充
満
さ

れ
て
い
き
、
人
間
の
歴
史
な
い
し
進
歩
は
終
焉
を
迎
え
る
に
至
る
と
す
る
「
歴
史
の
終
焉
」
な
る
論
文
が
発
表
さ
れ
、
耳
目
を
集
め
た
の
も
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同
じ
年
で
あ
る
。「
歴
史
の
終
焉
」
に
お
い
て
自
由
（
対
等
な
個
人
と
し
て
均
さ
れ
た
人
間
の
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
抑
圧
か
ら
の
解
放
）
が

敷
衍
化
さ
れ
た
世
界
の
幕
開
け
が
期
待
さ
れ
た
が
、
世
界
は
む
し
ろ
、
増
大
す
る
テ
ロ
の
脅
威
、
新
た
な
世
界
秩
序
を
も
く
ろ
む
中
国
共
産

党
の
野
望
と
そ
れ
に
対
決
姿
勢
を
強
め
る
ア
メ
リ
カ
と
の
「
米
中
貿
易
戦
争
」
に
直
面
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
一
九
八
九
年
の
「
革
命
」
に

は
、
今
や
淡
い
期
待
に
終
わ
り
つ
つ
あ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
主
張
と
は
裏
腹
に
何
か
も
っ
と
深
淵
で
予
測
で
き
な
い
も
の
が
伏
在
し
て
い
た
。

中
欧
諸
国
と
東
欧
諸
国
の
多
く
の
前
反
体
制
派
に
と
っ
て
市
民
社
会
の
観
念
は
、
社
会
と
道
徳
の
改
革
の
た
め
の
模
範
と
し
て
の
役
割
を

あ
る
程
度
果
た
し
た
と
い
え
る
。
社
会
的
か
つ
物
理
的
な
環
境
へ
の
責
任
を
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
生
の
諸
領
分
を
こ
の
観
念
が

創
出
す
る
と
い
う
点
で
、
彼
ら
は
市
民
社
会
の
観
念
を
社
会
改
革
に
関
連
づ
け
た
。
そ
し
て
こ
の
観
念
は
、
市
民
が
尊
厳
と
自
由
と
責
任
感

を
持
っ
て
生
き
る
た
め
の
道
徳
的
諸
価
値
を
回
復
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
道
徳
的
改
革
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
。
主
に
そ
れ
ら
前
反
体
制
派
の

人
び
と
の
主
導
の
お
か
げ
で
、
民
主
主
義
的
諸
制
度
が
中
欧
と
東
欧
の
い
く
つ
か
の
国
々
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ポ
ー
ラ

ン
ド
で
は
、
雇
用
者
、
知
識
人
、
そ
し
て
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
彼
ら
の
力
を
「
連
帯
」
と
呼
ば
れ
た
、
一
九
八
〇
年
に
合
法
化

さ
れ
た
労
働
組
合
運
動
に
お
い
て
結
束
さ
せ
た
。
こ
の
運
動
は
社
会
の
広
範
な
諸
部
門
を
包
括
し
、
ひ
い
て
は
市
民
社
会
の
観
念
を
見
え
る

形
で
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

共
産
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
、
経
済
こ
そ
が
社
会
の
基
本
構
造
で
あ
る
。
社
会
の
す
べ
て
の
他
の
セ
ク
タ
ー
は
経
済
に
依
存
し
て
い

る
。
後
で
論
じ
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
法
哲
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
社
会
構
造
と
そ
の
様
ざ
ま
な
側
面
を

経
済
と
い
う
社
会
的
な
一
つ
の
領
分
に
還
元
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
一
種
の
還
元
主
義
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
以
来
、
中
欧
諸
国
と
東
欧
諸

国
の
政
府
は
経
済
を
国
家
主
導
の
下
に
置
く
た
め
の
別
の
可
能
性
を
模
索
し
て
き
た
。
新
し
い
資
本
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
魅
力
的
な
の

は
、
以
前
の
東
欧
圏
諸
国
に
居
住
す
る
人
び
と
と
政
府
が
物
質
的
な
進
歩
と
豊
か
さ
を
切
望
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
政
府
は

経
済
の
急
速
な
改
革
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
政
府
が
資
本
主
義
モ
デ
ル
を
は
ば
か
る
こ
と
な
く
適
用
す
る
こ
と
と
共
産
主
義
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
に
は
い
く
つ
か
の
共
有
さ
れ
る
特
徴
が
見
て
取
れ
る
。
資
本
主
義
モ
デ
ル
は
、
い
っ
た
ん
経
済
的
基
本
構
造
が
安
定
す
る
と
そ
れ
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に
伴
っ
て
社
会
の
他
の
構
造
も
多
か
れ
少
な
か
れ
安
定
へ
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
仮
定
に
基
づ
い
て
経
済
政
策
を
行
う
政
府
に
よ
っ
て
導
入

さ
れ
て
き
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
そ
の
多
様
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
、
そ
し
て
そ
の
他
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
批
判
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
と

経
済
に
つ
い
て
の
見
解
に
異
を
唱
え
て
い
る
。
彼
ら
が
お
お
よ
そ
共
通
し
て
論
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
長
期
的
に
見
れ
ば
、
資
本
主
義
モ

デ
ル
と
市
場
の
機
能
を
自
由
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
社
会
の
質
――
社
会
的
統
一
性
（social integrity

）
の
欠
如
、
市
民
的
責
任
と
ケ
ア
、

そ
し
て
自
己
利
益
を
超
え
る
も
の
の
道
徳
的
諸
価
値
――
に
著
し
い
影
響
を
与
え
る
と
い
う
。
彼
ら
は
こ
う
も
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
主

主
義
は
長
く
は
存
続
で
き
ず
、
活
力
あ
る
市
民
社
会
の
成
長
な
し
で
は
経
済
は
繁
栄
で
き
な
い
の
だ
、
と
。

一
九
八
九
年
の
「
革
命
」
に
伏
在
し
て
い
た
深
淵
な
こ
と
と
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
敷
衍
と
こ
れ
に
並
行
し
て
経
済
・
金
融
の
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
が
世
界
に
も
た
ら
し
た
、
自
己
利
益
を
超
え
る
も
の
の
道
徳
的
諸
価
値
の
追
求
へ
の
諦
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
市
民
社
会
あ
る
い

は
国
家
の
共
通
善
、
す
な
わ
ち
全
体
と
し
て
の
市
民
あ
る
い
は
国
民
を
結
び
つ
け
、
生
の
共
有
を
可
能
に
す
る
道
徳
的
な
統
合
性
（m

oral 

integrity

）
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
様
ざ
ま
に
分
化
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
生
を
保
つ
道
徳
的
統
合
性
・
規
範
性
の
衰

退
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
な
市
民
社
会
を
覆
っ
て
い
る
こ
の
潮
流
は
現
在
も
進
行
し
て
い
る
。

以
下
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
市
民
社
会
を
含
め
、
い
わ
ゆ
る
市
民
社
会
の
概
念
を
様
ざ
ま
に
分
化
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
い
し
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
の
関
係
で
捉
え
て
い
く
。
特
に
次
の
特
徴
に
焦
点
を
当
て
る
。
市
民
社
会
の
中
に
は
権
利
と
責
任
を
有
す
る
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
権
利
と
責
任
は
各
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
独
自
な
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
国
家
制
度
と
は
本
有
的
に
異

な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
伝
統
に
立
つ
い
く
つ
か
の
政
治
思
想
を

主
要
な
手
が
か
り
に
、
市
民
社
会
と
国
家
の
関
係
、
お
よ
び
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
い
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
社
会
は
こ
う
し
た
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
お
よ
び
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
そ
れ
ら
に
独
自
の
権
利
と
責
任
と
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
国
家
の
目
的
は
、
そ
れ
ら
の
権
利
と
責
任
に
基
づ
い
て
市
民
が
自
己
の
生
を
完
成
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
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る
諸
条
件
を
創
出
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
原
理
を
生
み
出
し
た
政
治
思
想
お
よ
び
政
治
哲
学
に
つ
い
て
論
及
す
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
議
論
し
た
最
初
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
哲
学
者
に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
が
い
る
。
以
下
に
お

い
て
、
ま
ず
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
政
治
哲
学
の
分
析
を
行
い
、
次
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ル
ソ
ー
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
、
そ
し

て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
た
、
国
家
の
権
利
と
責
任
と
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
権
利
と
責
任
と
の
区
別
を
援
用
し
て
、
以
下
の

三
つ
の
問
い
に
関
連
す
る
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
政
治
哲
学
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
。
第
一
に
、
い
か
な
る
議
論
に
基
づ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、

国
家
の
権
利
と
責
任
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
セ
ク
タ
ー
の
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
権
利
と
責
任
と
を
区
別
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

第
二
に
、
国
家
と
そ
れ
ら
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
と
は
本
質
的
に
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
三
に
、
分
化
し
た
諸

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
国
家
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
し
ま
う
の
を
い
か
に
防
ぐ
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
、
市
民
社
会
と
国
家

の
関
係
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
市
民
社
会
の
観
念
の
源
泉
を
主
に
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
お
よ
び
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）

に
お
け
る
政
治
思
想
の
源
泉
に
見
定
め
て
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

そ
し
て
、
そ
の
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
を
通
し
て
、
補
完
性
原
理
の
概
念
と
、
オ
ラ
ン
ダ

の
神
学
者
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
カ
イ
パ
ー
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
の
哲
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
を
通
し
て
、
ネ
オ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム

の
「
領
分
主
権
（sphere sovereignty

））1
（

」
の
概
念
に
つ
い
て
論
及
す
る
。
な
お
、以
下
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
、

あ
る
い
は
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
を
厳
密
に
区
別
し
な
い
で
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

一　

ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
――
市
民
社
会
論
の
パ
イ
オ
ニ
ア

ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
（Johannes A

lthusius 1557

―1638

）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
薄
暮
に
生
を
受
け
、
近
代
の
黎
明
と
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見
な
さ
れ
る
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
締
結
の
十
年
前
に
そ
の
生
涯
を
終
え
た
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
政
治
思
想
家
で
あ
る
。
彼
は
、
一
方
で

国
家
お
よ
び
そ
の
他
（
都
市
や
教
区
）
の
公
共
の
法
に
基
づ
く
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
、
他
方
で
（
家
族
や
ギ
ル
ド
な
ど
の
）
私
的
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
係
が
本
質
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
の
説
明
を
与
え
て
い
る
。
彼
が
国
家
を
定
義
し
て
述
べ
る
に
は
、
国
家
と

は
「『
至
上
の
権
力
』、『
領
土
』、『
政
治
的
統
一
体
』
で
あ
り
、
そ
し
て
多
く
の
共
生
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
個
別
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
と
の
合
意
に
基
づ
き
結
合
し
一
つ
の
権
利
の
下
に
結
集
し
た
単
一
体
と
し
て
の
『
国
民
』
で
あ
る
）
2
（

」。

し
た
が
っ
て
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
に
よ
る
と
、
国
家
は
公
共
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
上
に
組
織
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
上
で
、
彼
は
次
の
こ
と
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
れ
自
身
を
従
わ
せ
る
べ
き
法
律
を
作

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
適
正
な
法
（Leges propriae

）
と
は
、
個
別
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
統
治
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
個
々
の
適
正
な
る
法
が
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
個
々
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
）
3
（

」。

ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
国
家
も
ま
た
そ
れ
自
身
の
権
利
を
有
し
て
い

る
。
と
り
わ
け
、
主
権
の
権
利
は
国
家
あ
る
い
は
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。「
私
（
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
）

の
主
張
は
こ
う
で
あ
る
。
主
権
が
帯
び
て
い
る
諸
権
利
は
適
正
に
全
体
の
国
民
に
帰
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
多
く
の
小

さ
な
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
共
生
的
な
単
一
体
に
お
い
て
結
び
つ
い
て
い
る
人
び
と
で
あ
る
）
4
（

」。
こ
の
よ
う
に
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
が
、
市

民
あ
る
い
は
国
家
を
様
ざ
ま
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
係
で
表
現
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
正
確
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
書
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
代
表
す
る
者
た
ち
か
ら
、
契
約
を
基
本
と
し
て
、
主
権
を

至
高
の
支
配
者
へ
委
譲
す
る
の
は
国
民
で
あ
る
。
君
主
が
死
去
す
れ
ば
、
彼
の
主
権
は
国
民
に
返
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
実
際
に

は
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
都
市
の
代
表
者
た
ち
、
そ
し
て
国
民
を
代
表
し
て
主
権
を
新
た
な
至
高
の
統
治
者
へ
委
譲
す
る
行
政
を
意
味
す

る
）
5
（

。
国
家
に
つ
い
て
の
こ
の
構
想
は
、
国
王
に
よ
る
統
治
に
は
立
憲
的
境
界
が
あ
る
こ
と
、
州
と
都
市
、
そ
れ
に
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

に
は
立
憲
的
義
務
と
権
利
が
あ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
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ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
に
よ
る
と
、
主
権
は
至
高
な
る
政
治
的
権
威
が
有
す
る
自
律
し
た
権
力
で
は
な
い
。
と
言
う
の
も
、
主
権
は
神
の
法
と

自
然
法
に
従
属
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
自
然
法
は
、
正
義
や
人
間
性
や
道
理
と
か
公
平
性
と
い
っ
た
、
神
か
ら
付
与
さ
れ
た

法
の
普
遍
的
諸
原
理
で
あ
り
、
十
戒
に
込
め
ら
れ
た
道
徳
の
法
と
兄
弟
愛
に
よ
っ
て
解
き
明
か
さ
れ
る
と
理
解
す
る
。
だ
が
、
彼
は
、
こ
れ

ら
の
諸
原
理
に
つ
い
て
、
彼
の
時
代
で
は
主
流
で
あ
っ
た
、
伝
統
的
な
神
学
の
方
法
あ
る
い
は
伝
統
的
な
哲
学
の
方
法
で
詳
細
に
論
じ
た
り

は
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ら
諸
原
理
が
重
要
と
な
る
の
は
実
定
法
の
形
で
論
じ
ら
れ
る
と
き
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

実
定
法
は
自
然
法
の
諸
原
理
に
依
拠
し
な
く
て
は
な
ら
い
、
と
い
う
の
が
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
、
自
然
法
と
政
治
的
権
威
に
つ
い
て
の
見
解

で
あ
る
）
6
（

。
こ
れ
ら
自
然
法
の
諸
原
理
と
十
戒
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
政
府
は
す
べ
て
の
人
間
の
基
本
的
諸
権
利
を
擁
護
す
べ
く
国
民

と
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
活
動
を
法
に
よ
っ
て
規
制
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
権
利
と
は
、（
一
）
身
体
の
自
由
お
よ
び
安

全
を
含
む
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
生
の
権
利
、（
二
）
評
判
と
誇
り
と
尊
厳
の
権
利
、（
三
）
財
産
所
有
の
権
利
で
あ
る
）
7
（

。

な
ぜ
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
は
、
公
的
お
よ
び
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
内
包
す
る
共
生
的
集
合
体
と
い
う
観
念
に
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
注

目
す
る
の
か
。

第
一
に
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
は
、
公
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
両
方
に
お
け
る
運
営
形
態
に
は
あ
る
共
通
点

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ど
の
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
統
治
者
も

彼
の
同
僚
た
ち
に
よ
る
共
通
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
統
治
者
は
、
運
営
上
の
権
力
を
賦
与
さ
れ
、
彼
の
同
僚
た
ち
に
対
し

て
、
彼
ら
全
体
と
し
て
の
集
合
体
に
対
し
て
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
に
そ
の
権
力
を
振
る
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
は
自
分
が
仕
え
る
集

団
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
す
べ
て
の
成
員
は
、
財
政
的
事
柄
等
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
運
営
に

ま
つ
わ
る
事
案
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
す
べ
て
の
成
員
に
関
わ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
成
員
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
）
8
（

」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
異
な
る
役
割
や
責
任
を
持
っ
て
い
る
一
方
で
、
他
方
で
は
、
だ
れ

も
、
統
治
者
さ
え
も
、
絶
対
的
な
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
は
な
い
――
こ
れ
が
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
が
固
守
す
る
基
本
的
主
張
で
あ
る
。
ア
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ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
は
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
ま
つ
わ
る
こ
の
ル
ー
ル
が
公
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
も
適
用
さ
れ
る
と
確
信
し
て
い
る
。

第
二
に
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
は
、
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
権
利
に
説
明
を
与
え
る
際
に
、
人
間
の
必
要
を
満
た
す
た
め
に
財
や
ザ
ー

ビ
ス
を
生
産
す
る
た
め
の
、
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
な
活
動
に
つ
い
て
言
及
し
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
「
政
治
的
」
活
動
と
は
呼
ば

ず
に
、「
経
済
的
」
活
動
と
呼
ん
で
い
る
）
9
（

。
彼
の
見
解
で
は
、
個
々
の
人
間
は
自
足
的
な
存
在
な
の
で
は
な
い
。
非
自
足
的
な
存
在
で
あ
る

市
民
が
、
い
か
な
る
私
的
あ
る
い
は
公
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
形
成
し
よ
う
と
も
、
集
団
と
し
て
あ
る
い
は
個
々
の
市
民
と
し
て
自
ら
の

力
で
幸
福
な
生
を
切
り
拓
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
が
帰
属
す
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
外
部
か
ら
公
的
な
援
助
を
受
け
る
必

要
が
生
じ
て
く
る
。
こ
こ
に
国
家
の
役
割
が
あ
る
。
国
家
の
目
的
は
、
正
義
に
適
っ
た
幸
福
な
市
民
の
生
の
実
現
に
努
め
る
こ
と
に
あ
る
）
10
（

。

国
家
な
く
し
て
は
、
市
民
は
多
く
の
「
必
要
か
つ
役
立
つ
も
の
」
を
欠
い
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
は
幸
福
な
生
は
実
現
さ
れ
得
な
い
。
つ
ま

り
、
国
家
は
、
人
間
（「
個
人
」
で
は
な
く
）
の
幸
福
に
資
す
る
限
り
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
は
、
社
会
経
済
政
策
に
論
及
す
る
と
き
、
政
府
は
た
と
え
ば
領
土
と
か
水
資
源
に
関
す
る
公
共
の
商
取
引
、
事
業
、
契

約
を
規
制
す
る
権
利
と
責
任
を
有
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
述
べ
る
。
政
府
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
、
共
通
言
語
、
公
共
に
お
け

る
責
務
と
特
権
を
維
持
す
る
権
利
を
も
有
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
）
11
（

。
こ
れ
ら
の
権
利
を
執
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
政
府
は
、
諸
私
的

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
の
諸
権
利
を
実
現
し
そ
れ
に
伴
う
責
務
も
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
仕
方
で
法
律
と
政
策
の
条
件
を
創
出

す
る
の
で
あ
る
。
社
会
福
祉
政
策
を
追
求
す
る
の
は
政
府
自
身
で
は
な
い
。
政
府
に
で
き
る
の
は
、
市
民
が
次
の
よ
う
な
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
特
徴
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）
個
々
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
参
加
者

は
、
彼
ら
の
社
会
生
活
の
た
め
に
、
彼
ら
の
個
人
的
か
つ
集
団
的
利
益
に
適
う
有
益
で
必
要
な
財
を
生
産
す
る
こ
と
、（
二
）
す
べ
て
の
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
参
加
者
の
職
業
と
労
働
を
通
じ
て
相
互
に
援
助
し
合
う
こ
と
、（
三
）
す
べ
て
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
参
加
者
自

身
が
作
る
正
義
の
法
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
生
が
秩
序
あ
る
も
の
と
な
る
、
法
の
共
同
体
を
共
同
で
形
成
す
る
こ
と
、
で
あ
る
）
12
（

。

し
た
が
っ
て
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
は
、
多
様
な
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
あ
る
水
平
的
（
ヒ
エ
ラ
ル
キ
カ
ル
に
対
し
て
ホ
リ
ゾ
ン
タ
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ル
）
な
社
会
秩
序
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
市
民
社
会
に
つ
い
て
の
あ
る
重
要
な
観
念
を
既
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
い
え
る
。
彼
は
、

私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
至
高
に
し
て
全
包
括
的
な
共
同
体
と
し
て
の
国
家
の
構
成
部
分
と
見
な
さ
れ
る
絶
対
的
な
国
家
と
い
う
観
念
に

強
く
反
発
す
る
。
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
哲
学
で
は
、
国
家
と
多
様
な
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
間
に
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
カ
ル
な
社
会
秩
序
が

存
在
す
る
の
だ
が
、
た
だ
し
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
諸
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
、
自
己
の
権
利
を
実
現
し
責
任
を
全
う
す
る
た
め
の
諸
条

件
を
導
入
す
る
政
府
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
法
体
系
に
止
ま
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
は
市
民
社
会
の
観
念
の
重
要
な
四
つ
の
特
徴
を
擁
護
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）

す
べ
て
の
人
間
の
基
本
的
権
利
（
身
体
の
自
由
お
よ
び
安
全
を
含
む
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
生
の
権
利
、
評
判
と
誇
り
と
尊
厳
の
権
利
、
財
産

所
有
の
権
利
）、（
二
）
す
べ
て
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
自
ら
を
規
制
す
る
法
を
自
ら
作
る
こ
と
、（
三
）
国
家
の
法
的
権
力
は
、
非
国
家

的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
介
入
に
つ
い
て
は
、
非
国
家
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
そ
れ
自
身
の
権
威
に
基
づ
い
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
、（
四
）

政
府
は
社
会
経
済
的
福
祉
の
た
め
の
諸
条
件
を
創
出
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
政
治
哲
学
の
こ
れ
ら
の
特
徴
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ル
ソ
ー
、
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
、
そ
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
見
解
と
比
較
し
よ
う
。

二　

ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

国
家
と
私
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
観
念
に
関
し
て
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
一
般
的
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
き
た
「
全
体
と
そ
の
部
分
」
と
い
う
伝
統
的
な
図
式
に
対
抗
し
て
い
る
。
彼
が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、「
一
つ
の
共
生
的
集
合
体
に

ま
と
め
ら
れ
た
人
び
と
全
体
」
で
あ
る
。
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
本
性
の
ゆ
え
に
ふ
さ
わ
し
い
諸
権
利
を
有
し
て
い
る
諸
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ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
国
家
は
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
理
解
さ
れ
る
。
彼
が
考
え
る
国
家
の
目
的
は
、
個
人
と
し
て
の
市
民
で
は
な
く
、

全
体
と
し
て
の
市
民
の
幸
福
と
正
義
に
適
う
生
の
追
求
に
努
め
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
社
会
契
約
を

創
出
す
る
バ
ラ
バ
ラ
の
個
人
と
は
異
な
り
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
に
お
い
て
個
人
は
自
己
充
足
的
な
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
は
、「
個
人
は
、
市
民
社
会
あ
る
い
は
国
家
、
そ
し
て
歴
史
や
伝
統
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
」
と
す
る
、
後
に
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
に
継
承
さ
れ
て
い
く
近
代
の
教
義
と
は
離
れ
た
立
ち
位
置
に
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
こ
う
し
た
見
解
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
避
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い

て
も
、
個
人
、
家
族
、
村
落
等
は
自
ら
以
外
に
依
拠
せ
ず
に
は
自
己
を
保
持
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
自
己
充
足
的
で
は
な
い
。「
ポ

リ
ス
は
、
本
質
的
に
、
家
族
と
わ
れ
わ
れ
個
々
人
に
優
先
す
る
）
13
（

」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
主
張
は
一
見
す
る
と
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
そ

の
関
心
と
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
ポ
リ
ス
は
本
質
的
に
個
人
に
優
先
す
る
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
主
張
は
、

存
在
論
的
そ
し
て
歴
史
的
に
見
て
ポ
リ
ス
が
個
人
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
国

家
の
本
来
の
優
先
事
項
は
国
家
の
自
己
充
足
性
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
国
家
の
絶
対
主
義
的
観
念
、
す
な
わ
ち
ポ
リ
ス
は
、

そ
こ
で
人
間
が
究
極
的
到
着
点
と
生
の
完
成
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
至
高
の
共
同
体
な
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
お
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
一
人
の
人
間
は
ポ
リ
ス
の
構
成
要
素
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
に
お
い
て
は
、
国
家
は
個
々
の
人
間
の
生
の
完
成
を
達
成
す
る
こ
と
が
唯
一
可
能
と
な
る
、
自
己
充

足
し
た
至
高
の
共
同
体
な
の
で
は
な
い
。
国
家
の
存
在
理
由
は
、
市
民
が
正
義
に
適
っ
た
幸
福
な
生
を
自
身
で
達
成
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の

た
め
の
条
件
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
が
自
己
充
足
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
が
な
い
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
哲
学
に
お
い
て
、
国
家
と
多
様
な
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
の
間
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
カ
ル
な
社

会
秩
序
が
存
在
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
政
府
な
い
し
国
家
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
施
行
さ
れ
た
法
的
関
係
に
あ
る

場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

ky6512谷口・ウォー�リンクd.indd   127 19.3.28   10:20:15 AM



128

三　

ギ
ー
ル
ケ
の
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
解
釈

ド
イ
ツ
の
法
学
者
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
（O

tto von G
ierke 1841

―1921

）
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
は
人
民
主
権

を
、
ル
ソ
ー
が
展
開
し
た
主
権
概
念
と
の
比
較
を
通
じ
て
擁
護
す
る
の
だ
と
い
う
）
14
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
ギ
ー
ル
ケ
の
理
解
は
正

し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
は
、
主
権
を
、
匿
名
の
集
合
体
と
し
て
の
個
々
の
市
民
に
も
、
そ
し
て
多
く
の
よ
り
小
さ
な
ア
ソ

シ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
一
個
の
有
機
体
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
人
民
に
も
帰
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
主
権
は
こ
れ
ら
両
者
に
起
因
す
る
の
で

は
な
い
の
だ
と
い
う
。

ギ
ー
ル
ケ
の
こ
の
比
較
へ
の
も
う
一
つ
の
反
論
、
す
な
わ
ち
、
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
説
の
最
も
中
核
的
な
概
念
で
あ
る
一
般
意
志
の
根
底

に
あ
る
、
バ
ラ
バ
ラ
の
個
人
を
社
会
の
構
成
要
素
と
見
な
す
見
解
は
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
哲
学
と
は
無
縁
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ル

ソ
ー
に
お
い
て
は
、
個
々
の
市
民
の
道
徳
的
自
由
こ
そ
が
政
府
と
部
分
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
権
力
を
評
価
す
る
た
め
の
前
提
で
あ
り
究

極
的
基
準
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
構
想
す
る
多
元
的
な
市
民
社
会
と
は
異
な
り
、
ル
ソ
ー
は
、「
部
分
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
あ
る
い
は

部
分
的
社
会
）」
は
、
大
き
な
諸
集
団
が
少
数
の
諸
集
団
を
支
配
し
抑
圧
す
る
た
め
に
利
用
す
る
か
も
し
れ
な
い
武
器
と
な
り
得
る
と
い
う

理
由
か
ら
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
脅
威
だ
と
見
な
し
、
こ
れ
ら
の
集
団
は
国
家
の
統
一
を
危
険
に
晒
す
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
、
多
様
な
部

分
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
市
民
社
会
に
否
定
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ギ
ー
ル
ケ
の
比
較
へ
の
も
う
一
つ
の
反
論
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
家
権
力
か
ら
個
人
の
自
由
を
擁
護
す
る
と
い
う
観
点
に
お
い
て
は
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
と
ル
ソ
ー
の
立
ち
位
置
の
差
異
は
思

い
の
ほ
か
大
き
く
は
な
い
。
ル
ソ
ー
は
、
国
家
に
部
分
的
社
会
は
存
在
し
な
い
の
が
理
想
だ
と
論
じ
つ
つ
も
、「
部
分
的
社
会
が
あ
る
場
合
、
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そ
の
数
は
限
り
な
く
多
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
不
平
等
は
防
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
15
（

」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ル

ソ
ー
の
社
会
的
分
化
の
考
え
方
は
、
社
会
に
お
け
る
権
力
の
分
散
に
寄
与
し
、
個
人
の
自
由
を
維
持
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
一
方
、

ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
は
、
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
個
別
の
権
利
を
認
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
国
家
の
権
力
を
制
限
す
る
こ
と
を
意
図
し

て
い
る
。
彼
は
一
つ
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
他
を
支
配
し
て
は
な
ら
な
い
と
も
主
張
す
る
。
ル
ソ
ー
は
、
ギ
ル
ド
の
力
と
上
流
階
級
の
力

を
破
断
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
諸
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
権
利
を
無
視
し
た
と
い
え
る
の
だ
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
彼
の
契

約
理
論
の
あ
る
部
分
で
彼
の
国
家
観
は
全
体
主
義
国
家
に
傾
く
の
で
あ
る
。
モ
ー
セ
の
十
戒
を
引
き
合
い
に
出
し
て
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
が
述

べ
る
に
は
、
諸
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
権
利
は
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
の
基
本
的
な
権
利
を
守
る
べ
く
、
政
府

が
法
律
に
よ
っ
て
市
民
と
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
活
動
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
の
だ
と
い
う
。

四　

ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
と
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ

ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
よ
う
に
、
社
会
の
構
成
単
位
を
個
人
に
で
は
な
く
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
見
る
注
目
に
値
す
る
哲
学
者
に
、
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
（C

hristian W
olff 1679

―1754

）
が
い
る
。
彼
は
ル
タ
ー
派
に
し
て
啓
蒙
主
義
者
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
、
た
と

え
ば
家
族
な
ど
、
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
れ
自
身
の
事
柄
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
上
、
彼
は
こ
う
も

論
じ
て
い
る
。
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
自
己
の
ニ
ー
ズ
、
快
適
さ
と
享
楽
を
す
べ
て
自
ら
の
力
だ
け
で
達
成
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
国
家
が
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
支
援
す
べ
き
だ
、
と
。
つ
ま
り
彼
は
、
今
日
「
補
完
性
原
理
（the principle of subsidiarity

）」
と

し
て
知
ら
れ
る
考
え
方
に
つ
い
て
既
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
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個
々
の
家
族
〔households

〕
が
、
基
本
的
ニ
ー
ズ
、
快
適
さ
、
そ
し
て
享
楽
、
す
な
わ
ち
福
祉
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
も

の
を
す
べ
て
自
ら
の
力
だ
け
で
調
達
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
見
て
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
家
族
は
、
財

産
の
成
果
を
享
受
し
、
財
産
権
を
行
使
す
る
に
は
自
ら
の
力
で
は
な
し
え
な
い
し
、
外
敵
の
敵
意
か
ら
身
を
護
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
諸
家
族
の
福
祉
の
最
大
化
を
達
成
で
き
る
よ
う
な
あ
る
共
通
の
社
会
的
な
取
り
組
み
が
必
要
と

な
る
）
16
（

。

こ
の
よ
う
に
、
家
族
が
自
身
の
福
祉
の
た
め
に
調
達
で
き
な
い
も
の
が
、
国
家
が
そ
の
供
給
を
担
う
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
国
家
は
家
族
の
未
解
決
の
福
祉
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
も
っ
ぱ
ら
社
会
福
祉
の
観

点
か
ら
こ
の
定
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
公
共
政
策
の
ど
の
手
段
も
何
ら
か
の
目
標
か
ら
導
き
出
さ
れ
判
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
共
通
の
社
会
福
祉
に
資
す
る
よ
う
な
、
市
民
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
だ
け
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
通

の
福
祉
の
た
め
に
家
族
の
自
由
は
た
だ
た
だ
制
約
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
以
外
に
公
共
政
策
は
家
族
の
要
件
や
関
心
事
に
干
渉

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
）
17
（

」。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
主
要
な
役
割
は
、
家
族
が
自
身
の
課
題
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

に
は
家
族
が
自
力
で
自
身
の
課
題
に
対
処
で
き
る
よ
う
に
国
家
が
支
援
す
る
こ
と
に
あ
る
。
家
族
が
自
身
の
役
割
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
は
、
国
家
が
補
完
的
に
介
入
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
家
族
が
果
た
し
得
な
い
こ
と
を
、
集

合
的
権
力
が
達
成
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
社
会
は
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
18
（

」。

こ
の
よ
う
に
補
完
性
の
二
つ
の
意
味
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
既
に
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
国
家
が
直
接
に
市
民
の
必

要
を
満
た
す
の
で
は
な
く
、
国
家
に
は
市
民
が
自
ら
自
分
の
必
要
を
満
た
す
た
め
に
十
分
な
富
を
蓄
え
ら
れ
る
よ
う
な
条
件
を
創
り
出
す
役

割
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
補
完
性
の
第
一
の
意
味
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
自
身
に
適
切
に
与
え
ら
れ
た
役
割
を

達
成
で
き
な
い
場
合
に
は
、
政
府
が
介
入
し
て
達
成
さ
せ
る
と
い
う
第
二
の
意
味
は
、
現
在
の
補
完
性
の
観
点
か
ら
振
り
返
っ
て
評
価
す
れ
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ば
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
の
考
え
を
凌
駕
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
政
府
に
よ
る
介
入
が
市
民
の
共
通
の
福
祉
を
侵
害
し
な
い

範
囲
内
で
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
家
と
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
カ
ル
な
秩
序
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
国

家
の
権
威
は
、
包
括
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
適
切
な
権
利
と
市
民
の
共
通
の
福
祉
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ

て
い
る
。

五　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
――
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
復
権

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
思
想
家
・
政
治
家
・
法
律
家
ア
レ
キ
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
（A

lexis de Tocqueville 1805

―1859

）
は
、
ア
メ
リ

カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
分
析
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
の
市
民
社
会
に
つ
い
て
広
範
囲
に
論
じ
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
大
著
『
ア
メ
リ
カ
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（D

e la dém
ocratie en A

m
érique

）』
に
お
い
て
、
諸
条
件
な
い
し
境
遇
の
平
等
化
が
進
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ

て
「
穏
や
か
な
民
主
的
専
制
」
を
招
き
、
そ
の
結
果
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
侵
食
さ
れ
て
い
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
諸
条
件
が
平

等
に
な
る
と
、
民
主
制
か
「
た
っ
た
一
人
の
人
間
が
制
約
な
し
に
権
力
を
行
使
す
る
政
体
」、
す
な
わ
ち
専
制
の
い
ず
れ
か
に
行
き
着
く
、

そ
し
て
、
平
等
化
は
世
界
で
進
行
し
て
い
く
と
い
う
の
が
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
中
心
的
な
主
張
点
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は

『
旧
体
制
と
大
革
命
（L ’ancien régim

e et la révolution

）』
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
「
境
遇
の
平
等
の
増
大
」
こ
そ
が
、
共
和

制
を
目
指
し
た
は
ず
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
帝
政
す
な
わ
ち
専
制
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
）
19
（

。

こ
の
平
等
化
の
進
展
と
い
う
テ
ー
マ
は
、『
旧
体
制
と
大
革
命
』
で
は
む
し
ろ
中
央
集
権
化
し
た
行
政
国
家
の
発
達
と
の
関
係
に
置
き
換

え
ら
れ
る
。「〔
フ
ラ
ン
ス
〕
革
命
は
む
し
ろ
、
公
権
力
の
力
と
権
限
の
拡
大
を
こ
そ
目
指
し
て
い
た
）
20
（

」。
階
層
構
造
を
基
本
と
す
る
封
建
制

が
崩
れ
て
ゆ
き
、
絶
対
君
主
以
外
は
す
べ
て
の
臣
民
が
平
等
で
あ
る
よ
う
な
社
会
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
政
治
権
力
が
中
央
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に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
旧
体
制
で
あ
る
絶
対
君
主
制
の
下
で
既
に
進
行
し
て
い
た
中
央
集
権
化
は
、
フ
ラ
ン
ス

革
命
の
後
、
国
王
か
ら
離
れ
た
官
僚
機
構
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
行
政
国
家
の
中
央
集
権
化
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
は
既
に
封
建
制
の
自
壊
に
伴
っ
て
始
ま
っ
て
い
た
、
巨
大
な
中
央
集
権
の
到
来
を
加
速
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

平
等
な
民デ
モ
ク
ラ
シ
ー

衆
社
会
は
、「
ほ
と
ん
ど
相
似
た
無
数
の
人
び
と
）
21
（

」、
す
な
わ
ち
公
共
精
神
を
欠
如
し
た
無
数
の
相
似
た
平
等
な
諸
個
人
へ
と
変

貌
し
て
い
く
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
次
の
よ
う
な
提
言
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
主
社
会
に
お
い
て
中
間
領
域
や
種
々

の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
活
動
を
促
進
し
、
平
等
化
に
よ
り
相
似
化
し
無
力
化
し
た
無
数
の
平
等
な
個
人
の
意
見
を
政
治
の
場
面
へ
と
媒
介

し
、
ひ
い
て
は
民
主
的
な
中
央
集
権
力
の
触
手
か
ら
個
人
の
自
由
を
守
る
べ
き
で
あ
る
、
と
）
22
（

。
要
す
る
に
、
彼
が
主
張
し
た
解
決
策
の
一
つ

は
、
種
々
の
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
る
脱
中
央
集
権
化
で
あ
る
。

脱
中
央
集
権
化
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
市
民
の
自
由
を
拡
大
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
論
じ
る
。
民デ
モ
ク
ラ
シ
ー

衆
社
会
に
お
け
る

種
々
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
中
間
領
域
の
活
動
の
促
進
が
、
個
々
の
市
民
を
中
央
集
権
化
さ
れ
た
国
家
の
剥
き
出
し
の
権
力
に
直
接
的

に
対
峙
す
る
こ
と
か
ら
守
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
個
人
と
し
て
の
自
由
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
中
間
領
域
に
帰
属
す

る
市
民
と
し
て
の
自
由
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
市
民
の
自
由
は
、
国
家
を
市
民
の
自
由
を
脅
か

す
も
の
と
見
な
す
あ
ま
り
、
彼
ら
の
力
を
結
集
で
き
る
自
由
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
国
家
に
拮
抗
す
る
こ
と
だ
け
に
集
中
す
る

こ
と
を
意
味
し
な
い
）
23
（

。
も
し
自
由
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
社
会
全
体
の
利
益
を
脇
に
置
い
て
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
利
益
に
関
心
を
寄
せ
る
な

ら
、
公
共
の
安
全
と
福
祉
を
享
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
府
は
、
公
共
の
秩
序
を
維
持
し
、
遵
法
を
厳
守
し
、
社
会
の
安
定
し
た
秩
序

と
福
祉
を
促
進
す
る
た
め
に
、
自
由
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
を
制
限
す
る
役
割
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
と
市
民

社
会
の
秩
序
は
、
国
家
が
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
権
利
と
責
任
を
承
認
し
、
そ
れ
ら
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
た
め
の
法
的
な
条
件
を
創
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
カ
ル
だ
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
見
通
す
市
民
社
会
は
国
家
を
頂
点
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

型
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
、
各
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
中
間
領
域
が
そ
れ
ぞ
れ
に
内
在
す
る
特
有
な
役
割
と
そ
の
た
め
の
能
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力
、
そ
し
て
権
威
を
互
い
に
侵
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
国
家
な
い
し
政
府
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
を
そ
れ
ら
の
領
分
か
ら
取
り
上
げ

な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
分
が
互
い
に
ホ
リ
ゾ
ン
タ
ル
な
関
係
に
置
か
れ
る
市
民
社
会
を
構
想
し
て
い
た
か
ど
う
か
明

ら
か
で
は
な
い
に
し
て
も
、
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
中
間
領
域
の
促
進
と
活
性
化
を
明
確
に
強
調
し
た
観
点
か
ら
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス

が
構
想
す
る
市
民
社
会
よ
り
も
ホ
リ
ゾ
ン
タ
ル
な
市
民
社
会
を
見
据
え
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
ホ
リ
ゾ
ン
タ
ル
な
市
民
社
会
の
秩
序
と
い
う
視
座
は
、
補
完
性
原
理
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
自
律
が

市
民
社
会
を
促
進
さ
せ
る
と
い
う
考
え
と
、
本
稿
が
擁
護
す
る
領
分
主
権
（sphere sovereignty

）
の
概
念
に
通
底
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

以
下
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
市
民
社
会
と
補
完
性
原
理
の
考
え
を
概
観
し
、
こ
れ
を
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
カ
イ
パ
ー
の
領
分
主
権
の
概
念
と
併
置
さ
せ

る
。
そ
の
後
で
、
こ
れ
ら
の
考
え
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
市
民
社
会
の
考
え
と
を
比
較
評
価
す
る
。

六　

市
民
社
会
と
補
完
性
原
理
――
カ
ト
リ
ッ
ク
の
視
点

以
上
の
よ
う
な
市
民
社
会
の
構
想
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
社
会
的
教
義
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

の
哲
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
家
は
時
間
的
現
実
に
お
い
て
人
間
と
社
会
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
内
包
す
る
至
高
か
つ
完
全
な
る
共

同
体
で
あ
る
。
だ
が
人
間
は
国
家
の
出
現
よ
り
遙
か
昔
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
家
族
と
私
的
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
国
家
の

出
現
よ
り
も
存
在
論
的
に
も
歴
史
的
に
も
先
立
っ
て
存
在
し
た
と
す
る
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
そ
れ
に
倣
う
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
見
解
に
お
い
て
で

あ
っ
て
も
人
間
を
個
と
し
て
の
存
在
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
連
帯
（solidarity

）
と
共
同
（cooperation

）

は
人
間
の
社
会
的
な
本
質
で
あ
る
。
国
家
や
文
化
伝
統
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
個
人
と
い
う
考
え
は
十
七
世
紀
に
芽
生
え
た
近
代
の
産
物
で

あ
る
。
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
と
っ
て
、
個
人
主
義
的
で
リ
ベ
ラ
ル
な
市
民
社
会
と
い
う
考
え
は
異
質
な
の
で
あ
る
。
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実
際
、
連
帯
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
社
会
哲
学
の
重
要
な
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
原
理
を
理
解
す
る
に
は
そ
の
根
底
に
あ
る
ト
マ
ス
主
義

の
形
而
上
学
か
ら
理
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
宇
宙
は
神
の
創
造
の
御
業
に
よ
っ
て
善
く
秩
序
立
っ
た
世
界
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
万
物
す
べ
て
が
創
造
主
を
指
し
示
し
全
体
と
の
調
和
に
お
い
て
結
び
つ
い
て
お
り
意
味
を
有
し
て
い
る
。
連
帯
は
存
在
論
的
な
基

礎
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
本
有
的
に
個
人
的
な
同
情
と
か
兄
弟
愛
と
い
っ
た
感
情
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
感
情
は
、

む
し
ろ
、
そ
の
存
在
論
的
秩
序
を
明
示
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
帯
は
協
同
の
前
提
条
件
で
あ
る
。
そ
の
社
会
哲
学
で

は
い
わ
ゆ
る
階
級
闘
争
の
よ
う
な
対
立
構
造
は
肯
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
資
本
と
労
働
は
互
い
に
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
相
互
依

存
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
た
と
え
ば
、
様
ざ
ま
な
回
勅
に
お
い
て
な
さ
れ
た
論
議
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ

る
か
ら
、
あ
る
階
級
は
他
の
階
級
な
し
で
は
存
在
し
得
な
い
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
階
級
は
共
同
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
て
階
級
闘
争
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
資
本
は
、
元
は
と
い
え
ば
労
働
か
ら
派

生
す
る
。
労
働
は
論
理
的
に
も
歴
史
的
に
も
資
本
に
先
行
す
る
。
少
な
く
と
も
現
代
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
社
会
哲
学
は
、
労
働
の
側
、
す
な

わ
ち
労
働
者
の
側
に
つ
き
、
労
働
者
や
被
雇
用
者
を
守
ろ
う
と
す
る
傾
向
を
持
つ
。

連
帯
と
密
接
に
関
連
す
る
概
念
が
補
完
性
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
た
び
た
び
社
会
の
協
調
協
同
主
義
の
（corporative

）
経
済
社

会
構
造
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
産
業
、
職
業
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
協
同
組
合
、
そ
の
他
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
は
、
自
身
の
諸
権
利
へ
の
承
認
を
獲
得
し
、
そ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
24
（

。
し
か
し
、
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
そ

れ
自
身
の
権
利
と
義
務
を
行
使
で
き
な
い
場
合
は
、
国
家
は
補
完
性
の
原
理
に
基
づ
き
、
援
助
す
る
な
ど
し
て
補
完
す
べ
く
介
入
す
る
権
利

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
25
（

。
と
は
い
え
、
補
完
性
の
原
理
に
お
い
て
は
個
々
の
人
間
お
よ
び
個
々
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
責
任
の
貫
徹

が
ま
ず
は
優
先
さ
れ
る
。
補
完
性
原
理
の
重
要
な
部
分
と
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
適
用
に
至
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
最
終
手
段
と

し
て
の
補
完
的
な
介
入
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

新
ト
マ
ス
主
義
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
（Jacques M

aritain 1882

―1973
）
は
、
国
家
――
彼
は
国
家
を
最
も
完
成
し
た
社
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会
と
見
な
し
て
い
る
の
だ
が
――
の
役
割
は
共
通
善
と
法
に
よ
る
秩
序
を
維
持
し
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
マ
リ
タ
ン
は
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
カ
ル
な
社
会
秩
序
に
お
い
て
国
家
は
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
自
律
――
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
統
治
す

る
の
は
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
自
己
の
責
任
を
承
認
し
、
自
己
の
権
利
と
義
務
を
自
ら
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
――
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
彼
は
、
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
自
律
し
た
活
動
を
実
行
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
活

動
を
自
ら
の
手
で
実
行
で
き
よ
う
に
国
家
は
援
助
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
、
補
完
性
の
原
理
を
強
く
肯
定
す
る
）
26
（

。
マ
リ
タ
ン
の
主
張
に
お
い
て

注
目
す
べ
き
は
、
民
間
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
置
か
れ
た
条
件
が
そ
れ
ら
独
自
の
活
動
を
実
現
す
る
の
に
適
切
で
な
く
欠
陥
が
あ
る
場
合

に
は
、
共
通
善
の
実
現
た
め
に
国
家
が
そ
れ
ら
の
役
割
と
任
務
を
代
わ
っ
て
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。

七　

領
分
主
権
――
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
カ
イ
パ
ー

十
九
世
紀
終
わ
り
の
オ
ラ
ン
ダ
で
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
リ
バ
イ
バ
ル
が
興
っ
た
。
こ
の
再
生
運
動
は
、
ネ
オ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム

（N
eo-C

alvinism

）
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
指
導
的
人
物
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
カ
イ
パ
ー
（A

braham
 K

uyper 1837

―1920

）
が
い
る
。
彼

は
、
神
学
界
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
界
、
そ
し
て
政
界
の
巨
匠
で
あ
り
、
一
八
八
〇
年
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
自
由
大
学
（Vrije U

niversiteit 

A
m

sterdam

）
の
初
代
総
長
、
一
九
〇
一
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
総
理
大
臣
の
地
位
に
ま
で
登
り
詰
め
た
神
学
者
で
あ
る
）
27
（

。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

自
由
大
学
は
、
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
の
世
界
観
（the reform

ational w
orldview

）
に
基
づ
い
て
創
立
さ
れ
た
。
そ
の
名
称
に
あ
る
「
自
由
」

と
い
う
表
現
に
は
、
国
家
か
ら
自
律
し
た
、
教
育
と
い
う
領
分
に
帰
属
す
る
高
等
教
育
機
関
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ネ

オ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
、
何
よ
り
も
信
仰
に
基
づ
く
生
へ
の
真
正
な
回
帰
を
求
め
る
運
動
で
あ
っ
た
。

こ
の
ネ
オ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
か
な
り
の
反
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
保
守
主
義
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
思
想
は
、
ロ
ッ
ク
流
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の
古
典
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
、
諸
個
人
の
総
計
と
し
て
の
社
会
と
い
う
考
え
に
異
を
唱
え
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
底
流

に
あ
る
啓
蒙
主
義
の
人
民
主
権
の
考
え
を
も
拒
絶
し
た
。「
主
権
」
は
そ
の
語
源
通
り
に
解
釈
し
直
さ
れ
た
。
主
権
は
個
人
あ
る
い
は
集
団

と
し
て
の
人
間
に
も
国
家
に
も
な
い
。
ネ
オ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
主
権
は
創
造
主
な
る
神
に
の
み
に
真
に
帰
さ
れ
る
と
主
張
し

た
。
ネ
オ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
、
啓
蒙
主
義
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
も
た
ら
し
た
、
社
会
の
個
人
主
義
的
理
解
よ
り
も
っ
と
深
い
、
政
治
的

生
と
市
民
社
会
の
基
礎
が
存
在
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ネ
オ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
基
礎
づ

け
て
い
る
、
個
人
と
し
て
の
人
間
に
主
権
が
本
有
的
に
存
す
る
と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
個
人
主
義
を
明
確
に
拒
絶
し
た
の
で
あ

る
）
28
（

。
そ
し
て
、
そ
の
基
礎
と
は
、
究
極
的
に
は
神
に
帰
属
す
る
主
権
に
よ
る
統
治
と
市
民
社
会
の
様
ざ
ま
な
領
分
に
特
有
に
し
て
本
有
的
に

内
在
し
て
い
る
責
任
と
そ
れ
を
実
行
す
る
だ
け
の
能
力
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
表
現
す
る
な
ら
「
各
領
分
の
権
利
」
と
で
も
呼

べ
る
よ
う
な
様
ざ
ま
な
権
能
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
い
く
つ
も
の
領
分
か
ら
市
民
社
会
は
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

カ
イ
パ
ー
は
、
彼
が
「
社
会
問
題
」
と
呼
ん
だ
、
労
働
者
階
級
の
悲
惨
な
状
況
と
正
義
に
悖
る
社
会
の
様
ざ
ま
な
問
題
群
に
深
く
コ
ミ
ッ

ト
し
た
。
彼
は
こ
の
社
会
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「『
社
会
問
題
』
と
い
う
語
句
が
使
わ
れ
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
最
も

一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
社
会
構
造
の
健
全
さ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
の
深
刻
な
疑
い
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
〔
社
会
〕
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
が
人
間
社
会
に
つ
い
て
そ
こ
に
あ
る
様
ざ
ま
な
構
造
を
明
確

に
定
義
す
る
こ
と
を
通
じ
て
批
判
を
行
う
ま
で
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
批
判
は
社
会
秩
序
に
異
な
る
調
整
を
望
む
こ
と

に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
）
29
（

」。

カ
イ
パ
ー
は
、
国
家
な
い
し
政
府
の
役
割
に
関
し
て
、
一
般
的
に
い
っ
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
小
さ
な
政
府
を
擁

護
し
た
り
そ
の
権
力
を
最
小
限
度
に
止
め
た
り
す
る
こ
と
に
は
注
意
深
い
態
度
を
と
る
。
カ
イ
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
法
治

国
家
は
法
に
よ
っ
て
市
民
社
会
を
承
認
す
る
の
だ
が
、
国
家
た
り
と
も
（
広
い
意
味
で
の
）
社
会
の
一
構
成
者
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
。

こ
の
こ
と
は
彼
の
「
領
分
主
権
（soevereiniteit in eigen kiring

）」
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
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こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
市
民
（
す
な
わ
ち
、
国
民
に
限
ら
ず
市
民
社
会
を
構
成
す
る
人
び
と
）
と
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、

社
会
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
諸
市
民
と
多
様
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
作
ら
れ
る
社
会
の
構
成
を
作
新
す
る
こ
と
を
担
う
対
等
な
存
在
と

し
て
見
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
イ
パ
ー
の
主
張
す
る
「
領
分
主
権
」
の
原
理
の
中
核
と
な
る
考
え
で

あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
個
人
主
義
的
な
社
会
理
解
と
社
会
主
義
的
な
社
会
理
解
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
カ
イ
パ
ー
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と

き
、
そ
こ
に
は
現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
主
張
に
多
分
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
的
意
味
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
家
族
、
ビ
ジ
ネ
ス
、
学

問
、
芸
術
な
ど
は
す
べ
て
社
会
の
領
分
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
そ
の
存
在
を
国
家
に
負
っ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
ら
の
生
に
関
す
る

法
は
〔
法
的
に
〕
優
越
す
る
国
家
〔
の
法
〕
か
ら
導
か
れ
る
の
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
領
分
は
自
ら
に
〔
本
質
的
に
〕
内
在
す
る

高
い
権
威
に
従
う
も
の
な
の
で
あ
る
、
と
）
30
（

。

領
分
主
権
の
「
主
権
」
と
は
、
社
会
に
お
け
る
様
ざ
ま
な
領
分
に
本
質
的
に
「
内
在
す
る
高
い
権
威
」
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
イ
パ
ー
が
最

初
に
領
分
主
権
に
つ
い
て
語
っ
た
の
は
、
一
八
八
〇
年
に
発
足
し
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
自
由
大
学
の
開
校
式
で
の
「
領
分
主
権
」
と
題
さ
れ

た
演
説
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
主
題
は
、
こ
の
大
学
は
、
こ
の
大
学
を
後
援
し
て
い
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
の
諸
教
会
と
国
家
か
ら
自
由
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
大
学
は
、
そ
れ
自
身
に
特
有
な
権
利
、
権
能
、
責
任
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
に
本
質
的
に
「
内
在
す
る
高

い
権
威
」
に
従
っ
て
教
育
と
研
究
を
行
う
と
い
う
、
い
わ
ば
「
領
分
主
権
」
の
実
践
の
場
で
あ
っ
た
。
教
育
と
研
究
と
い
う
領
分
が
社
会
に

存
在
す
る
。
社
会
に
は
、
そ
れ
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
市
場
経
済
活
動
や
医
療
等
、
多
く
の
領
分
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
領
分
と
そ
の
領

分
に
「
内
在
す
る
高
い
権
威
」
に
基
づ
い
て
活
動
す
る
様
ざ
ま
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い
る
。

カ
イ
パ
ー
は
、
国
家
は
こ
れ
ら
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
れ
自
身
の
利
益
や
関
心
を
促
進
す
る
た
め
の
権
利
と
自
由
を
承
認
し
な
く
て
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は
な
ら
な
い
こ
と
と
並
行
し
て
彼
ら
の
権
利
と
自
由
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
一
方
で
、
他
方
で
は
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

は
公
共
政
策
の
拡
大
に
寄
与
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
向
け
さ
せ
る
。
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
特
殊

な
利
益
集
団
だ
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
特
殊
な
利
益
を
通
じ
て
公
共
の
利
益
に
貢
献
す
べ
き
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
カ
イ
パ
ー
の
主
張
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
。

カ
イ
パ
ー
に
よ
る
と
、
領
分
主
権
が
承
認
さ
れ
て
い
る
社
会
で
は
、
市
民
と
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
権
利
と
自
由
は
国
家
権
力
の
乱

用
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
自
律
は
承
認
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
国
家
の
い
か
な
る
保
護
を
も
必

要
と
し
な
い
自
己
充
足
し
て
い
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
存
在
し
な
い
し
、
他
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
権
力
を
有
す

る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
国
家
を
頂
点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
カ
ル
な
社
会
秩
序
で
は
な
く
、
社
会
の

そ
れ
ぞ
れ
の
領
分
が
相
互
に
不
可
侵
で
相
互
に
承
認
し
合
う
水
平
な
社
会
秩
序
で
あ
る
。
カ
イ
パ
ー
は
、
市
民
社
会
は
そ
の
諸
部
分
の
相
互

承
認
に
よ
る
統
合
体
で
あ
る
と
考
え
る
。
市
民
社
会
は
、
諸
領
分
と
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
諸
ア
ク
タ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
統
合
を
保
護
す
る
の
は
市
民
社
会
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
カ
イ
パ
ー
は
、
国
家
は
こ
の
統
合
の
保
護
の
た
め
に
何
ら
か
の

介
入
を
行
う
権
利
を
有
す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
）
31
（

。
カ
イ
パ
ー
は
、
諸
領
分
が
相
互
に
尊
重
し
合
う
こ
と
を
強
制
す
べ
く
国
家
が
介
入
す

る
権
利
と
義
務
を
有
す
る
場
合
と
し
て
次
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
）
32
（

。
第
一
に
、
各
領
分
の
権
能
と
権
利
と
責
任
の
境
界
を
相
互
に
承
認
し
合

い
、
相
互
に
他
の
領
分
を
侵
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
介
入
す
る
場
合
。
第
二
に
、
同
じ
領
分
内
の
個
人
や
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

よ
る
権
力
の
悪
用
か
ら
個
人
と
弱
者
を
守
る
た
め
に
介
入
す
る
場
合
。
第
三
に
、
国
家
の
自
然
な
統
合
の
維
持
の
た
め
に
す
べ
て
の
人
に
個

人
的
負
担
と
財
政
的
負
担
を
担
う
よ
う
に
強
制
す
る
た
め
に
介
入
す
る
場
合
。
国
家
は
、
異
な
る
諸
領
分
が
衝
突
し
合
う
と
き
は
い
つ
で

も
、
こ
れ
ら
領
分
が
相
互
に
尊
重
し
合
う
こ
と
を
強
制
す
べ
く
介
入
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
国
家
の
介
入
の
権
利
と
義
務
は
、

国
家
に
本
質
的
に
「
内
在
す
る
高
い
権
威
」
で
あ
り
本
有
的
な
役
割
だ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
の
そ
う
し
た
役
割
と
私
的

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
は
、
至
高
の
主
権
者
で
あ
る
神
か
ら
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
異
な
る
役
割
の
間
に
は
相
互
の
尊
重
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と
承
認
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
水
平
な
秩
序
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

八　

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
市
民
社
会

以
上
の
議
論
か
ら
、
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
、
ヴ
ォ
ル
フ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
と
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
市
民
社
会
の
考
え
が

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
な
考
え
に
近
い
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
政
治
思
想
を
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
同
一
視
す
る
こ
と
は

性
急
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
市
民
社
会
の
考
え
が
基
本
的
な
市
民
権
と
政
治
に
参
加
す
る
権
利
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、 

自
律
を
特
徴
と
す
る
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
権
利
と
自
由
に
も
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
彼
ら
の
市

民
社
会
の
考
え
が
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
に
親
和
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
個
人
と
し
て
の
市
民
の
権
利
と
自
由
が
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
先
ん
じ
て
存
在
す
る
と
か
、
国
家
や
伝
統
文
化
に
優
先
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
理
由
が
あ
る
。
こ
の
自

律
は
、
こ
れ
ら
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
自
分
た
ち
の
権
利
と
自
由
に
基
づ
く
独
自
の
法
律
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
権
能
、
権
利
、
責
任
を
、
国
家
の
能
力
、
そ
し
て
個
人
の
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
ま
た
は
資
本
主
義
経
済
の
力
か
ら
導
出
し
よ
う
と
す

る
還
元
主
義
の
否
定
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
言
う
自
律
と
は
、
社
会
の
諸
領
分
と
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
属
す
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
自
律
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
自
律
は
、
諸
領
分
同
士
と
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
同
士
が
閉
じ
た
関
係
と
な
っ
て
い
る
孤
立
を
意
味
し
な
い
し
、
し
た
が
っ

て
市
民
を
バ
ラ
バ
ラ
の
個
人
に
分
離
さ
せ
彼
ら
に
自
己
完
結
し
た
生
と
欲
求
を
課
す
よ
う
な
個
人
主
義
的
な
自
由
を
意
味
す
る
の
で
も
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
注
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
い
わ
ば
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
想
定
す
る
自
律
な
い
し
自
由
と
は
違
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ン
や
上
述
し
た
思
想
家
た
ち
が
、
こ
れ

ら
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
社
会
の
す
べ
て
の
部
門
と
国
家
と
の
間
で
相
互
に
絡
み
合
っ
て
い
る
、
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
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る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
自
律
は
、
相
対
的
自
律
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
律
性
は
ど
れ

く
ら
い
相
対
的
で
あ
る
の
か
。
国
家
と
特
定
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
の
具
体
的
な
関
係
や
こ
れ
ら
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
相
互
関
係
に

つ
い
て
の
経
験
科
学
的
な
研
究
な
く
し
て
は
、
こ
の
質
問
に
正
確
に
答
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
一
般
的
に
は
少
な
く
と

も
、
市
民
社
会
と
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
、
国
家
お
よ
び
様
ざ
ま
に
分
化
し
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
い
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
そ
れ
ぞ
れ

の
性
質
、
主
権
、
能
力
が
承
認
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
一
つ
の
国
家
内
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自
律
は
承
認
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
国
家
は
そ
れ
ら
の
自
律
を
促
進
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
主
張

は
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
共
通
に
訴
え
て
き
た
主
張
で
あ
る
。

他
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
哲
学
者
た
ち
の
よ
う
に
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ら
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
い
し

社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
「
媒
介
構
造
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
政
府
と
市
民
と
を
仲
介
し
、
市
民
と
社
会
の
両
方
に
活
力
を
与
え
、

道
徳
的
価
値
と
社
会
的
美
徳
が
、
こ
の
仲
介
に
よ
り
、
そ
れ
に
参
与
す
る
者
た
ち
に
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
は
、
彼
ら
が
社
会
全
体
に
深
く
参
与
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
一
般
社
会
へ
の
参
加
の
た
め
に
参
与
者
に
情
報

を
提
供
し
彼
ら
を
結
集
す
る
。
政
府
は
こ
れ
ら
の
媒
介
構
造
の
権
利
と
自
由
を
承
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
媒
介
構
造
は
自
国
の
能

力
を
超
え
た
国
家
の
権
力
に
対
す
る
抵
抗
を
後
押
し
す
る
）
33
（

。

セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
は
様
ざ
ま
に
分
化
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
差
異
の
承
認
に
基
づ
く
正
義
を
要
求
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
観
を
擁
護
す
る
。
セ

ル
ズ
ニ
ッ
ク
と
は
異
な
り
、
ア
ミ
タ
イ
・
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
は
、
社
会
的
美
徳
を
再
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
道
徳
強
化
に
貢

献
す
る
傾
向
が
あ
る
、
社
会
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
見
解
全
体
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
美
徳
は
、
政
府
や
そ
の
他

の
機
関
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
に
習
得
さ
れ
彼
ら
の
中
に
取
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
と
い
う
。
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
価
値
の
習
得
と
内
在
化
と
い
う
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
道
徳
的
に
強
い
社
会
を
形
成
す
る
と

い
う
究
極
の
目
標
の
た
め
に
、
異
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
一
般
社
会
に
お
い
て
生
起
す
る
の
だ
と
い
う
）
34
（

。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
実
現
す
る
た
め
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に
、
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
は
対
話
に
よ
っ
て
道
徳
的
価
値
を
維
持
す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
議
論
す
る
。

エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
は
、
社
会
に
は
家
族
、
学
校
、
そ
の
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
な
る
「
道
徳
的
イ
ン
フ
ラ
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は

道
徳
的
価
値
の
伝
達
と
社
会
的
美
徳
の
養
成
に
不
可
欠
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
様
ざ
ま
に
分
化
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
こ
の
「
道
徳

的
イ
ン
フ
ラ
」
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
子
供
た
ち
は
家
庭
の
中
で
特
定
の
道
徳
的
価
値
を
学
び
、
学
校
に
お
い
て
は
、
人

格
の
よ
り
道
徳
的
な
側
面
を
発
展
し
て
い
く
。
道
徳
的
価
値
観
と
美
徳
の
内
在
化
の
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
全
体
と
し
て
の
社
会
）」
に
お
い
て
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
く
。

エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
は
、
個
人
主
義
的
市
民
の
自
律
と
既
存
の
社
会
秩
序
の
維
持
を
守
る
社
会
保
守
主
義
と
の
中
間
地
位
を
占
め
る
、
コ
ミ
ュ

ニ
タ
リ
ア
ン
的
な
社
会
観
を
擁
護
し
て
い
る
。
彼
は
、
個
人
の
権
利
と
社
会
的
責
任
、
個
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
自
治
と
社
会
秩
序
、
こ

れ
ら
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
実
現
し
た
い
と
考
え
る
「
新
し
い
黄
金
律
」
を
擁
護
す
る
。
道
徳
的
な
社
会
秩
序
を
尊
重
し
維
持
す
る
個
人
の
よ

う
に
、
社
会
は
個
々
の
自
律
を
尊
重
し
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
35
（

。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
実
現
す
る
た
め
に
、
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
は
、
対
話
に

よ
っ
て
道
徳
的
価
値
を
持
続
さ
せ
る
た
め
、
異
な
る
諸
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
議
論
す
る
）
36
（

。
結
局
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
社
会
構

想
に
つ
い
て
、
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
が
擁
護
す
る
こ
と
は
、
諸
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
社
会
全
体
の
道
徳
的
秩
序
を
機
能
的
に
維
持
し
強
化
す
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
市
民
社
会
の
考
え
が
依
拠
す
る
中
核
的
な
視
座
は
、
社
会
が
様
ざ
ま
な
領
分
に
分
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、

こ
の
分
化
の
本
質
と
そ
の
向
か
う
と
こ
ろ
が
ど
こ
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
権
力
を
広
め
、
人
間
の
尊
厳
に
し
た

が
っ
て
市
民
の
自
由
と
生
活
様
式
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る 

権
力
の
広
が
り
は
、
媒
介
構
造
が
効
果
的
な
自
律
性
を
有
す
る
場
合
に
の
み

存
在
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
は
、
媒
介
構
造
を
論
じ
る
際
、「
個
々
の
市
民
だ
け
で
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
立
場
か
ら
も
変

わ
る
こ
と
の
な
い
価
値
）
37
（

」
が
媒
介
構
造
に
は
あ
る
と
主
張
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
媒
介
構
造
は
、
社

会
の
基
盤
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
全
体
を
支
え
、
異
な
る
諸
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
参
与
者
の
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
源
泉
と
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な
る
の
で
あ
り
、
国
家
の
権
力
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
）
38
（

。 

言
い
換
え
れ
ば
、
権
力
の
拡
大
は
、
異
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、

他
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
国
家
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
自
ら
の
こ
と
を
自
ら
支
配
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
家
族
や
教
育
研
究
機
関
、
教
会
、
病
院
な
ど
の
い
わ
ば
人
間
の
ケ
ア
を
担
う
領
分
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
一
国
の
経
済

成
長
お
よ
び
企
業
利
潤
を
追
求
す
る
市
場
と
商
業
化
の
ル
ー
ル
は
、
偶
然
の
所
産
で
あ
る
場
合
は
別
と
し
て
、
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て

は
な
ら
な
い
し
、
そ
の
逆
の
場
合
も
然
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
愛
、
教
育
、
信
仰
、
ケ
ア
は
、
本
質
的
に
経
済
的
な
問
題
に
と
っ
て
、
そ

の
重
要
な
判
断
や
決
定
に
部
分
的
に
関
与
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
経
済
と
い
う
領
分
の
本
質
的
な
権
能
は
利
潤
の
合
理
的
追
求
に
あ
る
。

セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
の
議
論
に
よ
る
と
、
人
間
の
尊
厳
に
適
っ
た
生
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
媒
介
構
造
が
個
々
の
人
間
の
市
民
的
生

活
を
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
媒
介
構
造
が
彼
ら
参
与
者
を
抑
圧
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク

は
、
様
ざ
ま
な
社
会
制
度
は
相
対
的
に
自
律
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
る
べ
き
責
任
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
る
が
、
彼
の
議

論
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
彼
は
、
そ
れ
ら
の
参
与
者
も
相
対
的
に
自
律
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
彼
ら
に
も
相
応
の
責
任
が
伴
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
価
値
は
、
ユ
ニ
ー
ク
で
責
任
あ
る
人
び
と
の
育
成
に
貢
献
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

評
価
さ
れ
る
）
39
（

」。 「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
わ
れ
わ
れ
が
重
き
を
置
き
高
く
評
価
す
る
の
は
、
ま
と
ま
り
な
ら
何
で
も
良
い
と
い
う
の
で
は
な
く

て
、
人
び
と
、
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
諸
制
度
の
統
合
を
維
持
す
る
よ
う
な
ま
と
ま
り
で
あ
る
）
40
（

」。

様
ざ
ま
に
分
化
し
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
構
成
さ
れ
る
市
民
社
会
は
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ

ば
、
内
部
か
ら
崩
壊
し
て
し
ま
う
。
こ
の
統
合
は
、
そ
れ
ら
の
権
利
と
自
由
が
受
動
的
で
非
政
治
的
に
付
与
さ
れ
る
と
考
え
る
よ
う
な
市
民

社
会
に
は
生
じ
て
こ
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
社
会
は
市
民
社
会
と
呼
ぶ
に
は
値
し
な
い
社
会
で
あ
る
。
彼
ら

に
と
っ
て
市
民
社
会
は
、
政
治
的
に
活
動
的
で
あ
っ
て
、
異
な
る
グ
ル
ー
プ
の
私
的
利
益
の
実
現
を
促
進
す
る
だ
け
で
な
く
、
競
合
す
る
共

通
善
の
諸
概
念
と
多
様
な
生
の
構
想
を
も
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
市
民
と
私
的
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
権
利
と
自
由
は
政
府
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
府
が
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
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的
な
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
か
ら
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
よ
う
な
一
部
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア

ン
を
除
け
ば
、
カ
イ
パ
ー
が
主
張
し
た
、
領
分
の
権
能
ほ
ど
明
示
的
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
が
、
カ
イ
パ
ー
の
領
分
主
権
の
考
え
と
共
通
し

て
い
る
と
い
え
る
）
41
（

。
領
分
主
権
の
考
え
で
は
、
市
民
社
会
は
国
家
と
鋭
く
対
峙
す
る
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
私
の
知
る
限
り
に
お
い
て
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
同
様
に
、
国
家
は
市
民
社
会
と
対
立
す
る
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
、
市
民
社
会
は
国
家

な
し
で
は
存
在
し
得
な
い
。
同
様
に
、
市
民
と
私
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
権
利
と
自
由
は
政
府
お
よ
び
国
家
の
承
認
な
し
で
は
存
立
し
得
な
い

の
で
あ
る
。

国
家
が
市
民
社
会
を
支
配
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
反
対
に
、
市
民
社
会
が
国
家
を
支
配
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
こ

れ
ら
二
つ
の
領
分
に
経
済
と
い
う
領
分
を
加
え
て
、
公
的
な
い
し
公
式
的
領
分
で
あ
る
国
家
、
市
民
の
自
由
な
利
益
追
求
の
活
力
の
場
で

あ
る
市
場
、
そ
し
て
市
民
の
自
由
で
対
等
な
関
係
で
あ
る
市
民
社
会
の
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
争
う
力
は
、
相
対
す
る
二
つ
の
方
向
に
発
展

す
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
一
の
方
向
は
、
民
主
主
義
の
拡
大
に
伴
う
市
民
社
会
の
継
続
的
な
拡
大
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
治
に
お
け
る
セ
ク

タ
ー
と
経
済
に
お
け
る
セ
ク
タ
ー
の
よ
り
大
き
な
参
加
を
含
む
。
第
二
の
方
向
は
、
全
体
主
義
国
家
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
社
会
と
経
済
に

対
す
る
国
家
の
勝
利
か
、
あ
る
い
は
政
治
と
社
会
に
対
す
る
市
場
の
勝
利
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

立
憲
民
主
主
義
で
は
、
第
一
の
方
向
が
支
配
的
で
あ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
ク
ロ
ー
ド
・
レ
フ
ォ
ル
ト
は
、
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
と
同
様
に
、

市
民
社
会
は
民
主
主
義
国
家
の
基
盤
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
）
42
（

。
民
主
主
義
に
お
け
る
政
治
権
力
は
、
市
民
社
会
の
社
会
的
組
織
を
代
表
し

人
び
と
の
目
に
明
ら
か
に
し
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
社
会
を
支
配
し
て
し
ま
う
力
が
市
場
に
あ
る
よ
う
に
、
国
家
に
は
常
に
社
会
を

支
配
す
る
力
が
あ
る
。
政
治
は
、
半
独
占
的
な
権
力
の
あ
る
既
存
の
社
会
経
済
的
経
済
力
を
弱
め
る
傾
向
が
あ
る
。
政
治
は
、
公
共
の
秩
序

と
安
全
と
正
義
と
い
う
名
の
下
で
、
市
民
社
会
に
対
す
る
国
家
の
政
治
的
、
行
政
的
権
力
を
高
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
立
憲
民
主
主
義
に

と
っ
て
重
要
な
課
題
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
可
能
性
を
少
し
も
損
な
う
こ
と
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
共
通
善
の
様
ざ
ま
な
見
解
が
競
合

し
、
様
ざ
ま
に
分
化
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
互
い
の
領
分
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
、
そ
し
て
国
家
な
い
し
政
府
は
こ
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れ
ら
の
領
分
が
自
力
で
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
除
い
て
そ
れ
ら
の
領
分
の
境
界
（
あ
る
い
は
国
家
な
い
し
政
府
の
領
分
と

役
目
）
を
越
え
て
こ
れ
ら
の
領
分
に
不
当
に
介
入
す
る
こ
と
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
市
民
社
会
の
統
合
性
（integrity

）
を
十
分
に

保
つ
共
通
の
枠
組
み
を
い
か
に
創
り
出
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
43
（

。
カ
イ
パ
ー
の
領
分
主
権
の
考
え
は
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
上
で
有

効
な
枠
組
み
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
を
さ
ら
に
精
緻
に
し
た
の
が
以
下
で
論
じ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
で
あ
る
。

九　

様
態
論
的
原
理
と
し
て
の
領
分
主
権
――
ヘ
ル
マ
ン
・
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト

オ
ラ
ン
ダ
の
哲
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
（H

erm
an D

ooyew
eerd 1894

―1977

）
は
、
疑
い
よ
う
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト

教
陣
営
の
中
で
こ
の
問
題
を
最
も
広
範
囲
に
渡
っ
て
考
察
し
た
傑
出
し
た
哲
学
者
で
あ
る
。
彼
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
カ
イ
パ
ー
の
社
会
学

的
な
「
領
分
主
権
」
の
概
念
に
存
在
論
的
な
基
礎
を
与
え
、
よ
り
理
論
的
に
発
展
さ
せ
た
。
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
自
然

法
理
論
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
補
完
性
原
理
の
概
念
に
込
め
ら
れ
た
意
図
――
社
会
の
諸
団
体
が
内
部
的
な
事
柄
を
自
律
的
に
取
り
組
む
こ

と
の
尊
重
と
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
対
す
る
国
家
に
よ
る
一
方
的
介
入
の
回
避
――
と
、
カ
イ
パ
ー
の
領
分
主
権
の
概
念
に
込
め
ら
れ
た
意

図
――
神
の
主
権
の
支
配
と
、
多
様
な
諸
領
分
の
規
範
的
本
性
と
固
有
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
見
ら
れ
る
創
造
の
秩
序
と
の
調
和
を
理
論

化
す
る
こ
と
――
に
深
い
敬
意
を
表
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
見
解
に
は
そ
の
意
に
反
し
て
社
会
の
大
き
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
――
特
に
国
家

――
に
よ
る
そ
の
他
の
政
治
的
法
的
に
弱
小
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
支
配
を
許
し
て
し
ま
う
と
い
う
理
論
的
陥
穽
が
あ

る
と
指
摘
す
る
。

補
完
性
原
理
の
狙
い
は
、
力
（m

ight / pow
er

）
を
基
礎
と
し
公
共
の

0

0

0

法
（right / law

）
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
上
位
の
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
国
家
に
よ
る
中
央
集
権
化
を
回
避
し
て
、
社
会
の
多
様
性
と
自
由
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
が
こ
の
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意
図
に
は
賛
同
し
な
が
ら
も
批
判
す
る
点
は
、
補
完
性
原
理
が
国
家
を
有
機
的
な
一
個
の
全
体

0

0

0

0

0

（an organic unitas ordinis

）
と
し
て
見

な
す
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
44
（

。
そ
し
て
、
そ
の
全
体
と
し
て
の
社
会
の
内
部
に
そ
の
有
機
的
部
分
と
し
て
様
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
や
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
含
ま
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
部
分
は
国
家
と
い
う
一
個
の
全
体
の
た
め
に
機
能
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て

い
る
と
見
な
す
傾
き
を
持
つ
の
だ
と
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
は
批
判
す
る
）
45
（

。
そ
う
な
る
と
、
国
家
は
、
全
社
会
秩
序
に
方
向
性
を
与
え
る
最
高

の
審
判
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
国
家
以
外
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
内
在
的
で
特
有
な
本
性
と
能
力
を
変
容
さ
せ
て

し
ま
う
。
国
家
は
信
仰
者
に
国
家
が
制
定
す
る
教
条
を
信
仰
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
、
国
家
は
経
済
シ
ス
テ
ム
を
設
計
し
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
家
は
、
短
期
間
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
強
制
を
敷
く
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
が
長
期
に
わ
た
っ

て
施
行
さ
れ
る
な
ら
ば
、
社
会
的
反
動
と
混
乱
を
招
き
、
ソ
連
連
邦
が
崩
壊
し
た
よ
う
に
、
国
家
全
体
の
経
済
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
だ
ろ

う
。ド

ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
に
よ
る
と
、
補
完
性
原
理
の
理
論
的
支
柱
で
あ
る
ト
マ
ス
主
義
哲
学
は
、
伝
統
的
に
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
や
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
主
義
の
全
体
主
義
的
政
体
（polis

）
の
概
念
を
回
避
す
る
た
め
に
、
国
家
に
対
す
る
支
配
権
を
（
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
）
教
会

の
も
の
と
見
な
し
て
き
た
。
ト
マ
ス
主
義
哲
学
に
お
い
て
は
、
教
会
の
事
柄
に
介
入
す
る
権
能
は
、
原
則
、
国
家
に
は
な
い
と
さ
れ
る
）
46
（

。
こ

の
見
解
は
「
自
然
対
恩
寵
」
の
伝
統
的
な
図
式
に
沿
っ
て
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
国
家
は
教
会
よ
り
も
下
位
の
オ
ー

ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
教
会
に
従
属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
教
会
だ
け
が
超
自
然
的
な
恩
寵
の
領
分
に
お
い
て
完
成
し
た
社

会
（societas perfecta

）
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
本
性
は
こ
の
超
自
然
的
な
完
成
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
本
性
は

恩
寵
に
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
47
（

。
ト
マ
ス
主
義
に
お
い
て
は
、
実
定
法
は
自
然
法
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
後
者
と
矛

盾
す
る
場
合
は
妥
当
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
る
。
教
会
だ
け
が
、
自
然
法
の
無
謬
な
る
解
釈
者
と
し
て
、
国
家
の
権
能
の
限
界
に
つ
い
て
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
会
を
除
け
ば
、
個
人
と
下
位
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
立
法
者
が
自
然
法
を
破
っ
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
も
し
国
家
の
法
律
が
自
然
法
に
則
っ
て
い
る
と
国
家
が
主
張
す
る
な
ら
、
彼
ら
は
国
家
の
権
威
に
逆
ら
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う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
自
然
法
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
よ
う
な
場
合
に
、
唯
一
教
会
だ
け
が
最
終

的
に
そ
の
成
否
を
宣
告
で
き
る
の
で
あ
る
）
48
（

。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
国
家
に
包
含
さ
れ
る
、
相
互
に
異
な
る
社
会
の
諸
構
成
部
分
の
す
べ
て
に
及

ぶ
支
配
が
教
会
に
は
及
ば
な
い
。
こ
れ
ら
の
構
成
部
分
に
は
国
家
か
ら
の
自
律
は
究
極
的
に
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
国
家
か
ら
の
教
会
の
自

律
を
措
定
す
る
に
し
て
も
、
国
家
に
従
属
す
る
と
見
な
さ
れ
る
下
位
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
国
家
の
有
機
的

部
分
と
し
て
の
存
在
の
目
的
は
、
国
家
に
仕
え
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
全
体
主
義
的
な
傾
向
を
払
拭
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
に
い
た
っ
て
は
、
こ
の
傾
向
は
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
彼
は
、
少
な
く
と
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
信
仰
告
白
の
内
容
に
関
し

て
政
府
は
決
定
権
を
持
つ
べ
き
だ
と
主
張
し
、
キ
リ
ス
ト
教
会
、
つ
ま
り
信
仰
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
内
在
す
る
特
有
の
生
と
権
威
を
支
配
す

る
権
利
を
国
家
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。
た
だ
、
ヴ
ォ
ル
フ
が
生
き
た
十
七
世
紀
後
期
か
ら
十
八
世
紀
中
葉
の
社
会
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は

ま
だ
様
ざ
ま
に
分
化
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
領
分
主
権
の
原
理
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
た
と
え
こ
の

原
理
が
語
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
時
点
で
は
真
価
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
）
49
（

。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
、
ま
た

補
完
性
原
理
に
お
い
て
も
、
教
会
が
自
ら
の
特
有
な
（sui generis

）
本
性
に
従
っ
て
十
全
に
存
在
す
る
余
地
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と

は
見
落
と
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

補
完
性
原
理
は
、
国
家
に
包
含
さ
れ
る
異
な
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
（institutions

）
が
国
家
の
側
か
ら

の
補
完
的
な
方
法
で
そ
れ
ら
自
身
の
領
分
に
お
い
て
法
を
制
定
で
き
る
よ
う
な
設
定
値
を
制
定
す
る
、
唯
一
の
最
終
的
に
し
て
真
正
の
立
法

者
と
し
て
国
家
を
描
写
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
た
と
え
ば
現
代
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
派
や
新
カ
ン
ト
派
、
実
証
主
義
哲
学
や
歴
史
学
派
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
学
派
の
理
論
に
欠
け
て
い
る
点
は
、
法
の
制
定
者
と
し
て
の
国
家
以
外
に
も
、
相
互
に
自
律

し
た
異
な
る
諸
領
分
が
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
法
を
制
定
す
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
固
有
か
つ
自
律
し
た
立
法
の
能
力
、
つ
ま
り
主
権
が
そ

れ
ぞ
れ
の
領
分
に
存
在
す
る
こ
と
へ
の
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
学
派
は
、
こ
れ
ら
の
立
法
能
力
な
い
し
主
権
を
国
家
の
主
権
か
ら
自
律
し

た
も
の
と
は
考
え
ず
に
、
む
し
ろ
国
家
が
有
す
る
立
法
に
ま
つ
わ
る
権
力
の
派
生
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
学
派
は
、
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国
家
に
含
ま
れ
る
団
体
――
た
と
え
ば
、
教
会
（
宗
教
団
体
）、
家
族
、
企
業
、
学
校
、
そ
の
他
の
職
業
団
体
――
の
存
在
を
認
め
て
は
い

る
）
50
（

。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
の
内
部
で
規
制
や
規
則
を
作
り
、
教
会
や
労
働
組
合
の

場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
自
身
の
内
部
の
事
柄
に
お
い
て
裁
判
を
執
り
行
い
、
裁
定
の
手
続
き
を
な
し
、
罰
を
科
す
こ
と
も
認
識

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
活
動
は
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
領
分
に
内
在
す
る
自
律
し
た
固
有
の
能
力
と
役
目
と
権
威

（proper com
petence, office, and authority in its autonom

y

）
の
行
使
、
す
な
わ
ち
、
真
正
の
立
法
の
行
使
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

い
。
つ
ま
り
、
国
家
こ
そ
が
法
の
真
の
源
泉
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
こ
う
し
た
固
有
の
自
律
し
た
権
威
、
す
な
わ
ち
主
権
は
国
家
か
ら

由
来
し
、
あ
る
い
は
委
譲
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

カ
イ
パ
ー
の
領
分
主
権
原
理
は
、
社
会
の
異
な
る
領
分
の
自
律
性
と
、
こ
れ
ら
の
領
分
が
相
互
に
還
元
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
の
領
分
に
固
有
な
主
権
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
国
家
の
主
権
か
ら
派
生
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
ド
ー
イ

ウ
ェ
ー
ル
ト
が
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
彼
は
カ
イ
ペ
リ
ア
ン
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
は
、
カ
イ
パ
ー
の

領
分
主
権
の
概
念
の
欠
陥
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
イ
パ
ー
は
郡
と
そ
の
下
位
区
分
で
あ
る
郡
区
が
国
家
か
ら
区
別
さ
れ
る
領
分

主
権
を
有
し
て
い
る
と
見
な
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
領
分
主
権
の
原
理
を
州
の
権
限
に
誤
っ
て
応
用
し
た
例
で
あ
る
と
指
摘
し
た
）
51
（

。
こ

れ
は
連
邦
主
義
の
例
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
領
分
主
権
の
例
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
郡
と
州
、
そ
し
て
地
方
政
府
は
、
国
家
か
ら

独
立
し
た
一
定
の
権
限
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
国
家
の
部
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
あ
る
か

ら
、
国
家
は
、
自
ら
の
権
能
の
境
界
を
超
え
て
そ
れ
ら
の
下
位
区
分
の
権
限
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
、
行
政
と
立
法
と
い
う
領
分
の
最
高
の

権
能
と
し
て
、
下
位
の
行
政
機
関
の
権
限
を
制
限
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
し
て
、
国
家
の
領
分
と
宗
教
の
領
分
、
家
族
の
領
分
、
教

育
の
領
分
、
経
済
の
領
分
、
芸
術
の
領
分
な
ど
と
の
関
係
は
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
領
分
は
固
有
の
能
力
・
権

威
・
役
目
を
生
得
的
に
（inherently

）
内
在
し
て
い
る
、
相
互
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
も
し
も
還
元
す
る
と
互
い
に
本
来
の
機

能
と
役
目
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
）
存
在
の
様
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
領
分
内
部
の
固
有
か
つ
自
律
し
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た
立
法
の
能
力
、
つ
ま
り
領
分
主
権
に
お
い
て
、
国
家
に
従
属
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ア
ル
バ
ー
ト
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
に
よ
る
と
、「
そ
も
そ
も
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
は
、
カ
イ
パ
ー
の
領
分
主
権
原
理
の
た
め
に
一
般
的
存
在

論
的
基
礎
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
、
自
身
の
体
系
的
哲
学
を
精
緻
化
し
始
め
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
当
初
か
ら
彼
は
、
基
本
的
多

様
性
は
創
造
さ
れ
た
現
実
の
本
性
に
根
ざ
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
創
造
的
法
の
観
点
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
、
ネ
オ
・
カ

ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
世
界
観
に
と
っ
て
は
非
常
に
基
礎
的
な
確
信
を
カ
イ
パ
ー
と
共
有
し
て
い
た
。
カ
イ
パ
ー
に
と
っ
て
領
分
主
権
は
本
来
、

実
践
的
政
治
に
お
い
て
一
つ
の
指
針
を
提
供
し
た
社
会
学
的
な
原
理
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
は
そ
れ
を
、（
中
略
）
一
つ

の
存
在
論
的
非
還
元
性
の
一
般
原
理
に
ま
で
拡
張
し
た
の
で
あ
る
）
52
（

」。

ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
は
、
領
分
主
権
の
「
存
在
論
的
非
還
元
性
」
の
概
念
を
彼
の
代
表
作
で
あ
る
大
著
『
理
論
的
思
惟
の
新
批
判
（A

 

N
ew

 C
ritique of T

heoretical T
hought

）』
の
第
一
巻
と
第
三
巻
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
）
53
（

。
領
分
主
権
は
法
の
諸
領
分
の
多
様
性
（m

odal 

spheres of law

））54
（

を
指
し
て
い
る
。
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
法
と
は
領
分
内
で
形
成
さ
れ
る
固
有
の
ル
ー
ル
や
規
則
等
を
含
む
、
領
分

の
固
有
の
秩
序
維
持
と
発
展
に
不
可
欠
な
法
規
（the juridical

）
の
こ
と
で
あ
る
。
領
分
主
権
概
念
は
、
国
家
以
外
に
も
法
を
制
定
す
る

集
団
、
す
な
わ
ち
多
く
の
主
権
が
社
会
に
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
に
お
い
て
は
、
国
家
と
は
、
こ
れ
ら
の
多

く
の
主
権
の
頂
点
に
立
っ
て
い
る
唯
一
に
し
て
至
高
の
主
権
を
有
す
る
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
意
味
し
な
い
。
国
家
は
単
に
自
己
の

領
分
に
お
い
て
主
権
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
そ
れ
は
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
イ
ン
ス
テ
ィ

テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
が
各
々
の
領
分
に
お
い
て
主
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
個
々
の
領
分
は
、
特
有
で
根
深
い
特
徴
の

ゆ
え
に
存
在
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。

ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
は
、
単
に
、
社
会
の
様
ざ
ま
な
領
分
の
間
の
還
元
不
可
能
性
を
強
調
し
た
の
で
は
な
い
。『
理
論
的
思
惟
の
新
批
判
』

に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
領
分
主
権
の
概
念
は
、
カ
イ
パ
ー
の
領
分
主
権
の
概
念
に
比
し
て
次
の
点
で
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神

の
創
造
に
お
け
る
被
造
物
は
す
べ
て
、
複
数
の
「
様
態
的
側
面
（m

odal aspects

）」
に
お
い
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
側
面
は
相
互
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に
還
元
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
信
仰
的
側
面
、
倫
理
的
（
道
徳
的
）
側
面
、
法
的
側
面
、
経
済

的
側
面
、
生
命
的
側
面
、
等
々
で
あ
る
）
55
（

。
こ
れ
ら
の
様
態
的
側
面
は
、
相
互
に
峻
別
さ
れ
る
、
事
物
や
事
象
が
存
在
す
る
基
本
的
な
在
り
方

（m
odes of being

）
で
あ
り
、
い
わ
ば
存
在
の
レ
ベ
ル
（
階
層
）
で
あ
る
。
様
態
的
側
面
は
、
具
象
的
な
存
在
と
は
峻
別
さ
れ
る
。
後
者

は
、
複
数
の
様
態
的
側
面
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
様
態
的
側
面
は
、
歴
史
の
過
程
に
お
い
て
、
様
ざ
ま
な
種
類
の
社
会
的
諸

関
係
や
諸
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
特
徴
づ
け
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
適
正
な
様
態
側
面
に
お
い
て
固
有
の
権
威
を
行
使
し
能
力
を
発
揮

す
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
法
的
側
面
は
政
府
を
、
信
仰
的
側
面
は
宗
教
団
体
を
、
経
済
的
側
面
は
企
業
を
適
正
化
（qualify

）
す
る

よ
う
に
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
も
他
を
自
己
に
帰
属
す
る
よ
う
な
小
集
団
（
部
分
）

と
し
て
扱
っ
た
り
、
他
に
対
し
て
自
己
の
権
威
の
上
位
性
を
訴
え
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

0

0

0

0

。

ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
の
様
態
論
的
あ
る
い
は
存
在
論
的
領
分
主
権
は
、
事
物
が
存
在
す
る
様
態
的
側
面
の
相
互
不
還
元
性
か
ら
導
き
出
さ

れ
た
概
念
で
あ
る
。
各
側
面
に
は
自
己
の
固
有
の
権
威
を
行
使
す
る
主
権
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
権
威
が
無
視
さ
れ
た
り
蔑
ろ
に

さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
混
同
さ
れ
た
り
、
他
の
権
威
に
還
元
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
間
に
不
可
避
的
に
矛
盾
や
対
立
が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
の
様
態
論
的
領
分
主
権
（sphere-sovereignty of m

odal aspects

））56
（

あ
る
い
は
存
在

論
的
領
分
主
権
の
考
え
は
、
カ
イ
パ
ー
の
領
分
主
権
原
理
と
比
較
し
て
よ
り
精
緻
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
が
主

張
し
た
こ
と
は
、
あ
る
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
、
た
と
え
ば
国
家
が
、
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
内
在
的

本
性
と
能
力
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
は
、
短
期
的
に
見
れ
ば
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
長
期
的
に
見
れ
ば
、
た
と
え
国
家
が
そ
れ
を
望
も
う
と

も
、
悪
影
響
を
及
ぼ
す
反
動
な
し
で
は
で
き
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
）
57
（

。「
領
分
主
権
は
、
社
会
的
関
係
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
本
性
に
よ
っ

て
決
定
づ
け
ら
れ
限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
神
の
世
界
秩
序
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
58
（

」。
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お
わ
り
に

本
稿
の
導
入
で
提
起
さ
れ
た
最
初
の
問
い
は
、「
国
家
の
権
利
と
責
任
、
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
権
利
と
責
任
を
ど
の
よ
う
な
議
論

に
基
づ
い
て
区
別
す
る
の
か
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
は
、
本
質
的
に
、
補
完
性
の
原
理
と
領
分
主
権
に
よ
っ
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
社
会
秩
序
の
原
則
は
、
立
憲
民
主
主
義
国
家
の
範
囲
内
に
お
い
て
国
家
の
支
配
が
及
ぶ
領
域
に
存
在
す
る
、
家
族
、
学
校
、
企

業
、
そ
の
他
多
く
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
絡
み
合
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
深
く
関
係
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
異
な
る
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
や
諸
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
そ
れ
そ
れ
の
本
性
に
即
し
て
、
相
互
に
独
立
し
た
権
能
と
権
利
と
責
任
を
も
っ
て
自
律
し
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
国
家
か
ら
も
自
律
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
補
完
性
の
原
理
と
領
分
主
権
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
相
対
的
自
律
」
と
特
徴
づ
け
た
、
市
民
社

会
の
諸
領
分
と
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
内
に
存
在
す
る
様
ざ
ま
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自
律
性
に
基
づ
く
概
念
で
あ
る
。
こ

う
し
た
観
点
に
お
い
て
、
自
治
と
は
、
市
民
が
自
ら
の
こ
と
を
自
ら
支
配
す
る
権
利
を
有
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
人
間

の
尊
厳
を
守
り
つ
つ
、
権
力
の
普
及
と
市
民
の
生
活
の
質
を
促
進
す
る
た
め
の
独
自
の
権
利
と
自
由
と
責
任
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
国
家
は
様
ざ
ま
に
分
化
し
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
本
的
権
利
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
こ
れ
ら
の
自
治
権
と
自
由
が
本
質
的
に
国
家
に
よ
る
承
認
か
ら
派
生
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
国
家
は
公
共
正
義
の
考
え
に
従
っ
て
達
成
す
べ
き
共
通
善
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

国
家
と
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
的
な
関
係
と
い
う
第
二
の
問
い
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府

が
市
民
社
会
を
支
配
す
る
傾
向
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
市
民
社
会
の
諸
課
題
を
解
決
す
べ
く
最
後
の
手
段
と
し
て
介
入
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
私
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
自
己
の
課
題
や
責
任
を
自
ら
果

ky6512谷口・ウォー�リンクd.indd   150 19.3.28   10:20:30 AM



151 市民社会と領分主権

た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
公
共
正
義
の
基
準
に
照
ら
し
て
こ
の
介
入
が
共
通
善
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

社
会
的
崩
壊
の
危
険
性
と
い
う
第
三
の
問
い
へ
の
答
え
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
社
会
的
基
盤
を
構
成
し
社
会
全
体

を
支
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
様
ざ
ま
に
分
化
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
市
民
に
社
会
的
お
よ
び
政
治
的
な
生
を
知
ら
せ
、

社
会
お
よ
び
国
家
に
貢
献
す
る
よ
う
に
市
民
を
駆
り
集
め
る
仲
介
的
な
機
能
を
果
た
す
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

は
市
民
社
会
の
活
力
に
貢
献
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
国
家
は
ま
た
、
市
民
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
そ
し
て
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
イ
ン
ス

テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
権
利
を
認
め
持
続
さ
せ
る
こ
と
と
、
安
全
、
教
育
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
、
自
然
環
境
の
保
護
、
市
民
と
諸
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
権
利
、
そ
し
て
弱
い
立
場
の
集
団
の
保
護
の
必
要
を
満
た
す
「
道
徳
的
イ
ン
フ
ラ
」
を
維
持
す
る
こ
と
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
活
力
に
貢
献

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
市
民
社
会
を
ホ
リ
ゾ
ン
タ
ル
な
社
会
構
造
と
し
て
捉
え
る
見
解
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
透
明
期
に
ア
ル
テ
ゥ
ジ
ウ
ス
が
言
及

し
、
そ
の
後
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
論
究
さ
れ
、
十
九
世
紀
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
、
マ
リ
タ
ン
に
代
表
さ
れ
る
現
代

カ
ト
リ
ッ
ク
の
補
完
性
原
理
お
よ
び
カ
イ
パ
ー
と
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
の
領
分
主
権
原
理
に
お
い
て
理
論
化
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
れ

ら
の
中
で
補
完
性
原
理
と
領
分
主
権
原
理
は
市
民
社
会
の
統
合
性
を
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
イ
ン
ス
テ
ィ

テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
自
律
を
保
護
し
、
促
進
し
、
必
要
で
あ
れ
ば
適
切
な
状
況
と
条
件
の
下
で
、
政
府
が
そ
れ
ら
の
自
律
し
た
活
動
に
介
入
す

る
と
い
う
社
会
構
造
に
見
据
え
た
、
と
い
う
意
味
で
は
補
完
性
原
理
と
領
分
主
権
原
理
は
近
似
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
補
完
性
原
理
は
、

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
政
府
な
い
し
国
家
と
の
関
係
を
「
全
体
と
部
分
」
と
い

う
観
点
か
ら
理
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
カ
イ
パ
ー
の
領
分
主
権
原
理
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
視
座
の
影
響
を
十
分
に
払
拭
で
き
て
は
い
な

か
っ
た
。
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
は
、
市
民
社
会
の
構
造
を
ホ
リ
ゾ
ン
タ
ル
な
関
係
に
見
据
え
る
な
ら
、
こ
れ
ら
を
国
家
に
従
属
す
る
下
位
の

構
成
部
分
と
し
て
捉
え
る
限
り
、
究
極
的
に
は
そ
れ
ら
は
国
家
の
支
配
か
ら
自
律
で
き
な
い
こ
と
を
、
領
分
主
権
の
概
念
を
理
論
的
に
よ
り

精
緻
に
す
る
こ
と
で
鋭
く
指
摘
し
た
点
で
、
よ
り
有
効
な
原
理
を
提
唱
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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注

（
1
） Souvereinifeit in eigen kring 

お
よ
び sphere sovereignty 

の
訳
語
と
し
て
、「
領
域
主
権
」
の
訳
語
が
キ
リ
ス
ト
教
会
の
一
部
、
特
に
改
革

派
神
学
諸
陣
営
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
言
う
「
領
域
」
と
は
固
有
の 

権
能
・
責
任
・
意
志
決
定
力
が
及
ん
で
い
る
、
社
会
に
お

け
る
個
々
の
限
定
的
な
範
囲
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
空
間
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
、「
領
域
主
権
」
と
い
う
用
語
に
は
国
際

条
約
お
よ
び
国
際
法
に
お
い
て
広
汎
に
使
用
さ
れ
る
別
の
意
味
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
る
混
同
を
避
け
る
こ
と
の
理
由
か
ら
、
人
間
の
相
互
不

可
侵
な
る
諸
権
威
が
排
他
的
に
働
く
諸
範
囲
（
家
庭
、
教
会
な
ど
の
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
学
校
、
企
業
体
等
）
を
表
現
す
る
た
め
に
、「
領

分
主
権
」
の
訳
語
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
訳
語
は
、
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
に
お
い
て
は
よ
り
適
切
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー

ル
ト
は
、
カ
イ
パ
ー
の
社
会
学
的
な
領
分
主
権
概
念
を
様
態
論
的
な
い
し
存
在
論
的
原
理
に
ま
で
拡
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
哲
学
に
お
い
て
領
分
主
権
と
は
、
存
在
論
的
諸
様
態
（ontological m

odalities

）
あ
る
い
は
様
態
的
諸
側
面
（m

odal 

aspects

）
の
還
元
不
可
能
性
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
社
会
学
的
原
理
が
依
拠
す
る
存
在
論
的
原
理
で
あ
る
。
各
社
会
的
側
面
（each of the 

societal aspects

）
――
た
と
え
ば
、
宗
教
、
教
育
、
政
治
、
経
済
、
芸
術
――
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
一
つ
の
様
態
（m

odality

）
に
よ
っ

て
適
正
化
さ
れ
る
（qualified

）。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
様
態
は
、
相
異
な
り
、
相
互
に
還
元
不
可
能
で
あ
る
。
様
態
と
は
、
ド
ー
イ
ウ
ェ
ー

ル
ト
が
規
定
し
た
相
異
な
る
、
十
四
な
い
し
十
五
の
存
在
の
基
本
的
な
在
り
方
（the fundam

ental w
ays of being

）
で
あ
る
。
存
在
の
様
態

（m
odes of being

）
と
し
て
、
諸
様
態
は
そ
れ
ぞ
れ
が
帰
属
す
る
具
象
的
な
存
在
と
峻
別
さ
れ
る
。
以
下
注
（
51
）
を
参
照
。

（
2
） Johannes A

lthusius, Politica

（Indianapolis: Liberty Fund, 1995
）, p. 66. Politica M

ethodice D
igesta

（1604
1st, 1610

2nd, 1614
3rd

）
の

第
三
版
の
英
訳
で
の
要
約
版
はT

he Politics of Johannes A
lthusius, Frederick S. C

arney ed. &
 trans.

（London: E
yre and Spottisw

oode, 

1965

）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、Politica 

を
参
照
に
し
て
い
る
。

（
3
） Ibidem

, pp. 21

―22.

（
4
） Ibidem

, p. 7, p. 13.
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（
5
） Ibidem

, pp. 175

―177.
（
6
） Ibidem

, pp. 144

―145. Q
uentin Skinner, T

he Foundations of M
odern Political T

hought

（C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity Press, 

1978

）, vol. II, pp. 341

―342

を
参
照
。﹇
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
『
近
代
政
治
思
想
の
基
礎
』、
門
間
都
喜
郎
訳
、
春
風
社
、
二
〇
〇
九
年
。﹈

（
7
） Ibidem

, p. 80.

（
8
） Ibidem

, p. 37.

（
9
） Ibidem

, pp. 31
―32, pp. 189

―190.

（
10
） Ibidem

, pp. 17
―26.

（
11
） Ibidem

, pp. 84

―85.

（
12
） Ibidem

, p. 19.

（
13
） A

ristotle, Politica, H
. R

acham
 trans.

（C
am

bidge, M
ass.: H

arvard U
niversity Press, 1990

）, 1253a, 17

―18.

（
14
） O

tto von G
ierke, Johannes A

lthusius und die E
ntw

icklung der naturrechtlichen Staatsheorien: zugleich ein B
eitrag zur G

eschichte 

der R
echtssystem

atik

（B
reslau: M

. &
 H

. M
arcus, 1919

）, chap. 3, sec. 3.  

オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
『
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ジ
ウ

ス
――
自
然
法
的
国
家
論
の
展
開
及
び
法
体
系
学
説
史
研
究
』、
笹
川
紀
勝
・
本
間
信
長
・
増
田
明
彦
訳
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
第
三
章

三
節
を
参
照
。

（
15
） Jean-Jacques R

ousseau, T
he Social C

ontract
（A

ziloth B
ooks, 2011

）, II, 3.

﹇D
u C

ontract Social

（1762

）,（N
ed. Vert.: H

et 

m
aatschappelijk verdrag. A

m
sterdam

/M
eppel: B

oom
, 1972

）.﹈

（
16
） C

hristian W
olff, G

rundsätze des N
atur- und Völckerrechts

（H
ildesheim

/N
ew

 York: G
eorg O

lm
s, 1754

）, III.2.1, sec. 972.

（
17
） Ibidem

, III.2.1, sec. 980.

（
18
） Ibidem

, III.2.1, sec. 972.

（
19
） 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』、
松
本
礼
二
訳
、
第
一
巻
（
上
・
下
）、
第
二
巻
（
上
・
下
）、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇 

〇
八
年
。

（
20
） 

ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
『
旧
体
制
と
大
革
命
』、
小
山
勉
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
、
第
一
部
、
第
五
章
。

（
21
） 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』、
第
二
巻
、
第
三
部
、
第
二
一
章
。
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（
22
） 

同
書
、
第
二
巻
、
第
二
部
、
第
五
章
。

（
23
） 
同
書
、
第
二
巻
、
第
二
部
、
第
七
章
。

（
24
） Pope Pius X

I, Q
uadragesim

o A
nno, 1931, sec. 83.

﹇
テ
オ
ド
ー
ル
・
ゲ
ッ
ペ
ル
ト
編
『
基
督
教
と
社
會
再
建
――
レ
オ
十
三
世
・
ピ
オ
十
一

世
回
勅
』、
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一
九
四
七
年
。﹈

（
25
） Ibidem

, pp. 79

―80.

（
26
） Jacques M

aritain, M
an and the State

（W
ashington: C

atholic U
niversity of A

m
erica Press, rev., ed., 1998

）, pp. 9

―13. ﹇
ジ
ャ
ッ
ク
・

マ
リ
タ
ン
『
人
間
と
国
家
』、
久
保
田
正
幡
・
稲
垣
良
典
訳
、
創
文
社
、
第
五
版
、
一
九
七
九
年
。﹈

（
27
） 

カ
イ
パ
ー
に
つ
い
て
は
、P. K

asteel, A
braham

 K
uyper

（K
am

pen: J. H
. K

ok, 1938

）
お
よ
び M

cK
endree R

. Langley, T
he Practice of 

Spirituality: E
pisodes in the Public C

areer of A
braham

 K
uyper

（St. C
atharines: Paideia, 1984

）
を
参
照
。

（
28
） A

braham
 K

uyper, C
alvinism

（N
ew

 York: H
oveker &

 W
orm

ser Ltd., 1895

）, pp. 109

―112. ﹇
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
カ
イ
パ
ー
『
カ
ル
ヴ
ィ
ニ

ズ
ム
』、
鈴
木
好
行
訳
、
聖
山
社
、
一
九
八
八
年
。﹈

（
29
） A

. K
uyper, T

he Problem
 of Poverty

（Sioux: D
ordt C

ollege Press, 2011

）, pp. 44

―45.

（
30
） K

uyper, C
alvinism

, p. 116  

さ
ら
に pp. 123
―127 

参
照
。

（
31
） Ibidem

, pp. 113

―114.

（
32
） Ibidem

, pp. 124

―125.

（
33
） Philip Selznick, T

he M
oral C

om
m

onw
ealth: Social T

heory and Prom
ise of C

om
m

unity

（B
erkley: U

niversity of C
alifornia Press, 

1994

）, pp. 517

―518.

（
34
） A

m
itai E

tzioni, T
he N

ew
 G

olden R
ule: C

om
m

unity and M
orality in a D

em
ocratic Society

（N
ew

 York: B
asic B

ooks, 1998

）, pp. 175

―179.

﹇
ア
ミ
タ
イ
・
エ
チ
オ
ー
ニ
『
新
し
い
黄
金
律
』、
永
安
幸
正
監
訳
、
麗
澤
大
学
出
版
会
：
廣
池
学
園
事
業
部
、
二
〇
〇
一
年
。﹈

（
35
） Ibidem

, p. xviii, p. 5.

（
36
） Ibidem

, p. 27.

（
37
） Philip Selznick, T

he M
oral C

om
m

onw
ealth, p. 518. A

lexis de Tocqueville, D
em

ocracy in A
m

erica, vol. II, pp. 515

―517. M
ichael 

W
alzer, Spheres of Justice

（N
ew

 York: B
asic B

ooks, 1974

）, p. 3

―10. ﹇
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
『
正
義
の
領
分
』、
山
口
晃
訳
、
而
立
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書
房
、
一
九
九
九
年
。﹈

（
38
） Ibidem

, pp. 517

―518. W
alzer, Ibidem

, pp. 3
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（
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） Ibidem

, p. 363.
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） Ibidem
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（
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） W

alzer, ibidem
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42
） C
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em

ocratique

（Librairie A
rthem
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ク
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ォ
ー
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義
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介
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書
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二
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照
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 C
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）, p. 7.
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 C
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（
55
） 

ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
は
、
十
五
の
様
態
か
ら
な
る
様
態
理
論
（m

odal theory

）
を
構
築
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
数
的
（num

eric

）、
空
間

的
（spatial

）、
運
動
的
（kinem

atic

）、
物
理
的
（physical

）、
生
物
的
（biotic

）、
感
性
的
（psychic

）、
論
理
的
（logical

）、
歴
史
的

（historical

）、
言
語
的
（lingual

）、
社
会
的
（social

）、
経
済
的
（econom

ic

）、
審
美
的
（aesthetic

）、
法
的
（juridical

）、
倫
理
道
徳
的

（ethical or m
oral

）、
信
仰
的
（pistic or certitudinal

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
こ
れ
ら
の
様
態
的
側
面
を
詳
細
に
議
論
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。D

ooyew
eerd, A

 N
ew

 C
ritique of T

heoretical T
hought, vol. II, part I.  

ド
ー
イ
ウ
ェ
ー
ル
ト
の
様
態
的
領
分
理
論
（the 

theory of the m
odal spheres

）
あ
る
い
は
様
態
的
法
理
論
（m

odal law
 theory

）
へ
の
優
れ
た
導
入
と
し
て
は
、L. K

alsbeek, C
ontours 

of a C
hristian Philosophy: A

n Introduction to H
erm

an D
ooyew

eerd ’s T
hought

（Toronto: W
edge Publishing Foundation, 1975

）
や 

C
alvin G

. Seerveld, “D
ooyew

eerd ’s Legacy for A
esthetics: M

odal Law
 T

heory ” in T
he Legacy of H

erm
an D

ooyew
eerd 

が
あ
る
。

（
56
） D

ooyew
eerd, ibidem

, vol. I, p. 106.

（
57
） Ibidem

, vol. III, p. 385.

（
58
） Ibidem

, vol. III, pp. 220

―222.
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