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一

は
じ
め
に

二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
公
法
学
者

・
政
治
学
者
で
あ
る
カ
ー
ル

・
シ

ュ
ミ
ッ
ト
(
C
a
r
l
 
S
c
h
m
i
t
t
,
 
1
8
8
8
-
1
9
8
5
)

は
、
従
来

「第
三
帝
国

の
桂

冠
法
学
者
」、
す
な
わ
ち
ナ
チ
ス
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
御
用
学
者
と
し
て
悪
名
を
馳
せ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
研
究
は
大
幅
に

深
化

し
、
彼

の
政
治
理
論
を
現
代
的
状
況
の
解
釈

に
適
用
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
少
な
く
な
い
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

な

か
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
論
者
は
、
シ
ャ
ン
タ
ル

・
ム
フ
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
ジ
ャ
ッ
ク

・
デ
リ
ダ
や
ス
ラ
ヴ
ォ
イ

・
ジ
ジ

ェ
ッ
ク
、

そ
し

て
ジ

ョ
ル
ジ

ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
(
G
i
o
r
g
i
o
 
A
g
a
m
b
e
n
,
 
1
9
4
2
-
)

が
、
自
ら
の
理
論
構
築

の
手
立
て
と
し
て
積
極
的
に
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の

政
治
理
論
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
シ

ュ
ミ
ッ
ト
研
究
の
現
状

に
鑑
み
、
特
に
G

・
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
解
釈
を

参
照

し
な
が
ら
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
理
論
を
再
検
討
し
た
い
と
思
う
。

ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
例
外
状
態
を
理
論
的
に
分
析
し
た
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の

『独
裁
』
と

『政
治
神
学
』
の
二
冊

は
、
「単
に
今
日
的
で
あ

る
と

い
う
の
み
な
ら
ず
、
今
日
に
至

っ
て
は
じ
め
て
そ
の
真

の
到
達
点
を
見

い
だ
し
た
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
被
告
で
も
囚
人
で
も
な
い

い
っ
さ
い
の
司
法
的
制
御
の
奪
わ
れ
た
テ
ロ
リ
ス
ト
の
例
外
的
立
場
、
テ
ロ
対
策
と
い
う
名

で
隠
然
と
進
行
す
る
例
外
的
措
置

に
よ
る
基
本

的
人
権

の
空
洞
化
な
ど
、
例
外
状
態
を
め
ぐ
る
看
過
し
が
た
い
現
代
的
動
向

に
ど
う
応
答
す
る
か
は
、
政
治
理
論

に
と

っ
て
危
急
の
課
題
で

あ
る
と
言

っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
例
外
状
態
と
そ
こ
で
生
じ
る
政
治
的
暴
力

の
理
論
的
分
析
を
試
み
て
い
た
の
が
、
ワ
イ

マ
ー
ル
期
ド
イ
ツ

の
政

治
学
者
力
ー
ル

・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
特
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
独
裁
論

に
着
目
し
て
、
例
外
状
態
と
近
代
国
家
生
成
と
の
構
造
的
連
関
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
私
は
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
理
論
を

一
貫
し
て
反
近
代
的
な
視
角
か
ら
解
釈
し
て
き
た
。
本
稿
で
も
、

こ
う
し
た
視
点
は
踏
襲
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
シ

ュ
ミ
ッ
ト
が
そ
の
初
期

に
公
刊
し
た
独
裁
論
は
、
本
来

い
か
に
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
か
。
ま
た

「独
裁
」
と
い
う
現
象
を

検
証

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は

「近
代
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。

こ
う
し
た
問
題
を
解
く
鍵
は
、
ジ

ョ
ル
ジ

ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
論
の
中

に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
思
想
を
理

解
す
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
「
ホ
モ

・
サ
ケ
ル
」
な
の
で
あ
る
。



二

ホ

モ

・
サ
ケ
ル

ジ

ョ
ル
ジ

ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
も
と
も
と
美
学
の
領
域

で
活
動
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
人
批
評
家
で
あ
る
。
実
際
、
本
務
校

の
ヴ

エ
ロ
ー

ナ
大
学

で
は
、
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
上

の
担
当
科
目
が

「美
学
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
九
〇
年
代
に
入
り
、
次
第

に
美
学
か

ら
政
治

の
哲
学
的
考
察

へ
と
関
心
を
移
行
さ
せ
、

一
九
九
五
年
に
そ
の
理
論
的
主
著
と
な
る

『
ホ
モ

・
サ
ケ
ル

主
権
権
力
と
剥
き
出
し

の
生
』
を

公
刊
し
た
。
本
稿
で
も
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
解
釈
を
参
照
す
る
と
き
、
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
三
部
作

の
第

一
部
に
該
当
す

る
こ
の

『ホ
モ

・
サ
ケ
ル
』
と
い
う
著
書
に
、
主
と
し
て
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ア
ガ

ン
ベ
ン
の
政
治
理
論
は
、
美
学
研
究

の
頃
か
ら
依
拠
し
て
い
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
を
基
本
的
な
背
景
と
し
て
い
る
。

そ
の
上

で
、

一
方
に
ミ
ッ
シ
ェ
ル

・
フ
ー
コ
ー
、
他
方

に
ハ
ン
ナ

・
ア
レ
ン
ト
の
議
論
を
配
置
し
、
両
者
を
組
み
合
わ

せ
る
た
め
の
媒
介
項

と
し
て
カ
ー
ル

・
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
が
持
ち
出
さ
れ
る
、
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

ア
ガ

ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
は

「生

(
v
i
t
a

)」
と
い
う
も
の
を
表
現
す
る
の
に
、
「ゾ
ー

エ
ー

(
z
o
e
)
」
と
「ビ
オ
ス
(
b
i
o
s

)」

と
い
う

異
な
る
二
つ
の
言
葉
を
使

い
分
け
て
い
た
と
い
う
。
z
o
eと
は
、
「生
き
て
い
る
す
べ
て
の
存
在
…
…
に
共
通
の
、
生
き
て
い
る
、
と

い
う
単

な
る
事
実
を
表
現
し
て
い
た
」
。
他
方
b
i
o
sは
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
固
体
や
集
団
に
特
有
の
生
き
る
形
式
、
生
き
方

を
指
し
て
い
た
」。
プ

ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
観
想
的
な
生
や
快
楽
的
な
生
に
つ
い
て
触
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
z
o
eで
は
な
く

げ
b
i
o
s

と
し
て
の
生
を
論
じ
て

い
る
。
そ
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
政
治
的
に
問
題
と
な

っ
て
い
た
の
は
、
生
の
形
式
や
生
き
方
と

い
う
次
元
で
の
生
、
す
な
わ
ち
b
i
o
s

と
し
て

の
生
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
近
代

に
至
る
と
、
権
力
の
側
が
、
人
間
の
自
然
的
な
生
で
あ
る

N
o
α
を
そ
の
政
治
戦
略

の
目
標
と
す
る
よ
う

に
な
る
。
フ
ー
コ
ー

の
優
れ
た
点
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
単
な
る
生
け
る
身
体
そ
の
も
の
を
政
治
化
す
る
「生
政
治
(
b
i
o
p
o
l
i
t
i
q
u
e
)

」
を
摘
出

し
た
と
こ
ろ
に
あ

っ

た
。

フ
ー

コ
ー
は
、
国
民
の
健
康
と
生
物
学
的
な
生
、
こ
こ
で
い
う
z
o
eと
し
て
の
生
が
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
政
治
権
力

の
問
題
と
し
て

途
方
も
な
い
重
要
性
を
帯
び

つ
つ
あ
る
点

に
着
目
す
る
。
そ
し
て
フ
ー
コ
ー
は
、
特
に
資
本
主
義
的
労
働
条
件

に
見
合

っ
た
人
間
を
創
造
す

る
た
め

の
規
律
訓
練

に
よ

っ
て
遂
行
さ
れ
る

「従
順
な
身
体
」
へ
の
規
格
化
と
、
そ
れ
を
日
々
隠
然
と
実
行
す
る

「生
権
力
(
b
i
o
p
o
u
v
o
i
r
)

」



に
対
し
て
、
自
ら
の
議
論

の
照
準
を
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
フ
ー
コ
ー
の
試
み
は
、
そ
の
関
心
が
全
体
主
義
国
家
や
強
制
収
容
所

に
向
か
わ
な
か

っ
た
と
い
う
点
で
、

大
き
な
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
。
ナ
チ
ズ
ム
は
、
人
種
と
い
う
そ
れ
自
体
そ
も
そ
も
何
ら
政
治
的
な
意
味
を
持
た
な

い
は
ず

の

「生
ま
れ
」
に

よ

っ
て
、
人
間
を
政
治
的
に
峻
別
す
る
運
動
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、

フ
ー
コ
ー
的
な

「生
政
治
(
b
i
o
p
o
l
i
t
i
q
u
e
)

」
の
典
型
的
な
場
で

あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
フ
ー
コ
ー
は
、
「生
権
力
(
b
i
o
p
o
u
v
o
i
r
)

」
の
観
点
か
ら
病
院
や
監
獄
を
詳
細

に
検
討
は
し

て
も
、
全
体
主
義
体
制
や

強
制
収
容
所
を
分
析
す
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

他

方

ハ
ン
ナ

・
ア
レ
ン
ト
は
、
全
体
主
義
国
家
や
強
制
収
容
所

の
構
造

に
つ
い
て
優
れ
た
研
究
を
行

っ
た
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
思
想
家

で
あ
る
。
し
か
し
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ぼ
、
ア
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
論
に
は
、
フ
ー
コ
ー
の
よ
う
な
生
政
治
的
な
視
点
が
全
く
欠
落
し
て
い

た
と

い
う
点
で
、

こ
れ
ま
た
大
き
な
欠
陥
を
持

っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
全
体
主
義
的
統
治
の
最
終
目
標
は
、
人
間

の
全
体
的
支
配
に
あ

っ

た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
目
標

の
実
現
は
、
そ
も
そ
も
お
よ
そ
非
政
治
的
で
中
性
的
で
あ
る
は
ず
の
人
間
の
自
然
的
な
生
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
言

葉
に
よ
れ
ば

「剥
き
出
し
の
生
」
に
対
す
る
権
力
の
行
使
と
不
可
分
の
関
係

に
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
ア
レ
ン
ト

は
、
こ
う
し
た

「剥
き
出

し
の
生
」

へ
の
支
配
を
、
全
体
主
義
的
統
治
の
本
質
的
要
素
と
し
て
議
論

の
俎
上

に
の
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、

フ
ー

コ
ー
と
ア
レ
ン
ト
の
視
点
を
交
錯
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
だ

と
い
う
。
こ
こ
か
ら
ア

ガ
ン
ベ
ン
は
、
生
物
学
的
な
人
種
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
そ
も
そ
も
非
政
治
的
な
は
ず

の
自
然
的
な
生
、

す
な
わ
ち

「剥
き
出
し

の
生

」
を

い
か
に
近
代
政
治
が
権
力
過
程

の
中
に
取
り
込
み
、
支
配
の
対
象
と
し
て
法
的
ー
政
治
的
な
プ

ロ
セ
ス
の
中

に
組
み
入
れ
て
い
っ

た
の
か
を
追
跡
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
現
代
で
は
、
政
治
が
全
面
的

に
生
政
治

に
変
容
し
、
そ
う

し
た
生
政
治
的
な
プ

ロ

セ
ス
が
政
治
的
領
域
に
限
ら
ず
社
会
の
至
る
所
に
現
れ
る
状
況
に
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

「強
制
収
容
所
が
近
代

の
政
治
空
間
の
隠
れ
た
母

型
で
あ
る
こ
と
」
を
明
ら
か
に
す
る
企
図
に
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

近

代
に
お
い
て
は
、
b
i
o
sで
は
な
く
z
o
eが
、
「高
貴
な
生

の
あ
り
方
」
で
は
な
く

「剥
き
出
し
の
生
そ
の
も
の
」
が
、
政
治
の
中
心
に
位

置
す
る
よ
う

に
な

っ
た
。
こ
の

「剥
き
出
し
の
生
」

の
存
在
構
造
を
表
象
す
る
も
の
、
そ
れ
が

「
ホ
モ

・
サ
ケ
ル
」

と
呼
ば

れ
る
存
在
な
の

で
あ
る
。



「
ホ

モ

・
サ
ケ
ル
(
h
o
m
o
 
s
a
c
e
r
)

」
と
は
、

ロ
ー

マ
の
古
法
に
登
場
す
る
概
念
で
、
言
葉
の
原
義
は

「聖
な
る
人
間
」
と

い
う
意
味

で

あ
る
。

し
か
し
そ
う
し
た
言
葉

の
意
味
と
は
裏
腹
に
、
古
代

ロ
ー
マ
に
お
け
る

「
ホ
モ

・
サ
ケ
ル
」
と
は
、
親

に
危
害
を
与
え
た
り
、
境
界

石
を
掘

り
起
こ
し
た
り
、
客
人
に
不
正
を
働
い
た
り
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
悪
質
な
犯
罪
者
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
平
民
決
議
に
よ

っ
て

「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル

(聖
な
る
人
間
)」
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
者
は
、
悪
質
な
犯
罪
を
お
か
し
た
廉
で
法
律
に
よ

っ
て
厳
重

に
処
罰
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
法
律

の
枠

の
外

へ
と
放
逐
さ
れ
る
と
い
う
取
り
扱

い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

「
ホ
モ

・
サ
ケ
ル
」
は
、
誰

も
が
法
律

上
の
殺
人
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
殺
害
す
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
聖
な
る
存
在
で
あ
る
神
は
、

世
俗

の
人
間
的
秩
序

の
外
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
に

「ホ
モ

・
サ
ケ
ル
」
も
、
世
俗
的
秩
序

の
外
に
放
逐
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
が

故
に
、

悪
質
な
犯
罪
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
逆
説
的
に
も

「聖
な
る
人
間
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た

「
ホ
モ

・
サ
ケ
ル
」
は
、
祭
儀
に
お
け
る
神

へ
の
犠
牲
と
し
て
供
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
存
在
で
あ

っ
た
。
犠
牲
と
し
て
の
死
は
、

俗
か
ら
聖

へ
の
浄
化
で
あ
る
。
し
か
し

「ホ
モ

・
サ
ケ
ル
」
は
、
俗
か
ら
排
除
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
そ
う
し
た
浄
化
が
不
可
能
な

存
在
な

の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
ホ
モ

・
サ
ケ
ル
」
と
は
、
殺
害
可
能
で
犠
牲
化
不
可
能
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

「
ホ

モ

・
サ
ケ
ル
」
は
、

い
っ
さ
い
の
法
的
保
護

の
外

へ
と
投
げ
出
さ
れ
、
い
つ
い
か
な
る
と
き
に
、
ど
こ
で
、
誰

に
よ

っ
て
、
そ
し
て

ど
の
よ
う
な
形
で
殺
害
さ
れ
る
の
か
、
何
も
分
か
ら
な
い
状
況

に
置
か
れ
る
。
こ
う
し
た
自
ら
に
と

っ
て
の
み

「万
人

が
狼
で
あ
る
」
よ
う

な
状
況

に
追

い
込
ま
れ
た

「ホ
モ

・
サ
ケ
ル
」
は
、
権
利
を
持

つ
市
民
と
し
て
の
立
場
だ
け
で
な
く
、
儀
礼

に
よ

っ
て
浄
化
さ
れ
る
べ
き
罪

人
と
い
う
立
場
さ
え
も
奪
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
権
利
を
持

つ
市
民
の
側
が
、
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」

に
対

し

「ま

っ
た
く
の
自

由
の
な

か
で
純
粋
な
暴
力
を
享
受
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
ホ
モ
・サ
ケ
ル
」
の
生
は
、
ま
さ
に
裸

の
ま
ま
取
り
返
し
の

つ
か
な

い
仕
方
で
露
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
で
あ
る
が
故

に
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
と

っ
て

「
ホ
モ

・
サ
ケ
ル
」
は
、

こ
れ
以
上
な
い
形
で

「剥
き
出
し
の
生
」
の
存
在
構
造
を
明
る
み
に
出
し
て
く
れ
る
形
象
な
の
で
あ
る
。

い
っ
さ
い
の
法
的
保
護
の
外

へ
と
放
り
出
さ
れ
た
状
態
と
は
、
ま
さ
に
例
外
状
態
に
お
け
る
生
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
す

れ
ば
、
強
制
収
容
所
は
、
例
外
状
態
を
態
勢
化
し
た
空
間
で
あ
り
、
「
剥
き
出
し
の
権
力
」
が

「剥
き
出
し
の
生
」
と
直
接

に
向
き
合
う
、
法

秩
序

の
内
部
に
位
置
し
な
が
ら
も
法
の
規
制
が
及
ぶ
こ
と
の
な
い
外
部
空
間
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に

「剥
き
出
し
の
生
」
と
例
外
状
態
と



の
構

造
的
連
関
が
認
識
さ
れ
る
に
至

っ
て
、
例
外
状
態
の
法
-
政
治
的
機
能
を
分
析
し
た
カ
ー
ル

・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
政
治
理
論
が
、
ア
ガ
ン

ベ
ン
に
よ

っ
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三

例
外
状
態

シ

ュ
ミ

ッ
ト
に
よ
る
周
知

の
主
権
の
定
義

に
よ
れ
ば
、
「
主
権
者
と
は
、
例
外
状
態
に
関
し
て
決
断
す
る
者
で
あ

る
」。
「主
権
」
と
は
、
「そ

れ
以
上
の
上
位

の
も
の
か
ら
演
繹
し
え
な
い
至
高
の
支
配
権
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
顕
わ
に
な
る
の
は

「極
度
の
緊
急
事
態
」
や

「国
家
が
危

急
存

亡
の
時
」
、
す
な
わ
ち

「例
外
状
態
」

に
お
い
て
で
あ
る
。

法

秩
序
が
危
機

に
晒
さ
れ
る
と
き
、
直
ち
に
問
題

に
な
る
の
は
、
守
る
べ
き
公
共
の
利
益
、
公
共
の
安
全
、
公
共

の
福
祉
と
は
何
か
と
い

う
問

い
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を

一
体

「
誰
が
決
定
す
る
の
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
例
外
状
態

に
お
い
て
こ
そ
、
決
断
主
体
の
問
題
が

現
実

化
し
、
そ
れ
故
に

「
誰
が
主
権
者
か
」
が
明
白

に
な
る
の
だ
。
主
権
者
は
、
例
外
状
態
を

い
か
に
脱
す
る
か
を
決
め
る
と
同
時

に
、
そ

も
そ
も
現
在
が
例
外
状
態
に
あ
る
の
か
否
か
を
も
決
断
す
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う

に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
理
論

に
そ
の
多
く
を
負

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
二
〇
世
紀

の
ホ
ッ
ブ
ズ
と
目

さ
れ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
例
外
状
態
は
、

一
見
す
る
と
、
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
と
し
て
表
象
さ
れ
た
ホ
ッ
ブ
ズ

の
自
然
状
態

に
対
応

す
る
か
の
よ
う
だ
。
し
か
し
例
外
状
態

の
法
的
-
政
治
的
構
成
は
、
自
然
状
態
の
現
代
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
な
の
で
は
な
く
、
実
は
従
来
想
定
さ

れ
て
き
た
以
上

に
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る

「例
外
状
態
」
対

「正
常
状

態
」
と
の
対
比
関
係
は
、

ホ
ッ
ブ
ズ
の

「自
然
状
態
」
対

「国
家
」
の
二
項
対
立
に
、
単
純

に
は
重
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
例
外
状
態
と
は
何
か
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『政
治
神
学
』
に
よ
れ
ば
、
例
外
状
態
と
は
、
国
家
が
危
急
存
亡

の
際
に
、
自
己
保

存
権

に
基
づ

い
て
実
定
法
を

一
時
的
に
停
止
す
る
状
態
で
あ
る
。
国
家
が
カ
オ
ス
に
あ
る
時
、
実
定
法
や
規
範
を
正
常
状
態
に
お
け
る
よ
う

に
実

効
性
を
伴

っ
て
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
「法
秩
序
が
意
味
を
持
ち
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
前

に
ま
ず
、
秩
序
が
作
り
出
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
事
実
と
し
て
正
常
な
状
態
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
は
、
法
秩
序
に
と

っ
て
単
な
る

「
外
的
前
提
」
な
の
で
は
な
く

「内



的
本
質
」
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
法
規
範
を
実
効
的
な
も

の
に
し
、
現
実
を
法
律
に
よ

っ
て
制
御
す
る
た
め
の

「正
常

な
生
活
関
係
」
を
形

成
す
る
た
め
に
、
実
定
法
規
が
一
時
的

に
停
止
さ
れ
た
状
態
が

「例
外
状
態
」
な
の
で
あ
る
。
単

に
非
常
権
限

・
警
察

の
緊
急
措
置

・
緊
急

命
令
が
出
さ
れ
た
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
直
ち
に
例
外
状
態
と
な
る
の
で
は
な
い
。
例
外
状
態
と
は
、
す

べ
て
の
現
行
法
秩
序
が
停
止
し
、
原

理
的
に
無
制
限
の
権
限
が
立
ち
現
れ
た
状
態
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
複
数
個
所
で

「例
外
状
態
は
、
カ
オ
ス
や
ア
ナ
ー
キ
ー
と
は
区
別
さ
れ
る

べ
き
別
物
で
あ
る
」

と
繰
り
返
し
述

べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「規
範
的
に
見
れ
ば
、
決
断
は
無
か
ら
生
じ
る
」
と
い
う

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
印
象
深

い
フ
ォ
ー
ミ

ュ
ラ
を

前
に
す

る
と
、
例
外
状
態

に
お
け
る
主
権
者
の
決
断
は
、
ま

っ
た
く
の
ア
ナ
ー
キ
ー
な
い
し
カ
オ
ス
の
状
況
に
お
い
て
下
さ
れ
る
も
の
だ
と

想
定
さ

れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
シ

ュ
ミ

ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
例
外
状
態
で
は
、
「法
学
的
意
味

に
お
い
て
、
法
秩
序
で

は
な
い
に
し
て
も
、
依
然
と
し
て
な
お
秩
序
が
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
」。

シ

ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
こ
う
し
た
法
的
構
成

へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
実
際

の
と
こ
ろ
例
外
状
態
の
本
質
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン

の
言
う
よ
う

に
、
例
外
状
態
と
は
、
正
常
状
態
で
機
能
し
て
い
る
法
的
秩
序
の

一
時
的
な
棚
上
げ
、
す
な
わ
ち
現
行
秩
序

の
時
限
的
宙
吊
り

状
態

の
こ
と
を
指
す
。
例
外
は
、

一
般
的
な
規
範
か
ら
排
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
と

い
っ
て
規
範
と
ま

っ
た
く
関
連
を
持
た
な
い
わ

け
で
は
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
例
外
は
規
範

の
棚
上
げ
と
い
う
形
で
、
規
範
と
の
関
わ
り
を
維
持
す
る
。
「規
範
は
、
例
外
に
対
し
て
自
ら

の
適
用
を
外
し
、
例
外
か
ら
身
を
退
く
こ
と
に
よ

っ
て
自
ら
を
適
用
す
る
」
の
で
あ
る
。
例
外
状
態
と
は
、
法
秩
序
に
先

行
す
る
ア
ナ
ー
キ
ー

で
も
カ

オ
ス
で
も
な
く
、
単
に
法
秩
序

か
ら
排
除
さ
れ
た
正
常
状
態
の
外
部
な
の
で
も
な

い
。
例
外
状
態
は
、
法
規
範

そ
れ
自
体
が
宙
吊
り

に
さ
れ

て
い
て
も
、
な
お
か
つ
法
に
よ

っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
秩
序
な
の
で
あ
る
。
例
外
状
態

に
お
い
て
は
、
「合
法
的

な
形
を
取
る
こ
と
が

で
き
な

い
も

の
が
合
法
的
な
形
を
取
る
も
の
と
し
て
姿
を
現
」
し
、
そ
こ
で
な
さ
れ
る

「例
外
的
措
置
は
、
法
的
措
置

で
あ
り
な
が
ら
法
的

観
点

か
ら
は
理
解

で
き
な
い
と

い
う
逆
説
を
は
ら
ん
だ
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
」
。
法
秩
序

で

「あ
り
」
か
つ

「
な
い
」
と
い
う
両
義
的
な
あ

り
方

こ
そ
、
例
外
状
態
の
本
質
的
指
標
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
外
状
態
の
両
義
性
は
、
そ
れ
と
表
裏

一
体

の
関
係
に
あ
る
主
権
者

の
あ
り
方
に
も
当
然
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
外
状

態

に
お
け
る

「主
権
者
は
、
通
常
時

に
は
現
行
法
秩
序
の
外
部
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
憲
法
を

一
括
し
て
停
止
す
る
決
断
の
権
限
を
持

つ



が
故

に
、
現
行
法
秩
序

の
内
部
に
あ
る
」
。
法
秩
序

で

「
あ
り
」
か
つ

「な
い
」
と
い
う
例
外
状
態
の
構
成
は
、
法
秩
序

の

「外
部

に
あ
り
な

が
ら
所
属
す
る
」
と
い
う
、
主
権
者

の
脱
自
的
所
属
と
い
う
撞
着
語
法
に
よ

っ
て
の
み
特
徴
づ
け
ら
れ
る
そ
の
両
義
的
地
位
と
重
な
り
合
う
。

主
権
者
と
は
、
例
外
状
態
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
法
規
範
を
棚
上
げ
す
る
と
い
う
権
限
を
、
ま
さ
に
法
秩
序

そ
の
も
の
に
よ

っ
て
与
え

ら
れ

て
い
る
者
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
例
外
状
態
と
は
、
例
外
と
規
則
、
自
然
状
態
と
法
秩
序
、
外
部
と
内
部
、

こ
う
し
た
相
対
立
す
る
も

の
同
士
が
互
い
の
内
を
通
過
し
合
う
複
雑
な

「位
相
幾
何
学
的
な
不
分
明
地
帯
」
な
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
例
外
状
態
と
は
、
「自
然
状
態
」
と

「正
常
状
態
」、
「
カ
オ
ス
や
ア
ナ
ー
キ
ー
」
と

「規
範
が
実
効
的
に
支
配
す
る
法
秩
序
」

と
の
間
に
位
置
す
る
、
本
質
的
に
境
界
的
な
状
況
で
あ
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
従
え
ぼ
、
例
外
は
、
単
に
正
常

に
機
能
す
る
法
秩
序
か
ら
排
除

さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
そ
の
語
源
(
e
x
-
c
a
p
e
r
e
)

の
と
お
り
、
〔法
秩
序
の
〕
外
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」。
例
外
状
態
と
は
、

正
常
状
態
の
外

へ
と
締
め
出
さ
れ
て
お
き
な
が
ら
、
な
お
か
つ
正
常
状
態
の
内
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
外
状
態

の
両
義
的
な
あ
り
方
は
、
ま
さ
に
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ

っ
て
近
代
以
降
の
政
治
の
中
心
に
位
置
す
る
と
さ
れ
た
、
殺
害

可
能

で
犠
牲
化
不
可
能
な

「剥
き
出
し
の
生
」
を
体
現
す
る

「
ホ
モ

・
サ
ケ
ル
」
の
存
在
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
故

に
、

「例
外
状
態
と
は
ま
さ
に
、
通
常
の
状
況
に
あ

っ
て
は
社
会
的
な
数
々
の
生
の
形
式

に
結
び

つ
い
て
い
る
と
み
え

る
剥
き
出
し
の
生
が
、
政

治
権
力
の
究
極

の
基
礎
と
し
て
改
め
て
明
確
に
問

い
に
付
さ
れ
る
状
態
」
な
の
で
あ
る
。
例
外
状
態
を
通
し
て
初

め
て
、
近
代
政
治

の
本
質

が
明
ら
か
に
な
る
。

四

独
裁

ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ

っ
て
示
唆
さ
れ
た
、
以
上
の
よ
う
な
例
外
状
態
論
の
視
点
に
立

っ
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
独
裁
論

を
考
察
す
れ
ば
、
ど
の
よ

う
な
解
釈
が
成
り
立

つ
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『独
裁
』
(
一
九
二

一
年
)
に
焦
点

を
当
て
な
が
ら
、
彼

の
近

代
国
家
論
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。



(
一
)

基
本
的
立
場

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『独
裁
』
と
い
え
ば
、
直
ち
に
思

い
浮
か
ぶ
の
は
、
「
委
任
独
裁
(
d
i
e
 
k
o
m
m
i
s
s
a
r
i
s
c
h
e
 
D
i
k
t
a
t
u
r
)

」
と

「主
権
独
裁

(
d
i
e
 
 
s
o
u
v
e
r
a
n
e
 
D
i
k
t
a
t
u
r
)

」
と
の
区
別
で
あ
ろ
う
。
こ
の
著
作
の
理
論
的
成
果
は
、
渾
然
と
し
た
ま
ま
論
じ
ら
れ
が
ち
な
独
裁
現
象
を

「委
任

独
裁
」
と

「主
権
独
裁
」
に
分
け
、
独
裁
を
国
法
学
上
の
概
念

へ
と
精
化
し
た
こ
と
に
あ
る
、
と
従
来
見
な
さ
れ
て
き
た
。
実
際
目

次
の
構
成

か
ら
も
、
そ
の
点
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

/
=勃
塁
』
【[匹
、!ノ＼

は
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に

1

委
任
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裁
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国
家
論

Ⅱ

一
八
世
紀
ま
で
の
君
主
の
コ
ミ
サ
ー
ル
の
実
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Ⅲ

一
八
世
紀
国
家
論

に
お
け
る
主
権
独
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)

…

委
任
独
裁

の
理
論
的

・
思
想
的
考
察

…

委
任
独
裁

の
政
治
史
的
考
察

…

委
任
独
裁

か
ら
主
権
独
裁

へ
の
移
行

…

主
権
独
裁

の
理
論
的

・
思
想
的
考
察

…

主
権
独
裁

の
政
治
史
的
考
察

…

現
代
に
お
け
る
委
任
独
裁
と
主
権
独
裁

右
に
示
し
た
よ
う
に
、
『独
裁
』
で
は
ま
ず
第
-
章
と
第
Ⅱ
章
が

「委
任
独
裁
論
」
と
し
て
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な

っ
て
お
り
、
第
-
章
で
は
そ

の
理
論
的

・
思
想
的
側
面
が
、
第
Ⅱ
章
で
は
そ
の
政
治
史
的
側
面
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
Ⅲ
章
で

「委
任
独
裁
」
か
ら

「主
権
独

裁
」

へ
の
移
行
が
論
じ
ら
れ
た
後
、
第
Ⅳ
章
と
第
V
章
が

「主
権
独
裁
論
」
と
し
て
、
第
I
章
と
第
Ⅱ
章
と
対
応
す
る
形
で

一
組
の
セ
ッ
ト

に
な

っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
理
論
的

・
思
想
的
側
面
と
政
治
史
的
側
面
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
第
Ⅵ
章
で
は
、
現
代
に
お
け
る

「
委

任
独
裁
」
と

「主
権
独
裁
」
の
分
析
が
行
わ
れ
、
本
書
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に

『独
裁
』
と
い
う
著
書
は
、
「
委
任
独
裁
」
と

「主
権
独
裁
」
の
概
念
を
軸

に
整
理
す
る
と
、
そ
の
整
合
的
な
構
成
が
く

っ
き



り
と
浮
び
上
が

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
叙
述
の
構
成
を
見
た
だ
け
で
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『独
裁
』
が
主

と
し
て

「
委
任
独
裁
」

と

「
主
権
独
裁
」
の
区
別
を
論
じ
た
書
物
で
あ
る
こ
と
が
、
疑
い
よ
う
も
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

し

か
し
、
「委
任
独
裁
」
と

「主
権
独
裁
」
か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『独
裁
』
を
読
み
解
く
こ
と
の
意
義
は
認
め

つ
つ
も
、
本
稿
で
は
、
こ
う

し
た

二
つ
の
独
裁
概
念
を
軸
に
し
て

『独
裁
』
を
解
釈
す
る
通
説
的
な
立
場
を
と
ら
な

い
。
ま
ず
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
が

『独
裁
』

の
様
々
な
個
所
で
、
「独
裁
」
と

「例
外
状
態
」
と
の
連
関
に
繰
り
返
し
触
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「独
裁

と
は
、
必
然
的
に

『例

(
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・

、

、

、

外
状
態
』
で
あ
る
」
、
「
い
か
な
る
独
裁
も
、
規
範
か
ら
の
例
外
で
あ
る
」
、
「例
外
こ
そ
が
独
裁
の
本
質
に
属
す
」
な
ど
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
独
裁
論
は
、
形
を
変
え
た
例
外
状
態
論
で
あ
る
。
本
稿
の
第

一
の
立
場
は
、
『独
裁
』
と
い
う
書
物
を

一
種

の
例

外
状
態
論
と
し
て
読

み

解
く

こ
と
に
あ
る
。

ま

た
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『独
裁
』
は
古
代

ロ
ー

マ
の
独
裁
か
ら
二
〇
世
紀
の
独
裁
ま
で
及
ぶ
広
範
囲
な
分
析
を
行

っ
た
書
物

で
あ
る
、
と

い
う
捉
え
方
が
、
従
来
よ
く
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
書
を
よ
く
読
め
ば
、
そ
れ
は
誤
解

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
独
裁
分
析
は
、
ま
れ
に
古
代

ロ
ー

マ
の
独
裁
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
基
本
的

に
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
後

の
独
裁
現
象
と
独
裁

に

関
す

る
政
治
思
想
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
の
議
論
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
時
期
と
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
シ

ュ
ミ

ッ
ト
の
独

裁
論

は
、
そ
の
副
題

『独
裁
ー

近
代
主
権
論

の
起
源
か
ら
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
闘
争
ま
で
ー

』
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「近
代
」
に

焦
点

を
当
て
た
書
物
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
本
稿

の
第
二
の
立
場
は
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
独
裁
論
を
、
あ
る
種

の
近
代
国
家
論
と
し
て
解

釈
す

る
こ
と
に
あ
る
。

要
約
す
れ
ば
、
例
外
状
態
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
近
代
国
家
論
と
し
て
シ

ュ
ミ

ッ
ト
の
独
裁
論
を
解
釈
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
に
お
け

る
シ

ュ
ミ
ッ
ト
解
釈
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
。

(
二
)

独
裁
概
念

そ

れ
で
は
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の

『独
裁
』

の
内
容
分
析

に
入
ろ
う
。
「独
裁

(
D
i
k
t
a
t
u
r

)」
と
い
う
言
葉
の
原
義

は
、
そ
も
そ
も

「指
令
す

る
者
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
欧
米
に
お
け
る
そ
の
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
日
本
語

の
持

つ
響
き
と
お
よ
そ
異
な

っ
て
い
る
。
日
本
語
で



「独
裁
」
と
い
う
と
、
「
一
人
の
人
間

に
よ
る
恣
意
的
な
支
配
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
直
ち
に
想
起
さ
れ
、
金
正
日
の
独
裁
政
治
や
フ
セ
イ
ン

独
裁
と

い
っ
た
言

い
回
し
が
違
和
感
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
シ

ュ
ミ

ッ
ト
は
、
独
裁
が
絶
対
君
主
政
、
ク
ロ
ム
ウ

ェ
ル
や
ナ
ポ
レ

オ
ン
の
軍
事
政
治
、
警
察
国
家
、
専
制
そ
し
て
暴
君
と
い
っ
た
も
の
と
は
異
な
る
現
象

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
独
裁

を
そ
れ
ら
の
概
念
と

は
厳
密

に
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ

で
は
、
独
裁
と
は

一
体
何
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
独
裁
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
し
て
次

の
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
第

一
は
、
「具

体
的
な
敵
」
と
い
う
表
象
で
あ
る
。
シ

ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
「独
裁
」
の
最
大

の
目
的
は
、
「
具
体
的
な
敵
の
排
除
」

に
あ
る
と
い
う
。
排

除
す
べ
き
不
法
行
為
が
目
の
前
に
現
前
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
直
接
的
現
実
性
が
、
独
裁
の
正
当
性
を
担
保
す
る
。
独
裁
と
は
、
敵
の
繊
滅

と
い
う
具
体
的
な
成
果
を
達
成
す
る
た
め
の
手
続
き
の
支
配
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「独
裁
」
は
、
「敵

の
所
業

へ
の
依
存
性
」
を
有
す
る
明

確
な

「対
抗
行
動
(
G
e
g
e
n
a
k
t
i
o
n
)

」
で
あ
り
、
敵

の
悪
し
き
行
為
こ
そ
が
独
裁
の
性
格
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
現
行
法
規
範
を
否
定
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
か
え

っ
て
こ
れ
を
実
現
す
る
と
い
う
独
裁
的
行
動
様
式

の
逆
説
性
は
、
そ
れ
が
不
法
な
敵
や
叛
乱
者

を
繊
滅
な

い
し
排
除

す
る
と

い
う
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
執
ら
れ
る
例
外
的
な
対
抗
措
置
で
あ
る
が
故

に
生
じ
る
の
で
あ
る
。

第

二
に
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
独
裁
の
本
質

に
は
コ
ミ
サ
ー
ル
(
K
o
m
m
i
s
a
r
)

と
い
う
特
徴
が
あ
る
と

い
う
。
「独
裁

の
本

来

の
展
開

は
、

コ
ミ
サ
ー
ル
の
活
動

の
中
に
あ
る
」。
委
任
独
裁

に
し
て
も
主
権
独
裁
に
し
て
も
「独
裁
者
は
す
べ
て
、

必
然
的
に
特
殊
な
意

味
で

コ
ミ
サ
ー
ル
で
あ
る
」。

「委
任
独
裁
」
と
は
、
戦
争
や
内
乱
に
よ

っ
て
既
成
の
現
行
秩
序
や
現
行
憲
法
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
時
、
そ
の
具
体
的
存
立
を
守
る
た

め
に
任
命

さ
れ
た

コ
ミ
サ
ー
ル

(臨
時
代
行
者
)
の
こ
と
を
い
う
。
秩
序
を
回
復
す
る
た
め
に
無
限
定
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た

コ
ミ
サ
ー
ル

は
、
彼

に
権
限
を
与
え
た
そ
の
同
じ
憲
法
を

一
時
的
に
停
止
し
、
棚
上
げ
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

「特
定

の
憲
法
を
、
そ
の
憲
法

を
破
棄
し

よ
う
と
す
る
攻
撃
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
」
の
で
あ
る
。
逆

に
言
え
ば
、
「自
ら
の
存
在
を
無
用
化
す
る
と

い
う
目
的
を
持
た
な
い
よ

う
な
独
裁

は
、
恣
意
的
な
専
制
に
す
ぎ
な
い
」
。
し
た
が

っ
て
委
任
独
裁
に
は

「
立
法
権
」
が
な
く
、
た
だ
現
行
憲
法
の
回
復
と
い
う
目
的
の

み
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。
例
外
状
態
を
収
束
す
る
た
め
に
任
命

さ
れ
た
時
限
的
な
代
行
者
=

コ
ミ
サ
ー
ル
が
、
委
任
独

裁
な
の
で
あ
る
。

こ
れ

に
対
し

「主
権
独
裁
」
と
は
、
既
成
秩
序
全
体
を
ま
る
ご
と
排
除
す

べ
き
具
体
的
な
敵
と
見
な
し
、
「委
任
独
裁
」
と
は
逆

に
、
既
成



秩
序
全
体
を

「擁
護
」
す
る
の
で
は
な
く

「
破
棄
」
す
る
た
め
の
コ
ミ
サ
ー
ル
の
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
が
依
拠
す
る

の
は
、
「憲
法
」
で
は
な

く

「憲
法
制
定
権
力
」
で
あ
る
。
そ
し
て
既
成
憲
法
の
固
守

で
は
な
く
、
真
の
憲
法
の
創
造
を
そ
の
目
的
と
す
る
。

し
た
が

っ
て
主
権
独
裁

に
お

い
て
は
、
既
成
秩
序
そ
の
も
の
が
例
外
状
態
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し

か
し
シ

ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
「委
任
独
裁
」
に
し
ろ

「主
権
独
裁
」
に
し
ろ
、
「最
高
権
威

に
よ
る
授
権
」

と
い
う
共
通
の
特
徴
が
あ

る
と

い
う
。
独
裁
は
、
法
の
棚
上
げ
を
正
当
化
し
、
権
威
づ
け
る
だ
け
の
法
的
な
力
を
必
要
と
す
る
。
し
た
が

っ
て
独
裁
と
は
、
主
権
者
そ

の
も

の
で
は
な
く
、
憲
法
や
憲
法
制
定
権
力
と
い
っ
た
法
的
源
泉
か
ら
全
権
を
付
託
さ
れ
た
代
理
人
、
す
な
わ
ち

コ
ミ
サ
ー
ル
の
こ
と
を
指

す
。

コ
ミ
サ
ー
ル
は
、
「例
外
状
態
」
か
ら

「
正
常
状
態
」

へ
の
移
行
を
果
た
す
た
め
の
、
政
治
的
な
手
段
な
の
で
あ
る
。

(
三
)

コ
ミ
サ
ー
ル
の
起
源

そ
し
て
こ
の
コ
ミ
サ
ー
ル
こ
そ
が
、
近
代
国
家

の
形
成
の
際

に
、
重
要
な
機
能
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
中
世

的
国
家
か
ら
近
代
国
家

へ
の
移
行
は
、
ま
さ
に
こ
の
コ
ミ
サ
ー
ル
に
よ

っ
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も

コ
ミ
サ
ー
ル
概
念

の
神
学
的
起
源
は
、
教
皇
の

「
全
権
」
概
念

に
あ
る
。
教
会
の
組
織
改
革
の
際
、
教
皇
は
自
ら
の

「
全
権
」

〔46
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と
い
う
概
念
を
持
ち
出
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
「無
条
件
に
確
立
し
て
い
る
職
務
位
階
制
と
い
う
中
世
的
観
念
を
棚
上
げ
し
た
」
。
教
皇
は
、
自

ら
の

「
全
権
」
を
行
使
す
る
際
に

「使
節
」
を
派
遣
し
た
。
「教
皇

の
使
節
は
、
い
た
る
所
で
職
務
を
勝
手
に
処
理
し
、
司
教
を
任
命
し
、
教

会
お
よ
び
教
区
を
視
察
・改
革
し
、
信
仰
お
よ
び
教
会
規
律
の
問
題
に
つ
い
て
決
定
を
下
し
、

一
般
的
な
規
則
を
発
布
し
た
」
。
こ
う
し
た
「広

汎
な
権
限
の
法
的
根
拠
は
、
使
節
の
為
す
こ
と
は
す
べ
て

教
皇
が
そ
れ
を
撤
回
で
き
る
と
い
う
留
保

つ
き
で

教
皇
自
身
に
よ

っ
て

為
さ
れ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
」
と
い
う
点

に
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
「教
皇
は
、
使
節
た
ち
を
通
し

て
遍
在
す
る
の
で
あ
る
」
。

そ
し
て

「使
節

の
職
務
遂
行

に
当
た

っ
て
障
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
妨
害
し
た
り
服
従
し
な

い
者
す
べ
て
を
罰
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と

(47
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さ
れ
た
の
で
あ
る
。

シ

ュ
ミ

ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
教
皇

「全
権
」
に
基
づ
く
派
遣
使
節
の
世
俗
化
し
た
も
の
が
、
君
主
の
コ
ミ
サ
ー
ル
で
あ
る
と

い
う
。

「
コ
ミ
サ
ー
ル
の
例
外
的
地
位

に
関
す
る
法
的
構
成
は
、
…
…

〔君
主
を
〕
人
格
的
に
代
理
す
る
と
い
う
前
提

に
基
づ

い
て
い
る
」
。
「
あ
ら



ゆ
る
行
政
的
権
限
の
法
的
構
成
の
基
盤
は
、
人
格
的
再
現
前

の
観
念
に
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
疑
う
余
地
の
な
い
最
高
の
人
格
に
お
い
て
頂
点

に
達
す
る
人
格
的
再
現
前

の
完
結
し
た
連
鎖
の
中
で
成
り
立

つ
官
職
代
理
の
観
念
の
中

に
あ
る
」
。
使
節
が
教
皇

の
人
格

を
再
現
前
す
る
教
会

法
と
同
様
に
、

一
七
世
紀

に
お
け
る
君
主
の
コ
ミ
サ
ー
ル
は
、
法
的
に

「
君
主
の
地
位
を
代
理
し
、
君
主
の
人
格
を
再

現
前
」
し
て
い
た
の

(
50
)

で
あ
る
。

こ
こ

に
は
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
特
有

の
政
治
神
学
的
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
現
代
国
家
理
論
の
重
要
概
念
は
、
す
べ
て
世
俗
化
さ
れ
た
神

学
概
念

で
あ
る
」。
神
学
と
国
家
学
と
の
構
造
的
類
似
性
を
唱
え
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
従
え
ば
、
独
裁
と
は
世
俗
化
さ
れ
た
教
皇

「全
権
」
の
概

念
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
近
代
国
家
の
生
成

に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る

コ
ミ
サ
ー
ル
の
原
型
は
、
中
世
の
教

皇
権

の
行
使

に
お
い
て
、
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
た
。

(四
)

近
代
国
家

の
形
成

『独
裁
』
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
近
代
国
家
は
、
こ
う
し
た
君
主
の
コ
ミ
サ
ー
ル
を
用

い
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
世
俗

の
領
主
は
、
「
そ

の
特
別
任
務
の
遂
行
の
た
め
、
不
都
合
な
状
況
や
職
務
の
乱
用
の
除
去
の
た
め
、
あ
る
い
は
税
の
徴
収
の
た
め
に
、
特

別
な
任
務
や
権
限
を

も
つ
使
者

(
m
i
s
s
i

)」
を
し
ば
し
ば
派
遣
し
た
。
そ
し
て

「
こ
の
よ
う
な

『使
者
』
は
、
…
…
新
た
に
国
家
秩
序
が
形
成

さ
れ
始
め
る
と
き
に

は
い
つ
で
も
存
在
し
」
た
と
い
う
。
近
代
国
家

の
核
心
は
、
専
門
的
に
訓
練
さ
れ
た
軍
隊
と
官
僚

日
専
門
行
政
官
群
で
あ
り
、
成
立
期
の
近

代
国
家

は

「本
質
的
に
行
政
部
な
の
で
あ
る
」
。

君
主

に
よ

っ
て
派
遣
さ
れ
た
特
別

コ
ミ
サ
ー
ル
は
、
君
主
か
ら
の

「委
託
」
を
盾

に
、
中
世
か
ら
続
く
諸
身
分
の
管

轄
権
に
も
既
得
権
に

も
干
渉
し
た
。
そ
れ
が
可
能
だ

っ
た
の
は
、

コ
ミ
サ
ー
ル
が
君
主
を
人
格
的
に
再
現
前
し
、
そ
の
決
定
が
君
主
そ
の
も

の
が
下
し
た
決
定
と

見
な
さ
れ
、
当
事
者
か
ら
正
規
の
法
的
手
段
を
奪
い
去

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

コ
ミ
サ
ー
ル
の
下
し
た
決
定
や
判
決
は
、
君
主
か
ら
委
託
を
受

け
た
時
点
で

「前
も

っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
た
」
。

コ
ミ
サ
ー
ル
は
、
中
世
的
な
身
分
的
特
権
を
破
壊
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
中
間
権
力
か
ら
特
権
を
奪
う

こ
と
は
、
同
時
に
中
央

へ
権
力
を

吸
い
上
げ
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
た
。
中
世

の
身
分
制
国
家
か
ら
近
代

の
絶
対
主
義
国
家

へ
の
移
行
は
、

コ
ミ
サ
ー
ル
に
よ
る
こ
の
よ
う
な



二
重

の
権
力
作
用
を
媒
介
に
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
既
得
権
の
破
壊
」
と

「新
権
力
の
創
出
」
の
同

時
並
行
こ
そ
が
、
ま
さ
に

近
代
国
家

の
創
出
プ

ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
過
程
を
示
す
具
体
的
事
例
と
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
最
も
注
目
す
る
の
は
、
プ

ロ
イ
セ
ン
の
独
裁
官

ヴ
ァ
レ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
に

よ
る
軍
事

コ
ミ
サ
ー
ル
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
軍
事
と
い
う
も
の
の
持

つ
特
有

の
事
情
の
故

に
、
軍
事

コ
ミ
サ
ー
ル
は
、
本
来

の
職
務
領
域
を
超
え
て
、
固
有
の
顕
わ
な
暴
力
性
と
拡
大
傾
向
を
示
す
と
い
う
。
軍
事

コ
ミ
サ
ー
ル
は
、
と
り
わ
け

「内
敵
」
宣
言
に
よ

っ

て
、
法
の
被
執
行
者
を
法
外
に
放
り
出
す
と
い
う
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
反
抗
者
を
ホ
モ

・
サ

ケ
ル
化
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
内
敵
宣
言

に
よ

っ
て
法
の
保
護
外

に
放
逐
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
法
的
人
格

を
顧
慮
さ
れ
な
く
な
る
。

そ
し

て
抵
抗
が
大
き
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
逆
に
軍
事

コ
ミ
サ
ー
ル
の
権
限
の
範
囲
は
拡
大
し
、
反
抗
者
に
対
し
て
き
わ
め
て
大
胆
な
行
動
を

と
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
軍
事

コ
ミ
サ
ー
ル
は
、
「政
治
的
な
権
力
拡
大
に
う

っ
て
つ
け
の
手
段
と
化

し
」
、
「身
分
的
特
権
を
廃

絶
す

る
た
め
の
君
主
絶
対
主
義
の
道
具
と
な

っ
て
い
っ
た
」

の
で
あ
る
。

こ

の
政
治
的
意
味
を
理
解
し
、
そ
れ
を
き
わ
め
て
率
直
に
表
明
し
た
の
が
、
独
裁
官
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ

っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

「諸

身
分
が

『苦
情
』
を

い
う
の
は

『心
の
底
か
ら
歓
迎
す
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
に
よ

っ
て
彼
ら
は
、
そ
の
す
べ
て
の
特
権
を
失
う
か
ら
で

あ
る
』
と
述

べ
て
い
た
」。
中
世
的
諸
身
分

に
よ
る
反
抗
や
抵
抗
は
、
彼
ら
の
特
権
を
擁
護
す
る
こ
と
に
つ
な
が
ら
ず
、
逆
説
的
に
も
彼
ら
を

法
外
放
逐
し
、
特
権
の
み
な
ら
ず
基
本
的
な
市
民
権
さ
え
も
剥
奪
す
る
う

っ
て

つ
け
の
口
実
を
軍
事
コ
ミ
サ
ー
ル
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

ホ
モ

・
サ
ケ
ル
化

に
よ

っ
て
敵
か
ら
権
利
を
剥
奪
し
、
既
得
権
を
破
壊
す
る
と
同
時
に
、
苛
烈
な
中
央
集
権
化
を
進
め
る
こ
と
。
こ
れ
こ
そ

が
、
近
代
国
家
誕
生
の
歴
史
的
現
実
で
あ

っ
た
。

(
五
)

絶
対
主
義

の
確
立

当
初
、
目
的
に
応
じ
て
そ
の
つ
ど
派
遣
さ
れ
て
い
た
個
々
の
コ
ミ
サ
ー
ル
は
、

一
七
世
紀
末
頃
に
は
す
で
に
、
位

階
構
造
を
持

つ
官
僚
組

織

へ
と
整
備
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

「
各
事
例
に
応
じ
て
派
遣
さ
れ
て
い
た
自
由
独
立
の
コ
ミ
サ
ー
ル
に
代
わ

っ
て
、

『組
織
化
さ
れ
た
』
官
庁

機
構

が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
」
。



シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
近
代
国
家
は
、
人
民
の
社
会
契
約
か
ら
で
は
な
く
、
「政
治
的
実
務
技
術
か
ら
成
立
し
た
」
。
目
的

に
応
じ
て
派

遣
さ
れ

て
い
た
個
々
の
コ
ミ
サ
ー
ル
を
、

一
つ
の
体
系
的
官
庁
組
織
と
し
て
統
合
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
絶
対
主
義
的
統
治
機
構
す
な
わ
ち

近
代
的
な
s
t
a
t
e
が
完
成
す
る
。
「
コ
ミ
サ
ー
ル
は
従
属
的
官
吏
と
な
り
、
規
定
さ
れ
た
権
限
は
持

つ
が
、
も
は
や
中
世

の
よ
う
に
直
接
に
君

主
の
人
格
を
再
現
前
す
る
者
で
は
な
く
な
り
、
『国
家
官
吏
』
と
な

っ
た
」
。
そ
れ
ゆ
え

「
君
主
の
主
権
と
と
も
に
、
君
主
の
官
僚
制
が
確
立

す
る
の
で
あ
る
」
。

近
代
的
s
t
a
t
eと
し
て
の
絶
対
主
義
国
家
は
、
例
外
状
態
の
中
で

コ
ミ
サ
ー
ル
を
用
い
て
障
害
と
な
る
諸
身
分
の
既
得
権
を
排
除
し
、
他
方

で
そ
の

コ
ミ
サ
ー
ル
を
官
僚
組
織

へ
と
統
合
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
権
力
を
吸

い
上
げ
、
中
央
集
権
的
支
配
体
制
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。(六

)

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
独
裁

例
外
状
態
を
利
用
し
た
近
代
国
家
確
立
の
こ
う
し
た
プ

ロ
セ
ス
は
、
主
権
独
裁

の
事
例
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
期

の
国
民
公
会
と
そ
れ
に

続
く
公
安
委
員
会
の
支
配

に
お
い
て
も
、
同
様

の
形
で
繰
り
返
さ
れ
、
さ
ら
な
る
発
展
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。

国
民
公
会
は
、
立
法
部
か
ら
行
政
部
に
対
し
革
命

コ
ミ
サ
ー
ル
な
る
も
の
を
派
遣
し
て
い
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
コ
ミ
サ
ー

ル
派
遣

は
当
初
、
市
民
的
自
由
の
擁
護
を
主
目
的
と
し
て
お
り
、
行
政
部
が

「市
民
の
自
由
」
を
侵
犯
し
な
い
か
監
視

す
る
監
査
業
務
を
行

な
う
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
監
査
業
務

の
目
的
を
実
効
的
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
と
、
立
法
部

の
コ
ミ
サ
ー
ル
は
次
第

に
行
政
部
と
化
し
て
い
き
、
最
終
的

に
は
監
査
さ
れ
る
行
為
そ
の
も
の
を
完
全
に
吸
収
す
る
に
至
る
。
そ
し
て

「
コ
ミ
サ
ー
ル
の
権
限
は
、

公
安
を
乱
す
お
そ
れ
の
あ
る
容
疑
者
す
べ
て
を
逮
捕
す
る
こ
と
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
く
」
。
そ
の
権
限
に
は
、
単
な
る
目
的
規
定
が
与
え
ら

れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
内
容
も

「公
共
の
安
全
・平
穏
な
い
し
秩
序

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
取
る
た
め
の
全
権
を
委
任
す
る
」
と

い
っ

た

一
般

的

・
抽
象
的
な
も
の
で
あ

っ
た
た
め
、
「状
況
次
第
で
は
、
無
制
限
の
権
限
が
生
じ
た
の
で
あ
る
」
。

フ
ラ

ン
ス
革
命
期
に

「市
民
の
自
由
」
を
守
ろ
う
と
し
て
開
始
さ
れ
た
個
々
の
コ
ミ
サ
ー
ル
の
活
動
は
、

一
七
九
三
年

に
ロ
ベ
ス
ピ

エ
ー

ル
率

い
る
公
安
委
員
会
の
支
配
下
に
入

っ
た
。
公
安
委
員
会

の
指
揮
下
で
活
動
す
る
よ
う
に
な

っ
た

コ
ミ
サ
ー
ル
は
、
貴
族
や
反
革
命
者
の



み
な
ら
ず
、
「国
民
の
腐
敗
」
と

「公
権
力
や
公
共
精
神

の
撹
乱
」
を
助
長
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
祖
国
の
敵
と
宣
言
し
、
死
刑
を
課
し
て
い

く
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
至

っ
て
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
、
「あ
ら
ゆ
る
法
的
保
護
を
奪
わ
れ
、
も

っ
ぱ
ら
政
治
的
な
目
的
に
よ

っ
て
導
か
れ
る
行

動
の
対
象
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
」
。
数
多
く
の
革
命
布
告
に
よ

っ
て
、
「
祖
国
の
敵
」
に
全
く
該
当
し
な
い
と
い
う
者
は
い
な
く
な
る
。
公
安

委
員
会
の
支
配
下
で
、
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
国
民
全
体
が
、
ホ
モ

・
サ
ケ
ル
の
生
を
強

い
ら
れ
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
国
民
公
会

に
よ
る
コ
ミ
サ
ー
ル
の
派
遣
に
お
い
て
も
、
絶
対
王
政
期
と
同
様
に
、
個
々
の
コ
ミ
サ
ー

ル
の
派
遣

か
ら
出
発
し
、

そ
れ
ら
の
組
織
的

・
体
系
的
整
備

へ
と
帰
着
す
る
と

い
う
プ

ロ
セ
ス
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
個
々
の
コ
ミ
サ
ー
ル
を
体
系
的
に
統

一
し
た
も
の
は
、
前
述
の

「公
安
委
員
会
」
で
あ

っ
た
。
「
『公
安
委
員
会
』
の
組
織

二

七
九
三
年
四
月
六
日
)

と
と
も
に
、
国
民
公
会
か

ら
派
遣
さ
れ
た

コ
ミ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
委
員
会

の
配
下
に
置
か
れ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
統

一
組
織
が
成
立
し
、
同
時
に
新
た
な
発
展
が
始
ま

る
」
。
国
民
公
会
の
コ
ミ
サ
ー
ル
は
、
公
安
委
員
会
の
厳
密
な
統
制
下
に
入
る
こ
と
に
よ

っ
て
中
央
集
権
的
に
組
織

化
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
が
後
に

「定
型
的
行
政
官
僚
制
」
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
が
倒
れ
、
「
公
安
委
員
会
」
が
解
散
し
た

後

に
も
、
中
央
政
府
の
随
時
解
任
可
能
な

コ
ミ
サ
ー
ル
は
存
続
し
、
中
央
集
権
化
が
押
し
進
め
ら
れ
た
。

以
上
の
よ
う
な
近
代
国
家

の
成
立
過
程
を
要
約
す
れ
ば
、
次

の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
「ま
だ
比
較
的
自
主
性

の
あ

っ

た

『ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
』
の
地
方
総
督
か
ら
、
対
外
的
に
は
全
能

で
、
内
部
的
に
は
無
条
件
に
従
属
す
る
国
民
公
会
の
革
命

コ
ミ
サ
ー

ル
を
経
て
、

つ
い
に
官
僚
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た
近
代
的
行
政
の

『知
事
』
が
生
ま
れ
た
」
の
で
あ
る
。

新
政
府
は
、
時
間
が
経

つ
に
つ
れ
諸
業
務
の
規
則
的
な
進
展

に
関
心
を
持

つ
よ
う
に
な
り
、
「
こ
こ
で
も
主
権
と

と
も
に
官
僚
制
が
定
着
し

た
」
。
こ
の
よ
う
な
中
央
集
権
的
行
政
機
構
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
や
ブ
ル
ボ

ン
家
な
ど
支
配
者
が
次
々
に
変
化
し
て
も

一
貫

し
て
持
続
し
た
。
し
か
し
、

つ
い
に

一
八

一
五
年
、
特
命

コ
ミ
サ
ー
ル
は
国
王
に
よ

っ
て
呼
び
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
通

常
行
政
の
活
動

の
統

一
性
が
確
立
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、

コ
ミ
サ
ー
ル
は
そ
の
統

一
性
を
乱
す
邪
魔
者
で
あ
り
、
不
必
要
な
も
の
と
な

っ
た

か
ら

で
あ
る
。



五

お
わ
り

に

近
代

の
原
風
景
、
そ
れ
は
ま
さ
に
例
外
状
態
で
あ

っ
た
。
近
代
国
家

は
、
例
外
状
態
に
お
け
る

「委
任
独
裁
」
に
よ

っ
て
絶
対
主
義
を
確

立
し
、

「主
権
独
裁
」
に
よ

っ
て
近
代
市
民
国
家
を
完
成
さ
せ
た
。

い
ず
れ
の
場
合
も
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
も
の
は
、
規
範
に
拘
束
さ
れ
ず

に
振
舞

う
コ
ミ
サ
ー
ル
の
存
在
で
あ
る
。

コ
ミ
サ
ー
ル
は
、
法
規
範
が
棚
上
げ
さ
れ
た
例
外
状
態
に
お
い
て
無
限
定
な
権
力
を
振

る
い
、
時

に
具
体
的
な
敵
を

「法
外
宣
告
1ー
ホ
モ

・
サ
ケ
ル
化
」
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
排
除
し
、
繊
滅
し
て
き
た
。
例
外
状
態

に
お
け
る
独
裁
者
は
、

安
全
・秩
序
の
回
復
の
た
め
に
、
必
要
と
あ
れ
ば

「街
中
に
毒
ガ
ス
を
撒
き
散
ら
す
こ
と
だ

っ
て
で
き
る
」
。
こ
こ
に
は
、

い
か
な
る
限
定
も

存
在
せ
ず
、
あ
る
の
は
既
成
の
全
職
権
の
解
消
と
無
際
限
の
権
力
付
与

の
み
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

コ
ミ
サ
ー
ル
は
、
絶
対
王
政
と
ジ
ャ
コ
バ
ン
党
に
よ
る
恐
怖
政
治
に
奉
仕
し
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『独
裁
』
は
、
そ
う
し
た

悪
し
き
政
治
の
指
南
書

に
す
ぎ
な
い
の
か
。

ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
第
四
八
条
を

「
委
任
独
裁
の
全
く
明
白
な
事
例
」
と
主
張
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
、
現
代

に
絶
対
的
支
配
や
恐
怖
政
治
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
国
家
テ
ロ
リ
ス
ト
な
の
か
。
最
後

に
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
が

『独
裁
』
の
最

終
章
で
取
り
上
げ
て
い
る

一
つ
の
興
味
深

い
事
例
を
指
摘
し
て
、
本
稿
を
終
え
よ
う
。

そ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
プ

ロ
イ
セ
ン
の
高
等
行
政
裁
判
所
の
慣
行
に
あ

っ
た
「複
合
職
務
行
為
(
d
i
e
 
z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
s
e
t
z
t
e
 
 
A
m
t
s
h
a
n
-

d
l
u
n
g
)

」
と
い
う
概
念

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
「複
合
職
務
行
為
」
と
は
、
現
実
の
行
動
が
、
同
時
に
行
為
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
た
法
的
処

理
を
も
含
む
よ
う
な
行
為
の
こ
と
を
指
す
。
例
え
ば
、
逃
亡
兵
を
味
方
の
兵
士
が
射
殺
す
る
場
合
、
射
殺
と
い
う
事
実
を
も

っ
て
死
刑
判
決

が
下
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
「判
決
」
と

「執
行
」
が
同
時

に
行
わ
れ
た
と
解
す
る
行
為
を
指
す
の
が

「複
合
職
務
行
為
」
の
概
念

で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
概
念
を
p
h
a
n
t
a
s
t
i
s
c
h

だ
と
述

べ
、
き
わ
め
て
批
判
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
取
り
上
げ

て
い
る
の
で

あ
る
。

な
ぜ

な
の
か
。
そ
れ
は

「複
合
職
務
行
為
」
の
概
念
が
、
逃
亡
兵

の
射
殺
と
い
う
、
ど
う
考
え
て
も
事
実
的
行
動
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
行
動

ま
で
を
も
、
法

に
従

っ
た
行
為
と
見
な
し
て
法
の
中

へ
と
無
理
矢
理
に
で
も
包
摂
し
よ
う
と
す
る
概
念
だ
か
ら

で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ツ

ト
に
よ

れ
ば
、

一
七
-

一
八
世
紀
ま
で
は
、
脱
走
兵

・
逃
亡
兵

・
裏
切
り
者
と
い
っ
た
も
の
を
殺
害
す
る
権
利

に
つ
い
て
、
「
こ
の
よ
う
な
人



間
は

『悪
人
』
で
あ
り
法
律
保
護
外
に
あ
る
の
だ
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
法
的
な
も
の
」
と

「法
外
的
な

も
の
」
と
が
明
確

に
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
七
九
三
年
の
革
命
に
お
い
て
も
こ
の
法
外
放
置
宣
告
は
生
き
て
お
り
、
「全
フ
ラ
ン
ス

人
が
、
そ
れ
に
襲

い
か
か
る
べ
く
駆
り
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
」
と
い
う
形
で
そ
れ
は
表
現
さ
れ
て
い
た
。
現
在
失
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
特
定

の
行

動
に
よ

っ
て
法
律
の
枠

の
外

へ
出
る
こ
と
が
あ
り
う
る
」
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
法
外
放
置
宣
告
」
に
よ
る

「法
律
保
護
停
止
」
の
概
念
、
こ
れ
は
、
ま
さ
に
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
い
う

「
ホ
モ

・
サ
ケ
ル
」
の
生
そ
の
も
の

で
あ

る
。
「
法
律
保
護
停
止
」
の
概
念
は
、

一
八
世
紀
ま
で
は
見
ら
れ
た
が
、
以
後
の
近
代
法
治
国
家
が
確
立
さ
れ

て
い
く
過
程
の
中
で
失
わ

れ
て

い
く
。
「法
外
放
置
宣
告
」
を

「複
合
職
務
行
為
」
の
概
念

に
よ

っ
て
法
律
の
枠
内

で
捉
え
よ
う
と
す
る
試

み
は
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
す

れ
ば

近
代
国
家

の
基
礎
に
あ
る
例
外
状
態
を
隠
蔽
す
る
欺
瞞
的
目
論
み
で
あ

っ
た
。
自
由
主
義
的
な
法
治
国
家
論

は
、
法
の
充
溢
と
し
て
現

実
の
事
象
全
体
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
見
方

に
従
う
と
、
近
代
化

の
プ

ロ
セ
ス
は
、
あ
た
か
も
現
実

に
は
び
こ
る
権
力
や
暴
力
が
縮

減
さ
れ
、
除
去
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が

『独
裁
』
に
お
い
て
暴

い
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も

近
代

国
家
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
的
規
定

の
作
動
が
停
止
し
、
人
々
の
生
を
ホ
モ

・
サ
ケ
ル
化
す
る
例
外
状
態

の
中
か
ら
生
成
し
た
。
そ
し
て
例

外
状

態
に
お
け
る
コ
ミ
サ
ー
ル
の
統
治
は
、
権
力

の
抑
制
と
同
時
に
拡
大
を
、
市
民
的
自
由
の
発
展
と
同
時

に
中
央
集
権
化
を
も
た
ら
し
た

の
で
あ
る
。

シ

ュ
ミ
ッ
ト
も
ア
ガ
ン
ベ
ン
も
、
「例
外
状
態
」
と

「正
常
状
態
」
と
が
無
原
則
に
融
合
さ
れ
て
い
く
現
実
を
問
題
化
し
た
。
そ
の
点

で
、

彼
ら

の
問
題
意
識
は
ぴ

っ
た
り
と
重
な
り
合
う
。
し
か
し
両
者

の
そ
れ
ぞ
れ
の
視
線
は
、
や
は
り
違

っ
た
方
向
を
向

い
て
い
る
と
言
え
る
。

ア
ガ

ン
ベ
ン
は
、
「
正
常
状
態
」

の
至
る
所

に

「例
外
状
態
」
が
現
出
し
、
難
民
な
ど
現
代

に
お
い
て
ホ
モ
・サ
ケ
ル
化
し
た
生
を
強
い
ら
れ

て
い
る
人
々
を
い
か
に
救

い
出
す
か
と
い
う
現
代
的
問

い
と
向
き
合

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
例
外
状
態
は
、
日
常
を

支
配

す
る
政
治
の
中
に
ま
す
ま
す
入
り
込
む
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
ナ
チ
ズ
ム
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
「例
外
状
態
が
ひ
と
た
び
規
則
に

な

っ
て
し
ま
う
と
、
暫
定
的
か

つ
例
外
的
な
措
置
が
統
治
の
技
術

へ
と
姿
を
変
え
」

て
し
ま
う
。
テ
ロ
対
策

の
名

の
下
に
現
在
進
行
し
て
い

る
基

本
的
人
権

の
空
洞
化
は
、
ま
さ
に

「統
治
の
技
術
」
と
化
し
た
例
外
的
措
置

の
事
例
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
事
態
を
逆
側
か
ら
問
題
に
し
、
「例
外
状
態
」
が

「正
常
状
態
」
の
内
部
に
取
り
込
ま
れ
る
事
態
、
す



な
わ
ち
法

外
の
問
題
ま
で
も
法

の
中
で
規
制
し
よ
う
と
す
る
自
由
主
義
的
な
近
代
法
治
国
家
を
批
判
し
た
。
近
代
国
家

の
成
立
そ
の
も
の
は
、

法
に
依
存

し
て
い
な
い
。
む
し
ろ

「法
外
的
な
も
の
」
や
法
が
棚
上
げ
さ
れ
た
例
外
状
態

の
中
か
ら
、
近
代
国
家
は
形
成
さ
れ
た
。
近
代
国

家
は
、
個

人
の
自
由
意
思
に
よ
る
相
互
契
約

か
ら
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
例
外
状
態

に
お
け
る
コ
ミ
サ
ー
ル
の
活
動

と
そ
の
官
僚
制
化
と

い
う
政
治

的
な
実
務
技
術
の
中
か
ら
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

人
間

の
自
由
と
解
放
の
物
語
と
し
て
近
代
を
語
る
契
約
論
。
そ
う
し
た
契
約
論
的
で
は
な
い
形
で
、
す
な
わ
ち
例
外
状
態
と
い
う
視
角

か

ら
、
近
代

国
家
の
成
立
に
伴
う
中
央
集
権
化

の
プ

ロ
セ
ス
を
跡
付
け
る
こ
と
こ
そ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
独
裁
論
の
根
本
的
な
意
図
だ

っ
た
。
カ
ー

ル

・
シ

ュ
ミ

ッ
ト
の

『独
裁
』
は
、
個
人

の
自
由
と
法
に
よ
る
権
力
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
に
理
論
的
基
礎
を
提
供
し
た
社
会
契
約
論
と
は
異
な

る
、
市
民
的
自
由
の
拡
大
の
裏
側

で
進
行
す
る
権
力
の
集
中
化
に
焦
点
を
当
て
た
、
も
う
ひ
と

つ
の
近
代
国
家
論
な
の
で
あ
る
。

注*
本
研
究
は
、
二
〇
〇
四
年
秋

に
私
が
思
想
史
研
究
会

(九
州
北
部
)
で
行

っ
た
発
表
を
基

に
し
て
い
る

(竹
島
博
之

「
C

・
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の
独
裁
論
と
近
代
秩

序
」
、
第
三
三
回
思
想
史
研
究
会
報
告
、

二
〇
〇
四
年
九
月

二
五
日
、
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
学
府

・研
究
院
)
。
研
究
会

で
い
た
だ
い
た
御
意
見

や

御
批
判
は
、
本
研
究

の
貴
重
な
糧
と
な

っ
て
い
る
。
思
想
史
研
究
会
で
の
発
表

の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ

っ
た
幹
事

の
先
生
方

を
は
じ
め
、
研
究
会

に
御
参
加

い
た
だ

い
た
会
員

の
皆
様

に
、
記
し
て
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
し
た

い
。

〔
シ

ャ
ン
タ

ル

・
ム

フ

『
政

治
的

な

る
も

の

の
再

興
』
千
葉
眞
・
土
井
美
徳
・
田
中
智
彦

・山
田
竜
作
訳
、
日
本
経
済
評
論
社
、

一
九
九
八
年

四
月
〕
.
最
近

の
も
の
で
は
、

と

略

記
。

ジ

ャ

ッ
ク

・
デ

リ
ダ

『友

愛

の
ポ

リ

テ

ィ
ク

ス

ー

・
2

』

鵜
飼

哲

・
大

西
雅

一
郎

・
松
葉

祥

一
訳

、

み

す
ず

書

房

、

二
〇

〇

三

年

一

・
二
月

。

(5
)

こ

こ
で
主

に
参

照

す

る

の

は
、

以

下

の
三

つ

の
論

稿

で
あ

る

。
ジ

ョ
ル
ジ

ョ
・
ア
ガ

ン

ベ
ン

『
ホ

モ
・
サ

ケ

ル
ー

主
権

権

力

と
剥

き
出

し

の
生

』
高

桑

W
alderm

ar 
G

urian,  
„C

arl 
Schm

itt, 
D

er K
ronjurist 

des III. R
eiches", 

in: D
eutsche B

riefe, 1934, B
d. I , S. 52-54.

C
hantal 

M
ouffe, 

T
he 

R
eturn 

of the Political, 
L

ondon 
and N

ew
 Y

ork: 
V

erso, 
1993

C
hantal 

M
ouffe, 

"C
arl 

Schm
itt

and the 
Paradox 

of L
iberal 

D
em

ocracy", 
in : C

hantal 
M

ouffe, 
ed., 

T
he C

hallenge 
of C

arl 
Schm

itt 
(L

ondon 
and N

ew
 

Y
ork:

V
erso, 

1999) , pp. 54-74.
C

hallenge

Slavoj 
L

izek, 
"C

arl 
Schm

itt 
in the 

A
ge 

of Post-Politics", 
in 

C
hallenge, 

pp. 18-37.



和

巳

訳

、

以
文

社

、

二
〇
〇

三
年

一
〇

月
。

ジ

ョ
ル
ジ

ョ
・
ア
ガ

ン

ベ
ン

『人

権

の
彼

方

に
ー

政

治

哲

学

ノ

ー

ト
』

高

桑
和

巳

訳

、

以

文
社

、

二
〇

〇

〇

年

五

月

。

ジ

ョ
ル
ジ

ョ

・
ア
ガ

ン

ベ

ン

「例

外

状

態

」
高

桑

和

巳

訳
、

『現

代

思

想
』

(第

三

二
巻

第

九

号

、
青

上

社

、

二
〇
〇

四
年

八

月

)
所

収

、

一
四

二-

一
五

二
頁

。

以

下

、

そ

れ
ぞ

れ

『
サ

ケ

ル
』
、

『
人
権

』
、

「
例

外
状

態

」

と
略

記
。

(6
)

ア

ガ

ン

ベ

ン

「例

外
状

態

」
、

一
四

四
頁

。

(7
)

拙
書

『
カ

ー

ル

・
シ

ュ
ミ

ッ
ト

の
政

治
1

「近

代

」

へ
の
反
逆
ー

』
、

風
行

社

、

二
〇
〇

二
年

八

月
。

(8
)

ア

ガ

ン
ベ

ン

の
詳
細

に
関

し

て

は
、

上

村

忠

男

「解

題

日
閾

か
ら

の
思

考

」
、

ア
ガ

ン

ベ
ン

『
サ
ケ

ル
』

所

収

、

二

六

三
-

二
七

五
頁

を

参

照

。

(9
)

ア

ガ

ン

ベ

ン

『
サ

ケ

ル
』
、

七
頁

。

ア
ガ

ン

ベ
ン

『人

権

』
、

=

頁

。

(10
)

ア

ガ

ン

ベ

ン

『
サ

ケ

ル
』
、

一
六

五
ー

…
六

六
頁

。

(11
)
H
a
n
n
a
h
 
A
r
e
n
d
t
,
 
E
l
e
m
e
n
t
e
 
 
i
t
n
d
 
U
r
s
p
r
i
i
n
g
e
 
t
o
t
a
l
e
r
 
H
e
r
r
s
c
h
a
f
t
,
 
E
u
r
o
p
a
i
s
c
h
e
 
V
e
r
l
a
g
s
a
n
s
t
a
l
t
,
 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 
a
m
 
M
a
i
n
 
1
9
6
2
.

邦

訳

は
、

ハ
ナ

・
ア

ー

レ

ン

ト

『全

体

主

義

の
起
原

-

反

ユ
ダ

ヤ
主

義

』
大

久

保

和

郎

訳
、

み
す

ず

書
房

、

一
九

七

二
年

七

月

、

同

『金

体

主
義

の
起

原

2

帝

国

主

義

』
大

島

通

義

・
大

島

か

お

り
訳

、

み

す
ず

書

房

、

一
九

七

二
年

一
二
月

、

同

『全

体

主

義

の
起
原

3

全
体

主
義

』

大

久

保
和

郎

・
大

島

か

お
り

訳
、

み
す
ず

書

房

、

一
九

七

四
年

一
二
月

。

(12
)

こ
の
点

に
関

し

て

は
、

『人

間

の
条

件

』
と

『全

体

主

義

の
起

源

』
と

の
整
合

性

が

問

題

に

な

っ
て
く

る
だ

ろ
う

。

ア

レ
ン

ト

に
生
政

治

的

な

視
点

が
全

く

な

か

っ
た

の
か

と
言

え
ば

、

必
ず

し
も

そ

う

い
う

わ
け

で
は

な

い
。

ア

レ
ン

ト

は
、

『
人
間

の
条

件

』
に
お

い
て

ホ

モ
・
ラ
ボ

ラ

ン

ス
が
近

代

政

治

の
中

心

を

占

め

る
過

程

を

分
析

し

て

お
り
、
近

代

に
お
け

る
社

会
的

な
も

の
の
勃

興

と
公

共
空

間

の
頽

廃

が

、
政

治

に
対

す

る

自

然
的

な

生

の
優

位

に
起

因

す

る

こ

と
を

見
通

し

て

い
た
(
C
f
.
.
 
H
a
n
n
a
h
 
A
r
e
n
d
t
,
 
T
h
e
 
H
u
m
a
n
 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
,
 
C
h
i
c
a
g
o
 
1
9
5
8
,
 
C
h
a
p
t
e
r
 
2
-
3
.

邦

訳

は

、

ハ
ン
ナ

・
ア

レ
ン

ト

『
人
間

の

条

件

』
志

水
速

雄

訳

、

ち

く

ま
学

芸

文

庫
、

一
九

九

四

年

一
〇

月

、

第

二
-

三

章

を

参
照

)
。

し

か

し

こ

の
生

政

治
的

な

視

点

が

、

『全

体

主

義

の
起

源

』
に

な

る

と
全

く

欠

落

し

て

し
ま

う

の
で
あ

る
。

詳

細

は
、

ア

ガ

ン
ベ

ン

『サ

ケ

ル
』
、

一
〇
ー

一

一
頁

を

参

照
。

(
13
)

ア

ガ

ン

ベ

ン

『
サ

ケ

ル
』
、

一
六
六
ー

一
六

七
頁

。

(
14
)

同

上
、

一
七

〇
頁

。

(15
)

ア

ガ

ン

ベ

ン

「例

外

状

態

」
、

一
五
〇

頁

。

(16
)

ア

ガ

ン

ベ

ン

『
サ

ケ

ル
』
、

=

八
ー

一

一
九
頁

。

(17
)
C
a
r
l
 
S
c
h
m
i
t
t
,
 
P
o
l
i
t
i
s
c
h
e
 
T
h
e
o
l
o
g
i
e
,
 
B
e
r
l
i
n
 
1
9
2
2
,
 
7
.
 
A
u
f
l
 
1
9
9
6
,
 
S
.
 
1
3
.

邦

訳

は
、

カ

ー

ル

・
シ

ュ
ミ

ッ
ト

『政

治

神

学
』

田
中

浩

・
原

田
武

雄

訳

、
未

来

社

、

一
九

七

一
年

九
月

、

一
一
頁

。
以

下

、
T
h
e
o
l
o
g
i
e

と
略

記

。

訳
語

は
適

宜
変

更

し

て
あ

る
。

(
18
)
S
c
h
m
i
t
t
,
 
T
h
e
o
l
o
g
i
e
,
 
S
.
 
1
4
.

一
鼻
.
邦

訳

一
二
-

一
三
頁

Q



(19
)

そ

し

て

レ
オ

・
シ

ュ
ト

ラ

ウ

ス
も

、
実

際

に

こ
う

し

た

シ

ュ
ミ

ッ
ト
解

釈

を

と

っ
て

い
る
。

邦

訳

は
、

レ

オ

・
シ

ュ
ト

ラ
ウ

ス

「
カ

ー

ル

・
シ

ュ
ミ

ッ
ト

『
政
治

的

な

も

の

の
概

念

』

へ
の

注

解

」
、

レ
オ

・
シ

ュ
ト

ラ

ウ

ス

『
ホ

ッ
ブ
ズ

の
政

治

学
』

(添

谷

育

志

・
谷

喬

夫

・
飯

島

昇

蔵

訳
、

み
す

ず
書

房
、

一
九

九

〇
年

一
〇

月

)
所

収

、

二

一
六

頁

。

邦

訳

二
〇
ー

二

一
頁

。

邦
訳
二
二
頁
。

邦
訳
四
四
頁
。

邦
訳
二
二
頁
。

(24
)

法
学
的
な
観
点

か
ら

シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
例
外
状
態

に
つ
い
て
論
じ
た
最
近

の
も

の
に
、
三
宅
雄
彦

「例
外
状
態
に

つ
い
て

(二
)
i

法
哲
学
的

・憲
法
理

論

的

考

察

」
、

『早

稲

田
大

学

大

学
院

法
研

論

集

』

(第

八
〇

号

、

一
九

九

七
年

)
所

収

と

小
倉

大

の
通

常
状

態

と
例

外
状

態

(
一
)

ー

(
三
)
」
、

『
早
稲

田
大

学

大

学
院

法

研
論

集

』

(第

一
〇

三
-

一
〇

五
号

、

二
〇

〇

二
-

二
〇

〇

三
年

)

所

収

の
二

つ
が

あ

る
。

(25

)

ア
ガ

ン

ベ

ン

『
サ
ケ

ル
』
、

二
九

頁

。

(26

)

ア
ガ

ン

ベ

ン

「例

外

状

態
」
、

一
四

二
頁

。

(27

)

邦

訳

一
三
頁

。

(28

)

ア
ガ

ン

ベ

ン

「例

外

状

態

」、

一
四

五

頁
。

(29

)

ア

ガ

ン

ベ

ン

『
サ

ケ

ル
』
、

五

八
i

五

九
頁

。

(30
)

同
上

、

二
九
頁

。

(
31
)

ア

ガ

ン

ベ

ン

『
人
権

』
、

一
四
頁

。

邦
訳

は
、
カ
ー

ル

・
シ

ュ
ミ

ッ
ト

『
独
裁
-

近
代
主
権
論

の
起
源
か
ら
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
ま
で

』
田
中
浩

・
原

田
武
雄
訳
、
未
来
社
、

一
九
九

一
年

八
月
。
以
下

と
略
記
。
訳
文
は
適
宜
変
更

し
て
い
る
。

(
33
)

そ
の
結
果
、
逆
に
、
独
裁
現
象
が
多
様

な
広
が
り
を
見

せ
て
い
る
二
〇
世
紀

に
お
い
て
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の
独
裁
概
念

は
現
代

の
独
裁
を
把
握
す
る
に
は
不

十
分
な
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
、
切
り
捨

て
ら
れ
る
と

い
う
事
態
も
生

じ
て
い
る

(猪
木
正
道
『独
裁

の
政
治
思
想
』
、
創
文
社
、
一
九
六

一
年
九
月
、
八
頁
)
。

「
委
任
独
裁
」
と

「
主
権
独
裁
」
と
の
区
別

に
の
み
執
着
す
る
限
り
、
そ
う
し
た
批
判
は
免

れ
え
な

い
。
し
か
し
本
稿
で
は
、

シ

ュ
ミ

ッ
ト
の
独
裁
論

の
真

V
gl. 

L
eo 

Strauss, 
"A

nm
erkungen 

zu C
arl 

Schm
itt,

D
er 

B
egriff 

des 
Politischen", 

in: H
einrich 

M
eier, 

C
arl 

Schm
itt, 

L
eo 

Strauss  and 
»D

er 
B

egriff 
des Politischen«—

Z
u 

einem
n

D
ialog 

enter 
A

bw
esenden, 

Stuttgart 
1988, S. 106.

Schm
itt, 

T
heologie, 

S. 
18-19.

E
bd., 

S. 
20.

E
bd., 

S. 
37f.

E
bd., 

S. 
20.

C
arl 

Schm
itt

Schm
itt, 

T
heologie, 

S. 
14.

C
arl 

Schm
itt, 

D
ie D

iktatur 
V

on den A
nfdngen 

des m
odernen 

Soureranitittsgedankens 
bis zum

 proletarischen 
K

lassenkam
pf,

B
erlin 

1921, 
6. 

A
ufl., 

1994.

D
iktatur



の
意
図
を
探
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

「委
任
独
裁
」

と

「
主
権
独
裁
」
と
の
区
別

の
み
に
は
還
元
さ
れ
え
な

い

『独
裁
』

の
意
義
を
再
考
し
た

い
。

(34
)

「
委
任
独
裁
」
と

「
主
権
独
裁
」
の
概
念
を
軸
に
し
て
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『独
裁
』
を
論
じ
た
先
行
研
究

に
、
谷
喬
夫

「
カ
ー

ル
・
シ

ュ
ミ

ッ
ト
の
独
裁

論
ー

そ

の
論
理
と
構
想
1

(
一
)
・
(二
)」
、

『法
学
新
報
』

(第
八
四
巻
第
四
-

六
号

・
第
七
-
九
号
、
中
央
大
学
法
学
会
、

一
九
七
七
年

一
二
月
・
一
九

七
八
年

一
月
)
所
収
が
あ
る
。

邦
訳
七
頁
。

邦
訳

一
〇
頁
。

邦
訳

一
五
六
頁
。

(38

)

ジ

ョ
ー

ゼ

フ

・
W

・
ベ

ン
ダ

ー

ス

キ

i

『
カ

ー

ル

・
シ

ュ
ミ

ッ
ト
論

ー

再

検

討

の
試

み

』
宮

本

盛

太
郎

・
古

賀

敬

太

・
川

合

全

弘

訳
、

御

茶

の
水

書

房

、

一
九

八

四
年

一
〇

月
、

三
七

頁
。

(39

)

に
独

裁

の
訳

を

宛

て

る

の
が

適

切

か

ど
う

か
疑

わ

し

い
」
と
述

べ
る

の

は
、

和

仁

陽

で
あ

る
。

シ

ュ
ミ

ッ
ト

の

に
関

す

る

限

り
、
と
り
わ
け
こ
の
指
摘

は
正
し

い
。
和
仁
陽

『
教
会

・
公
法
学
・
国
家
i

初
期
力
ー
ル
ーー
シ

ュ
ミ
ッ
ト

の
公
法
学
ー

』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九

九
〇
年
三
月
、

三
〇

二
頁
。

邦
訳

一
五
五
頁
。

邦
訳

一
七
四
頁
。

邦
訳

一
二
頁
。
「
コ
ミ
サ
ー

ル

と

い
う
言
葉
の
訳
語

に
は
、
従
来

「
委
員
」

と
い
う
日
本
語
が
宛
て
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し

『独
裁
』
に
お
け
る

コ
ミ
サ
ー
ル
の
意
味

は
、
本
文

に
も
あ
る
よ
う

に

「臨
時
代
行
者
」
や

「
時
限
的

に
全
権
を
受
託
さ
れ
た
者
」
と
い
う
意
味
合

い
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、

日
本
語

の

「
委
員
」
と

い
う
言
葉

の
持

つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は
か
な
り
異
な
る
た
め
、
こ
こ
で
は

コ
ミ
サ
ー
ル
と

い

う
言
葉
を
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
そ
の
ま
ま
用

い
た
い
。

邦
訳

一
五
六
頁
。

邦
訳

一
〇
頁
。

(45
)

人
民
主
権

が
不
可
逆
な
形
で
成
立
し
て
い
る
現
代
に
お
い
て
は
、
「委
任
独
裁
」
で
あ

ろ
う
と

「
主
権
独
裁
」
で
あ

ろ
う
と
、
国
民
概
念
と
の
結
節
点
を

持

た
ざ
る
を
得
な

い
状
況
に
あ

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
的
確

に
指
摘
し
て

い
る
も

の
と
し
て
、
谷
喬
夫

「主
権
論
を
め
ぐ

っ
て

H

・
ヘ
ラ
ー

の
C

・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
批
判
ー

」
、
『
法
学
新
報
』

(第
八
四
巻

一
〇

ー

一
二
号
、
中
央
大
学
法
学
会
、

一
九
七
八
年
六
月
)
所
収
、

二

一
七
頁
を
参
照
。

邦
訳
五
九
頁
。

邦
訳
六

一
頁
。

Schm
itt, 

D
iktatur, 

S. 
X

V
I.

E
bd., 

S. 
X

V
II.

E
bd.,  

S. 
134.

D
iktatur

D
ie 

D
iktatur

Schm
itt, 

D
iktatur, 

S. 
133.

E
bd., 

S. 
150f.

E
bd., 

S.X
IX

.
(K

om
m

isar)

Schm
itt, 

D
iktatur, 

S. 
133.

E
bd., 

S. 
X

V
II.

Schm
itt, 

D
iktatur, 

S. 
42.

E
bd., 

S. 
44.



邦
訳
七
六
頁
。

シ

ュ
ミ

ッ
ト
に
お
け
る
人
格
的
再
現
前

の
観
念

に
関
し
て
は
、
和
仁
陽
、
前
掲
書

、

一
七

一
ー

一
七
五
頁
を
参
照
。

邦
訳
六
四
頁
。

邦
訳
七
七
頁
。

邦
訳
四
九
頁
。

邦
訳
六
四
頁
。

(53
)

溝
部
英
章

「
カ
ー
ル
・
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の

『
独
裁
』

批
判
的
考
察
」
、
『産
大
法
学
』

(第

一
二
巻
第

一
号
、
京
都
産
業
大
学
法
学
会
、
昭
和
五
三
年
六

月
)
所
収
、

=

六
頁
。

邦
訳

二
六
頁
。
国
家

の

「
原
初
状
態

は
、

…

…

依
然

と
し

て
行
政

部

な

の
で

あ

る
」
。

邦
訳
六
五
-
六
七
頁
。

一.
邦

訳

七

五
頁

。

(57
)

こ
う
し
た
政
治
的
意
味
の
理
解
は
、
今
日
ま
す
ま
す
重
要

に
な

っ
て
き

て
い
る
と
言
え
る
。
ワ
イ

マ
ー
ル
時
代
よ
り
も
は
る

か
に
組
織
的
・
軍
事
的
権
力

が
強
大
と
な

っ
て
い
る
現
在
、
正
式
な
憲
法
上

の
手
続
に
拠
ら
ず
、
超
法
規
的

に
行
動
し
得
る
軍
事

コ
ミ
サ
ー

ル
の
存
在
は
、
我

々
の
実
存
を
ホ

モ
・
サ
ケ
ル

化
す
る
最
大
の
脅
威
と
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

こ
の
点

に
お
い
て
シ

ュ
ミ
ッ
ト
政
治
理
論

の
意
義
を
高
く
評
価
す
る

の
は
、

邦
訳
七
五
頁
。

邦
訳
八
四
頁
。

邦
訳
二
五
-

二
六
頁
。
傍
点
筆
者
。

(61
)

こ
う
し
た
歴
史
的
事
実

の
変
遷
と
パ
ラ

レ
ル
に
進
行

し
た
思
想
史
的
潮
流

に
関
し
て
は
、
谷
喬
夫

「
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
独
裁
論
-

そ
の
論
理
と

構
想
ー

二

)
」
、
『
法
学
新
報
』

(第
八
四
巻
第
四
-

六
号
、
中
央
大
学
法
学
会
、

一
九
七
七
年

一
二
月
)
所
収
、
三
六
二
-

三
六
五
頁
を
参
照
。

(
62
)

邦

訳

八

七
-

八
八

頁
。

(
63
)

シ

ュ
ミ

ッ
ト
が

「主

権

独

裁

」
の
事

例

と

し

て
想

定

し

て

い
る
も

う

一
つ
の
事

例

は

、

一
九

一
九
年

の

ワ
イ

マ
ー

ル
憲

法

制

定

に
至

る
ま

で

の

ワ

イ

マ
ー

ル
国
民
会
議

で
あ
る
。

邦

訳

は

、

カ

ー

ル

・
シ

ュ
ミ

ッ

ト

「
独

裁
」

原

田

武
夫

訳

、

古

賀

敬

太

・
佐

野

誠
編

『
カ

ー

ル

・
シ

ュ
ミ

ッ

E
bd., 

S. 
59.

Schm
itt, 

D
iktatur, 

S. 
47.

E
bd.,  

S. 
59.

Schm
itt, 

T
heologie, 

S. 
43.

Schm
itt, 

D
iktatur, 

S. 
47.

E
bd., 

S. 
12.

(U
rzustand)

C
arl 

Schm
itt, 

„D
iktatur 

and

B
elagerungszustand 

: E
ine 

staatsrechtliche 
Studie" 
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ト
時

事

論

文
集

ー

ヴ

ァ
イ

マ
ー

ル

・
ナ

チ
ズ

ム

期

の
憲

法

・
政

治
論

議
ー

』

(風

行

社

、

二
〇

〇

〇

年

一
〇

月

)

所

収
、

六

一
頁

。

邦
訳

一
八
二
頁
。

邦
訳

一
八
四
頁
。

(66
)

「
一
七
九
二
年
九
月
二
〇

日
に
召
集
さ
れ
た
国
民
公
会

は
、
立
法
部
か
ら
派
遣
さ
れ
た
諸

コ
ミ
サ
ー
ル
は
存
続

さ
せ
、
か

つ
国
内

で
の
内
乱

と
、
八
方

か

ら
押
し
寄
せ
る
敵

の
侵
攻
と
の
圧
力
を
受
け
て
、
み
ず

か
ら
次
々
と

コ
ミ
サ
ー

ル
を
任
命
し
て

い
っ
た
。

こ
う
し
て
、
委
任
者

・
全
権
付
与
者
た

る
国
民
公

会
を
中
心
と
し
、
同
じ
国
民
公
会

の
成

員
を
そ

の
機
関

と
す
る
、

コ
ミ
サ
ー
ル
統
治

・
コ
ミ
サ
ー

ル
行
政

の
全
体
系
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
」

邦
訳

一
七
八
頁
)
。

邦
訳

一
七
九
頁
。

(68

)
　

邦

訳

一
八

八
頁

。

マ

コ
ー

ミ

ッ
ク

は
、

シ

ュ
ミ

ッ
ト

の

『
独

裁
』

(
一
九

一
二

年

)

と

『政

治

神

学

』

(
一
九

二

二
年

)

と

の
問

の
差

異

に
注

目

し

て

い
る
。
し

か

し
、

『政

治

神

学
』
に

お
け

る
例

外

状

態

論

の
理
解

に
よ

っ
て
初

め

て
、
こ
う

し

た

近
代

国

家

に
関

す

る
歴

史

観

が
成

り
立

ち

う

る

こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
著
作

の
断
絶
よ
り
も
む
し
ろ
連
続
性

に
着
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

邦
訳

一
八
七
頁
。

(70
)

「
主
権
独
裁
」
の
概
念

に
関
し
て
、
従
来

か
ら

「主
権
者
」
と

「
主
権
独
裁
」
と
の
区
別
が
判
然

と
し
な

い
と
い
う
批
判
が
多

い
。
し
か
し
本
文

の
記
述

か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
「
主
権
独
裁
」
と
は
、
主
権
者
か
ら
の
委
託
を
受

け
て
新
秩
序

の
創
出
を
遂
行
す
る

コ
ミ
サ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
点

に
そ

の
本
質
が

あ
り
、
委
託

に
依
拠

せ
ず
、
存
続
期
間
に
制
限

の
な
い
「
主
権
者
」
と
は
本
質
的
に
異
な
る
概
念

で
あ
る
。
こ
の
点

の
詳
細

に
関

し
て
は
、
　

邦

訳

は
、

G

・
シ

ュ
ワ

ー
プ

『
例
外

の
挑

戦
ー

カ

ー

ル

・
シ

ュ
ミ

ッ
ト

の
政

治

思

想

一
九

二

一
-

一
九

三

六

』

服
部
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宿
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典
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房
、

一
九
八
〇
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八
月
、
六
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六

一
頁
。

た
だ
し
翻
訳

は
初
版

の
も
の
で
あ
る
。

邦
訳
二
二
四
頁
。

邦
訳

一
九
七
頁
。

(73
)

例
外
状
態

に
お
い
て
は
、
市
民
の
自
由
や
権
利

よ
り
も
国
家

の
政
治
的
実
存
が
優
先
さ
れ
る
と
す
る
シ

ュ
ミ

ッ
ト
の
政
治
的
実
存
主
義

に
関
し
て
は
、
拙

稿

「
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ

ッ
ト
ー

政
治
的
実
存
主
義

」
、
富
沢
克

・古
賀
敬
太
編

『
二
十
世
紀
の
政
治
思
想
家

た
ち
1

新

し
い
秩
序
像

を
求

め
て

』
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六
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頁
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