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新

カ

ン
ト
主
義
政
治
學

の
危
機

(
序
論
)

は

し

か

き

い
か
な
る
理
論
も
、
そ
の
生
れ
た
時
代
の
意
義
を
持
た
す
に
は
存
在
し
な
い
た
め
に
、
そ
の
生
命
は
決
し

て
永
遠
で
は
な
い
。
ヵ

ン
ト
主
義
と
こ
こ
で
よ
ん
で
ゐ
る
カ
ン
ト
の
哲
學
的
立
場
を
承
縫
す
る
理
論
も
亦
、
カ
ン
ト
の
生
存
せ
し
時
代
に
於
て
す
ら
、

マ
ア

カ
ン
チ
リ
ズ
ム
や
、
ブ
イ
ヒ
テ
や

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
な
ど
の
反
対
が
あ

つ
た
に
も
か
か
は
ら
す
、
そ
の
時
代

の
意
味
を
荷
う
て
ゐ
た

た
め
に
、
そ
れ
は
新
カ
ン
ト
主
義
ま
で
相
當
久
し
い
獲
展
力
を
示
し
て
き
た
け
れ
ど
も
ーそ
れ
は
か
や
う
な
時
代
の
意
味

の
う
ち
に
、

い
ま
だ
発
展

性
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

カ
ン
ト

に
よ
つ
て

表
現
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な

時
代
的
意
味
1

そ
れ
は

近
代
主
義
(
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
)
の
別
名
で
示
さ
れ
て
ゐ
る
ー

が
、
今
日
で
は
却
つ
て
私
共
の
社
会
的
桓
櫓
と
な
る
に
至
つ
た
と
云
ふ

こ
と
、
.そ
の
こ
と
が
ほ
ん
と
う
の
l
l
す
な
は
ち
反
動
的
意
味
で
な
い
ー

進
歩
的
な
意
味
で
の
カ
ン
ト
主
義
叉
は
新
ヵ
ン
ト
主
義

へ
の
批
判
を
私
共
に
要
求
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
が
な
し
た
軍
國
主
義
や
資
本
主
義

へ
の
批
判
(「
封
鎖
商
業
國
家
」
)、
貨
幣
制
度
の
撤
康
論
(
全
上
)
議
會
政
治
及
び
三
権
分

立

へ
の
反
対

(「
自
然
法
論
」
)
な
ど
は
暫
く
別
と
し
て
、

マ
ア
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
や
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
が
、
カ
ン
ト
主
義
に
対
す

る
反
動

的
批
判
で
あ
つ
た
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
私
共

の
立
場
が
か
や
う
な
も
の
で
あ
つ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
に
も

か
か
は
ら
す
、
今
日
な
ほ
人
々
は
、
カ
ン
ト
主
義
を
批
判
す
る
に
、
こ
の

マ
ア
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
や

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
の
立
場
を
借
る

新

カ
ン
ト
主
義
政
治
學

の
危
機
(
序
論
)

(
今
中
)

(
第
六
巻

第

一
號

三
)

三
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論

)

(
今
中

)

(第

六
巻

第

一
號

四
)

四

こ

と

が

多

い
。

そ

れ

は
官

僚

的

保

守

主

義

や

軍

閥

的

主

職
論

や

フ

ア
ツ

シ
ズ

ム
に

於

て

現

は

れ

て

ゐ

る

。

そ

れ

は

ま

た

マ
ア

カ

ン
チ

リ

ズ

ム
や

ロ

マ

ン
チ

シ

ズ

ム

の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
内
容

に

つ

い
て

の
無

智

か

ら

く

る

こ

と

が

多

い
。

例

へ
ば
ベ
ル
リ
ン
大
學
の
ル
ド
ル
フ
ーー
ス
メ
ン
ド
が
述
べ
た
次
の
や
う
な
言
葉
ー

『
國
家
の
危
機
は
、
決
し
て
敏
洲
大
職
並
び
に
そ
の
後
の
社
會
的
混
乱

に
基
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
精
神

史
的
な
、

從

つ
て
ま
た
科
學
史
的
な
出
來
事
で
あ
る
。
國
家
論
の
危
機
が
、
新

カ
ン
ト
主
義
、
叉
は
哲
學
上
に
於
て
新
カ
ン
ト
主
義
に
於
て

代
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
科
學
的
方
法

一
般
に
館
せ
ら
る
べ
き
こ
と
は
、

エ
ー
リ
ツ
ヒ
ーー
カ
ウ

フ
マ
ン
が
云

つ
た
や
う
に
、
全
く

正
し
い
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
i

故
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
方
法
論
的
土
毫
が
、
こ
れ
ま
で
薪
カ
ン
ト
主
義
自
體

に
於
て
す
ら
、
久

し
く
見

る
こ
と
の
で
き
な
か
つ
た
反
實
誰
主
義
的
な
、
新
カ
ン
ト
主
義
的
闘
争
形
式
の
上
に
建
て
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、

決
し
て
偶
然
で
は
な
い
Q
』
(
二
頁
)

(
騰
)

か
や
う
に
現
代
の
文
化
的
混
乱

を
社
會
史
的
な
も
の
と
見
な
い
で
、
精
神
史
的
な
も
の
と
見
よ
う
と
す
る
も
の
、
及

び
H
e
i
n
r
i
c
h

T
r
i
e
p
e
l
,
 
O
t
t
o
 
 
K
o
e
l
l
r
e
u
t
t
e
r
,
 
F
.
 
W
.
 
J
e
r
u
s
a
l
e
m

ら
の
洗、」
と
き
官
僚
的
保
守
主
義
者

の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
批
判
な
ど
は
、
み
な

一
種

の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
的
傾
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
的
立
場
が
今
日
支
持
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

エ
ー
リ
ッ
ヒ
＝
カ
ウ
フ
マ
ン
が
、
す
で
に

一
九
二

一
年
に
次
の

や
う
に
徹
底
的
に
批
判
し
た
通
り
で
あ
る
。

(
二
)

『
私
の
哲
學
的
出
畿
鮎
は
、
最
近
の
世
代
を
支
配
し
て
ゐ
た
新
カ
ン
ト
主
義
で
あ
り
、
と
く
に
西
南
學
派
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
の



そ
れ
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
恩
師
で
あ
り
、
指
導
者
で
あ
つ
た
ヴ
イ
ン
デ

ル
バ

ン
ド
や
リ
ツ
ケ
ル
ト
、
と
く
に
本
書
を
献
げ
よ
う
と

す
る
パ
ウ
ル
ー

ヘ
ン
ゼ
ル
に
、
深
き
感
謝
を
さ
さ
け
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
に
於
て
、
同
僚
で
あ

つ
た

エ
ミ
ー
ル
ー
ラ
ス
ク
に
感

謝
と
苦
衷
と
を
表
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
私
の
道
程
は
、
す
で
に
彼
ら
か
ら
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
私
が
カ
ン
ト

哲
學
の
批
判
に
於
、て
、
こ
こ
に
自
ら
の
立
場
を
明
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
飴
儀
な
く
さ
れ
る
に
至
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…

新
カ
ン
ト
主
義
哲
學
を
特
色
づ
け
て
き
た
形
而
上
學
的
抽
象
的
形
式
主
義
及
び
そ
の
超
越
的
理
知
主
義

(
ラ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
)
と

主
知
主
義
(
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ユ
ア
リ
ズ
ム
)
は
、
法
律
學
的
方
法
と
し
て
當
時
最
も
親
み
あ
る
方
法
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、

一
方
で

新
カ
ン
ト
主
義
の
意
識
的
な
非
存
在
的
態
度
に
よ
つ
て
、
現
象
や
髄
験
か
ら
隔
離
的
な
結
果
が
生
れ
、
現
代

の
倫
理
や
政
治
や
肚

魯
や
丈
化
的
問
題
が
全
く
超
越
的
な
純
粋
形
式
的
な
立
場
で
取
扱
は
れ
て
を
り
…
…
全
く
そ
こ
に
哲
學
的
室
疎
以
外
の
何
も
の
を

も
感
じ
得
な
い
こ
と
に
な

つ
た
。
私
共
は
哲
學
す
る
た
め
に
、
出
來
る
だ
け
多
く
を
知
り
、
見
、
禮
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
感
す
る
に
至

つ
た
。
…
…
か
く
て
私
共
は
所
謂
純
粋
法
理
的
方
法
で
、
法
律
學
も
亦
等
し
く
、
杜
會

的
、
政
治
的
生
活
事
實

か
ら
引
き
離
さ
れ
た
効
果
の
な
い
、
自
己
満
足
に
陥

つ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
こ
こ
に
私
共
は
、
新
カ
ン
ト
主
義

の
科
學
的
肚
禽
的
効
果
に
対
す

る
悩
み
を
持
つ
て
ゐ
る
。
』
(V
I
W
)

『
眞
理
の
な

い
認
識
論
、
精
籔
の
な
い
心
理
學
、
法
概
念
の
な
い
法
律
學
、
道
徳
概
念
の
な
い
形
式
的
感
性
倫
理
學
、
具
龍
的
精

赫
性
に
關
す
る
感
情
を
訣

い
だ
精
神

科
學
、
そ
れ
は
時
代
に
対
し

て
は
幼
兄
に
等
し
い
。
室
疎
な
る
形
式

の
際
限
の
な
い
海
原
の

う
ち
に
さ
ま
よ
ひ
つ
つ
、
経
験
的
事
實
の

一
つ
を
も
解
決
し
得
な
い
思
惟
、
そ
れ
は
新
カ
ン
ト
主
義
自
體

の
思
ひ
染
め
も
し
な
い

新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巷

第

一
號

五
)

五



新
カ
ン
ト
主
艶我
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(籠
σ六
巻

肋弟
一
號

山ハ
)

六

反
対

の
方
向
を
獲
展
せ
し
功
る
機
縁
で
あ
り
、
現
代

の
最
新
し
い
病
弊
た
る
精
神

の
形
而
上
學
に
押
し
込

め
ら
れ
た
國
民
精
神

を

説
く
、
か
の
排
斥
す
。へ
き
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
ァ
流
の
思
想
そ
の
も
の

へ
の
道
程
を
開
拓
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
』
二

〇

〇
頁
)

正
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
問
題
は
薪
カ
ン
ト
主
義
に
対
す

る
批
判
が
、
い
か
な
る
立
場
か
ら
な
さ
る
べ
き
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
い
か
な
る
批
判
的
立
場
が
、
進
歩
的
で
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
に
存
し
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。

本
稿
は
昭
和
八
年
及
び
九
年

の
夏
學
期
に
於
て
講

じ
た
「
危
機

の
政
治
學
」
の

一
部
分
で
あ
つ
て
、
そ
の
序
論
に
相
當
し
て
ゐ
る
。

そ
れ
は

エ
リ
ネ
ッ
ク
と
ヴ

エ
ー
バ
ア
と
ケ
ル
ゼ
ン
と
に
よ
つ
て
代
表
せ
ら
れ
る
新
カ
ン
ト
主
義
の
三
つ
の
異

れ
る
分
野
に
於
る
政
治

學
的
方
法
論
の
批
判
で
あ
る
が
、
こ
の
三
つ
の
分
野
は
、
政
治
學
方
法
論
上
で
薪
カ
ン
ト
主
義
の
示
し
得
た
す
べ
て
の
立
場
の
代
表

で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
な
ほ
こ
の
新
カ
ン
ト
主
義
の
含
む
鉄
陥
か
ら
生
じ
て
く
る
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
的
方
向
が
、
本
稿
に
績
く
べ
き
で

あ
り
、
更
に
こ
の
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
的
方
向

へ
の
批
判
を
以
て
こ
の
論
文
は
完
結
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
分
割
し
て
そ
の

獲
表
を
他
口
に
期
し
た
ま
で
で
あ
る
Q

(
一
)
R
u
d
o
l
f
 
S
m
e
n
d
,
 
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
 
a
n
d
 
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
r
e
c
h
t
,
 
S
.
 
2
.

(
=

)
E
r
i
c
h
 
K
a
u
f
m
a
n
n
,
 
K
r
i
t
i
k
 
d
e
r
 
n
e
u
k
a
n
t
i
s
c
h
e
n
 
R
e
c
h
t
s
p
h
i
l
c
s
o
p
h
i
e
,
 
1
9
2
1
.



第

一
章

グ

オ

ル
グ
＝

エ
リ
ネ

ツ

ク
に

お
け

る
方

法

二

元
論

の
危

機

(

一
)

上
に
述
べ
た
や
う
に
、
ス
メ
ン
ド
が

「國
家
論
の
危
機
…
…
は
社
会

的
混
乱

に
基
く
も
の
で
は
な
い
」
と
云
つ
て
ゐ
る
の
に
は
、

賛
成
し
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
彼
が
そ
れ
は

「
…
…
新
カ
ン
ト
主
義
に
於
て
代
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
科
學

的
方
法

一
般
に
蹄
せ
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
云
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
正
し
い
の
で
あ
る
。

新
カ
ン
ト
主
義
、
す
な
は
ち
カ
ン
ト
的
な
方
法
に
も
と
つ
く
思
惟
方
式
に
よ
つ
て
作
り
あ
け
ら
れ
た
諸
文
化
は
、
す
な
は
ち
近
代

的
文
化
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
的
文
化
の
内
在
的
原
理
に
外
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
自
由
主
義
と
結
合
せ
る
理
知

主
義
で
あ
り
、
主
知
主
義
で
あ
つ
た
。
故
に
近
代
的
な
文
化
的
諸
機
構
が
、
今
そ
の
危
機
に
立
つ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の

内
在
的
な
カ
ン
ト
的
原
理
と
社
会
的
現
實
と
の
闇
に
、
新
し
い
矛
盾
が
発
展

し
て
き
た
こ
と
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ

つ
て
、
カ
ン
ト

的
方
法
が
、
現
に
こ
れ
ま
で
持

つ
て
ゐ
た
杜
會
的
指
導
力
を
、
喪
失
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
(
一
)

し
か
し
カ
ン
ト
主
義
が
か
や
う
に
そ
の
指
導
力
を
失
つ
た
こ
と
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
決
し
て
カ
ン
ト
主
義

の
變
遷
に
よ
る
の

で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
社
會
的
変
遽
に
よ
る
の
で
あ
る
。
社
会

的
推
移
は
こ
N
に
カ
ン
ト
主
義
の
矛
盾
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が

つ
て
そ
れ
に
代
る
文
化
の
薪
し
い
内
在
的
原
理
を
、
祉
愈
は
必
要
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

故
に
こ
れ
を
就
倉
的
に
見
れ
ば
、
現
代

の
危
機
は
、
社
会

的
転
換

期
と
し
て
の
危
機
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
文
化
的
に
見
れ
ば
、
そ

新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巷

笛
二
號

七
)

七



新

カ

ン
ト
主
義
政

治
學

の
危
機
(
序
論
)

(
今

中
)

`

(
第

六
巷

第

一
號

八
)

八

れ

は

か

や

う

な
社

會

的
転
換

期

に
伴

ふ

と

こ

ろ

の

、
社

會

的

内

在

原

理

の
転
換

の
危
機

で

あ

る
と

云

ふ

こ
と

が

で

き

よ

う
。

火

山

は

地
殻

の

弱

い
と

こ

ろ

を
破

つ

て
爆

磯

す

る
。

か

や
う

な

社
會

的
転
換

期

の
、

文

化

的

矛
盾

も

ま

た

、

そ

の

文
化

的

弱

鮎

に

於

て
暴

露

さ

れ

る
。

換

言

す

れ

ば

、

そ

の
理
論

的

朋

鮎

を

通

じ

て
爆

磯

す

る

の
で
あ

る
。

(
一
)
ヵ

ン
ト
主
義

と
「
新
」
ヵ

ン
ト
主
義

と
を
、
殆
ん
ど
同
義

異
語

の
や
う
に
用
ひ

て
ゐ
る
。
も
と
よ
り
両
者

は
異

り
、
新

ヵ

ン
ト
主
義

が
は
る
か

に

肇
展
し
た
ヵ

ン
ト
主
義

で
あ

る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な

い
が

、
新
ヵ

ン
ト
主
義

に
於

て
途

に
ヵ
ン
ト
主
義

に
対
す

る
意
圖
さ
れ
た
修

正
は
完
成

を

見

る
こ
と
が
で
き
ず

、
釜
々
そ
の
訣
陥

の
聚

展
に
終

っ
て
ゐ

る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
故

に
新
ヵ

ン
ト
主
義

に
対
し

て
も

カ

ン
ト
主
義

に
対
し

て

も
そ

の
批
判
が
根
本

的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

こ
エ
で

は
両
者

を
区
別

す
る
の
必
要
を
認

め
な

い
と
思

ふ
。

な
ほ
ラ
シ

ヨ
ナ
リ
ズ
ム
と
種
す
る
と

こ
ろ
の
、

ス

コ
ラ

ス
チ

シ
ズ

ム
に
代

っ
て
ラ
イ
プ

ニ
ツ
ツ

・
ボ

ル
フ
に
ょ

つ
て
確
立
さ
れ
、
近
代
啓
蒙
主

義

に
獲
展
し

て
き
た
世
界
観
的
立
場
は
、
合
理
主
義
と
邦
課
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
往

々
こ
の
合
理
主
義

を
、
合

理
的

、
す
な
は
ち
リ
ー
ゾ

ナ
ブ

ル
と

云
ふ
意
味

に
解

し
、
思
想
盤
系
と
し

て
の
内
容

を
無
視

す

る
淺
薄

な
人

々
が
あ

る
。
故

に
そ

の
誤
解

な
か
ら
ん
が
た

め
に
理
知

主
義

と
邦
課
し

て

鷺
き
た

い
。
主
知
主
義
は
む
し
ろ
イ

ン
テ

レ
ク
チ

ユ
ア
リ
ズ

ム
の
課
と
考

へ
て
頂
き
た

い
。

(
二
)

政

治

學

上

に

於

て

、

現

代

の
新

カ

ン
ト

主
義

的
方

法

の
出
発

勲

を
な

す

も

の

は

、

ゲ

オ

ル
グ

ーー

ヱ
リ
ネ

ツ

ク

(
G
e
o
r
g
 
J
e
l
l
i
n
e
k
,

1
8
5
1
-
1
9
1
1

)

で
あ

る

。
彼

は

一
八

八

七
年

「
法

律

と
命

令

」
(
G
e
s
e
t
z
 
 
a
n
d
 
V
e
r
o
r
d
n
u
n
g

)
を

著

は

し

て

、
始

め

て

オ

ツ
ト

ーー
ギ

ー

ル
ケ

の
心

理

主

義

的
團
體

人
説

を
破

り
、

理
念

的

な

目

的

論

の
上

に

法

人

説

を

確

立

し

た
。

次

で

一
八

九

二
年

「
公

椹

愕
系

論

」

(
S
y
s
t
e
m
 
d
e
r
 
s
u
b
j
e
k
t
i
v
e
n
 
o
f
f
e
n
t
l
i
c
h
e
n
 
R
e
c
h
t
e

)
を
著

は

し

て

、

完

全

に

カ

ン
ト

的

方

法

の
上

に

、

そ

の
公

法
論

龍

系

を
樹

立



し
、
更
に

一
九
〇
〇
年
に
至
つ
て
「
一
般
國
家
論
」
(
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 
S
t
a
a
t
s
l
e
h
r
e

)
を
完
成
し
、
こ
」
に
カ
ン
ト
的
國
家
論
が
確
立
し

た
の
で
あ

つ
た
。

か
や
う
な

エ
リ
ネ
ツ
ク
に
於
て
、
な
し
と
け
ら
れ
た
公
法
理
論
及
び
國
家
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
的
方
法
は
、
果
し
て
い
か
な
る
内

容
を
持
つ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
?

先
づ
彼

の
公
法
理
論
が
、
理
念
的
目
的
論
の
上
に
樹
立
さ
れ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
デ
ヰ
ツ
ト
H
ヒ
ユ
ー
ム
及
び
ル
ソ
ー
以
來
、
政

治
學
的
方
法
論

の
内
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
心
理
主
義
的
方
法
を
打
破
し
、
ギ

ー
ル
ケ
の
學
説
が
、
結
局
第
十
九
世
紀
の
末
葉
を

支
配
し
た

一
種
の
心
理
學
的
方
法
の

一
種
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
露
し
、
政
治
的
、
社
會
的
観
察
を
も
つ
と
深

い
基
礎
の
上
に
据
ゑ

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
つ
た
瓢
に
於
て
、
非
常
な
大
き
い
功
績
を
残
す
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
(
幽
)

け
れ
ど
も
他
面
に
於
て
、
こ
の
エ
リ
ネ
ツ
ク
の
日
的
論
的
方
法
の
鉄
陥
は
、
す
で
に
そ
の
法
人
論
に
於
て
現
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
結
局
、
そ
れ
は
薪
し
い
意
味
で
の
擬
制
説
を
樹
立
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
か
つ
た
。
法
人
格
の
實
在
は
、
心
理
的
實
在
で
な
く

て
、
口
的
的
統

一
膿
の
實
在
で
あ
る
と
彼
は
云
つ
た
け
れ
ど
も
、
現
に
妻
や
奴
隷
の
や
う
な
無
能
力
者
が
認
め
ら
れ
た
と
云
ふ
こ
と

は
、
法
の
制
定
者
が
こ
れ
を
必
要
と
し
た
か
ら
、
と
云
ふ
こ
と
以
外
に
、
何
ら
の
説
明
も
そ
こ
に
は
與

へ
ら
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

不
完
全

能
力
者
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
軍
に
理
念
的
目
的
論

の
立
瘍
か
ら
實
誰
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

つ
て
、
私
共
は
そ
れ
ら
の

法
的
制
度
が

「
社
會
的
」
に
政
策
的
な
必
要
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
満

足
し
得
な
い
の
で
あ

る
。
(
二
)新

カ
ン
ト
主
艶我
政
治
墨
・の
危
機
(序
論
)

(Aコ中
)

(第
六
巷

第

一
號
門

九
)

九



新

カ
ン
ト
主
蝕我
政
治
爆
丁
の
危

機
(
序
論
)

(
今

中
)

(
第
六
巷

第
二

號

一
〇

)

一
〇

(
囎
)
心
理
學
的
方
法

の
誤
謬

は
、
次

の
鮎

に
存
左

す
る
。
す
な
は
ち

、
心
理
現
象

は
、
個
人

の
個
盟
的
現
象

で
あ

る
。
そ

の
畿

生
過
程
に
於

て
で

は
な
し

に
、
そ

の
心
理
的
主
艦

に
於

て
個
人
的

で
あ

る
。
社
會

科
學
は
個
盟

の
現
象
で
な
し
に
集

群
現
象
で
あ

る
。
か

や
う
な
対
立

か
ら

心

理
學
的
法
人
實
在

説

の
誤
謬

が
発
生

す
る
。
す
な
は
ち
本
來
、
個
燈
的
で
あ

る
べ
き
現
象

の
説
朔
方
式

と
し

て
の
心
理
學
的
方
法

を
、
集
群

現
象
た

る
団
体

に
適
用
せ
ん
と
す

る
と

こ
ろ
に
、
そ

の
牽
張
附
會
的
な
説
明
が
生
ず

る
。

(
二
)「
公
権
盛
系
論
」

第

二
版
・
二
八
ー

三
〇
頁
。
奴
隷

制
度

は
人
閏

の
意
識
的
創
作

物
で
あ

る
と
云

つ
て
ゐ
る
。
(
二
八
頁

)か

や
う
な
説
明
は

、

奴
隷

が
、
自
然
的
生
産

物
で
な
く
、

証
會
的
生
産

物
で
あ

る

こ
と
を
説
明
す
る

こ
と
に
は
な

つ
て
ゐ
る
が
、
人
間
は
何
故
に
奴
隷
を
作

り
出

し
た
か
と
云
ふ
屍
會
政
策

的
意
味

は
何
ら
説
明
さ
れ
て
ゐ
な

い
の
で
あ
る
。
從

つ
て
心
理
學
的
法

學
を
理
念
論
的
法
學

へ
導

い
た

エ
リ
ネ

ツ

ク
は
、
今

一
歩

理
念
論
的
法
學
を
、
社
會
學
的
法
學

へ
獲

展
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
の
で
あ

る
。

さ

ら

に

エ
リ

ネ

ツ

ク

の
「
一
般

國

家

論

」
を
見

る

に

、

そ

れ

は

次

の

や

う
な

一
句

を

以

つ
て
書

き

出

さ

れ
て

ゐ

る
。

『
す

な

は

ち

科

學

の
封

稔

た

る

人

開

の
心

理

的

な

る

生

活

は
、

二

つ
の
方

向

に
於

て

認

め

る

こ

と
が

で

き

る
、

一
は
個

人

で

あ

り

他

は
社
会

で

あ

る
。

こ

の
社
會

的

方

面

を

研
究

す

る
精

神

科
學

を
社
会

科

學

(
S
o
z
i
a
l
-
 
o
d
e
r
 
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t

)

と

す

る

。

人

間

の
杜

會

生

活

は

、
更

に

二
種

に

分

つ
こ

と

が

で

き

る
。

そ

れ

は

、
自

律

的

な

る
意

思

に

も

と
つ

く

も

の

と
、

他

律

的

な

る

力

の

下

に
動

く

場

合

と

で
あ

る
。

も

と
よ

り

社

會

生

活

に

於

て

、

こ

の
爾

面

は

、

五

に

切

り

は

な

し
得

る

も

の

で

は
な

い
が

、

概

念

的

に

は
、

こ

の
爾

面

を

恒

別

し

て
考

へ
る

こ
と

が

必

要

で

あ

る
。

(
第
三
版
.
三
ー
四
頁
)

し

た
が

つ
て

ま

た
社

會

現
象

を
対
象

と
す

る
社
會

科

學

は
、

二

つ
に
区
別

せ

ら

れ

ね

ば

な

ら

な

い
。

一
は

法

則

科
學

(
K
a
u
s
a
l
-



w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t

)
で
あ
り
、
他
は
規
範
科
學

(
N
o
r
m
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t

)
で
あ
る
。

前
者
は
、

ザ
イ
ン
と
し
て

の
杜
會
事
象
の
関
係

を
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
人
間
の
思
惟
に
も
と
づ
き
、
そ
の
行
爲
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
實
現
せ
ん
と
す
る
ザ
イ
ン

ー
ソ
レ
ン
の
合
理
性
を
究
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
國
家
論
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
前
者
が
國
家
の
社
倉
學
的
認
識
で

あ
り
、
後
者
が
そ
の
法
理
的
認
識
で
あ
る
。
國
家
論
の
み
な
ら
す
、
社
會
科
學
は
常
に
か
や
う
な
二
つ
の
相
異
れ
る
認
識
を
必
要

と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
領
域
を
混
同
す
る
こ
と
な
く
、
明
確
に
且
つ
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(同
・
一
九
-
三
〇
頁
)

こ
れ
に
反
し
て
自
然
科
學
は
、
常
に
人
悶
の
主
意
的
な
行
動
過
程
を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
常
に
、
法
則
科
學

と
し
て
の
み
、
域
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
は
社
會
科
學
と
同
じ
や
う
に
考

へ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
社
會
科
學

認
識
の
特
徴
は
、
自
然
科
學
的
認
識
の
ご
と
く
反
復
的
で
は
な
く
し
て
、
個
別
化
的
で
あ
り
、
決
定
的
で
は
な
く
し
て
、
理
想
的

で
あ
る
。
」
(同
上
)

か
や
う
な
意
味
で
、

エ
リ
ネ
ツ
ク
は

一
般
國
家
論
が
、
法
理
的
國
家
論

(
S
t
a
a
t
s
r
e
c
h
t
s
l
e
h
r
e

)
と
、
社
會
的
國
家
論
(
S
o
z
i
a
l
l
e
h
r
e

d
e
s
 
S
t
a
a
t
e
s

)
と
の
二
つ
に
分
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
離
は
ま
た
、
理
論
的
法
律
學
と
歴
史
的
政

治
學
と
の
分
離
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
つ
た
.、

か
や
う
に
國
家
論

の
う
ち
に
、
二
つ
の
異

つ
た
対
象
領
域
が
横
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
明
に
し
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
要
當
な
科
學
的

方
法
を
適
用
す
る
こ
と
を
彼
が
主
張
し
た
こ
と
は
、
當
時
に
あ
つ
て
は
、
明
に
彼
の
云
つ
て
ゐ
る
や
う
に

「
方
法
的
ジ

ン
ク
レ
チ

ス

新
カ
ン
ト
主
薫我
魂政
治
思宇
の
危
機
(序
論
)

(Aフ
中
)

(第
六
巷

齢弟
一
號

一
一
)

一
一



新
カ
ン
ト
主
畿我
引以
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(籠
κ山ハ巷

笛
躍
一
號

一
二
)

一
ニ

ム
ス
L
(
m
e
t
h
o
d
i
s
c
h
e
r
 
S
y
n
k
r
e
t
i
s
m
u
s

)
(「
公
樺
膿
系
論
」
一
八
頁
)
を
救
ふ
も
の
で
あ

つ
た
か
も
し
れ
な
い
。

換
言
す
れ
ば
そ
れ
は

彼
の
論
敵
た
る
心
理
學
的
方
法
を
批
判
す
る
上
に
は
役
立
つ
た
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も

一
つ
の
科
學
の
上
に

二
つ
の
認
識
方
法
が
並

用
さ
れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
科
學
的
艦
系
の
統

一
の
上
か
ら
見
て
困
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
社
會
科
學

の
対
象
が
、
實
際
か
や
う

に
、

二
つ
に
分
離
さ
れ
て
、
そ
の
二
つ
の
部
分
が
五
に
、
没
交
渉
の
関
係
に
置
か
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
問
題
で
あ
る
。

む
し
ろ
か
や
う
な
対
象

の
分
裂
か
ら
、
在
る
。へ
か
ら
ざ
る
現
實
の
姿
が
把
握
さ
れ
、
そ
の
假
想
の
形
態

の
上

に
、
幻
想
に
過
ぎ
な
い

科
學
理
論
が
作
り
出
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
と
考

へ
ら
れ
る
。
私
共
は
む
し
ろ
か
や
う
な

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
方
法
論
の

上
に
、
よ
り
明
瞭
に
さ
れ
た
「
方
法
的
ジ

ン
ク
レ
チ
ス
ム
ス
」
を
見
出
さ
璽
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
か
や
う
な
方
法
的
ジ

ン
ク
レ
チ
ス
ム
ス
は
、
す
べ
て
彼
に
先
ん
じ
て
存
在
し
た
カ

ン
ト
認
識
論
そ
の
も
の

の
う
ち
に
存
在
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
カ
ン
ト
認
識
論
に
於
け
る
範
疇
的
無
上
命
令
と
し
て
の
先
験
的
要
素
と
、
物
自
體

の
経
験
的
要
素
と
の
絶
対
的
な
対
立

は
、
屡

々
云
は
れ
る
や
う
に
、
す
で
に
彼
以
後
に
於
て
解
決
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た

課
題
で
あ
つ
た
。
し
か
も
途
に
そ
れ
は
果
さ
れ
得
な
か
つ
た
。
カ
ン
ト
の
こ
の
先
験
的
形
式
批
判
主
義
が
、
社
會
科
學
的
方
法
と
し

て
適
川
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
が

い
か
に
現
實
を
把
握
す
る
上
に
不
充
分
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
す
る
に
至
る
か
は
、
カ
ン
ト

自
身
の
國
家
理
論
、
並
に
『
永
久
平
和
論
」
を
中
心
と
す
る
歴
史
哲
學
を
見
れ
ば
、
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
。

例

へ
ば
カ
ン
ト
が
『
一
般
歴
史
考
」
(
I
d
e
e
 
z
u
 
e
i
n
e
r
 
 
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e

)
に
於
て
示
し
て
ゐ
る
自
由
と
必
然
と
の
関
係
に

つ
い
て
の
説
明
を
見
る
に
、
或
は
個
人
に
於
て
認
め
ら
れ
る
意
思
自
由
の
領
域
か
持
ち
出
さ
れ
、
或
は
類
と
し
て
の
人
間

に
現
は
れ



て
ゐ
る
自
然
的
法
則
性
が
持
ち
出
さ
れ
て
ゐ
る
に
も
係
ら
す
、
か
や
う
な
自
由
と
必
然
と
が

い
か
な
る
論
理
的
交
渉
関
係

を
持
つ
か

に
つ
い
て
は
何
ら
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
な

い
。

ま
た
例

へ
ば
カ
ン
ト
が
『
永
久
平
和
論
』
(
Z
u
m
 
e
w
i
g
e
n
 
F
r
i
e
d
e
n

)
の
實
現
の
保
障
と
し
て
述
べ
て
ゐ
る
、
世
界
史
の
獲
展
的
段

階
論
の
晒、」
と
き
は
、
全
く

一
つ
の
お
伽
噺
よ
り
も
な
ほ
つ
ま
ら
な
い
1

何
と
な
れ
ば
小
見
も
そ
れ
を
聞

い
て
喜
ぶ
ま
い
か
ら
1

物
語
に
陥

つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
何
故
さ
う
で
な
け
ら
ね
ば
な
ら
な
か
り
た
か
と
云

へ
ば
、
カ
ン
ト
は

へ
ー
ゲ
ル
ほ
ど
の
現
象
學
的

方
法
す
ら
持
ち
合
さ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

ブ
イ
ヒ
テ
が
カ
ン
ト
に
お
け
る
こ
の
訣
陥
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
集
産
主
義
的
立
場
を
と
つ
た
X
め
、
そ

こ
か
ら
、

ロ
マ
ン
チ
シ

ズ
ム
が
畿
生
し
、
シ
エ
リ
ン
グ
が
こ
の
カ
ン
ト
の
悩
み
か
ら
冤
れ
よ
う
と
し
て
有
機
的
世
界
観
を
樹
立
し
た
玉
め
、
そ
こ
か
ら
自
然

科
學
的
有
機
艘
説
が
勃
興
し
、
ま
た
同
じ
や
う
に

へ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
主
義
は
専
制
主
義
と
軍
國
主
義
を
育
て
た
の
で
あ
る
。

か
や
う
な
理
論
的
悩
み
に
も
係
は
ら
す
、
カ
ン
ト
哲
學
が
、
現
代
社
會
の
理
念
と
し
て
、
そ
こ
に
内
在
す

る
時
代
精
神
と
な
り
得

た
と
云
ふ
こ
と
は
、
社
金
日的
に
そ
れ
が
最
も
安
當
す
る
時
代
的
歴
史
的
意
義
を
持
つ
て
ゐ
た
か
ら
に
す
ぎ
な

い
。

(
三
)

エ
リ
ネ
ツ
ク
に
お
け
る
上
述
の
、、」
と
き
方
法
的
二
元
論
は
、
決
し
て
箪
に
科
學
的
方
法
の
矛
盾
と
し
て
、
す
な
は
ち
方
法
的
不
統

一
性
と
し
て
止
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
こ
の
矛
盾
は
、
彼
の
國
家
及
び
公
法
理
論
の
あ
ら
ゆ
る
部
面
に
、
そ
の

ま
瓦
表
現
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
二
三
に
つ
い
て
例
示
し
よ
う
と
思
ふ
。

新
…カ
ン
ト
主
義
一攻
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(牌弟
六
巻

第
二
號

一
三
)

一
三

'



新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巻

第

一
號

一
四
)

一
四

先
づ
そ
の
國
家
本
質
論

の
分
裂
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
ふ
。

社
愈
的
國
家
概
念
と
し
て
、

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
あ
げ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

『國
家
は
自
己
固
有

の
支
配
的
檀
力
に
よ
つ
て
、

武
装
せ
ら
れ
た
る
、
定
佳
的
人
類

の
團
體
的
統

一
で
あ
る
。
」
(コ

般
國
家
論
」
一
八
〇
頁
)

し
か
る
に
、
法
理
的
國
家
概
念
と
し
て
、
彼
に
よ
つ
て
あ
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

『
國
家
は
自

己
固
有
の
支
配
的
権
力

に
よ
つ
て
武
装
せ
ら
れ
た
る
、

一
つ
の
定
佳
的
國
民

の
團
體
人
格
で
あ
る
。
す
な
は
ち
新
し
い
言
葉
を
以
て
云

へ
ば
、
そ
れ
は
自
己

固
有
の
支
配
的
権
力
を
以
て
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
地
域
的
團
體

人
格
で
あ
る
。
」
(同
・
一
八
三
頁
)

こ
X
で
問
題
と
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
貼
は
、
「
支
配
的
権
力
」、
「
團
體
的
人
格
」
、
「
地
域
的
」
と
云
ふ
三

つ
の
概
念
で
あ
る
。
こ

の
三
つ
の
概
念
の
中
、
「
支
配
的
権
力
」
と
「
地
域
的
」
と
の
二
概
念
は
、

い
か
な
る
意
味
に
於
て
も
、
事
實
的
(
経
験
的
)概
念
で
な
く

て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
も
係
ら
す
「
団
体
的
人
格
」
と
構
す
る
概
念
は
、
事
實
的
(経
験
的
)で
は
あ
り
得
な

い
概
念
で
あ
つ
て
、
理

念
的
(
目
的
的
)
に
の
み
認
め
ら
れ
得
る
概
念
で
あ
る
。
故
に

エ
リ
ネ
ツ
ク
は
、
社
會
的
な
定
義
の
方
に
於
て

は
、
「
團
體
的
人
格
」
と

云
ふ
代
り
に
「國
艦
的
統

一
」
と
云
ひ
か

へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
払
で

エ
リ
ネ
ツ
ク
は
、
何
も
の
N
統

一
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
か
、
そ
の
説
明
が
な
い
。
恐
ら
く
そ
れ
は
単
な
る

心
理
的
統

一
を
意
味
す
る
の
で
は
な
し
に
、
國
家
生
活
を
共
同
に
し
よ
う
と

す
る
國
民
各
員
の
目
的
の
統

一
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
説
明
は
省
略
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
い
な

エ
リ
ネ
ツ
ク

の
こ
の
社
倉
的
概
念
の
中
に
於
て
は
、
こ
れ
を
説
明
す
る
場
所
が
な

い
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
や
う
に
、
心
理
學
的
方
法
を
打
破
し
た

エ
リ
ネ
ツ
ク
に
あ

つ
て
は
、
國
家
的
統

一
は
最
早
、
「
共
同
意
思
」
(
v
o
l
o
n
t
e



g
e
n
e
r
a
l
e

)
で
も
な
く

「
全
体
意
思
」
(
G
e
s
a
m
t
w
i
l
l
e

)
で
も
な
く
、
ま
た

「
一
般
意
思
」
(
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
 
W
i
l
l
e

)
で
も
な

い
。
若
し

か
や
う
な
意
思
が
國
家
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
國
家
は
依
然
と
し
て
、
事
實
的
概
念
と
考

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
「
共
同
意
思
」
は
ル
ソ
ー
の
主
張
し
た
や
う
に
自
然
意
思
で
あ
る
。
「
全
體
意
思
」
も
ギ

ー
ル
ケ
が
述
べ
て
ゐ
る
や
う
に
、
そ
れ
と

同
じ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
コ

般
意
思
」
で
す
ら
カ
ン
ト
が
述
べ
て
ゐ
る
や
う
に
、
代
議
士
の
多
数
決
に
よ
つ
て
作
り
出
さ
れ
、
技
巧

的
で
は
あ
る
が
、
し
か
も
な
ほ
事
鮮-ま
的
な
意
思
で
あ
る
。

し
か
る
に

エ
リ
ネ
ツ
ク
に
於
、て
は
、
こ
れ
ら
と
異
り
、
団
体

と
し
て
の
國
家

の
本
質
を
、

一
つ
の
理
念
と
見
る
の
で
あ
る
。
國
家

各
員
の
口
的
的
統

一
と
し
て
の
団
体
的
理
念
が
國
家
で
あ
る
と
見
る
Q
す
な
は
ち
そ
れ
は

『
恒
常
的
・統

一
的

・祁
互
的
に
結
合
せ
ら

れ
た
る
目
的
で
あ
る
。
』
(「
公
権
體
系論
」
二
九
頁
)

し
か
も
そ
れ
と
同
時
に

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
國
家
は
「
支
配
的
権
力
」
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。

『共
同
的
諸
勢
力

に
よ
つ
て
追
求
せ
ら
れ

つ
」
あ
る
人
間

の
多
敷
」
(
d
u
r
c
h
 
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
 
K
r
a
f
t
e
 
v
e
r
f
o
l
g
e
n
d
e
 
M
e
h
r
h
e
i
t
 
v
o
n
 
M
e
n
s
c
h
e
n

)
で
あ
る
。
(同
上
)
エ
リ
ネ
ツ
ク

に
於
る
國
家
の
こ
の
支
配
力
と
し
て
の
力
は
決
し
て
法
的
規
範
概
念
で
は
あ
り
得
な
い
。
「法
力
」
(
R
e
c
h
t
s
m
a
c
h
t
,
 
R
e
c
h
t
s
g
e
w
a
l
t

)

で
も
な
い
。何
ら
か
や
う
な
不
明
瞭
な
技
巧
的
観
念

を
以
つ
て
装
は
れ
る
こ
と
の
な
い
極
め
て
素
朴
な
事
實
的
力
そ
の
も
の
で
あ
る
。

故
に

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
意
味
す
る
國
家
は
、
人
間
多
数
が
、

一
定

の
目
的
と
、

一
定
の
力
と
を
以
つ
て
結
成
し
た
と
こ
ろ
の
集
團
に

外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
し
か
ら
ば
こ
の
力
と
口
的
と
の
何
れ
を
以
つ
て
、
國
家
の
よ
り
基
本
的
な
要
素

と
見
る
べ
き
で

あ
る
か
?

こ
x
に
規
範
概
念
と
事
實
概
念
と
の
対
立

の
問
題
が
発
生

し
て
く
る
の
で
あ
る
。

新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(策
六
巷

第

一
號

一
五
)

一
五



新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
申
)

(第
六
巷

第
二
號

一
六
)

一
六

國
家
に
於
、て
は
、
目
的
が
先
で
あ
る
か
、
力
が
先
で
あ
る
か
?

若
し
目
的
が
先
で
あ
れ
ば
、
力
は
そ
れ
よ
り
も
後
の
も
の
と
な

る
が
故
に
、
目
的
の
確
立
が
保
障
さ
れ
な
い
し
、
若
し
力
が
目
的
に
先
ん
つ
る
な
ら
ば
、
力
は
目
的
を
躁
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
國
家
行
爲

の
安
當
性
と
そ
の
強
行
力
が
互
に
相
矛
盾
す
る
要
素
と
し
て
対
立

せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。

(
四
)

カ
や
う
な
國
家
本
質
論

の
矛
盾
か
ら
、
誤
れ
る

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
主
権
論
が
磯
展
し
て
く
る
。

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
主
権
論
は
、
普
通
、
「
自
己
拘
束
説
」
叉
は
「
自
限
説
」
(
S
e
l
b
s
t
b
e
s
c
h
r
e
n
k
u
n
g
s
t
h
e
o
r
i
e

)
と

よ
ば
れ
て
ゐ
る
が
、'

こ
の
説

は
今
日
の
主
樺
論
に
於
て
通
説
た
る
地
位
を
有
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
主
樺
理
論
に
よ
れ
ば
、
國
家
主
権
の
本
質
は
、
法
で
も
な
く
、
力
で
も
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ

は
理
念
(法
)
で
も
な
く

事
實
(
力
)
で
も
な

い
。
主
権
は
む
し
ろ
両
者

で
あ
つ
て
、
法
と
力
と
を
同
時
に
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
即
ち

エ
リ
ネ

ツ
ク
の
説
に
ょ
れ
ば
、
主
権
は
自
己
固
有
の
法
に
ょ
つ
て
自
ら
拘
束
し
た
と
こ
ろ
の
固
有

の
力
で
あ
る
と
云
ふ
に
あ
る
。
(コ

般
國
家

論
L
四
八
一
頁
)

こ
の
説
明
は
今
日
ひ
ろ
く
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
も
か
Σ
は
ら
す
、
果
し
て
主
樺
の
説
明
に
な
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
?
そ
れ
は

明
に

一
つ
の
誰
辮
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
國
家
が
主
権
團
體

と
し
て
存
立
す
る
た
め
に
、
自

己
固

有
の
法
を
有

せ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
同
時
に
そ
の
法
に
よ
つ
て
拘
束
せ
ら
れ
る
自
己
固
有
の
力
を
有
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
決
し
て
主
権

の
統

一
的
本
質
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
し
に
、
む
し
ろ
二
つ
の
対
立
的
要
素

の
制
約
的
関
係

を
認



め
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
分
裂
的
な
二
つ
の
主
禮
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
從

つ
て
法
や
力
の
前
に
、

こ
れ
を
綜
合
す
る
主

膿
と
し
て
の
國
家
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
主
権

は
、
法
や
力
に
ょ
つ
で
設
明
せ
ら
れ
る
概
念
で
な
し
に
、

よ
り
高

い
概
念
で
あ
る
o

國
家
と
稻
す
る

一
つ
の
主
膿
的
本
質
が
、
先
づ
こ
L
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
主
膿
が
片
手
に
法
と
稻
す
る

尺
度
を
持
ち
、
片
手
に
力
と
構
す
る
劔
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
と
考

へ
て
こ
そ
、
初
め
て

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
求
め

つ
N
あ
る
と
こ
ろ
の
、

固
有
な
法
に
よ
る
固
有
な
力
の
自
己
拘
束
が
可
能
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
す
で
に
、
法
と
力
と
に
先
ん
つ

る
よ
り
高
い
國
家

の
主
艦
的
本
質
が
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
法
と
力
と
に
よ
つ
て
す
で
に
主
権

の
本
質
を
説
明
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

故
に
國
家

の
本
質
的
存
在
は
國
家
そ
れ
自
禮
の
主
艦
性
で
あ
る
。
主
権

は
本
來
か
や
う
な
主
儂
性
の
属
性

で
あ

つ
て
、
法
で
も
な

く
、
力
で
も
な
い
。
法
や
力
は
た
f
こ
の
國
家
的
主
禮
性
か
ら
稜
生
し
來
る
二
つ
の
機
能
た
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
は
ち
か
や
う
な

主
燈
性
の
存
在
目
的
と
し
て
の
理
念
が
法
で
あ
り
、
か
や
う
な
主
艦
性
の
存
在
的
事
實
が
力
で
あ
る
。
し
か
し
國
家
主
艦
性
の
本
質

は
、
決
し
て

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
主
張
す
る
や
う
な
口
的
々
統

一
で
は
な
し
に
、
そ
れ
は
む
し
ろ
生
活
の
共
同
的
事
實
で
あ
る
。
そ
れ
は

決
し
て
心
理
的
統

一
で
も
な
け
れ
ば
、
理
念
的
統

一
で
も
な
い
。
そ
れ
は
社
会

的
な
生
活
的
統

一
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
乍

ら
國
家

の
主
艦
性
そ
れ
自
膿
は
、
か
や
う
な
肚
倉
的
事
實
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
に
國
家
の
現
實
的
社
会
事
實
か
ら

離
れ
て
、
國
家
目
的
も
あ
り
得
な
い
し
、
ま
た
國
家
権
力

も
あ
り
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
(
一
)

新

カ

ン
ト
主
坐我
政

治

學

の
危

機

(序

論

)

(
A
7
中

)

(
筑
κ六

巷

肋昂

一
號

一
七

)

一
七

{



新
カ
ン
ト
主
蛍我
政
治
墨
・の
危
機
(序
論
)

(Aコ中
)

(第
六
巻

齢弟
一
號

一
八
)

一
八

し
か
る
に

エ
リ
ネ
ツ
ク
が
、
箪
純
に
法
と
力
と
を
結
合
し
て
、
國
家
最
後
の
本
質
的
要
素
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
彼
が

簡
単
に

國
家
を
ヤ
ー
ヌ
ス
コ
ツ
プ
フ
(爾
面
神
)
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
満
足
し
て
ゐ
る
彼
の
國
家
論
に
於
け
る
二
元
主
義
的
性
格
が

根
底
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
恰
も
同
じ
器
具
の
う
ち
に
そ
玉
が
れ
た
水
と
油

の
や
う
に
、
こ
れ
を
そ
曳
い
だ

エ
リ
ネ
ッ

ク
は
、
そ
れ
に
ょ

つ
て
水
油
と
称
す

る
第
三
の
液
罷
が
出
來
あ
が
つ
た
と
思
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
事
實

は
全
く
こ
れ

と
異
な
り
、
そ
れ
は
い
つ
ま
で
も

一
つ
の
器
具
の
う
ち
に
盛
ら
れ
た
水
と
油
と
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

(
一
)「
國
家
の
本
質
」
(吉
野
先
生
追
悼
記
念
論
文
集
拙
稿
)

(
五
)

か
や
う
な
根
底
的
矛
盾
に
よ
つ
て
で
き
あ
が

つ
て
ゐ
る
も
の
が

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
理
論
で
あ
る
が
故
に
、
同
じ
や
う
な
矛
盾
は
彼
の

あ
ら
ゆ
る
理
論

の
上
に
於
て
、
暴
露
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
今

一
つ
指
摘
し
た
い
と
思
ふ
重
要
な
理
論
的
矛
盾
は
、
彼
の
議
会

理
論

で
あ
る
Q

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
議
會
理
論
は
、
所
謂
「
意
思
代
表
主
義
」
の
理
論
に
ょ
つ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
。

本
來

、
議
會
制
度
は
、
「
等

族
議
會
」
(
S
t
a
n
d
e
r
a
t
,
 
E
s
t
a
t
e

)
の
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
等
族
議
魯
制
度
は
、
む
う
し
「
意
思
代
表
主
義
」
に
対
し

て
対
立
的

な
「
利
益
代
表
主
義
」
(
叉
は
「
職
能
代
表
主
義
」
)
の
理
論
に
立
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
利
益
代
表
主
義

の
理
論
を
清
算
す
る
と
共
に

等
族
議
會
を
現
代
的
立
憲
議
魯
に
磯
展
せ
し
め
る
役
割
を

つ
く
し
た
も
の
が
、
理
論
的
に
は
、
こ
の
意
思
代
表
主
義
で
あ
つ
た
。

そ
の
意
味
で
意
思
代
表
主
義
は
、
立
憲
議
會
理
論
と
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
意
味
を
持
つ
て
を
り
、
現
代

の
法
治
的
自
由
主
義
國



家

の
樹
立
の
た
め
に
は
極
め
て
、
重
要
な
理
論
で
あ

つ
た
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
Q

エ
リ
ネ
ツ
ク
が
、
そ
の
議
會
理
論
に
於
て
か
や
う
な
意
義
を
持
つ
意
思
代
表
論
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
歴
史
的
に
も
必
然
的
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
瓦
で
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
黙
は
、
そ
の
歴
史
的
意
義
で
な
し
に
、
そ
の
理
論
的
矛
盾
で
あ
る
。

議
會
は
、
代
議
士
と
選
挙
團
體

と
の
法
理
的
関
係

を
基
礎
と
し
て
成
立
し
て
ゐ
る
。
か
や
う
な
法
理
的
関
係

は
普
通
、
代
表
関
係

と
よ
ば
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
意
思
代
表
主
義
は
、
個

々
の
代
議
士
と
、
或
る
特
定
の
代
議
士
候
補
者
と
を
直
接

に
公
選
し
た
特
定
の

選
挙

團
鰐
と
の
関
係

で
は
な
し
に
、
む
し
ろ
個

々
の
代
議
士
が
直
接
に
は
、
い
か
な
る
特
定
の
選
挙
團
體

に
ょ
つ
て
公
逡
せ
ら
れ
よ

う
と
も
、
代
議
士
は
全
體

と
し
て
、
必
す
全
國

の
選
挙
團
體

の
総
和
、
或
は
む
し
ろ
國
家
全
體

の
統

一
を
代
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
や
う
な
意
味
で
、
立
憲
議
會

の
憲
法
及
び
選
挙

法
に
於
て
は
、
直
接
の
選
基
団
体

と
、
そ
の
選
出
に
か
」

る
代
議
士
と
の
聞
に
、
特
殊
な
利
益
関
係

の
委
任
委
托
の
行
は
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
ゐ
る
。

そ
の
結
果
、
理
論
と
し
て
、
代
議
士
は
徒
ら
に

一
部
國
民
の
特
殊
的
利
害
関
係

に
囚
は
れ
る
こ
と
な
く
、
國
家
全
體

の
見
地
に
立

ち
、
且

つ
そ
の
永
遠
の
利
益

を
目
的
と
し
て
、
政
策
の
決
定
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
な
つ
て
ゐ
る
。

け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
は
、

一
片
の
理
想
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
現
實
の
議
會
政
治
が
い
か
に
こ
れ
と
相
距
る
こ
と
遠
い
か
は

今
更
ら
改
め
て
云
ふ
の
必
要
の
な
い
ほ
ど
、
入

々
の
等
し
く
認
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
人
々
は
か
や
う
な
理
想
と
現
實

理
論
と
實
践
と
の
垂
離
の
原
因
を
、
議
會
政
治
堕
落
の
結
果
に
蹄
せ
し
め
て
ゐ
る
。
こ
の
理
想
に
対
す

る
こ
の
現
實
の
陵
落
は
、
云

ふ
ま
で
も
な
く
堕
落
に
は
違
ひ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
決
し
て
國
民
の
倫
理
的
操
守
が
足
り
な
い
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理

新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巻

第
二
號

一
九
)
.

一
九



新
カ
ン
ト
主
曲我
政
治
墨
「の
危
機
(序
論
)

(Aコ
中
)

(静弟
山ハ
巷

第
二
號

二
〇
)

ご
○

論
に
お
け
る
實
践
的
な
矛
盾
の
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
は
ち
意
思
代
表
主
義
の
理
論
に
は
、
二
つ
の
矛
盾
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
第

一
は
代
議
士
に
よ
つ
て
代
表
せ
ら
る
べ
き
國
民
の

政
治
意
見
な
る
も
の
N
存
在
の
不
確
實
さ
で
あ
る
。
利
益

代
表
主
義
に
於
て
は
、
代
表
せ
ら
る
べ
き
選
基
民

の
政
治
的
要
求
は
、
も

つ
と
明
白
で
あ
る
。

代
表
せ
ら
る
べ
き
も
の
が
等
族
的
・階
級
的
・職
業
的
・地
方
的
利
害
関
係

で
あ
る
が
故
に
、
或
程
度
ま
で
そ
れ

は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
意
思
代
表
制
度
の
下
に
於
て
は
、
各
選
挙
団
体

に
も
何
ら
の
統

一
的
な
政
治
意
見
は
存
在
し
て
ゐ

な
い
の
で
あ
る
が
、
ま
し
て
全
國
家
的
に
は
何
ら
意
見
の
統

一
は
見
出
さ
れ
な

い
。
た

穿
議
會
に
お
け
る
代
議
士
の
決
議
を
、
國
民

全
儂
の
意
見
と
擬
制
的
に
看
倣
す
こ
と
に
ょ
つ
て
僅
に
糊
塗
さ
れ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
x
に
於
て
政
党

の
対
立
が
必
要
と
さ
れ
る
。
先
づ
そ
こ
に
政
党

が
豫
め
存
在
し
、
自
ら
そ
の
政
策
綱
領

を
福
げ
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
國
民
に
対
し

て
政
策
に
対
す

る
選
澤
の
機
愈
を
與

へ
る
。
け
れ
ど
も
こ
N
か
ら
第

二
の
矛
盾
が
発
生

す

る
。
そ
れ
は

一
般
國
民

の
政
策
的
知
識
は
、
常
に
專
門
政
治
家
に
及
ば
な
い
た
め
に
、
か
や
う
な
受
動
的
な
選
鐸
行
爲
は
、
決
し
て
姿
當
に
な
さ
れ
得
な
い

の
で
あ

つ
て
、
常
に
む
し
ろ
非
理
論
的
な
偶
撚
的
勢
力
関
係

か
選
挙
行
爲
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
。

國
民
は
各
人
の
直
接
的
生
活
的
利
益

に
つ
い
て
は
、
ー

も
と
よ
り
常
に
必
す
し
も
正
し

い
判
断
を
な
し

つ
Σ
あ
る
と
は
思
は
れ

な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
何
人
も
私
的
利
害
関
係

に
対
し

て
は
、
極
め
て
熟
心
で
あ
り
、
敏
感
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
問
題
が

一
度
、
國
家
杢
膿
の
、
且
つ
永
遠
な
る
、
高
遠
の
理
想
的
な
政
策
の
問
題
に
亘
る
と
き
は
、
政
治
家
自
身
に
す
ら
疑
問
の
場
合
が
多

く
、
何
れ
を
是
と
す
べ
き
か
の
判
噺
に
惑

ふ
場
合
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て

一
般
國
民
に
と
つ
て
は
甚
だ
明
で
な
い
の



で

あ

る

。

そ

れ

で
あ

る
か

ら

、
意

思
代

表

主

義

の
.原

理

に

立

つ
と

こ

ろ

の
代

議

制

度

は

、
國

民

の

政
見

を
代

表

す

る
代

議

士

と

國

民

と

の
関
係

で

な

く

て

、

む

し

ろ

代
議

士

の
決

議

か

ら

生

す

る
全

効

果

を
國

民

自

身

が

甘
ん

じ

て
自

ら
負
担

す

る

こ

と

を

承
認

す

る

に

も

係

ら

す

、

し

か

も

代

議

士

は

こ
れ

に
代

る
べ

き

何

ら

の
義

務

を

も
國

民

に
対
し

て
負
担

し

て

ゐ

な

い
と

こ

ろ

の
國

民

と
代

議

士

と

の
関
係

で

あ

る
と

云

つ

て

も
差

支

な

い

の
で

あ

る
。

そ

れ

は

要

す

る

に

無
関
係

と
云

ふ

こ

と
で

あ

る
。

議

會

政

治

及

び
政
党

政

治

の
正

し

い
運

用

は

、
國

民

の
忠
實

な

る
選
挙

行
爲

と

、
國

民

の
代

議

士

に
対
す

る

正

し

い
監

督

と

に

よ

つ
て

、

始

め

て

正
し

く

な

さ

れ

る

も

の
で

あ

る

と
、

主

張

さ

れ

て

ゐ

る

に

も
係

ら

す
、

こ

れ

を
構

成

す

る

理
論

的

原

理

は

、

か

や

う

に

、

却

つ
て

か

や
う

な
関
係

を
破

壊

す

る

や
う

な

、
9矛

盾

し

た

内
容

を

持

つ
て

ゐ

る

の
で

あ

る

。

か

や
う

な
意

味

に

於

て
、

立

憲
議

會

は
寧

ろ
國

民

的

、
國

家

的

名

目

に

よ

つ
て

、

等
族

的

支

配

を
打

破

す

る

た

め

の
機

構

を
装

ひ
乍

ら

、
代

議

士

及

び
政
党

と
称
す

る

階

層

の
支

配

を

樹

立

す

る

た

め
に

現

は

れ

て
き

た

所

の
非

國

民

的

、

非
國

家

的

政

治
形

態

で
あ

つ
た

と

云

は

ね
ば

な

ら

な

い
。

(
繭
)

(
口
)
意
思
代
表
説

は

す

で
に
W
i
l
l
i
a
m
 
B
l
a
c
k
s
t
o
n
e
,
 
C
o
m
m
e
n
t
a
r
i
e
s
,
 
B
K
.
 
1
.
 
 
C
h
.
 
2
.

に
、

ヵ

ン
ト
以
前
か
ら
説
か
れ

て
ゐ
て
、
カ

ン
ト

の
議
會
論

の
原

理
と
な

つ
た
も

の
で
あ
る
。
英
國
議
會
政
治

が
、

甚
だ
無

意
義
な
も
の
で
あ

る
と
云

ふ
こ
と
を
、

ト
ー

マ
ス
ロ
ペ
イ

ン
は

す
で

に
早
く
述

べ
て
ゐ
る
。
(「
コ
ム
モ
ン
セ
ン
ス
」
)

そ

こ

で
議

會

制

度

は
政

治

意

見

の
代

表
関
係

で
な

し
に

、

軍

に
機

關

的

代

表
関
係

に
す

ぎ

な

い
と

云

ふ
説

が

、

勢

力

を
得

る
に

至

つ

た

。

し

か
し

議

會

を
軍

純

な
國

家

の
機

關

と
見

る

こ

と

は
、

そ

の
實

相

を
明

に

す

る

も

の

で

は
な

い
Q

そ

こ

に

は
國

民
選
挙

の
意

味

が

論

明

せ

ら

れ
得

な

い
の

で
あ

る
。

新

カ

ン
ト
主
義
政
治
學

の
危
機
(
序
論

)

(
今
43
)

(
第
六
巻

第

一
號

二

一
)

二

一



新
カ

ン
ト
主
義
政
治
學

の
危
機
(
序
論

)

(
今
中

)

(
第

六
巻

第

一
號

二
二
)

一
=
一

(
六
)

新
カ
ン
ト
學
派
の
國
家
論
は
、
か
や
う
に
方
法
二
元
論
で
あ
つ
た
。
し
か
し
か
や
う
な
方
法
の
二
元
論

は
、
當
然
、
二
つ
に
分
裂

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

エ
リ
ネ
ツ
ク
以
後
に
お
け
る
新

カ
ン
ト
學
派
の
政
治
學
が
、
二
つ
の
異
る
傾
向
に
発
展

し
て

往
つ
た
こ
と
は
、
當
然
で
あ
つ
た
。
す
な
は
ち
そ
の

一
つ
は
規
範
科
學

の
方

へ
、
そ
し
て
他
の
も
の
は
法
則

科
學
の
方

へ
発
展
し
て

い
つ
た
の
で
あ
る
、
私
は
こ
こ
に
前
者
を
「
カ
ン
ト
的
規
範
主
義
」
の
方
向

と
呼
び
、
こ
れ
に
対
し

て
後
者
を
、
こ
こ
に

「
カ
ン
ト
的

寳
誰
主
義
」
の
方
向
と
呼
び
た
い
と
思
ふ
。

現
代
の
文
化
的
危
機
が
、
カ
ウ
フ
マ
ン
や
ス
メ
ン
ド
の
云
ふ
や
う
な
、
カ
ン
ト
主
義
の
危
機
で
あ
り
、
そ
し
て
カ
ン
ト
主
義
の
危

機
は
、
そ
の
方
法
二
元
論

の
危
機
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
危
機
克
服
の
作
業
は
、
必
然
的
に
か
や
う
な
方
法

二
元
論
の
克
服
に
集

中
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
や
う
な
努
力
は
カ
ン
ト
主
義
そ
れ
自
禮

の
内
部
に
も
、
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
が
ま

た
こ
こ
に

エ
リ
ネ
ツ
ク
的
二
元
論

の
、
カ
ン
ト
的
規
範
主
義
と
、
カ
ン
ト
的
實
讃
主
義
と
に
向

つ
て
の
偏
向
的
分
裂
を
作
り
出
す
に

至
つ
た
原
因
で
も
あ
る
。

第

二
章

マ
ツ

ク
ス
ーー

ヴ

エ
ー

バ
ア
に

お
け

る
カ

ン
ト
的
實

謹

主
義

の
危

…機

(

一
)

カ
ン
ト
的
實
誰
主
義
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
的
政
治
的

一
面
を
彊
調
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
現
代
の
文
化
的
危
機
を
克
服
し



よ

う

と

す

る

一
つ

の
試

み

で

あ

る

。

し

か

し

こ

の

一
派

は

、

む

し

ろ

現

代

思

潮

の

一
般

的

な
實

誰

的

傾
向

を

と

り

入

れ

て
、

新

し

く

カ

ン
ト

主

義

を

復

與

せ

し

め

よ

う

と

す

る

意

圖

を

持

つ
て

ゐ

る

。

そ

こ

に

多

少

の
進

歩
性

が

認

め

ら

れ

る

け

れ

ど

も

、

そ

れ

が

カ

ン

ト
固
有

の
傾

向

で

あ

る

や
う

に
、

カ

ン
ト
主

義

を

實

誰

的

に
発
展

せ
し

め

よ

う

と

す

る
と

き

に

、
何

時

で

も
陥

る

と

こ

ろ

の
傾

向

は

、

心

理
學

的

方

法

で
あ

る

と

云

ふ

こ

と

で
あ

る
。

こ

」
に

あ

げ

る

も

の
も

亦

こ

の
固

有

的

傾

向

か

ら

冤

れ

得

る

も

の
で

は
な

い
。

(
二
)

カ

ン
ト

的

實

讃

主

義

の
代

表

者

と
し

て

、

こ

N
に

マ
ツ

ク

ス

ー

ヴ

エ
ー
バ

ア

を

あ

け

よ

う

と

思

ふ
。

マ
ツ

ク

ス
ーー

ヴ

エ
ー
バ

ア

(
M
a
x
 
W
e
b
e
r
,
 
1
8
6
4
-
1
9
2
0

)
は

、

社

會

絶

濟
學

の
大

家

と

し

て
知

ら

れ

て

ゐ

る
け

れ
ど

も

、

一
九

二

一
年

未

亡

人

に

よ

つ
て

獲

刊

さ

れ

た
彼

の
遺

稿

『
政

治

的
論

文
集

」

(
G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 
P
o
l
i
t
i
s
c
h
e
 
S
c
h
r
i
f
t
e
n

)

の
う

ち

に

は

、

次

の

や
う

な

二

つ
の
重

要

な

政

治

學

ー2
あ

論

文

が
含

ま

れ

て

ゐ

る
。

(
一
)

『
新
ド
イ
ツ

の
議

會

及

び

政

府

』

(
P
a
r
l
a
m
e
n
t
 
 
a
n
d
 
R
e
g
i
e
r
u
n
g
 
i
n
 
n
e
u
g
e
o
r
d
n
e
t
e
n
 
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d

)

(
二
)

『
職

業

と
し

て

の
政

治
』

(
P
o
l
i
t
i
k
 
a
l
s
 
B
e
r
u
f

)

前

者

は
本

來

、

一
九

一
七
年

夏

の
執

筆

に

か

N
り
、

『
フ
ラ

ン
ク

フ

ル
ト
新

聞

』
に
蛮

表

さ

れ

た

も

の

で
あ

る

。
後

者

は

一
九

一
九

年

冬

、

す

な

は

ち

帝

政

崩

壊

の
革

命

騒

動

の
さ

な

か

に

於

て

、

當

時
彼

が

教

授

と

し

て

在

住

し

て

ゐ
た

ミ

ユ

ン

ヘ
ン
の

「
ミ

ユ

ン

ヘ
ン

白

由
學

生

同

盟

」

の
た

め

に
.な

し

た
講

演

の
草

稿

で

あ

つ
て

、

こ

の
年

の
夏

、

初

め

て

上

記

の
表

題

の

下

に
出

版

さ

れ

、
次

い
で

一

九

二

六
年

八

月

、

そ

の
第

二
版

の
磯

刊

を

見

た

も

の
で

あ

る

。

鞭耕
カ

ン
ト
主
盟我
政
治
學

の
危
…機
(序

論
)

(
A
コ
巾

)

,

(籠
σ六
巻

第

一
號

二
三
)

二
二
一

「



新

カ

ン
ト
主
義
政

治
學

の
危
機
(
序
論

)

(
今
中
)

(
第

六
巻

第

一
號

二
四
)

二
四

(
三
)

先

づ
『、職

業

と
し

て

の

政

治
」
に

つ

い
て

見

よ

う

と

思

ふ
。

ヴ

エ
ー
バ

ア
の

カ

ン
ト

的
實

誰

主
義

が

、

い
か

に
未

だ

二
元

論

を
克

服

す

る
に

至

つ
て

ゐ
な

い
か
、

そ
し

て

そ

こ
に

い

か

に

少

か

ら

ざ

る
観
念

的

要
素

が
含

ま

れ

て

ゐ
る

か

は
、

す

で

に

そ

の
國

家

並

に
政

治

の
概

念

の
う

ち

に

現

は

れ
て

ゐ

る
。

ヴ

エ
ー
バ

ァ
は

、

政

治

を

一
つ
の
活

動
(
t
a
t
i
g
k
e
i
t
)

で
あ

る

と
な

し

、
政

治

は
、
.決

し

て
宿

命

(
S
c
h
i
c
k
s
a
l

)

で

は
な

い

と

云

つ
て

ゐ

る

。

し

か

ら

ば

い
か

な

る
活
動

が

政

治

で
あ

る

か

と

云

ふ
に

、

そ

れ

は
國

家

の

や

う
な

政

治
團
體

を
指

導

す

る

た

め

の
、

猫

自

的

な
活

動

で
あ

る

と

云

ふ
。

か

や

う

な

立
場

か

ら
彼

は
、

次

の

慨、〕
と

く
政

治

の
概

念

を
定

め

て

ゐ

る
ー

『
政
治

と

は
権
力

に
参

加

し

よ

う

と

す

る

、
叉

は
権

力

の
分

け

ま

へ
に

参

與

し

よ

う

と
す

る

た
め

の
努

力

で

あ

つ
て

、

そ

れ

は
数

國

家

和

五

聞

で
あ

つ
て

も

、

ま

た

は

一
國

家

の
内

部

に

於
、け

る
数

個

の
団
体

の
相

互

聞

に

お

け

る

も

の
で

あ

つ
て

も

よ

い
。
」

(
二
版
・
八
頁
)

か

や
う

に

ヴ

エ
ー
バ

ア

の
政

治

概

念

は

、
必

撚

性

の
側

か

ら

考

へ
ら

れ

て

ゐ

な

い
で

、

む

し

ろ

自

山

な

る
人
間

、

叉

は
人
間

の
恣

意

的

な

活

動

と
し

て

考

へ
ら

れ

て

ゐ

る
。

塾
、し

て
か

や
う

な

立

場

か

、

カ

ン
ト
的

理

知

主

義

の
立

場

で

あ

る

こ
と

は

、

説

明

を

要

し

な

い
Qし

か

し

ヴ

エ
ー
バ

ア

は
、

政

治

を
ま

た
権
力

の
関
係

に

於

て

見

て

を

り

、

そ

れ

は

擢

力

へ
の
参

加

又

は
参

與

で

あ

る

と

云

つ
て

ゐ

る

。

こ

N
に

彼

の
實

誰

的

・
歴
皮

的

・
社

會

的

見

地

が

、
僅

に

現

は

れ

て

ゐ

る

の

で
あ

る
。



(
四
)

次
に
ヴ

エ
:
バ
ア
は
、
國
家

の
概
念
に
就
て
も
、
同
じ
や
う
な
立
場
を
表
示
し
て
ゐ
る
。
即
ち
彼
の
圃
家

の
定
義
に
ょ
れ
ば

ヘ

ヲ

カ

ね

も

り

『
國
家
は
、
法
と
力
と
の
統

一
的
源
泉
で
あ
る
』
(
八
頁
)
換
言
す
れ
ば
『國
家
は
政
治
團
體

で
あ

つ
て
…
…
合
法
的
な
(
す
な
は
ち

も

セ

カ

し

　

へ

も

へ

う

う

も

う

う

い

り

う

う

合
法
的
な
力
と
し
て
の
)
強
制
的
實
力
に
ょ
つ
て
維
持
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
人
問
の
人
間

に
対
す

る
支
配
関
係

で
あ
る
』
。

(九
頁
)

さ
き
に

エ
リ
ネ
ツ
ク
に
つ
い
て
述
べ
た
や
う
に
、
こ
L
に
も
ま
た
合
法
性
の
問
題
と
實
力
性
の
問
題
と
が
、
極
め
て
素
朴
に
結
合
せ

ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
ヴ

エ
ー
バ
ア
が
大
謄
に
も
、
人
間

の
人
間

に
対
す

る
支
配
関
係

が
國
家
だ
と
云
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
す
で
に

カ
ン
ト
的
法
治
主
義
國
家
観
か
ら
、
少
し
く
逸
脱
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
故
に
ヴ

エ
ー
バ
ア
の
こ
の
國
家

の
概
念
か
ら
、
法
的
要
素
を
取
り
去
つ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
最
早
、
カ
ン
ト
主
義
は
消
滅
し
て
、
實
誰
的
な
實
力
主
義
の

國
家
槻
が
現
は
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

そ
れ
に
も
か
Σ
は
ら
す
、
彼
は
次
の
や
う
に
實
力
主
義
の
國
家
観
に
は
反
対

で
あ
る
。

『
す
べ
て
國
家
は
、
實
力
の
上
に
基
礎
づ

け
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
ト

ロ
ツ
キ
ー
は
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
単
な
る

、
必
然
的
實
力
の
支
配
の
み
を
以

て
國
家
と
な
す
べ
き

で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
實
力
は
軍
に
國
家
の

一
要
素
た
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
(
八
頁
)

例

へ
ば
古
く
は
、
領
土
を
以
つ
て
、
國
家
の
重
要
な
要
素
と
見
た
こ
と
も
あ

つ
た
や
う
に
、
今
日
で
は
、

と
く
に
力
の
要
素
が
國

家
に
お
け
る
重
要
な
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
に
過
ぎ
な
い
。
故
に
軍
に
力
の
み
に
よ
つ
て
、
國
家

は
で
き
あ
が
る
も
の

新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巻

第

一
號

二
五
)

二
五



新
日カ
ン
卜
主
坐我
帖以
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(籠
〃六
巷

層弟
一
號

二
六
)

二
六

で
は
な
い
。
そ
の
力
を
ふ
る
う
に
當

つ
て
も
、
國
家
は
常
に
國
家
自
身
の
特
別
な
立
場
に
於
て
な
し
て
ゐ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
と
彼
は
述
べ
て
ゐ
る
。
(同
上
)

故
に
か
や
う
な
立
場
は
、

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
二
元
的
方
法
の
う
ち
の
、
實
讃
的
な
部
分
を
少
し
く
強
調
し
た
と
云
ふ
に
止
り
、
依
然

と
し
て
そ
こ
に
同
じ
や
う
な
方
法
二
元
論
が
淺
留
し
て
ゐ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な

い
。

(
五
)

か
や
う
に
依
然
と
し
て
方
法

二
元
論
の
基
礎
に
立

つ
ヴ

エ
ー
バ
ア
は
、
當
然
政
治
的
支
配
の
實
力
の
み
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
対
立

す
る
實
力
の
合
理
的
根
撮
の
問
題
を
ま
た
重
要
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
N
に
於
て
彼
は
、
政

治
的
支
配
に
お
け
る
、
三
つ
の
合
理
的
根
擦
を
あ
け
て
ゐ
る
。
1

(
一
)

「
永
遠
の
昨
日
」
か
ら
生
す
る
権
威
1

す
な
は
ち
慣
習

・
す
な
は
ち
傳
統
的
支
配

(
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
e
 
H
e
r
r
s
c
h
a
f
t

)

(
二
)

非
凡
な
る
人
物
に
対
す

る
崇
敬
1

す
な
は
ち
政
治
的
豫
言
者
・武
將
・大
衆
的
指
導
者
な
ど
に
対
す

る
英
雄
崇
拝
的
支
配

(
C
h
a
r
i
s
m
a
t
i
s
c
h
e
 
H
e
r
r
s
c
h
a
f
t

)

(
三
)

法
律
の
正
當
性
に
対
す

る
信
念
1

す
な
は
ち
法
律
遵
守
の
精
神
、
す
な
は
ち
法
律
上
の
権
限
の
尊
重
と
、
義
務

へ
の
服

從
の
念
。
そ
こ
に
は
恐
怖
と
云
ふ
動
機
も
あ
り
、
ま
た
希
望
と
云
ふ
動
機
も
あ
る
。
す
な
は
ち
正
當
性
的
支
配
(
L
e
g
i
t
i
m
i
t
a
t
s
-

-

h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

)

か
や
う
な
三
つ
の
根
擦
の
何
れ
か
に
よ
つ
て
、
政
治
的
支
配
は
支
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
。
そ
し
て
彼
は
、
現
代
の
独
裁
政
治
的



支
配
が
、
第
三
の
正
當
性
的
支
配
に
も
と
つ
く
よ
り
も
、
む
し
ろ
第
二
の
英
雄
崇
拝
的
支
配
に
も
と
つ
い
て
ゐ
る
傾
向
が
あ
る
と
云

つ
て
ゐ
る
。
(
九
-

一
〇
頁
)(
一
)

か
や
う
な
ヴ

エ
ー
バ
ア
の
政
治
的
支
配
の
合
理
的
根
櫨
に
対
す

る
説
明

は
、
飴
り
に
個
人
的
心
理
主
義
に
堕
し
て
ゐ
る
。
折
角

エ

リ
ネ
ツ
ク
が
ギ
ー
ル
ケ
の
心
理
主
義
を
打
破
し
て
樹
立
し
た
規
範
的
方
法
ー

す
な
は
ち
心
理
作
用
と
価
値

批
判
と
の
峻
別
t

で

あ

つ
た

に

も

か

」
は

ら

す

、

そ

れ

が

再

び
無
視

さ

れ

て
、

ギ

ー

ル
ケ

の
心

理
學

的

方

法

に

還

元

し

て

往

つ

て
し

ま

つ
て

ゐ

る
。

ヴ

エ

ー
バ

ア

の
こ

x
に

述

べ

て

ゐ

る
合

理
的

根
篠

の
設

明

は
、

實

質

上
、

心

理
學

的
説
明

以

外

の
何

も

の
で

も
な

い
。

も

と

よ

り

そ

れ

が

心

理

學

的

に

立

て

ら

れ

た

た

め

に

、

そ

れ

は

同

時

に
實

誰

的

で
あ

る

か

の
如

き
観

を

呈
し

た
。

け

れ
ど

も

こ

の

心

理

學

的

説

明

は

、

ギ

ー

ル

ケ

の
團
體

人

詮

と

同

じ

や

う

に

、

決

し

て
嚴

格

に

科
學

的

な
實

誰

性

を
有

す

る

も

の

で

は
な

い

の
で

あ

つ
て

、

観

念

的

要
素

を

含

ん

で

ゐ

る

こ

と
が

少

く

な

い
。

(
一
)
一
九
二
二
年

に
出
版
さ
れ
た
ヴ

ェ
ー
バ
ア
の
「
社
会
経
済

學
綱
要
」
第

三
巻
「
経
済
と
社
會
」
の
う
ち
に
於

て
、

こ
の
三

つ
の
社
会

的
支
配

の

類

型
が
設
か
れ
て
ゐ
る
。
(
第

一
部
・
第

一
章

・
三
)

(
六
)

政
治

的

支

配

の
起

因

の
説

明

で

、

ヴ

エ
ー
バ

ア

は

や

曳
實

誰

的

立

場

を

示

し

て

を

り

、

政

治

の
現
實

暴

露

を

試

み

て

ゐ

る
の

で

は

あ

る
が

、

そ

れ

と

て

一
種

の
常

識

論

の
程

度

を
越

え
な

い
も

の
で

あ

り

、

方

法

的

に

な

に

ら

の
新

し

い
境

地

を

拓

い
て

ゐ

る

と

も

認

め

ら

れ

な

い
。

新

カ

ン
ト
主
義

政
治
學

の
危
機
(
序
論

)

(
今
中

)

(
第
六
巷

第

一
號

二
七
)

二
七



新
カ

ン
ト
主
艶我
政
治
…學
の
危
機
(
序
論
)

(
今

中

)

(
筑
〃六
巻

紳弟

一
號

二
八
)

二
八

ヴ

エ
ー
バ

ァ

は
、

職

業

と

し
て

の
政

治

が

成

立

す

る

た
め

に

、

そ

こ
に

二

つ

の
杜

會

的

原

因

が

あ

な
と

云

ふ
。

一
は

政

治

か
ら

伽

し

り

う

い

う

カ

リ

ら

り

質
的
報
酬
が
期
待
さ
れ
る
た
め
で
あ
り
、
二
は
政
治
に
よ
つ
て
、
社
会

的
名
聲
を
求
め
よ
う
と
す
る
人
間

の
性
情
に
も
と
つ
い
て
ゐ

る
た
め
で
あ
る
o

政
治
は
か
や
う
に
、
物
質
的
報
酬
と
社
會
的
名
聲
を
求
め
よ
う
と
す
る
人
闇
の
動
機
の
う
ち
か
ら
発
生

し
て
く
る
。
し
た
が
つ
て

政
治
は
、
本
質
的
に
、
す
で
に
腐
敗
的
要
素
を
持
つ
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
古
代
の
國
家
に
於
て
見
ら
れ
る
や
う
な
、
家
臣
の
生
活
的
保

障
、
封
建
國
家
に
於
て
見
ら
れ
る
や
う
な
政
府
官
吏
の
掠
奪
的
行
爲
、
及
び
現
代
の
國
家
に
於
て
見
ら
れ
る
や
う
な
俸
給
叉
は
生
活

の
安
定
な
ど
は
、
政
治
に
結
び
附

い
た
と
こ
ろ
の
利
益
を
示
す
も
の
で
あ
の
、
騎
士
の
稻
號
、
貴
族
的
特
権

、
官
吏
の
榮
饗
な
ど
は

み
な
政
治
上
の
名
聲
欲
を
充
さ
ん
が
た
め
に
存
在
し
て
ゐ
る
。

と
く
に
現
代
の
著
し
い
傾
向
と
し
て
、
英
雄
崇
拝
的
支
配
が
高
ま
り
つ
x
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
軍
國

的
光
榮
や
、
戦
勝
的

獲
物
や
、
内
政
上
の
腐
敗
行
爲
な
ど
を
、
そ
の

一
般
的
基
礎
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
政
治
は
次
第
に
管
利
企
業
化
し
つ
x
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ヴ

エ
ー
バ
ア
の
主
張
も
、
亦

一
つ
の
心
理
主
義
で

あ
る
の
み
な
ら
す
、
更
に
そ
の
説
明
は
、
政
治
の
極
め
て
表
皮
的
な
観
察
た
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
私
共
は
彼
の
科
學
方
法
論

の

弱
点

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
o

(
七
)

か
や
う
な
政
治
の
職
業
化
と
共
に
、
そ
こ
に
現
は
れ
て
き
た
腐
敗
行
爲
に
よ
つ
て
、
更
に
政
党

政
治
の
変
化

が
蛮
生
し
た
と
ヴ

エ



ー
バ
ア
は
云
ふ
。

例

へ
ば
政
党

の
最
も
獲
達
せ
る
英
國
や
米
國
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
る
に
、
政
党

の
初
期
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
組
織
の
支
配
的
原
理

が
、
名
誉

職
制
度
(
H
o
n
o
r
a
t
i
o
r
e
n
)

で
あ
つ
た
。

し
か
る
に
今
日
で
は
、
そ
れ
が
公
認
制
度
叉
は
豫
選
制
度
を
以
つ
て
代

へ
ら
れ

る
や
う
に
な
つ
た
。
米
國
で
は
こ
れ
を

牢
冒
鍵
団
す
な
は
ち
豫
選
と
云
ひ
、
英
國
で
は
こ
れ
を
.6
騨⊆
。自。。.、、.団
.沖.ヨ

と
よ
ぶ
。

英
國
に
つ
い
て
見
る
に
、
ト
ー
リ
ー
党
は
主
と
し
て
農
村
に
地
盤
を
持
ち
、
英
國

々
教
徒
や
學
校
教
師
や
地
方
の
大
地
主
な
ど
を

主
と
し
た
支
持
者
と
し
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
に
反
し
ホ
イ
ッ
グ
蕪
は
、
非
國
教
徒
や
駅
長
や
手
工
業
者
や
、
商
人
な
ど
の
や
う
な
都
市

的
住
民
を
主
と
し
て
支
持
者
と
し
て
ゐ
た
。
し
た
が
つ
て
當
時
の
政
党

の
分
野
は
、
経
済

・
宗
教
。家
系
な
ど

N
密
接
な
関
係

を
持
つ

て
ゐ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
等
族
的
基
礎
を
有
し
て
ゐ
た
。
し
か
る
に
何
か
か
や
う
な
政
常
…の
基
礎
を
変
す
る
に
至
つ
た
か
と
云
ふ
に

そ
れ
は
選
挙

法
の
民
主
的
改
正
で
あ
つ
た
。

選
挙

法
の
民
主
化
に
よ
つ
て
、
政
党
組
織
の
原
理
の
う
ち
か
ら
、
名
鼻
職
制
度
か
消
失
し
、
そ
れ
に
代
つ
て
公
認
制
度
又
は
豫
選

制
度
が
次
第
に
現
は
れ
て
き
た
。
候
補
者
公
認
制
度
が
英
國
で
始
め
て
現
は
れ
て
き
た
の
は
、

一
八
六
八
年
で
あ
つ
て
、
こ
の
年
に

行
は
れ
た
地
方
議
會
の
選
挙

に
當

つ
て
、非
國
教
徒
た
る

一
牧
師
の
主
唱
と
ヂ
ヨ
セ
フ
ー
チ
ヤ
ム
バ
ア
レ
ン
の
後
援
と
で
、始
め
て
採

用
さ
れ
た
と
云
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
英
國
國
會

ω
選
挙
に
始
め
て
適
用
さ
れ
た
の
は
、

一
八
七
七
年
ら
し
い
。
米
國
で
は

一
八

二
四
年
ま
で
は
、
名
春
職
制
度
が
行
は
れ
て
ゐ
た
が
、
ア
ン
ド
リ
ユ
ウ
ー
ヂ
ヤ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
こ
の
年
の
選
基
の
と
き
か
ら
、始
め

て

ス
ポ
イ
ル
ス
ー

シ
ス
テ
ム
と
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
と
が
行
は
れ
る
や
う
に
な

つ
た
と
云
ふ
。
現
代
英
國
で
は
、
各
政
党

費
の
半
が
、
貴

新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巻

第
一
號

二
九
)

二
九



新

カ
ソ
ト
主
ゴ我
政
治
墨
・
の
危
機
(
序
論

)

(
A
7
中
)

(
牌弟
六
巻

第
二

號

三
〇
)

三
〇

族
に
推
薦
さ
れ
る
た
め
の
寄
附
金
に
も
と
つ
い
て
ゐ
る
こ
と
は
、

一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
か
や
う
な

公
認
制
度
が
現
は
れ
て
、
名
岩
職
制
度
が
廃
止

さ
れ
る
や
う
に
な

つ
た
Σ
め
に
、
政
党

の
國
民
代
表
性
は
、
次
第
に
そ
の
實
質
を
失

ふ
や
う
に
な
り
、
代
議
士
が
職
業
化
す
る
や
う
に
な
つ
た
。
(
三
八
-
四
六
頁
)

政
治
の
職
業
化
と
政
治

の
衡
敗
と
は
、
故
に
相
作
う
て
磯
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
政
党

稜
達
の
幼
稚
な
ド
イ
ツ

に
あ
つ

て
は
、
最
初
か
ら
名
饗
職
制
度
の
時
代
は
存
在
し
な
か
つ
た
。
議
會
そ
の
も
の
が
全
く
無
力
で
あ
つ
た
し
、
官

僚
制
度
の
稜
達
せ
る

こ
と
は
世
界
無
比
で
あ
つ
た
し
、
政
党

も
亦
、
世
界
槻
に
も
と
つ
い
て
、
多
数
に
分
裂
し
て
ゐ
た
し
す
る
た
め
に
、
議
會
政
治
の
運

用
が
、
全
く
困
難
に
陥
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
(四
六
-
四
七
頁
)

こ
N
で
ヴ

エ
ー
バ
ア
が
、
名
皆
職
制
度
と
公
認
制
度
と
を
対
比

し
て
、
政
党

の
磯
展
段
階
に
件
う
と
こ
ろ

の
、
政
治
腐
敗
の
発
生

を
説
明
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
。
若
し
も
彼
が
こ
の
二
つ
の
政
党
制
度
の
、
實
際

の
運
用
を
も
少
し
詳
細
に
噛

事
實
に
つ
い
て
説
明

し
た
な
ら
ば
、
更
に
有
釜
で
あ
つ
た
だ
ら
う
と
思
ふ
。
し
か
し
彼
は
た
f
こ
の
二
つ
の
制
度
の
背
後
に
動

い
て

ゐ
る
政
治
家

の
心
理
的
慾
望
を
問
題
と
し
た
じ
け
で
あ
り
、
か
や
う
な
心
理
的
動
き
か
ら
、
か
や
う
な
制
度

の
変
化
が
起

つ
て
き
た

や
う
に
考

へ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
た
め
に
折
角

の
意
義
あ
る
着
想
が
、
そ
の
価
値

を
牛
減
さ
れ
、
極

め
て
不
徹
底
な
も
の
に

絡
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。(

八
)

か
や
う
な
政
党
政
治
の
職
業
化
は
、
ま
た
現
代
の
議
会
制
度
の
う
え
に
反
映
し
て
を
り
、
そ
の
反
映
を
次

の
諸
點

に
認
め
る
こ
と



が

で

き

る

と
ヴ

エ
ー
バ

ア

は

云

ふ
ー

(
一
)

職
能
代
表
制
度
が
次
第
に
實
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
し
た
が
つ
て
議
會
理
論
は
再
び
利
益
代
表
主
義
の
原
理
に
復
麟
し

つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
從
來
か
ら
存
在
し
て
ゐ
た
政
治
議
会

の
外
に
経
済
議
会

が
設
け
ら
れ
る

や
う
に
な
つ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

(
二
)
利
益

代
表
主
義
が
重
ん
じ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
た
め
に
、
選
挙

に
於
て
は
、
各
種
利
害
関
係

の
重
要
性
が
増
し
加
は
り

そ
の
た
め
に
政
治
的
腐
敗
行
爲
が
、

一
暦
深
刻
に
な
り
つ
つ
あ
る
傾
き
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

(
三
)
議
会

は

一
國
の
政
策
的
討
議
場
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
に
も
か
か
は
ら
す
、
今
日
で
は
議
會
は
む

し
ろ
、
各
種
の
物
質
的

利
害
関
係

の
妥
協
荷
合

の
場
所
た
る
の
観
を
呈
す
る
に
至

つ
た
こ
と
。

(
四
)

階
級
対
立

が
激
化
し
た
た
め
、
次
第
に
二
大
政
党
主
義
が
確
保
し
難
く
な
つ
て
き
た
こ
と
。

(「
新
ド
イ
ツ
の
議
會
及
政
府
」
一
四
四
-

一
四
五
頁
及
び
二
〇
二
頁
)

ヴ

エ
ー
バ
ア
は
そ
の
根
本
的
禍
因
を
何
庭
に
求
め
て
ゐ
る
か
と
云
ふ
に
、
そ
れ
は
政
治
に
於
る

一
般
性
の
喪
失
、
す
な
は
ち
そ
の

職
業
化
で
あ
り
、
意
思
代
表
制
に
代
る
利
益
代
表
制
の
出
現
で
あ
る
と
す
る
。
彼
自
身
の
政
治
的
立
場
は
、
こ
こ
に
於
て
、
意
思
代

表
制
度
の
支
持
、
並
に
政
治

の
民
衆
化
の
上
に
固
着
し
て
ゐ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な

い
。
既
に
實
践
上
の
破
綻
を
暴
露
し
て
ゐ
る
か

や
う
な
立
場
を
支
持
し
よ
う
と
す
る
彼
の
政
治
思
想
は
、
今
日
に
お
い
て
は
む
し
ろ
反
動
的
で
さ

へ
あ
る
と
云
ひ
得
よ
う
。
そ
れ
は

時
代
に
置
き
去
ら
れ
や
う
と
し
て
ゐ
る
新
カ
ン
ト
主
義
理
論
の
保
守
性
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

新
一カ
ン
ト
主
凱我
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(Aつ
中
)

(第
六
小巷

第
二
號

三

一
)

三
一



新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巻

第

一
號

三
二
)

三
二

(
九
)

政
治
と
倫
理
と
云
ふ
テ
ー
マ
は
、
カ
ン
ト
が
す
で
に
『徳

の
形
而
上
學
』
(
M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 
d
e
r
 
S
i
t
t
e
n

)
の
公

法
論
附
録
の
う
ち
で
、

取
扱

つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
現
代
立
憲
法
治
主
義

の
完
成
の
基
本
原
理
と
し
て
、
最
も
重
要
な
る
も
の
と
な

つ
て
ゐ
る
。

故
に
ヴ

エ
ー
バ
ア
が
『
職
業
と
し
て
の
政
治
」
を
、
こ
の
テ
ー
マ
で
結
ん
だ
こ
と
は
、
至
當
の
こ
と
な
の
で
あ

る
。

彼
は
政
治
と
倫
理
と
の
対
立
を
い
か
に
調
和
す
る
か
に
つ
い
て
考

へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
か
つ
て

エ
リ
ネ
ツ
ク
が
、
國

家
主
…惟
論
を
樹
立
す
る
た
め
に

い
か
に
力
と
法
と
を
調
和
す
る
か
に
つ
い
て
苦
心
滲
憺
し
た
の
と
、
同
じ
や
う
な
意
味
と
内
容
と
を

持

つ
も
の
で
あ
る
。

前
に
述
べ
た
や
う
に
、
ヴ

エ
ー
バ
ア
の
政
治
概
念
に
於
て
は
、
實
力
的
要
素
が
主
要
な
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
。
政
治
に
お
け
る
か

や
う
な
力
の
要
素

の
、王
張
は
、
倫
理
観
念
と
必
す
し
も

一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
乱右
し
力
と
倫
理
と
の
並
立
を
認
め
る
と
す
れ
ば

そ
れ
は
二
元
論
と
な
り
、
と
く
に
そ
の
何
れ
か

一
つ
の
み
を
認
め
て
他
を
否
定
す
る
と
す
れ
ば
、
政
治
的
事
實

か
ら
離
れ
て
く
る
。

こ
」
に
お
い
て
政
治
の
う
ち
で
、
力
と
倫
理
と
の
何
れ
の
要
素
に
そ
の
優
位
を
許
容
す
べ
き
で
あ
る
か
と
云

ふ
問
題
か
生
す
る
。
こ

の
問
題

に
ヴ

エ
ー
バ
ア
の
最
後
の
破
綻
が
暴
露
せ
ら
れ
る
。

彼
は
苦
心
滲
憺
推
考
の
結
果
、
途
に
何
れ
に
も
優
位
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
結
局
彼
は
力
と
倫
理
と
の
二
元
的
支
配

を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
彼
は
今
度
は
矛
を
韓
日じ
て
、
こ
の
二
要
素

の
調
和
を
は
か
ら
ん
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
は

次
の
結
論
に
到
達
し
た
。
す
な
は
ち
倫
理
に
優
位
を
認
め
よ
う
と
す
る
意
圖
は
、
畢
寛
「
聖
者
」
に
と
つ
て
の
社
会
問
題
を
意
味
す
る



に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ

つ
て
、
私
共
人
間
に
と
つ
て
の
閥
題
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
す
そ
れ
は
、
却

つ
て
人
間
の
社
愈
生
活
を
束
縛

す
る
た
め
の
方
便
に
利
用
さ
れ
る
惧
れ
が
あ
る
。
故
に
政
治
に
お
け
る
倫
理
的
立
場
の
要
求
は
決
し
て
絶
対

的
た
る
を
許
さ
な
い
。

そ
れ
と
同
時
に
政
治
上
の
目
的
さ

へ
善
な
ら
ば
、
そ
の
手
段
が

い
か
に
悪
で
あ

つ
て
も
よ
い
と
云
ふ
講
で
も
な
い
。
政
治
上
に
於
て

も
、
目
的
の
善
を
以
つ
て
手
段

の
悪
を
償
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
。
例

へ
ば
、
戦
争

・罷
業
・革
命

の
㌔、一と
き
は
、
目
的
の
善
な
る
場
合

で
も
、
決
し
て
許
容
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
か
や
う
な
政
治
的
手
段
を
以
つ
て
直
ち
に
罪
悪

で
あ
る
と
云
ふ
は
正
し

く
な
い
と
云
ふ
。
こ
玉
で
人
々
は

一
慮
ヴ

エ
ー
バ
ア
の
主
張
の
意
味
を
不
可
解
と
す
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
は
彼

の
本
來
的
立

場
か
ら
く
る
二
元
論
に
も
と
つ

い
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
政
治
と
倫
理
と
は
範
疇
を
異
に
す
る
領
域
で
あ
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。

故
に
政
治
上
で
は
正
當
と
考

へ
ら
れ
る
實
力
的
手
段
で
も
、
政
治
倫
理
問
題
と
し
て
は
別

の
立
場
か
ら
考

へ
ら
れ
る
蝕
地
を
持

つ

て
ゐ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

『
政
治
を
職
業
と
し
て
澹
任
し
て
ゐ
る
者
や
、

一
般
に
政
治
に
干
與
す
る
者
は
、
か
や
う
に
倫

埋
的
矛
盾
を
持

つ
政
治
行
爲
に
於
て
、
各
自
の
責
任
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』
換
言
す
れ
ば

『
政
治
は
頭
で
も
つ
て
行
は

る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
決
し
て
頭
だ
け
で
行
は
る
べ
き
で
な
い
、
と
云
ふ
こ
と
は
眞
理
で
あ
る
、
』
と
彼
は
結
ぶ
の
で
あ

る
Q
(「職
業
と
し
て
の
政
治
」
六
四
-
六
五
頁
)

こ
の
ヴ

エ
ー
バ
ア
の
説
明
は
、
甚
し
く
不
明
瞭
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
倫
理
的
に
は
非
難
を
冤
れ
な
い
や
う
な
行
爲
が
、
往

々
政
治

的
に
は
必
要
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
か
や
う
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
澹
當
す
る
政
治
家
が
、
そ
れ
に
相
當
す
る
倫
理
的
責

任
感
を
以
つ
て
、
事
に
當
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
云
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

新
カ
ン
ト
主
坐我
一蚊
治
學
の
危
…機
(序
論
)

(A7
巾
・)

(第
六
谷

酔昂
一
號

三
三
)

三
三



新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巻

第

一
號

三
四
)

三
四

し
た
が
つ
て
、
倫
理
的
に
は
非
難
を
冤
れ
な
い
や
う
な
政
治
行
爲
を
、
彼
は

一
面
で
は
是
認
す
る
の
で
あ

る
が
、
他
面
で
は
、
そ

の
政
治
行
爲
を
、
倫
理
的
に
批
判
す
る
立
場
を
も
認
め
る
の
で
あ
る
。
か
や
う
な
立
場
は
、
典
型
的
な
カ
ン
ト
主
義
で
あ
る
。
そ
れ

は
法
と
倫
理
と
を
峻
別
す
る
と
こ
ろ
の
カ
ン
ト
の
立
場
に
外
な
ら
な
い
。
す
な
は
ち
そ
れ
は
カ
ン
ト
主
義
的
方
法
二
元
論
な
の
で
あ

る
o

社
会

學
者

マ
ツ
ク
ス
ー
ヴ

エ
ー
バ
ア
に
よ
つ
て
、
磯
展
せ
し
め
ら
れ
た
、
カ
ン
ト
主
義
の
實
誰
主
義
的
方
向

は
、
か
や
う
に
、

一

面
に
於
て
心
理
主
義

へ
の
復
帰

で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
方
法
二
元
論

へ
の
後
退
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
カ
ン
ト
主

義
に
対
す

る
殆
ん
ど
何
ら
の
磯
展
的
意
味
を
も
含
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

第

三
章

ハ
ン

ス
=

ケ

ル
ゼ

ン
に

お
け

る
カ

ン
ト
的

規
範

主
義

の
危
機

(

一
)

カ
ン
ト
主
義
に
擦
り
つ
Σ
實
誰
主
義
に
発
展

し
よ
う
と
す
る
試
囲
は
、
結
局
、

エ
リ
ネ
ツ
ク
以
上
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、

釜
々
方
法
的
二
元
論
の
弱
職
を
暴
露
す
る
に
止
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
私
共
は
ヴ

エ
ー
バ
ア
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
N
に
於
て
、
現
代
の
文
化
危
機
に
當
面
す
る
カ
ン
ト
主
義
そ
の
も
の
N
防
衛
は
、
僅
に
規
範
主
義

へ
の
よ
り
徹
底
に
よ
る
二
元

論
の
清
算
と
云
ふ
方
法
を
淺
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。

カ
ン
ト
的
立
場
に
は
、
元
來
、
物
自
體

を
物
自
體

に
於
て
把
握
し
得
る
能
力
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
む
し
ろ
た
じ
こ
れ
を
冷
徹
な



概
念
に
於
て
整
理
し
、
こ
れ
を
対
立
的
な
も

の
と
し
て
観
賞
し
、
批
判
し
、
そ
れ
に
た
穿
形
式
的
な
る
価
値

を
附
オ
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
こ
れ
を
把
握
す
る
黙
に
於
て
、
と
く
に
そ
の
卓
越
せ
る
特
微
を
持
つ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
。

故
に
む
し
ろ
か
や
う
な
特
徴
を
伸
ば
し
、
實
誰
主
義
的
方
向

へ
の
発
展

を
断
念
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
却

つ
て
カ
ン
ト
的
思
惟
形

式
の
特
質
を
畿
揮
し
得
る
の
で
あ
る
。
現
實
に
、
か
や
う
な
立
場
に
於
て
カ
ン
ト
主
義
を
護
展
せ
し
め
た
も

の
が
、

ハ
ン
ス
ー
ケ
ル

ゼ

ン
で
あ
る
。

ハ
ン
ス
ー
ケ
ル
ゼ

ン

(
H
a
n
s
 
K
e
l
s
e
n
,
 
1
8
8
1

×
)
の
方
法
は

「純
粋
法
學
」
(
R
e
i
n
e
 
R
e
c
h
t
s
l
e
h
r
e

)
叉
は

「規
範
的
國
家
論
」

(
N
o
r
m
a
t
i
v
e
 
S
t
a
a
t
s
l
e
h
r
e

)
と
よ
ば
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
こ
で
某
し
て
、
カ
ン
ト
主
義
的
方
法
二
元
論
は
、
止
揚
さ
れ
得
た
で
あ
ら
う

か
?ケ

ル
ゼ

ン
の
純
粋
法
學
の
立
場
は
、

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
二
元
的
立
場
に
於
け
る
法
則
科
學

の

一
面
を
否
定
し
て
、
そ
の
規
範
科
學
的

一
面
の
み
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
は
、
そ
れ
は
方
法
的
二
元
論
を
脱
却
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
観
念
的

ご
兀

論
を
確
立
し
た
と
云

へ
よ
う
。
け
れ
ど
も
ケ
ル
ゼ

ン
が
、

一
度
、
政
治
理
論
の
分
野
に
出
で
來
る
と
き
に
は
、
再
び
彼
の
無
視
し
た

法
則
科
學
的
他
面
が
、

い
つ
の
ま
に
か
ひ
そ
か
に
適
用
さ
れ
、
彼
の
純
粋
法
學
的
方
法
が
純
粋
な
ら
ざ
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
か
や
う
な
矛
盾
が
彼
の
方
法
の
中
に
認
め
ら
れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
彼
の
純
粋
法
學
的
方
法
が
、
余
り

に
偏
狭
な
る

片
面
的
な
も
の
で
あ

つ
て
、
現
實
を
把
握
す
る
に
鯨
り
に
安
當
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

(
二
)

新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
a
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巷

第

一
號

三
五
)

三
五



新
カ
ン
ト
主
蝕我
政
治
學
の
危
…機
(序
論
)

(今
中
)

(第
㎝六
巷

塒弟
一
號

三
六
)

三
六

ケ
ル
ゼ

ン
の
名
を
學
界
に
高
か
ら
し
め
た
最
初
の
著
書
と
し
て
、

一
九

一
一
年
出
版
さ
れ
た

『
國
法
學
の
主
要
問
題
』
(
H
a
u
p
t
-

p
r
o
b
l
e
m
e
 
d
e
r
 
S
t
a
a
t
s
l
e
h
r
e

)
は
、始
め
て
彼
の
純
粋
法
學
的
立
場
を
ひ
ろ
く
世
に
認
め
し
め
た
の
で
あ

つ
た
が
、
こ
の
書

は
飴
り
に

專
門
的
で
あ

つ
た
た
め
に
、
む
し
ろ
同
年
ヴ
イ
ン
社
會
學
會
で
行
は
れ
た
講
演

『
法
理
的
方
法
と
社
魯
學
的
方
法
と
の
限
界
に

つ
い

て
』

(
L
i
e
b
e
r
 
d
i
e
 
G
r
e
n
z
e
n
 
z
w
i
s
c
h
e
n
 
j
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
r
 
a
n
d
 
s
o
z
i
o
l
o
g
i
s
c
h
e
r
 
M
e
t
h
o
d
e
,
 
1
9
1
1

)
の
方
が
よ
り
よ
く
簡
明
に
彼
の
立

場
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
書

の
う
ち
で
彼
は
、
存
在
と
當
爲
と
を
極
度
に
峻
別
す
。へ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
の
こ
と
は
し
か
し

エ
リ
ネ
ツ
ク
の
す
で

に
な
し
た
こ
と
で
あ
つ
た
。し
か
し

エ
リ
ネ
ツ
ク
は
法
律

の
研
究
に
も
、國
家
の
研
究
に
も
、
か
や
う
な
二
つ
の
領
域
が
必
要
で
あ
り
、

且
つ
か
や
う
な

二
つ
の
立
場
か
ら
対
象
が
分
析
さ
れ
て
往
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
こ
れ
に
反
し
て
ケ

ル
ゼ

ン
は
、
法
律
學
が
た
だ
軍
純
に
規
範
科
學
と
し
て
の
立
場
に
於
て
の
み
樹
立
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
こ
れ
を
法
則
科

學
と
し
て
の
社
倉
學
か
ら
峻
別
し
て
、
法
律
學
に
於
る
科
學
的
方
法
の
規
範
主
義
的

一
元
性
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
つ
た
。

彼
は
云
つ
て
ゐ
る
。
存
在
は
論
明
的
因
果
律
的
原
理
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
當
爲
は
規
範
的
価
値

的
原
理
の
上
に
立
つ
べ

き
も
の
で
あ
り
、
當
爲
は
決
し
て
意
欲
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
は
な
し
に
、
む
し
ろ
思
惟
的
な
も
の
で
な
け
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
の

み
な
ら
す
法
律
學
は
、
決
し
て
存
在
か
ら
出
発

す
べ
き
説
明
的
科
學
た
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
む
し
ろ
思
惟
か
ら
出
獲
す

べ
き
當
爲
の
學
た
る
べ
き
で
あ
る
。
故
に
法
律
學
は
、
恰
も
倫
理
學
や
論
理
學
な
ど
と
、
同
じ
や
う
な
領
域

に
屡
し
て
ゐ
る
も
の
で

あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
と
。



そ
も
そ
も
存
在
と
當
爲
の
領
域
は
、
到
底
結
合
し
が
た
い
対
立
的
内
容
を
も
つ
て
ゐ
る
。
ケ
ル
ゼ

ン
が
、・
こ

の
二
つ
の
領
域
の
封

立
性
を
す
な
ほ
に
そ
の
ま
ま
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
法
律
學
を
単
一

に
価
値

の
領
域

の
み
の
も
の
と
な
し
た
こ
と
は
、
方
法
論
的

に
は
、
極
め
て
賢
明
な
態
度
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
し
か
し
こ
の
賢
明
さ
は
カ
ン
ト
主
義
者
と
し
て
の
賢
明
さ
で
あ
る
。
決
し
て

そ
れ
に
よ
つ
て
現
實
が
科
學
理
論
の
上
に
活
躍
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
事
實
的
に
そ
れ
は
飴
り
に
軍
純
に
過
ぎ
た
。
法
律
學

が
か
や
う
に
軍
純
に
全
く
存
在
的
領
域
か
ら
切
離
し
て
樹
立
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
々
は
決
し
て
こ
れ
ま
で
の
や
う
な

方
法
論
的
な
苦
闘
を
な
す
必
要
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
法
律
學
も
亦
、存
在
的
領
域
を
無
親
す
る
こ
と
が
で
き
す
、法
と
稔
す
る
規

範
も
亦
、
存
在
的
領
域
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
の
単
な
る

慣
値
的
形
式
に
止
ま
る
の
で
な
し
に
、
法
が
存
在
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
ゐ

る
が
故
に
、
何
ら
か
の
意
味
で
の
価
値

を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
。
人

々
は
決
し
て
こ
れ
ま
で
ケ
ル
ゼ
ン

の
や
う
な
純
粋
な
方
法
を
考

へ
及
ば
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
余
り
に
法
の
存
在
的
領
域
を
無
硯
す
る
方
法
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
を
主
張
す
る

勇
氣
を
持
た
な
か
つ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
係
ら
す
ケ
ル
ゼ

ン
が
敢
え
て
こ
れ
を
主
張
す
る
に
至
つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
新
カ

ン
ト
主
義
の
危
機
が
高
ま

つ
た
た
め
で
あ
り
、
現
代
の
危
機
に
よ
つ
て
追
ひ

つ
め
ら
れ
た
危
機
の
源
そ
れ
自
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

カ
ン
ト
主
義

の
悲
鳴
と
し
て
じ
あ

つ
た
に
す
ぎ
な
い
。

ぜ
レ
レ

カ
ン
ト
自
身
も
法
を
箪
純
な
形
式
的
規
範
慣
値
に
止
ま
る
も
の
と
は
考

へ
な
か
つ
た
。
カ
ン
ト
は
法
概
念
の
基
礎
を
人

々
の
意
欲

に
求
め
、そ
の
自
由
な
る
結
合
形
式
で
あ
る
と
し
た
。
か
や
う
な
意
欲
的
結
合

の
上
に
の
せ
ら
れ
た
カ
ン
ト
の
法
の
概
念
を
、
そ
の
後

に
至

つ
て
新
し
く
復
興
し
た
人
が

ル
ド

ル
フ
ーー

シ
ユ
タ
ム
ラ
ア
で
あ

つ
た
。
こ
の
カ
ン
ト
や
シ
ユ
タ
ム
ラ
ア
に
於
て
主
張
さ
れ
て
き

新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巷

第

一
號

三
七
)

三
七



新
カ
ン
ト
主
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治
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危
櫟
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論
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中
)
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工
ハ
巻

第

一
號

三
八
)

三
八

た
法
と
し
て
の
意
欲
的
結
合
の
形
式
概
念
の
中
に
は
、
心
理
的
存
在
性
と
価
値
的
當
爲
性
と
が
、
二
つ
乍
ら
織

り
込
ま
れ
て
ゐ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
か
や
う
な
二
元
論
を
冤
れ
ん
が
た
め
に
、
法
概
念
の
基
礎
を
心
理
的
意
欲
か
ら
形
式
的
思
惟
に
移
し
た
の
で
あ
る
。
し

た
が

つ
て
そ
こ
で
は
法
の
心
理
的
存
在
性
は
清
算
さ
れ
得
た
け
れ
ど
も
、
法
は
途
に
純
粋
形
式
的
概
念
に
止
ま

る
も
の
と
な
り
、
法

の
事
實
的
基
礎
か
無
視

さ
れ
る
や
う
に
な

つ
た
の
で
あ
る
。

新
カ
ン
ト
學
徒
の
最
も
中
心
的
な
課
題
た
る
、
カ
ン
ト
的
観
念

論
を
、
二
元
論

に
陥
し
い
れ
る
こ
と
な
し
に
、
い
か
に
し
て
科
學

的
實
誰
性
の
基
礎
の
上
に
据
ゑ
る
か
と
云
ふ
問
題
を
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
勉
棄
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
そ
れ
は
薪
カ
ン
ト
學
徒

に
と
つ
て
結
局
不
可
能
事
に
近
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
思
へ
ば
、
ケ
ル
ゼ

ン
の
態
度
は
却
つ
て
賢
明
で
あ
つ
た
と
云

へ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
そ
の
こ
と
は
直
ち
に
ケ
ル
ゼ

シ
の
立
場
を
正
當
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
ケ
ル
ゼ

ン
が
持

つ
て
ゐ
る
弱
点
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
外
に
も
つ
と
重
大
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
自
己
矛
盾

が
あ
る
。
そ
れ
は
法
律
學
の
方
法
と
し
て
示
さ
れ
た
こ
の
規
範
的

一
元
論
が
、
彼
の
政
治
理
論
に
於
て
、
決
し
て

】
貫
さ
れ
て
ゐ
な

い
で
、
彼
は
再
び
ジ

ン
ク
レ
チ
ス
ム
ス
に
陥
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

(
三
)

先
づ
私
共
は
、
存
在
と
當
爲
と
の
峻
別
に
鋭
敏

な
ケ
ル
ゼ
ン
が
、
自

己
矛
盾
に
も
、
法
の
規
範
力

(
G
e
l
t
u
n
g

)
と
法
の

強
制
力

(
Z
w
a
n
g
s
g
e
w
a
l
t
,
 
 
V
o
l
l
z
u
g
s
m
a
c
h
t

)
と
を
混
同
し
て
ゐ
る
黙
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

法
が
何
故
に
行
は
れ
る
か
?

そ
れ
は
法
が
法
と
し
で
、
法
価
値

的
に
愛
當
す
る
が
故
で
あ
る
と
、
ケ
ル
ゼ

ン
は
答

へ
て
ゐ
る
Q



法
が
法
と
し
て
の
安
當
性
を
有
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
軍
に
要
當
性
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
安
當
な
る
が
故
に
服
從
せ
ら
る
べ
し

と
云
ふ
規
範
的
命
令
と
し
て
存
立
し
得
る
と
云
ふ
こ
と
だ
け
を
意
味
し
.
事
實
上
現
に
そ
の
命
令
が
服
從
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
否
や
と

は
別
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
法
の
規
範
性
叉
は
法
の
當
爲
性
の
問
題
で
あ
つ
て
、
法
の
存
在
性
叉
は
法
の
事
實

匪
の
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し
私
共
は
事
實
上
法
が
規
範
価
値

的
に
安
當
す
る
が
故
に
の
み
法
に
服
從
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
規

範
的
安
當
性
の
問
題
を
別
に
し
て
も
、
な
ほ
私
共
は
法
に
服
從
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
實
的
駆
迫
を
蒙
つ
て
ゐ
る
が
故
に
、
屡

々
法
に

屈
從
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
Q

も
つ
と
も
か
や
う
な
、
法
に
対
す

る
事
實
的
屈
服
が
、
法
律
學
上
の
問
題
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ

る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
む

し
ろ
政
治
學
的
問
題
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
た
が

つ
て
カ
ン
ト
も
ー

ブ
イ
ヒ
テ
は
よ
り
以
上
に
i

、法

の
強
制
力
を
、
法
そ

れ
自
騰
の
属
性
で
あ
る
と
し
乍
ら
も
、
な
ほ
法
の
張
制
力
か
、
政
治
的
な
公
法
的
権
力

組
織
に
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
め
た

の
で
あ

つ
た
。

故
に
そ
れ
が
法
律
學
的
問
題
た
る
と
、
政
治
學
的
問
題
た
る
と
を
問
は
す
、
法
の
規
範
性
が
、
法
の
事
實
的

強
行
権
力
組
織
の
存

在
を
離
れ
得
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
ゝ
に

認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
制
定
法
と
し
て
の
存
在
的
な
法

そ
れ
自
膿
は
、
事
實

上
か
や
う
な
(國
法
の
場
合
は
)
張
行
的
権
力
組
織
に
依
存
し
、
又
は
(自
由
団
体

規
則
の
場
合
は
)
各
種
の
自

由
団
体

の
存
在
的
勢
力

的
要
素
と
離
れ
る
こ
と
な
し
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

か
や
う
な
意
味
で
私
共
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
概
念
に
対
し

て
、
次
の
や
う
な
二
つ
の
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。

新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)
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六
巷

第

一
號

三
九
)

三
九



新
カ
ン
ト
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義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巷

第

一
號

四
〇
)

四
〇

(
一
)

現
實
的
に
、
法
は
常
に
法
と
し
て
形
式
価
値

的
に
安
當
す
る
も
の
」
み
が
行
は
れ
て
ゐ
る
か
?

(
二
)

何
ら
の
存
在
的
事
實
的
前
提
な
し
に
、
法
の
形
式
価
値

的
安
當
性
を
決
定
す
る
こ
と
が
、
果
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
?

法
が
法
と
し
て
安
當
す
る
と
は
、
何
に
対
し

て
法
が
安
當
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
?

マ
ア
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
は
「
公
共
福
祉
」
(
W
o
h
l
f
a
h
r
t

)
を
、

ブ
イ
ジ
オ
ク
ラ
ツ
ト
は

.
"
i
o
i
s
 
p
o
s
i
t
i
v
e
s
"

を
、
功
利
主
義
は
"
p
u
b
l
i
c

u
t
i
l
i
t
y
"

を
、
ル
ソ
ー
は
"
v
o
l
o
n
t
e
 
g
e
n
e
r
a
l
e
"

を
、
そ
し
て
啓
蒙
主
義
は
「
自
由
」
と
構
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
原
理
を
持

つ
て
ゐ

る
。
こ
の
政
治
原
理
の
前
提
に
よ
つ
て
法
の
安
當
性
の
内
容
は
初
め
て
決
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
法
が
政
治
原
理
な

し
に
、
内
客
を
持
ち
得
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
法
が
存
在
性
な
し
に
在
り
得
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
Q

西
洋
で
は
中
世
紀
ま
で
は
、
利
子
を
徴
す
る
こ
と
が
必
す
し
も
正
當
覗
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
し
、
我
國
で
は
平
安
朝
中
期
以
後
に

初
め
て
「出
塁
」
と
稔
す
る
「、弊
風
」が
稜
生
し
た
。
利
子
を
支
払

は
ざ
る
債
務
者
に
、
そ
の
支
払
を
強
制
す
る
こ
と
が
、
果
し
て

「
信

義
誠
實
」
の
原
則
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
?

そ
の
答

へ
は
法
の
形
式
的
規
範
性
に
よ
つ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
し
に

現
に
各
時
代
の
法
の
社
會
的
存
在
性
に
よ
つ
て
決
せ
ら
れ
て
き
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
法
を
あ
く
ま
で
規
範
的
領
域
に
於
て
の
み
説
明
し
よ
う
と
し
た
ケ
ル
ゼ
ン

は
、相
封
主
義
に
よ
つ
て
、
法
の
要
當
性
を
説
明

し
よ
う
と
し
た
。
す
な
は
ち

一
つ
の
法
の
安
當
性
は
、
そ
れ
に
直
接
に
優
位
す
る
他
の
法
に
対
す

る
安
當
性

で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
説
明
は
全
く
間
違
つ
て
ゐ
る
。
何
と
な
れ
ば
諸
結
肚
や
諸
魯
社
の
内
面
規
定
に
關
す
る
そ
れ
ら
諸
團
體
自
身

の
法

の
安
當
性
を
決
定
す
る
も

の
は
、
そ
れ
ら
の
諸
團
骸
の
最
高
機
關
で
あ
り
、
國
法
の
安
當
性
を
決
定
す
る
も

の
は
、
國
家

の
司
法
機



關
で
あ
り
、
國
際
法
の
妥
當
性
を
決
定
す
る
も
の
は
、
當
該
者
た
ち
の
國
際
會
議
か
、
戦
争

か
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
諸
団
体

規
則

と
國
法
と
國
際
法
と
の
開
に
は
事
實
上
何
等
の
上
下
的
序
列
は
な
い
。
の
み
な
ら
す
こ
れ
ら
の
各
艦
系
に
所
属

す
る
諸
機
關
に
よ

つ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
法
の
安
當
性
が
決
定
さ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の
根
擦
は
決
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
優
位
す
る
法
龍
系

の
法
理
念
で
は
な
い

の
で
あ
つ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
各
団
体

、
國
家
、
叉
は
國
際
團
體

の
存
在
的
事
實
そ
の
も
の
で
あ
る
。

一
つ
の
法
が
他
の
法
に

優
位
す
る
と
云
ふ
観
念
は
、
唯

一
の
法
龍
系
の
内
部
に
於
て
の
み
云
ひ
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ

つ
て
、例

へ
ば
法
律
が
命
令
を
規
定
し
、

特
別
法
が
普
通
法
に
優
先
し
、
薪
法
が
舊
法

を
制
約
す
る
や
う
な
意
味
に
於
て
の
み
、
あ
り
得
る
に
す
ぎ
な

い
。
行
政
法
や
民
法
や

商
法
は
、
決
し
て
政
治
結
社
や
公
釜
法
人
や
螢
利
魯
社
自
身
の
規
則
の
内
面
的
安
當
性
そ
の
も
の
を
決
定
す
る
の
で
は
な
し
に
、
た

Ψ
行
政
法
や
民
法
や
商
法
そ
れ
自
龍
の
、
す
な
は
ち
國
家
的
安
當
性
に
從

つ
て
、
各
團
體

の
上
に
國
家
的
監
督
樺
を
行
使
し
得
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
各
団
体

は
そ
れ
自
身
の
存
在
的
立
場
で
、
そ
の
内
部
的
要
當
性
を
決
定
す
る
。

し
か
し
ケ
ル
ゼ

ン
は
、
こ
の
明
白
な
事
實
を
無
硯
し
て
、
途
に
救
ふ
べ
か
ら
ざ
る
謬
見
に
陥
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
は
國
家
憲
法

の
効
力
を
説
明
せ
ん
が
た
め
に
、
そ
れ
に
優
勝
す
る
法
艦
系
と
し
て
、
か
つ
て
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
ーー
ヴ
オ
ル
フ
が
用
ひ
古
し
た

「
極
限

國
家
」
c
i
v
i
t
a
s
 
m
a
x
i
m
a

)【一ヨ
騨
)
の
観
念
を
持
ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
念
は
し
か
し
ヴ
オ
ル
フ
が
さ
う
で
あ

る
や
う
に
、
自
然
法
説
の
基
礎
に
於
て
の
み
承
認
さ
れ
得
る
も
の
で
あ

つ
て
、
自
然
法
的
世
界
法
観
に
外
な
ら
な
い
。
自
然
法
説

の

崩
壊
し
た
今
日
で
は
、
國
際
法
は
む
し
ろ
多
角
的
な
又
は
多
元
的
構
成
を
有
す
る
と
考

へ
る
の
が
安
當
で
あ

つ
て
、
そ
れ
以
上
の
軍

元
的
世
界
法
龍
系
を
思
惟
す
る
こ
と
は
、
法
律
學
的
立
場
を
逸
脱
す
る
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ゆ

新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
申
)

(第
六
巷

第

一
號

四
一
)

四
一



新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巻

第

一
號

四
二
)

四
二

(
四
)

同
じ
立
場
か
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン

の
國
家
理
論
が
磯
展
す
る
。
ケ
ル
ゼ

ン
は
、
國
家
を
「強
制
秩
序
」
(
Z
w
a
n
g
s
o
r
d
n
u
n
g

)
で
あ
る
と

云
ふ
。
そ
れ
は
、
國
家
が
秩
序
の
強
制
者
で
あ
る
と
云
ふ
意
味
で
は
な
し
に
、
國
家
が
秩
序
そ
の
も
の
だ
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。
故

に
彼
に
於
て
は
、
國
家
は
力
で
な
し
に
、
組
織
そ
の
も
の
で
あ
る
。
存
在
的
事
實
で
は
な
し
に
、
規
範
的
當
爲

で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
國
家
は
、
強
制
的
な
秩
序
で
あ
る
と
ケ
ル
ゼ

ン
は
云
つ
て
ゐ
る
。
し
か
ら
ば
そ
の
國
家
的
秩
序

の
強
制
的
性
質
は

い
つ
こ
か
ら
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
云
へ
ば
、
ケ
ル
ゼ

ン
は
當
然
そ
れ
を
秩
序
そ
の
も
の
」
屡
性
で
あ
る
と
答

へ
る
の
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
強
制
的
性
質
が
、
國
家
的
秩
序
す
な
は
ち
國
法
そ
の
も
の
x
主
権
性
に
も
と
つ
く
と
云
ふ
。
し
か
し
國
法
の
主
権
性
は
、

國
家
が
決
し
て
独
立

意
思
の
主
体
た
る
が
た
め
で
は
な
し
に
、
國
家
が
軍
に
他

の
何
者
か
ら
も
支
配
せ
ら
れ
な
い
や
う
に
、
國
際
法

上
の
國
家
平
等
擢
に
よ
つ
て
保
障
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
云
ふ
。
故
に
ケ
ル
ゼ

ン
に
よ
れ
ば
、
國
家
主
権
は
、

國
家

の
國
際
的
干
等
椹
の
半
面
で
あ
り
、
國
際
的
平
等
権
は
國
家
主
権

の
封
外
的
表
現
で
あ

つ
て
、
國
家
主
権

は
國
際
的
平
等
権

の

封
内
的
作
川
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

國
際
法
上
の
國
家
平
等
襟
は
、
國
際
法
學
者
に
よ
つ
て
往
々
、
國
際
主
権
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
國
際
主
権
な
る
術
語
か

そ
れ
自
體

一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
國
際
法
學
者
の
認
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
づ
こ
れ

を
論
理
的
に
見
る
に
、

主
権

は
國
法
上
の
概
念
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
國
法
の
絶
対
的
自
主
性
を
示
し
て
ゐ
る
観
念
に
外
な
ら
な
い
。
他
の
法
叉
は

規
期
は
、
す
べ
て
何
ら
か
の
監
督
的
支
配
の
下
に
置
か
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
自
主
性
が
制
限
的
で
あ
る
。
國
際
法

と
錐
も
決
し
て
こ
の



部
類
の
外
に
あ
る
法
で
は
な
く
、
し
た
が
つ
て
そ
の
自
主
性
が
完
全
で
な
い
。
す
な
は
ち
或
る
國
際
法
は
、
當
該
當
事
國
家
聞
の
数

佃

の
國
家
的
白
主
性
の
並
列
関
係

に
依
存
し
て
を
り
、
形
式
的
に
は
そ
れ
ら
相
互
の
自
由
な
る
承
認
に
よ
つ
て
成
立
し
て
ゐ
る
の
で

あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
数
個
の
無
拘
束
的
な
自
主
性
の
対
立

が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
故
に
こ
れ
を
國
際
主
樺
と
よ
ぶ
べ
き
で
は

な
く
、
こ
れ
は
國
家
の
國
際
平
等
権
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
國
法
は
、
そ
の
監
督
の
下
に
置
か
れ
て
ゐ
る
と
こ

ろ
の
、
あ
ら
ゆ
る
國
家
的
叉
は
そ
の
他
の
法
艦
系
の
上
に
、
監
督
的
支
配
擢
を
有
し
乍
ら
、
し
か
も
何
ら
よ

り
上
位
の
支
配
に
服
す

る
こ
と
な
し
に
存
在
し
て
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
國
法
の
自
主
性
は
、
そ
れ
自
ら
に
於
て
事
實
上
最
高
絶
対

唯

一
不
可
分
な
る
性
質
を

且
ハ備
し
て
ゐ
る
Q

し
た
が
つ
て
國
法
の
主
権
性
が
、
國
家
の
封
内
的
関
係

に
向

つ
て
畿
動
す
る
と
き
に
は
、
そ
こ
に
何
ら
の
國
際
法
的
保
障
を
も
要

す
る
も
の
で
は
な
い
。
若
し
そ
の
國
法
の
主
禮
性
が
、
國
際
法
の
保
障
に
ょ
つ
て
、
初
め
て
全
き
を
得
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
恰
も
附
庸
國

の
主
樺
性
が
宗
主
國
に
よ
つ
て
限
定
さ
れ
て
ゐ
て
、そ
の
主
権
性
が
喪
失
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
國
法
の
主
樺
性
は
、

國
際
法
に
よ
つ
て
奪
は
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

若
し
も
カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
に
す
ら
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
や
う
な
、
主
権

的
世
界
國
家
が
、
出
現
す
る
こ
と
が
あ

つ
た
な
ら
ば

現
代
の
民
族
諸
國
家
は
地
方
團
體

に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
、
そ
の
國
法
は
、
薪
主
権

的
世
界
國
家
の
主
樫
性
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ

且
つ
保
障
さ
れ
る
こ
と
」
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
時
に
は
す
で
に
、
現
代
の
主
権
的
民
族
國
家
は
、
そ
の
國
法

の
主
権
性
を
喪
失
す

る
に
至
る
の
で
あ
る
Q
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更
に
歴
史
的
に
こ
れ
を
見
れ
ば
、

一
層
ケ
ル
ゼ
ン

の
立
場
は
成
り
立
ち
が
た
い
。
國
家
は
む
し
ろ
國
際
法
に
先
存
し
て
を
り
、
國

際
法
の
未
だ
認
め
が
た
か
り
し
時
代
に
於
て
、
人
類
は
既
に
國
家
生
活
を
始
め
て
ゐ
た
。
ま
た
こ
れ
を
法
概
念

の
発
達
の
上
か
ら
見

て
も
、
j
u
s
 
c
i
v
i
l
e

の
発
達

は
、
j
u
s
 
g
e
n
t
i
u
m

に
先
ん
じ
、
c
i
v
i
t
a
s

は
L
a
w
 
o
f
 
n
a
t
i
o
n
s

の
成
立
す
る
よ
り
も
、

遙
に
先
に
現

は
れ
て
ゐ
た
。
事
實
的
國
家
は
決
し
て
國
際
法
の
承
認
に
ょ
つ
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
國
家
的
事
實
が
整
備
さ
れ
た
あ

と
で
、
初
め
て
國
際
法
上
の
承
認
が
行
は
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

(
五
)

し
か
し
上
に
述
べ
た
や
う
な
法
理
的
形
式
論
で
、
問
題
が
片
附
け
ら
れ
得
る
問
は
、
ま
だ
そ
の
方
法
論
的
破
綻
が
表
面
化
し
な
い

で
濟
ん
で
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
現
代
的
危
機
の
政
治
的
混
乱

は
、
い
つ
ま
で
も
ケ
ル
ゼ
ン
を
概
念
的
形
式
理
論
の
問
題
に
、
固
着
せ
し

め
て
置
か
な
か
つ
た
。
か
く
て
彼
が
政
治
理
論
の
分
野
に
、
進
出
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
こ
と
は
、
彼

の
純
粋
法
學
に
対
す

る
ま
こ

と
に
あ
わ
れ
な
る
破
綻
の
機
愈
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
自
身
は
し
か
し
、
カ
ン
ト
的
分
析
に
よ
つ
て
、
自
己
の
立
場
の
限
界
を
よ
く
認
識
し
て
ゐ
る
が
故

に
、
彼
は
政
治
を
論

す
る
に
當
つ
て
も
、
こ
れ
を
事
實
的
問
題
と
し
て
取
り
あ
け
る
こ
と
を
好
ま
な

い
。
し
た
が
つ
て
彼
が
政
治
に
つ
い
て
論
す
る
と
き

に
於
て
も
、
彼
は
何
時
の
開
に
か
、
事
實
的
存
在
の
世
界
を
避
け
て
、
規
範
的
當
爲
の
世
界
に
逃
け
込
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

彼
は
他

の
カ
ン
ト
的
観
念

主
義
者
と
同
じ
く
、
政
治
を
法
則
科
學
的
領
域
に
於
て
認
め
よ
う
と
し
な
い
・
彼
は
政
治
を
拠
伽
と
す

る
。
そ
れ
は
法
則
を
超
越
し
た
自
由
な
人
爲
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
そ
れ
を
法
則
科
學

の
尺
度
に
載



せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
彼
は
「
科
學
的
認
識
」
(
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
r
 
E
r
k
e
n
n
t
n
i
s

)
と
「
政
治
的
価
値

判
漸
」
(
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
r
 
W
e
r
t
-

u
r
t
e
i
l

)
と
を
区
別

し
対
立

せ
し
め
て
ゐ
る
。

政
治
的
価
値

判
断
と
は

「政
策
的
判
噺
」
の
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
は
彼
に
於
て
は
科
學

的
判
断
で
は
あ
り
得
な
い
。
か
や
う
に
二
つ
の
も
の
を
対
立
的
に
考

へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
「科
學
」
(
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t

)
と

「
政
治
」

(
P
o
l
i
t
i
k

)
と
が
峻
別
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ

ン
に
よ
れ
ば
、政
治
は

一
つ
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
に
關
す
る
技
術
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ

ン
の
政
治
論
は
、
技
術
論
で
あ
つ
て
、
科
學
的
理
論
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

人
々
は
ケ
ル
ゼ
ン

の
政
治
論
が
、
純
粋
法
學
の
立
場
と
、
方
法
論
的
に
著
し
く
異
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と

は
、
ケ
ル
ゼ

ン
自
ら
も
承
認
し
て
ゐ
る
と
ほ
り
に
、
彼
に
於
て
政
治
が
科
學
で
な
く
、
技
術
に
す
ぎ
な
い
も

の
と
.さ
れ
て
ゐ
る
當
然

の
結
果
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
矛
盾
が
あ
る
た
め
で
は
な
い
。
(
一
)

(
「
)
K
e
l
s
e
n
,
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 
S
t
a
a
t
s
l
e
h
r
e
,
 
S
S
.
 
2
7
,
 
4
4
.

ケ
ル
ゼ

ン
が
政
治
論
に
於
て
取
扱
つ
て
ゐ
る
。
注
口
す
べ
き
問
題
が

三
つ
あ
る
。

(
一
)

民
主
政
治
か
独
裁

政
治
か
?

(
二
)

社
愈
主
義
か
自
由
主
義
か
?

(
三
)

國
家
は
形
式
的
秩
序
か
超
人
か
?

第

一
の
問
題
は
要
す
る
に
、
民
主
政
治
と
議
會
政
治
を
擁
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
第

二
の
問
題
は
、
自
由
主
義
を
支
持
す
る

た
め
に
、

マ
ル
ク
ス
=
レ
ー
ニ
ニ

ズ
ム
を
駁
撃
す
る
も

の
で
あ

い
、
そ
し
て
第
三
の
問
題
は
、
フ
ア
ツ
シ
ズ

ム
的
な
國
家
等
制
主
義
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四
六

理
論

の
批
判
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
こ
の
三
つ
の
問
題
を
通
じ
て
、
彼
が
自
由
主
義
に
立
つ
民
主
的
秩
序
と
し
て
の
立

憲
法
治
國
家
を
防
衛
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

(
六
)

先
づ
第

一
の
民
主
政
治
か
独
裁

政
治
か
の
問
題
に
対
す

る
ケ
ル
ゼ
ン
の
答
案
を
検
討
し
て
見
よ
う
。
な
ほ
彼
が
こ
の
問
題
を
取
扱

つ
て
ゐ
る
の
は
、
次
の
三
つ
の
著
書
に
於
て
ビ
あ
る
。

(
一
)

『
民
主
政
治
の
本
質
と
価
値
』
第

一
版

(
一
九
二
〇
年
)
V
o
m
 
W
e
s
e
n
 
 
a
n
d
 
W
e
r
t
 
d
e
r
 
D
e
m
o
k
r
a
t
i
e
 
:
 
i
n
 
A
r
c
h
i
v
 
f
i
i
r

S
o
z
i
a
l
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 
a
n
d
 
S
o
z
i
a
l
p
o
l
i
t
i
k
,
 
B
d
.
 
4
7
.
 
H
e
f
t
 
1
.
)

(
二
)

同

上

、
第

二
版

(
一
九

二
九
年

)

(
一
)

(
三
)

『
國

家

政

禮

と
世

界

観

』

(
一
九

三

三
年

)
(
S
t
a
a
t
s
f
o
r
m
 
a
n
d
 
W
e
l
t
a
n
s
c
h
a
u
u
n
g

)

(
一
)
こ
の
書
は
西
島
芳

二
氏
に
よ
り
邦
課

さ
れ
岩
波
か
ら
出
版

さ
れ
て
ゐ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン

は

、
上

述

の
顎、」
と
く

民

主

々
義

者

で
あ

つ
て
、
独
裁

政

治
論

者

で

は

な

い
。

し

か

し

こ

れ

ら

三

つ

の
論

著

の
う

ち

で

、

彼

の
述

べ

て

ゐ
る

こ

と

は

、

民

主

政

治

と
独
裁

政

治

と

の
対
立

的

意

義

で
あ

つ
て
、

と

く
に

民

主

々
義

が

カ

ン
ト
主

義

で
あ

る

の
に

対
し

て
、
独
裁

政

治
が

反

カ

ン

ト
主
義

で
あ

る

こ

と

で

ゐ

る
。

そ
れ

は
次

の

や
う

に

述

べ

ら

れ

て

ゐ

る
。

民

主

々
義

は

、
討

議

の
政

治

で

あ

り

、
要

協

の
政
治

で
あ

り

、
自

由

主

義

の
政

治

で
あ

る
。

そ
れ

は
ま

た

理
知

主

義

で

あ

り

、

批

判

、
主義

で

あ

り

、
合

法

主

義

で

あ

り

、
法

治

主
義

で

あ

る
。

そ

れ

は
更

に
責

任
的

で
あ

り

、
公

明

的

で
あ

り

、

ま

た

平
和

主

義

で
あ



り
、
相
封
主
義
で
あ
り
、
そ
し
て
我
れ
等
の
政
治
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
独
裁
政
治
は
、
強
行
的
支
配
で
あ
り
、
神
に
対
し

て
の
み
責
任
を
負
ふ
政
治
で
あ
り
、
何
人
に
も
批
判
を
許
さ
な

い
政
治
で
あ
り
、
專
制
的
帝
國
主
義
で
あ
り
、
神
學
的
絶
対

主
義
で
あ
り
、
そ
し
て
我
は
國
家
な
り
と
す
る
政
治
で
あ
る
。

民
主
政
治
は
、
必
す
し
も
常
に
正
し

い
政
治
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な

い
で
、
往

々
誤
つ
た
政
治
を
な
す

こ
と
が
な
い
で
も
な
い

が
、
独
裁

政
治
に
至

つ
て
は
、
独
裁

者
が
常
に
紳
の
如
く
正
し

い
こ
と
を
條
件
と
し
て
、
初
め
て
認
容
さ
れ

る
だ
け
で
あ
る
と
云
つ

て
ゐ
る
。

か
や

り
な
雫
面
的
な
、
二
つ
の
國
家
政
体

の
比
較
論
が
、
果
し
て
い
か
な
る
利
益
を
齊
す
か
疑
問
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
か
や
う
な

発
展

と
實
践
と
を
持
た
な
い
、
も
の
の
考

へ
方
が
、
實
に
カ
ン
ト
主
義
的
思
惟
の
特
色
で
も
あ
る
。

た
だ
こ
れ
ら
の
政
治
論
に
於
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
示
し
て
ゐ
る
根
本
的
態
度
は
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
的
た
る
よ
り

も
、
幾
分

ブ
イ
ゼ
テ
的

な
傾
き
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
政
治
が
法
の
強
制
作
用
で
あ
る
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、

ブ
イ
ヒ
テ
は
む
し
ろ
、
我

と
汝
と
の
対
立
関
係

の

上
に
、
政
治
概
念
を
求
め
て
ゐ
る
。
そ
し
て
ケ
ル
ゼ

ン
は
、
我
に
対
す

る
汝
及
び
彼
の
対
立
関
係

の
上
に
政
治
概
念
を
確
立
し
よ
う

と
し
て
ゐ
る
。
ケ
ル
ゼ

ン
に
ょ
れ
ば
、
政
治
は
統
治
主
禮
の
統
治
客
膿
に
対
す

る
劃
立
関
係

と
統

一
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
云
ふ
。
人
間

は
本
來
、
決
し
て
合
理
的
な
生
物
で
は
な
い
。
從

つ
て
本
來
、
人
間
は
合

一
し
が
た
い
性
質
を
持

つ
て

ゐ
る
。
し
か
し
か
や
う
に
合

一
し
が
た
い
人
間
を
、
合

一
せ
し
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
政
治
の
目
的
が
存
在
し
て
ゐ
る
。
換
言

も

カ

ヵ

カ

カ

す

れ

ば

、

政

治

は
、

人

問

に

於

け

る
対
立

的
統

一
で

あ

る
。

新

ヵ

ン
ト
主
義
政
治
學

の
危
機
(
序
論

)

(
今
中
)

(
第

六
巷

第

一
號

四
七
)

四
七



新
ヵ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

-(第
六
巻

第

一
號

四
八
)

四
八

か
や
う
に
政
治
を
、
人
間

の
非
合
理
性
の
上
に
求
め
る
考

へ
方
と
、
我
に
淘
す
る
汝
及
び
彼
の
対
立
関
係

に
求
め
る
考

へ
方
と
は

決
し
て
カ
ン
ト
的
で
あ
る
と
は
云
は
れ
な
い
。
カ
ン
ト
は
む
し
ろ
人
閻
を
合
理
的
な
も
の
と
見
、本
來
合

一
的

な
も
の
と
見
て
ゐ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン

の
か
や
う
な
政
治
概
念
は
む
し
ろ
甚
し
く
、

フ
ア
ツ
シ
ヨ
的
で
あ
る
。
寧
ろ
そ
れ
は
独
裁
政
治
論

者
の
政
治
概
念
に
ふ
さ

は
し
い
。
彼
の
政
治
論
が
彼
の
純
粋
法
學
と
甚
だ
趣
を
異
に
す
る
要
素
を
含
ん
で
ゐ
る
こ
と
は
、
既
に
こ
こ
に
も
認
め
ら
れ
る
。

(
七
)

民
主
政
治
と
独
裁
政
治
の
問
題
に
關
聯
し
て
議
會
的
政
治
論
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
次

の
二
つ
の
著
作
に
於
て
で
あ
る
。

(
一
)

『議
會
政
治
の
問
題
』
二

九

二
五
年
)
(
D
a
s
 
P
r
o
b
l
e
m
 
d
e
s
 
P
a
r
l
a
m
e
n
t
a
r
i
s
m
u
s

)

(
二
)

『
民
主
政
治
の
本
質
と
慣
値
」
(前
掲
・第

二
版
)

ケ
ル
ゼ

ン
に
よ
れ
ば
、
議
会

は
、
國
民
の
団
体
意
思
や
、
多
数

の
輿
論
を
代
表
す
る
機
關
で
は
な

い
。
彼

に
ょ
れ
ば
、
議
會
は
た

だ
軍
に
、
國
家
秩
序
を
創
造
す
る
た
め
の
國
家
機
關
と
し
て
存
在
し
、
軍
に
そ
れ
だ
け
の
意
味
を
以
て
組
織

さ
れ
た
國
民
の
合
議
膿

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
議
會
は
、
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
民
意
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
し
に
、
む
し
ろ
國
民
を
拘
束
す
る
た
め
に
必

要
な
、
當
局
の
規
範
秩
序
を
作
り
出
す
た
め
の
國
家
機
關
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
そ
の
構
成
も
亦
、
か
や
う
な
機
能
を
充
足
す
る
た

め
に
役
立

つ
や
う
な
内
容
を
持

つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
や
う
な
意
味
で
議
會
を
考

へ
つ
N
、
ケ
ル
ゼ

ン
は
議
會
政
治

の
方
を
独
裁

的
専
制
主
義
よ
り
も
推
賞
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
今
日

一
般
に
論
ぜ
ら
れ
つ
曳
あ
る
議
會
廃
止

の
問
題
に
開
し
て
は
、
む
し
ろ
議
會
が
そ
の
本
來

の
機
能
を
充
分
に
畿
揮
し
得
る



や
う
に
、
こ
れ
を
改
革
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
い
か
な
る
改
革
案
を
彼
は
持
ち
合
す
の
で
あ
る
か
?

議
會
が
民
意
の
代
表
機
關
で
あ
る
と
云

ふ
見
解
は
、
最
初
、
棘

構
的
專
制
政
治
を
打
倒
す
る
た
め
に
現
は
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
今
日
で
は
事
情
が
変
化

し
た
x
め
、
議
會
は
最
早
、
か

や
う
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
今
日
次
第
に
職
能
的
利
益

代
表
説
や
経
済
議
會
主
義
が
現
は
れ
て
き
つ
瓦
あ

る
こ
と
も
、
亦
決
し
て
立
憲
議
會
制
度
の
存
在
を
無
意
義
な
ら
し
め
つ
Σ
あ
る
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
國
家

の
立
法
行
爲
は
、
常
に

砒
會
的
共
同
生
活

の
全
體
的

立
場
か
ら
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

つ
て
、
決
し
て
部
分
的
特
殊
利
益

や
、
専
門
的
技
術
の
上
か

ら
考

へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
も
つ
と
も
立
法
過
程
に
お
け
る
か
や
う
な
專
門
的
立
場
か
ら
の
考
慮
も
、
次
第
に
釜

釜
重
要
性
を
増
し
つ
」
あ
る
こ
と
も
事
實
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
專
門
委
員
會
の
任
務
を
重
要
化
し

つ
」
あ
る
に
止
り
、
決

し
て
立
憲
議
會
の
重
要
性
を
奪
ひ
つ
玉
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
つ
て
議
會
主
義
の
問
題
は
、
決
し
て
議
會
そ
の
も
の
㌧
存
否
に
關
す
る
問
題
で
は
な
し
に
、
む
し
ろ
議
會
制
度
改
革
の
問

題
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
制
度
改
革
の
方
向
は
如
何
と
云

へ
ば
、
國
民
が
直
接
に
立
法
に
参
與
し
た
場
合
と

何
ら
異
ら
な
い
や
う
な
効
果
を
そ
こ
に
焚
輝
せ
し
め
る
こ
と
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
結
局
、
議
會
制
度
の
上

レ
フ
ヱ
レ
レ
ダ

ム

に
釜

々
民
主
主
義
的
要
素
を
加
味
し
て
行
く
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
の
實
行
方
法
と
し
て
は
、
例

へ
ば
國
民
票
決

フ
オ
ル
ク
ス
イ
ニ
シ
ア
チ
　
ブ

リ
コ
ニ
ル

イ
ム
ム
ユ
テ
ア
ト

(
憲
法
的
、
法
律
的
國
民
票
決
)、
國
民
提
案
、
國
民
罷
冤
、
命
令
的
委
任
(
例

へ
ば
比
例
代
表
)、
議
員
無
責
任
制
の
縮
小
な
ど
の
如

き
、
直
接
民
主
政
治
的
諸
制
度

の
加
味
に
よ
つ
て
、
議
会

を
國
民
に
親
近
せ
し
め
る
や
う
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。

新

カ

ン
ト
主
義

政
治
學

の
危
機
(
序
論

)

(
今
中
)

(
第
六
巷

第

一
號

四
九
)

四

九



新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巻

第

一
號

五
〇
)

五
〇

こ
れ
に
反
し
、
近
頃
云
は
れ
て
ゐ
る
や
う
な
、
経
済
議
會
の
制
度
に
よ
る
在
來
的
立
憲
議
會
制
度
廃
止

と
云

ふ
が
㌔、」と
き
は
、
む
し

ろ

一
窯

・
一
派
的
独
裁

政
治
を
基
礎
と
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
實
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

つ
て
、

そ
れ
は
決
し
て
歓
迎
す

べ
き
も
の
で
は
な

い
と
云
ふ
て
ゐ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン

の
議
會
主
義
は
、
か
や
う
に
軍
純
な
現
歌
維
持
論
で
は
な
く
、
ま
た
極
端
な
議
會
徹
康
論
で
も
な
い
の
で
あ

つ
て
、
そ

れ
は
議
會
の
民
主
的
改
革
論
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
民
主
主
義
と
彼
の
議
會
理
論
た
る
機
關
任
命
説

と
が
、
い
か
に
し
て

調
和
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
機
關
任
命
説
で
な
し
に
、
國
民
代
表
説
の
立
場
か
ら
こ
そ
、
こ
の
民
主
的
改
革
論
は
現
は
れ
て
來

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ル
ゼ

ン
の
理
論
的
矛
盾
は
、
た
ビ
民
主
的
な
ら
ざ
る
現
行
議
會
制
度
を
、
民
主
的
な
も
の
に
改
革
す
る
と
云

ふ
解
決
に
よ
つ
て
の
み
、
矛
盾
な
く
理
解
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
彼
は
現
行
代
議
制
度
の
上
に
、
直
接
的
民
主
政
治
を
加

味

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
よ
り
安
當
な
る
當
爲
の
國
家
的
規
範
秩
序
が
現
は
れ
る
と
解
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
民
主
主
義
者
で
あ
る
。

(
八
)

ケ
ル
ゼ

ン
の
自
由
主
義
は
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
批
判
に
於
て
最
も
明
瞭
に
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
カ
ン
ト
的
観
念

論
の

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
批
判
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
も
出
來
る
。
そ
れ
は
彼
の
次
の
著
作
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。

(
一
)

『
社
會
主
義
と
國
家
。

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
政
治
理
論

の
研
究
』

(
S
o
z
i
a
l
i
s
m
u
s
 
a
n
d
 
S
t
a
a
t
.
 
E
i
n
e
 
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
 
d
e
r

p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
n
 
T
h
e
o
r
i
e
 
d
e
s
 
 
M
a
r
x
i
s
m
u
s
,
 
1
9
2
0

)

(
二
)

全
上
、
第

二
版

(
一
九

二
三
年
、
増
補
)



(
三

)

『
マ

ル
ク

ス
か

ラ
サ

ー

レ
か

?

マ

ル

キ

シ
ズ

ム
に

お

け

る

政

治

理
論

の
變
遷

』

(
M
a
r
x
 
o
d
e
r
 
L
a
s
s
a
l
l
e
.
 
W
a
n
d
l
u
n
g
 
i
n

d
e
r
 
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
n
 
T
h
e
o
r
i
e
 
d
e
s
 
M
a
r
x
i
s
m
u
s
,
 
1
9
2
4
.

)

こ
れ
ら
の
諸
論
作
に
現
は
れ
て
ゐ
る
ケ
ル
ゼ

ン
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
批
判
は
、
次
の
諸
點
に
燭
れ
て
ゐ
る
が
、
他
の
諸
點
と
同
じ
や

う
に
、
そ
こ
に
は
非
常
に
誰
鼎
的
な
論
理
が
多
い
の
で
あ
つ
て
、
相
手
方

の
理
論
に
対
す

る
忠
實
な
理
解
が

か
け
て
ゐ
る
や
う
に
思

は
れ
る
。
彼

の
燭
れ
て
ゐ
る
諸
職
と
云
ふ
の
は
、
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
ー

(
一
)

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
他
の
社
會
思
想
と
同
じ
や
う
に
、
科
學
的
認
識
た
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
黛
派
的

理
論
で
あ
ゐ
。
と
く
に

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
が
自
然
的
必
然
論
の
立
場
を
と
る
結
果
、
そ
こ
に
は
宗
教
的
宿
命
観
と
よ
く
似
た
も
の
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

(
二
)

國
家
の
張
制
は
、
規
範
的
強
制
で
あ
つ
て
、
事
實
的
強
制
で
は
な
い
。

國
家
は
S
o
l
l
-
E
i
n
h
e
i
t

(
當
爲
的
統

一
)
で
あ
り

S
o
l
l
-
O
r
d
n
u
n
g

(
當
爲
的
秩
序
)
た
る
に
す
ぎ
な
い
。
故
に

マ
ル
ク
ス
の
や
う
に
國
家
を
階
級
的
支
配

と
す
る
こ
と
は
誤
つ
て

ゐ
る
。

(
三
)

マ
ル
ク
ス
や
レ
ー

ニ
ン
の
や
う
に
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
を
民
主

々
義
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
正
ゐ
く
な
い
。
独
裁

政
治

と
民
主
政
治
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
は
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
支
配
で
あ
る
か
ら
、

マ

ル
ク
ス
の
云
ふ
や
う
に
階
級
凋
落

と
云
ふ
こ
と
は
そ
れ
に
よ
つ
て
は
豫
想
せ
ら
れ
な
い
。

(
四
)

共
産
主
義
社
會
は
、
國
家
統
制
の
な
い
社
會
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
國
家
的
統
制
な
し
に
共
産
主
義
を
實

現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巻

第

一
號

五
一
)

五
一



新

ヵ

ン
ト
主
義

政
治
學

の
危
機
(
序
論

)

(
今
中
)

(
第
六
巻

第

一
號

五
二
)

五
二

(
五
)

マ
ル

キ

シ

ズ

ム

は
、

暴

力

革

命

を

主

張

す

る

け

れ
ど

も

そ
れ

は
闇

違

つ

て

ゐ

る
。

何

と
な

れ
ば

、

プ

ロ

レ
タ

リ

ア
階

級

が

社
會

の
絶
対

多

数

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

暴

力

に

よ

ら

な

い
で

、

む

し

ろ

議

會

主

義

に

ょ

つ
て

、
プ

ロ

レ
タ

リ

ア

は
政
権

を
獲

得

す

る

こ

と
が

で

き

る
筈

だ

か
ら

で

あ

る
。

(
六

)

故

に
社

會

民

主

々
義

が

正

し

く

て
、

レ

ー

ニ
ン

の
新

共
産

主
義

は
間
違

つ
て

ゐ

る
。

サ

ヴ

エ
ー
ト

制
度

は

、
貴

族

政

治

的

專

制

政

治

で

あ

つ
て

、

等

族

制
度

へ
の
復

古

で

あ

り

、

し

た

が

つ
て

そ

れ

は
絶
対

主
義

で

あ

り

、

反
動

主

義

で
あ

る
。

か

や

う

な

見

地

か
ら

、

ケ

ル
ゼ

ン
は
社

會

民

主

々
義

者

「
ラ

サ

ー

レ
に
還

れ
!

」
と

主

張

す

る

の
で

あ

つ
て

、
社

會

民

主

々
義

を

支

持

し

て

ゐ

る

の

で
あ

る
。

自

由

主

義

者

た

る
ケ

ル
ゼ

ン
と
し

て

は
、

も

つ

と
も

と
考

へ
ら

れ

る

け

れ

ど

も

、

そ

の

マ
ル

ク

ス
ー

レ
ー

一=

一
ズ

ム

の
批

判

は
、

必

す

し

も
肯

繁

に
當

つ
て

ゐ

る

と

は

云

へ
な

い
。

(
こ

(
一
)な

ほ
以

上
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
次

の
論
文
が
参
照
せ
ら
る
べ
き
で
あ

る
。 H

.
 
K
e
l
s
e
n
,
 
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 
R
e
c
h
t
s
l
e
h
r
e
 
i
r
r
?
 
L
i
c
h
t
e
 
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
t
i
s
c
h
e
r
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
s
a
u
f
f
a
s
s
u
n
g
 
(
A
r
c
h
i
v
 
f
u
r
 
S
o
z
i
a
l
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t

a
n
d
 
S
o
z
i
a
l
p
a
l
i
t
i
k
,
 
B
d
.
 
6
6
.
,
 
1
9
3
1
.

)
こ
の
論
文
は
横

田
喜

三
郎
教
授

「
唯
物
史
観
か
ら
見

た

一
般
法
律
理
論

」
(「
國
家
學
會
難
誌
」
昭
和
八

年

五
月
號
所
掲

)
に
於

て
紹
介

さ
れ

て
ゐ

る
。

(
九

)

最

近

擾

頭

し
始

め

た

フ

ア

ツ

シ
ズ

ム
理
論

に
対
す

る

批

判

は
、
自

由

主

義
者

た

る
ケ

ル
ゼ

ン
に
と

つ
て

、

當
然

必

要

な

こ

と

で
あ

つ
た

。

そ

の
た

め

に
彼

は
次

の

二

つ

の
論

文

を
書

い
て

ゐ

る
。

(
一
)

『
超

人

と

し

て

の
國
家

」

(
D
e
r
 
S
t
a
a
t
 
a
l
s
 
U
e
b
e
r
m
e
n
s
c
h
,
 
1
9
2
6

)



(
二
)

『
等
制
と
し
て
の
國
家
』
(
D
e
r
 
S
t
a
a
t
 
a
l
s
 
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
,
 
1
9
3
0

)

『
超
人
と
し
て
の
國
家
」
は
、
ヴ
イ
ン
大
學
員
外
教
授
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
ー
ボ
ル
ド
ー

フ
エ
ル
ネ
ツ
ク
の
著
『
超
入
と
し
て
の
國
家
』

(
A
l
e
x
a
n
d
e
r
 
 
H
o
l
d
-
F
e
r
n
e
c
k
,
 
P
e
r
 
S
t
a
a
t
 
a
l
s
 
U
e
b
e
r
m
e
n
s
c
h
,
 
1
9
2
6
.

)
と
稻
す
る

同
名
の
書
に
於
て
な
さ
れ
た
ケ
ル
ゼ
ン

の
國

家
論

に
対
す

る
批
判
を
藩
駁
せ
ん
が
た
め
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
と
同
時
に
ゾ
ム
ロ
ウ
や
エ
ー
リ
ツ
ヒ
ーー
カ
ウ
フ
マ
ン

や
ザ
ン
デ
ル

(
F
e
l
i
x
 
S
o
m
1
6
,
 
E
r
i
c
h
 
K
a
u
f
m
a
n
n
,
 
F
r
i
t
z
 
S
a
n
d
e
r

)
ら
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
彼
に
対
す

る
批
判
に
答

へ
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

次
の
『
等
制
と
し
て
の
國
家
」
は
、後
に
述
べ
や
う
と
す
る
ル
ド
ル
フ
ー

ス
メ
ン
ド
の
著
「
憲
法
論
」
(
R
u
d
o
l
f
 
S
m
e
n
d
,
 
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g

a
n
d
 
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
r
e
c
h
t
,
 
1
9
2
8
.

)
の
根
本
理
論
た
る
「
等
制
主
義
」
(
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n

)
二

)
を
反
駁
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

先
づ
國
家
超
人
論
に
つ
い
て
の
論
争
を
見
る
に
、
そ
れ
は
結
局
ボ
ル
ド
ーー

フ
エ
ル
ネ
ツ
ク
の

エ
リ
ネ
ツ
ク
的
な

二
元
的
國
家
論
が

中
心
問
題
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
二
元
論
に
対
す

る
批
判
で
つ
き
て
ゐ
る
と
思

ふ
。
す
な
は
ち
國
法

の
強
制
作
用
を
、
法
の
属
性
と
す
る
か
、
叉
は
法
の
馬
性
以
外
の
事
實
的
要
素
と
す
る
か
の
論
争
で
あ

つ
て
、

そ
れ
に
対
す

る
ケ
ル

ゼ

ン
の
態
度
は
、
た
璽
存
在
と
當
爲
と
を
峻
別
す
る
彼
自
身
の
根
本
的
立
場
を
繰
返
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
こ
に
川
ひ
ら
れ
た
「超
人
と
し
て
の
國
家
」
と
云
ふ
術
語
は
、
す
で
に

一
九
二
二
年
に
書

か
れ
た
ケ
ル
ゼ

ン
の
主
著
の

一
つ
た
る

『杜
會
學
的
並
び
に
法
理
的
國
家
概
念
」
の
緒
言
の
う
ち
で
、
ケ
ル
ゼ

ン
自
身
に
よ
つ
て
、
反
対
説
を
非
難
す
る
意
味
で
用
ひ
ら
れ
て

薪
脚カ
ン
ト
主
艶我
政
治
闇學
の
危
…機
(序
論
)

(A7中
)

(第
六
巷

第

一
號

五
三
)

五
三



新

カ

ン
ト
主
義
政
治
學

の
危
機
(
序
論

)

(
今
中
)

(
第

六
巻

第

一
號

五
四
)

五
四

ゐ
た
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
ー

『
國
家
を
人
間

の
や
う
な
も
の
と
考

へ
る
考

へ
方
は
、
常
に
、
恰
も
法
を
そ
れ
自
ら
の
理
念
的
な
も
の
と
し
て
作
り
出
し
つ
Σ
あ

り
、
そ
れ
を
運
用
し
つ
Σ
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
實
現
し
つ
Σ
あ
る
亘
人

(
M
a
k
r
o
a
n
t
h
r
o
p
o
s

)
叉
は
超
人

(
U
e
b
e
r
m
e
n
s
c
h

)
の

や
う
な
も
の
と
す
る
に
至
る
傾
向
を
も
つ
て
ゐ
る
。
』
(
三
頁
)

か
や
う
に
ケ
ル
ゼ
ン

が
、
國
家
を
超
人
と
見
る
こ
と
に
反
対
す
る
の
は
、
彼
が
國
家
有
機
禮
説
や
國
家
法
人
説
に
反
対
し

て
ゐ
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
國
家
を
規
範
的
秩
序
と
見
る
彼
の
立
場
か
ら
、
ま
た
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。

次
に
ス
メ
ン
ド
の
等
制
主
義
國
家
論
に
対
す

る
ケ
ル
ゼ
ン
の
批
判
を
見
よ
う
。
ス
メ
ン
ド
の
等
制
主
義
は
、

一
つ
の
行
動
主
義
的

國
家
論
で
あ
り
、
國
家
秩
序
の
統
制
化
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン

の
規
範
的
静
態
的
國
家
論
と
衝
突
す
る

の
が
至
當
で
あ
る
。
故
に
ケ
ル
ゼ

ン
は
か
や
う
な
國
家
の
主
動
的
行
動
性
を
排
斥
し
、
静
態
的
な
関
係

秩
序
に
す
ぎ
な
い
國
家
に
於

け
る
自
由
を
主
張
し
や
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
論
争
も
亦
ケ
ル
ゼ

ン
自
ら
の
規
範
的
國
家
論
の
辮
護
に
絡
つ
て
ゐ
る
。

ス
メ
ン
ド
の
こ
の

『
憲
法
論
』
は
彼
自
ら
云
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
學
教
授

テ
オ
ド
ル
ーー
リ
ツ
ト
の
文
化
社
會
學
を

基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
リ
ツ
ト
の
社
會
學
は
い
ま
だ
充
分
に
カ
ン
ト
主
義
を
脱
却
し
き
ら
な

い
現
象
學
的
方
法
の
上
に

立
つ
て
ゐ
る
。
彼
と
並
び
稔
せ
ら
れ
る

ハ
ン
ス
ーー

フ
ラ
イ
ヤ
ア
の
現
實
科
學
的
方
法
は
、
カ
ン
ト
的
立
場
か
ら
遠
ざ
か
つ
て
ゐ
る
瓢

に
於
て
、
彼
よ
り
も
遙
に
上
で
あ
る
。
故
に
現
實
科
學
的
立
場
叉
は
カ
ン
ト
主
義
に
対
立

す
る
保
守
的
立
場
か
ら
は

(例

へ
ば
ヶ
ル

ロ
ィ
タ
ア
)

ス
メ
ン
ド
が
い
ま
だ
カ
ン
ト
的
な
も
の
か
ら
脱
却
し
切
ら
な
い
と
非
難
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
間
違
つ
て
ゐ
な
い
け
れ



ど
も
ス
メ
ン
ド
は
最
早
リ
ツ
ト
と
共
に
、
自
由
主
義
か
ら
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
に
入
り
込
ん
で
ゐ
る
。

か
や
う
な
基
礎
の
上
に
立

つ
ス
メ
ン
ド
の
等
制
主
義

は
、
現
に
す
で
に
イ
タ
リ
ア
で
、
そ
の
組
合
協
同
國
家

(
C
o
r
p
o
r
a
t
i
v
e
 
S
t
a
t
e

)

の
理
論
と
し
て
採
用
さ
れ
、
母
國
ド
イ
ツ

で
は
、
ヒ
ト
ラ
ア
政
府
の
「
授
樺
法
」
の
う
ち
で
、
グ
ラ
イ
ヒ
シ
ヤ
ル
ッ
ン
グ
(
G
l
e
i
c
h
s
c
h
a
l
-

t
u
n
g

)
と
云
ふ
別
名
に
よ
つ
て
、
實
践
化
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
故
に
こ
の
理
論
が
、

フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
に
外
な
ら
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
に
ケ
ル
ゼ

ン
が
反
対

す
る
の
も
亦
當
然
で
あ
る
Q

ス
メ
ン
ド
の
こ
の
等
制
主
義
と
は
、
要
す
る
に
國
家
を
以
つ
て
「
等
制
過
程
」
と
す
る
に
あ

つ
て
、
そ
こ
で
は
國
家
が
、

一
つ
の
關

係
秩
序
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
等
制
を
行

ふ
能
動
的
主
艦
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
國
家
の
實
艦
的
人
格
性
が
重
要
視

さ

れ
る
。
か
や
う
に
國
家
を
能
動
的
主
艦
と
考

へ
る
こ
と
は
、
ま
た
同
時
に
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
に
お
け
る
行
動
主
義
的
立
場
か
ら
く
る
も

の
で
あ
る
。

元
來
、
近
代

の
國
家
人
格
説

(有
機
艦
説
・法
人
説
)
は
、
民
主
的
集
團
意
思
の
上
に
國
家
を
置
か
う
と
す

る
も
の
で
あ

つ
て
、
民

主
主
義
的
傾
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
代

フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
國
家
論
も
亦

「
全
体
國
家
」
(
t
o
t
a
l
e
r
 
S
t
a
a
t

)
と
か
、
「指
導
者
國

家
」
(
F
i
i
h
r
e
r
s
t
a
a
t

)
と
か
云
つ
た
や
う
に
、
國
家
に
お
け
る
人
格
的
要
素
を
主
張
す
る
。
し
か
し
此

の
場
合

の
人
格
性
は
、
意
思
の

集
合
性
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
實
膣
的
な
能
動
的
個
性
を
意
味
し
て
ゐ
て
、
そ
れ
は
集
團
性
で
は
な
い
。
等
制
主
義

の
概
念

の
う
ち

に
も
こ
の
傾
向
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

ス
メ
ン
ド
の
等
制
主
義
と
稻
す
る
概
念
は
、
國
家
が

一
つ
の
統

一
的
存
在
と
し
て
、
そ
の
下
に

あ
る
社
會
生
活
を
統
制
す
べ
き
役
割

を
有
し
て
ゐ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
や
は

新
ヵ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巻

第

一
號

五
五
)

五
五



新
カ

ン
ト
主
飲我
政
治
學

の
私旭
機

(
序
論
)

(
今
中

)

(
籠
σ六
巻

焔弟

一
號

五
六
)

五
六

り

現
代

の
統

制

化

的

傾

向

を
支

持

す

る

フ
ア

ツ

シ
ズ

ム
理

論

の

一
段

階

を

代

表

し

て

ゐ

る

と
云

へ
る

の
で

あ

る
。

ケ
ル
ゼ
ン

が

こ

の

ス
メ

ン
ド

の
読

に
反
対

で
あ

る

こ

と

は
當

然

な

こ

と
で

あ

る
け

れ

ど
も

、

そ

の
反
対

の
論

旨

は
、

依

然

と
し

て

規

範

的

立

場

を

反
復

し

て

ゐ

る

に

す
ぎ

な

い
。

但

し

ス
メ

ン
ド

の
詮

そ

の

も

の
も

上
述

の

、、〕
と
く

、

カ

ン
ト
主

義

的

自

由

主

義

か

ら

フ
ア

ツ

シ
ズ

ム

へ
の
過

渡

的

段

階

に
立

つ
て

ゐ

る
も

の
で

あ

る

か

ら
、

そ

こ
に

カ

ン
ト
主

義

と

フ
ア

ツ

シ

ズ

ム

と

の
爾

方

の
側

か

ら

の
批

判

が

あ

り
得

る
わ

け

で

あ

る

。

(
隔
)等
制

と
云

ふ
課
語
は
、
東
大

の
杉
村
教
授

に
徴

つ
た
。
イ

ン
テ
グ

ラ

シ
オ

ン
や
グ

ラ
ヒ

シ
ヤ
ル
ッ
ン
グ

の
邦
語

と
し

て
、
統

合
と
か
統
整

(京

大
黒
田
教
授

の
課
語
)
と
か
あ
り
、
統
制

で
は
少

し
く
意
を
充
さ
な

い
感

が
あ
る
。

ス

メ

ン
ド

の
立

場

は
、

現

象

學

的

で

あ

る
。

し

か

も

そ
れ

は

い
ま

だ

、

多
分

に

カ

ン

ト
主
義

的

な

現
象

學

の
傾
向

を

持

つ
て

ゐ

て

フ
ア

ツ

シ

ヨ
的

な

生

の
現

象
學

に

ま

で
発
展

し

て

ゐ

る

も

の

で

は

な

い
。

國

家

と

し

て

の
社
会

的

集

團

は

、
依

然

と

し

て

個

人

的

集

合

と

し

て
詮

明

さ

れ

て

を

り

乍

ら

、

こ

の
集

合

を
法

人
格

的

な
統

一
艦

そ

の

も

の

と
見

な

い
で

、

統

一
的

な

過

程

と
見

る
。

し

か

も

こ

の
統

一
的

過

程

は

生

活

事
實

に
於

て
見

ら

れ

る

の

で

な
し

に
、

む

し

ろ
精
神

的

事

實

と
し

て

求

め
ら

れ

て

ゐ

る
。

故

に

ス

メ

ン
ド

に

よ

れ

ば
國

家

は

、

個

人

の
精
神

的
統

一
的

事

實

で
あ

る
。

し

か
し

そ

の
意

味

は
む

し

ろ
統

一
さ
れ

た
精
神

的

一
鰐

と

云

ふ
意

味

で

な

し

に

、
行

動

的
精
神

と

し

て

の
統

一
す

る

こ

と

、

す

な

は

ち
統

一
に
向

つ
て

の
各

個

人

の
精

神

的

活

動

を
意

味

す

る

の
で

あ

る
。

か
や
う
な
意
味
で
國
家
を
等
制
で
あ
る
轟

す
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
こ
れ
に
対
す

ゐ
批
評
樽
多
鮫
に
鍍
り
て
る
る
。
(
一
)
科
學
方
法
論
王
の
問
題
。
(
二
)等
制
概
念
そ
れ
自
鰐
に
關
す
る



も

の
。

(
三
)
國

家

と

法

と

の
関
係

、

す

な

は

ち

ケ

ル
ゼ

ン
の
法
一
元

論

に
対
す

る

ス

メ

ン
ド

の
批

判

に
対
す

る

反

批

判

。

(
四
)
ス

メ

ン
ド

の
學

説

が

フ
ア

ツ

シ

ズ

ム
で

あ

る

こ
と

の
非

難

、

な

ど

の
諸

鮎

に

亘

つ

て

ゐ

る
。

こ

れ
を

詳

し

く
説
明

す

る

こ

と

は
意

味

か
な

い
か

ら

、
単
に

そ

の
大

略

に

つ

い
て

述

べ

る

な

ら

ば

、

次

の
や

う

で

あ

る
。

ス
メ

ン
ド

の
科

學

方

法

論

の
基

礎

と

さ

れ

た

テ
オ

ド

ル
ー

リ

ツ

ト

の
文

化
社
会

學

的
方

法

(
す

な

は

ち

現
象

學

的
方

法

)
は

、

カ

ン

ウ

エ
ル
ト

が
イ
ス
ト

ト
の
価
値
哲
學
を
排
斥
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、現
代
の
保
守
的
傾
向

一
般
の
や
う
に
、實
膿
的
な
精
神
の
哲
學
を
主
張
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
が
、
ス
メ
ン
ド
に
於
、て
は
そ
の
職

へ
の
徹
底
か
足
ら
す
、
彼
が
精
神

的
法
則
性
を
主
張
す
る
と
き
に
屡

々
そ
れ
を
規
範
的
価
値

的
法
則
性
で
あ
る
と
云
つ
て
ゐ
る
が
ご
と
き
、
そ
こ
に
規
範
的
価
値

的
立
場
と
實
髄
的
精
神

的
立
場
と
の
二
元
的
な
も
の
が
認
め
ら

れ
る
。
し
か
も
屡

々
ま
た
生
物
學
的
及
び
心
理
學
的
な
要
素
が
混
入
さ
れ
て
ゐ
て
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
ー
や
ギ
ー
ル
ケ

や

エ
リ
ネ
ツ
ク

な
ど
の
団
体
人
格
説
に
露
着
す
る
傾
向
が
あ
る
。
更
に
彼
は
事
實
的
生
活
過
程
と
こ
れ
に
対
す

る
理
念
的
意
味
内
容
と
を
認
め
て
、

後
者
の
立
場
を
と
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
彼
の
意
圖
し
て
ゐ
る
や
う
な
、
こ
の
二
領
域
の
綜
合

を
果
し
て
ゐ
な
い
も
の

で
あ
る
。
か
や
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
を
非
難
す
る
ス
メ
ン
ド
自
ら
、何
ら
発
展

的
方
法
を
確
立
し
て
ゐ
な
い
で
、依
然
、個
人
と
社
会

、法
則

と
価
値

と
の
分
裂
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
云
ふ
こ
と
が
、
問
題
の
主
要
貼
を
な
し
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
イ
ン
テ
グ
ラ
シ
オ

ン
と
稻
す
る
外
國
語
を
借
り
來

つ
て
、
新
し
い
國
家

の
學
読

を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
に
も
か
N
は
ら
す

、
こ
の
イ
ン
テ
グ

レ
ー

シ
ヨ
ン
と
云
ふ
言
葉
は
、
決
し
て
何
ら
薪
し
い
意
味
葱
持
つ
て
ゐ
る
も
の
で
な
く
、
統

一
と
云
ふ
從
來
の
言
葉
と
何
ら
異
る
と
こ
ろ

は
な
い
。
か
や
う
に
ス
メ
ン
ド
學
詮

の
創
造
性
を
ケ
ル
ゼ
ン
は
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
x
は
ら
す
彼
は
、
こ
の
學
詮

新
カ
ン
ト
主
義
政
治
學
の
危
機
(序
論
)

(今
中
)

(第
六
巻

第

一
號

五
七
)

五
七



新

カ
ン
ト
主
義
政

治
學

の
危
機
(
序
論
)

(
今
中
)

(
第

六
巷

第

一
號

五

八
)

五
八

の
フ
ア
ツ
シ
ヨ
的
傾
向
を
認
め
、

『
等
制
主
義
學
説
の
説
明
方
法
の
有
効
な
る
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
が
あ
る
。

國
家
の
こ
の
「
現
實
性
」
を
主
張
す
る
學
説
は
、
ー

そ
の
學
詮
自
膿
そ
れ
を
意
圖
せ
る
と
否
と
に
係
ら
す
1

結
局
、
ド
イ
ツ
共
和

國

憲

法

へ
の
職

ひ

に

役

立

つ
。

」

と
述

べ

て

ゐ

る
。

(
一
九
三
〇
年
九

一
版
頁

)

む

す

び

ル
ド
ル
フ
ー

ス
メ
ン
ド
の
等
制
主
義
國
家
諭
が
こ
れ
に
つ
穿
く
筈
で
あ
る
。
こ
ゝ
に

述
べ
る
や
う
に
彼
の
立
場
も
亦
カ
ン
ト
主
義

を
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
自
ら
カ
ン
ト
主
義
を
脱
却
し
て
ゐ
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
ヶ
ル
ロ
イ
タ

ア
が
指
摘
し
た
通
り
で

あ
り
、
し
か
も
こ
の
ケ
ル
ロ
イ
タ
ア
の
立
場
が
、
な
ほ
法
治
主
義
を
支
持
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
立
憲
政
治
を
防
衛
し
よ
う
と
し
て
ゐ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
カ
ア
ル
ー

シ
ユ
ミ
ツ
ト
が
批
判
し
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
。
か
や
う
に
し
て
カ
ン
ト
主
義
の
批
判
が
、
次
第

に

フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
政
治
學
の
基
礎
づ
け
に
発
展

し
て
ゆ
く
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
ま
で
行
き
つ
い
た
政
治

學
の
う
ち
に
暴
露
さ
れ
て
く
る
よ
り
高
い
理
論
的
矛
盾
、
そ
れ
は
自
由
主
義

の
矛
盾
克
服
の
名
に
於
て
自
ら
矛
盾
を
深
刻
化
し
て
行

く
過
程
、
す
な
は
ち
文
化
的
危
機
の
よ
り
高
度
の
磯
展
に
外
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
対
し

て
必
要
と
さ
れ
る
よ
り
徹
底
し
た
批
判
に

ょ
つ
て
私
共
は
始
め
て
カ
ン
ト
主
義
に
対
す

る
正
し
い
進
歩
的
な
批
判
的
立
場
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
序
論
に

す
ぎ
な
い
本
論
の
う
ち
に
も
、
私
は
常
に
そ
れ
を
示
す
こ
と
に
つ
と
め
て
き
た
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
批
判
が
絡
つ
た
後

で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
も
つ
と
明
白
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
ふ
。


