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払爵開 説

問
題
の
所
在

　
本
稿
の
課
題
は
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
政
党
国
家
論
の
構
造
と
特
質
、
そ
し
て
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
手
島
孝
教
授
が
い
う
よ
う
に
、
「
今
日
の
政
党
は
、
選
挙
に
際
し
て
、
ま
た
議
会
内
外
に
お
け
る
不
断
の
活
動
を
通
じ
て
、
単
に
政
府
へ

の
世
論
の
伝
声
管
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
主
体
的
に
国
民
の
政
治
的
意
思
を
形
成
す
る
と
い
う
現
代
国
家
に
不
可
欠
の
統
合
機
能
を

営
ん
で
い
る
。
立
法
府
お
よ
び
執
政
府
の
組
織
と
運
営
、
指
導
者
の
養
成
と
選
択
の
舞
台
ま
た
、
政
党
の
独
壇
場
で
あ
る
。
か
く
て
、
国
家

意
思
の
決
定
は
政
党
の
圧
倒
的
影
響
の
下
に
行
わ
れ
、
そ
の
民
主
的
正
当
性
は
、
政
党
の
介
在
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
供
給
さ
れ
る
」
。
か
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

し
て
、
政
党
は
、
「
国
家
意
思
の
形
成
及
び
決
定
に
実
質
的
主
導
的
立
場
を
占
め
」
、
「
換
言
す
れ
ば
政
治
の
動
力
学
に
主
役
を
つ
と
め
る
」
。

　
か
よ
う
に
、
政
党
が
国
家
の
意
思
形
成
過
程
に
お
い
て
主
導
的
地
位
を
占
め
る
体
制
は
政
党
国
家
と
呼
ば
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
政
党
国
家

の
論
理
は
、
旧
来
の
代
表
民
主
制
・
議
会
制
の
論
理
と
矛
盾
・
対
立
し
得
る
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
憲
法
学
の
観
点
か
ら
、
議
会
制
と
政
党

国
家
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
そ
し
て
、
両
者
の
矛
盾
・
対
立
を
い
か
に
評
価
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
に

お
い
て
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
ま
た
政
党
国
家
を
巡
る
議
論
は
、
以
前
よ
り
存
在
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
下
で
、

こ
の
政
党
国
家
に
つ
い
て
、
旧
来
の
代
表
民
主
制
・
議
会
制
と
の
関
係
に
つ
き
憲
法
学
に
よ
る
議
論
が
な
さ
れ
た
。

　
同
時
期
に
、
民
主
制
の
「
本
質
と
価
値
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
な
っ
た
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
代
表
民
主
制
・
議
会
制
を
支
え
た
諸

理
念
に
つ
い
て
の
吟
味
を
行
な
い
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
中
で
政
党
の
存
在
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
り
得
る
諸
思
想
を
批
判
し
、
政
党
国
家
を
積

極
的
に
肯
定
す
る
主
張
を
展
開
し
た
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
制
論
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
彼
の
政
党
国
家
論
の
構
造
と
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
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（
1
）
　
手
島
孝
『
憲
法
学
の
開
拓
線
－
政
党
1
1
行
政
国
家
の
法
理
を
求
め
て
一
』
（
三
省
堂
、
一
九
八
五
年
目
九
頁
以
下
。



一
　
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
政
党
国
家

ハンス・ケルゼンの政党国家論についての省察（苗村）

　
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
、
議
会
の
活
動
主
体
と
し
て
は
、
「
全
国
民
の
代
表
」
と
し
て
「
自
己
の
良
心
の
み
に
従
い
委
託
に
拘
束
さ
れ
な
い
」

（
二
一
条
）
議
員
の
み
を
挙
げ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
同
憲
法
二
二
条
に
よ
れ
ば
、
議
員
は
「
比
例
代
表
選
挙
の
諸
原
則
に
従
っ
て
選

挙
さ
れ
る
」
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
共
和
国
議
会
議
員
は
、
「
全
国
民
の
代
表
」
と
い
う
性
格
と
並
び
政
党
の
「
代
表
」
と
し
て
の

性
格
を
併
せ
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
確
か
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
い
て
は
、
政
党
の
地
位
・
権
利
に
関
す
る
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
下
に
お
い
て
も
、
政
党
の
役
割
は
無
視
し
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
憲
法
上
の
規
定
を
欠
い
て
お

り
、
つ
ま
り
「
憲
法
へ
の
組
み
入
れ
」
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
お
い
て
も
、
政
党
国
家
と
い
う

状
況
は
無
視
し
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
制
度
上
、
議
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
政
党
の
議
会
内
代
表
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
会
派
を
活
動
単
位
と
す
る
規
定
が
、
共
和
国
議
会
議

事
規
則
に
置
か
れ
て
い
た
。

　
す
な
わ
ち
、
一
九
二
二
年
一
二
月
一
二
日
に
定
め
ら
れ
た
共
和
国
議
会
議
事
規
則
は
、
そ
の
七
条
か
ら
九
条
に
お
い
て
、
会
派
に
関
す
る

規
定
を
置
い
た
。
同
規
則
七
条
一
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
会
派
と
は
、
「
一
五
名
以
上
の
議
員
の
集
団
」
で
あ
る
。
同
二
項
に
よ
れ
ば
、
「
会
派

の
議
席
数
の
算
定
に
際
し
て
は
、
非
専
属
構
成
員
が
数
え
入
れ
ら
れ
る
」
。
そ
し
て
同
規
則
八
条
及
び
九
条
に
よ
れ
ば
、
会
派
の
議
席
数
に

従
っ
て
、
長
老
会
、
理
事
会
、
委
員
会
の
ポ
ス
ト
の
優
先
順
位
と
割
り
当
て
分
が
決
定
さ
れ
る
。
ま
た
同
じ
く
議
事
規
則
九
条
に
よ
れ
ば
、

共
和
国
議
会
に
お
け
る
選
挙
及
び
委
員
会
に
お
け
る
選
挙
に
際
し
て
は
、
会
派
の
提
案
が
顧
慮
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
規
則
一
〇
条
に
よ
れ

ば
、
長
老
会
は
、
議
長
、
副
議
長
と
並
び
、
各
会
派
が
選
定
し
た
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
加
え
て
、
各
常
任
委
員
会

委
員
に
つ
い
て
も
、
同
規
則
二
八
条
二
項
は
、
会
派
に
よ
る
委
員
・
代
理
委
員
選
定
権
を
認
め
た
。
ま
た
、
動
議
権
に
つ
い
て
も
、
提
出
要

件
と
し
て
コ
会
派
」
と
い
う
単
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
規
則
四
九
条
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
「
一
五
名
以
上
」
の
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払百冊 説

議
員
の
署
名
を
要
件
と
し
て
課
し
て
い
る
　
　
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
六
八
条
に
よ
れ
ば
、
法
律
案
の
提
出
は
、
「
共
和
国
議
会
の
構
成
員
に

よ
っ
て
（
鋤
鐸
ω
良
Φ
「
竃
凶
暮
①
α
Φ
ω
菊
①
凶
。
ぽ
ω
β
ひ
q
Φ
ω
）
」
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
法
律
案
提
出
権
者
は
、
個
々
の
議
員
で
も
複
数
の
議
員
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

も
い
ず
れ
で
も
あ
り
得
る
と
解
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
。
そ
し
て
、
同
規
則
六
〇
条
は
、
小
質
問
の
提
出
に
関
し
て
も
、
同
様
の
人
数
要

件
を
課
し
て
い
る
　
　
な
お
、
大
質
問
に
関
し
て
は
、
「
三
〇
名
僧
上
し
と
い
う
要
件
が
課
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
、
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
、
学
説
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
現
実
に
は
、
政
党
に
著
し
く
増

大
し
た
政
治
的
意
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
に
お
い
て
一
致
し
て
い
た
。
問
題
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
政
党
国
家
と
い
う
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

象
の
国
家
法
上
の
評
価
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ト
ー
マ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
、
政
党
国
家
の
必
然
性
を
強
調
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
最
上
級
の
立
法
・
執
政
権
力
の

保
持
者
を
、
国
民
の
選
挙
も
し
く
は
国
民
に
選
出
さ
れ
た
国
家
機
関
の
そ
の
他
の
選
挙
に
よ
っ
て
由
来
さ
せ
る
憲
法
は
、
そ
の
中
心
人
物
を

様
々
な
公
選
職
（
議
員
、
大
統
領
、
大
臣
、
等
）
の
候
補
者
と
し
て
擁
立
す
る
何
ら
か
の
集
団
が
自
由
に
社
会
の
中
で
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
、

命
を
得
る
こ
と
は
で
き
ず
、
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
『
責
任
政
府
（
冨
ω
℃
○
壁
皿
σ
一
Φ
ひ
q
o
＜
Φ
簑
ヨ
①
コ
併
）
』
の
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
る
　

ゆ
る
国
家
は
必
然
的
に
（
一
般
的
且
つ
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
力
点
か
ら
自
由
な
意
味
に
お
け
る
）
政
党
国
家
で
あ
る
」
。

　
ま
た
、
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ド
ブ
ル
フ
は
、
彼
の
い
う
自
由
主
義
的
民
主
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
は
、
政
党
国
家
が
否
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
現
実
を
み
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
ラ
ー
ド
ブ
ル
フ
の
い
う
「
民
主
制
の
社
会
学
（
G
o
O
N
δ
一
〇
ひ
q
一
Φ
α
Φ
「
O
①
ヨ
○
ζ
罪
障
一
①
）
」

の
観
点
に
よ
れ
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
の
国
家
生
活
の
社
会
現
実
に
鑑
み
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
国
家
生
活
が
政
党
国
家
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
改
革

の
試
み
に
も
拘
ら
ず
政
党
国
家
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
と
認
め
る
ほ
か
な
い
」
と
述
べ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
民
主
制
の
現
実
に
合

致
し
な
い
旧
来
の
自
由
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
棄
て
ら
れ
、
現
実
に
合
致
す
る
民
主
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
　
　
個
人
主
義
的
で
は
な
く
集

団
主
義
的
な
民
主
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ー
に
よ
っ
て
代
置
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
に
も
拘
ら
ず
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
、

　
　
官
吏
が
「
全
体
」
の
奉
仕
者
で
あ
る
べ
き
で
一
政
党
の
奉
仕
者
た
る
べ
き
で
な
い
と
定
め
る
憲
法
＝
二
〇
条
の
消
極
的
な
規
定
以
外
に
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ハンス・ケルゼンの政党国家論についての省察（苗村）

　
　
政
党
に
関
し
て
沈
黙
を
守
っ
て
い
る
こ
と
を
、
彼
は
批
判
し
た
。
曰
く
、
　
「
共
和
国
憲
法
の
三
つ
の
箇
所
で
、
政
党
に
言
及
さ
れ
て
い

る
の
を
見
出
す
こ
と
を
期
待
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
国
家
権
力
の
源
泉
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
政
党
は
、
政
党
国
家

の
他
の
全
て
の
機
関
の
選
定
機
関
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
遭
遇
す
る
。
選
出
さ
れ
た
議
員
の
地
位
が
問
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
会
派
の

議
員
の
組
み
入
れ
ば
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
政
府
が
問
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
を
支
え
る
会
派
の
連
立
も
問
題
と
さ
れ
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
つ
の
全
て
の
箇
所
で
、
わ
れ
わ
れ
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
て
い
る
」
。

　
こ
れ
ら
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
政
党
の
存
在
と
効
能
は
代
表
民
主
制
に
と
っ
て
必
須
の
前
提
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
党
シ
ス
テ
ム
は
、
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ゑ

表
民
主
制
の
前
提
条
件
で
あ
る
，

　
こ
れ
に
対
し
、
国
家
法
の
政
党
に
対
す
る
態
度
を
、
「
敵
対
（
じ
u
Φ
姦
∋
風
⊆
昌
σ
q
）
」
、
「
無
視
（
H
ひ
q
鵠
〇
二
Φ
歪
コ
ひ
q
）
」
、
「
承
認
・
法
制
化
（
〉
コ
Φ
雫

評
①
塁
蛋
σ
q
琶
α
門
Φ
ひ
q
鋤
一
一
ω
凶
Φ
「
⊆
コ
σ
q
）
」
、
「
憲
法
へ
の
組
み
入
れ
（
＜
Φ
瓜
餌
ω
ω
琶
ひ
q
ω
ヨ
農
戯
Φ
・
一
＝
7
0
弓
。
野
江
。
昌
）
」
と
い
う
四
段
階
に
区
分
し
た
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ト
リ
ー
ペ
ル
は
、
政
党
国
家
の
論
理
に
よ
っ
て
旧
来
の
議
会
制
の
論
理
が
克
服
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
ト
リ
ー
ペ
ル
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
政
党
組
織
は
議
会
制
を
内
外
か
ら
浸
食
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
議
員
は
も
は
や
全
国
民
の
代
表
で
は
な
く
所
属
政
党
の
代
表
で
あ
る
」

と
い
う
事
実
認
識
を
示
し
た
う
え
で
、
「
現
代
国
家
は
、
政
党
に
対
す
る
関
係
に
関
し
て
、
政
党
国
家
の
段
階
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
ゆ
え
政

党
の
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
国
家
な
の
か
P
」
と
い
う
問
い
か
け
を
通
じ
て
、
政
党
国
家
の
憲
法
上
の
正
当
性
に
つ
い
て
語
る
。
ト
リ
ー
ペ

ル
に
よ
れ
ば
、
「
官
吏
は
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
っ
て
、
「
政
党
の
奉
仕
者
で
は
な
い
」
と
定
め
る
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
＝
二
〇
条
は
、
「
政
党
国

家
に
反
対
す
る
明
確
な
表
現
を
示
す
」
。
そ
し
て
立
法
と
政
府
の
領
域
に
お
い
て
、
そ
し
て
国
家
の
「
統
合
」
の
領
域
に
お
い
て
、
政
党
は

「
憲
法
外
の
」
現
象
で
あ
る
。
政
党
国
家
と
い
う
考
え
の
中
に
は
「
解
消
し
得
ぬ
矛
盾
」
が
あ
り
、
現
代
国
家
が
政
党
の
上
に
「
築
き
上
げ

ら
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
て
も
、
そ
れ
は
「
法
的
に
は
根
拠
な
き
主
張
」
で
あ
る
。
憲
法
の
規
定
は
、
議
員
を
全
国
民
の
代
表
で
あ
り
、
委

託
に
拘
束
さ
れ
ず
自
ら
の
良
心
の
み
に
従
い
、
選
挙
人
か
ら
罷
免
さ
れ
な
い
と
定
め
て
い
る
。
成
文
法
が
こ
の
方
針
に
固
執
す
る
限
り
、
政

党
国
家
は
法
的
な
正
当
性
を
獲
得
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
状
況
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、
政
党
国
家
が
現
実
と
な
っ
て
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い
る
こ
と
を
ト
リ
ー
ペ
ル
は
認
め
る
。
こ
こ
で
、
「
自
由
主
義
の
原
理
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
た
法
」
と
「
大
衆
民
主
制
の
現
実
」
が
非
宥
和

的
に
対
立
し
て
い
る
。
ト
リ
ー
ペ
ル
は
、
政
党
国
家
か
ら
の
離
反
の
た
め
に
、
無
責
任
な
政
党
組
織
に
代
え
て
責
任
あ
る
国
家
指
導
者
を
置

く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
い
い
、
ま
た
、
政
党
国
家
の
浸
透
に
対
す
る
確
固
た
る
防
塁
は
、
　
「
原
子
個
人
的
な
国
家
観
」
を
放
棄
し
「
有
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

的
な
」
国
家
観
を
そ
れ
に
と
っ
て
代
え
る
こ
と
に
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、
政
党
国
家
と
い
う
事
実
は
認
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
か
か
る
事
実
と
旧
来
か
ら
あ
る

議
会
制
の
論
理
と
の
関
係
を
い
か
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
点
に
お
け
る
評
価
の
違
い
に
よ
り
、
政
党
国
家
に
対
す
る
評
価
も
異
な
る
も
の
と

な
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
議
会
制
の
論
理
そ
の
も
の
を
再
検
討
し
、
議
会
制
と
政
党
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
の
が
ハ
ン

ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
で
あ
る
。
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二
　
「
国
民
」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

ハンス・ケルゼンの政党国家論についての省察（苗村）

　
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
制
論
に
お
い
て
は
、
政
党
の
地
位
・
機
能
は
、
「
自
然
的
自
由
（
口
囲
け
二
「
＝
O
ず
①
　
閃
「
①
幽
げ
Φ
一
け
）
」
を
「
多
数
決
を
通
じ
た
政

治
的
自
己
決
定
（
O
O
一
三
ω
o
ゲ
Φ
ω
Φ
凪
げ
ω
3
Φ
ω
辞
巨
ヨ
⊆
コ
ひ
q
飢
霞
9
ζ
a
O
葺
警
ω
げ
㊦
ω
〇
三
島
）
」
へ
と
、
「
国
民
と
い
う
理
念
的
概
念
（
冠
Φ
巴
σ
Φ
－

ひ
q
『
一
頃
亀
Φ
ω
＜
o
貯
①
ω
）
」
を
「
政
治
的
有
権
者
及
び
そ
の
権
利
を
用
い
る
者
と
い
う
総
括
概
念
（
ぎ
び
Φ
ひ
q
「
一
頃
α
9
づ
○
一
三
ω
o
冨
コ
じ
u
霞
Φ
0
7

口
ひ
q
8
二
）
」
と
い
う
極
め
て
狭
い
概
念
へ
と
収
縮
さ
せ
る
と
い
う
、
「
民
主
制
が
社
会
的
現
実
の
中
で
甘
受
し
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
還
元

　
　
　
　
　
り
　

（
ヌ
①
O
⊆
穴
二
〇
コ
）
」
あ
る
い
は
メ
タ
モ
ル
フ
ァ
ー
ゼ
の
文
脈
の
中
で
語
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
、
民
主
制
理
念
の
中
心
に
あ
る
の
は
自
由
で
あ
り
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
可
能
な
限
り
多
く
の
自
由
の
確
保

で
あ
る
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
い
て
、
自
由
の
理
念
は
、
社
会
的
拘
束
な
か
ん
ず
く
国
家
の
拘
束
の
完
全
な
否
定
か
ら
、
「
そ
の
拘
束
の
特
殊
な
形
式
」

へ
の
意
味
変
化
を
通
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
社
会
・
国
家
が
存
在
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
の
相
互
作
用
の
拘
束
力
あ
る
秩
序
が
認
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
支
配
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
支
配
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
自
身
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
、
自
然
的
自
由
は
、
支
配
さ
れ
る
と
し
て
も
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

ら
の
意
思
に
の
み
服
従
し
た
者
の
意
思
に
は
服
従
し
な
い
と
い
う
政
治
的
自
由
が
区
分
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

　
そ
し
て
、
共
同
体
に
お
け
る
意
思
決
定
手
段
と
し
て
の
多
数
決
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
自
由
の
意
味
変
化
が
生
ず
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
多
数
の
意
思
が
妥
当
性
を
要
求
し
て
も
な
お
自
己
決
定
が
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
万
人
が
自
ら
の
意
思
に
の
み
服
従
す
る
と

い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
由
思
想
の
管
下
モ
ル
フ
ァ
ー
ゼ
に
お
け
る
新
た
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
「
可
能
な

ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

限
り
多
数
の
人
間
が
自
由
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
可
能
な
限
り
少
数
の
人
間
が
自
ら
の
意
思
と
社
会
秩
序
の
一
般
的
意
思
と
相
反
す
る
こ
と
に

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

な
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
の
み
」
が
、
多
数
決
原
理
を
正
当
化
す
る
。
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と
こ
ろ
で
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ぽ
、
「
民
主
制
と
は
、
理
念
的
に
は
、
そ
こ
に
お
い
て
共
同
体
意
思
、
も
し
く
は
比
喩
抜
き
で
言
え
ば
、
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

会
的
秩
序
が
そ
の
服
従
者
、
つ
ま
り
国
民
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
国
家
・
社
会
形
式
で
あ
る
」
。

　
こ
こ
で
は
「
国
民
」
が
、
所
与
の
統
一
体
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
注
視
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
国
家
法
秩
序
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
多
数
の
個
々
の
人
間
の
行
為
の
統
一
体
を
、
『
国
民
』
と
し
て
示
す
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

よ
っ
て
、
『
人
間
の
総
体
』
と
称
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
擬
性
（
膨
面
δ
鵠
）
で
あ
る
」
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
「
国
民
」
概
念
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
服
従
者
と
し
て
の
国
民
に
つ
い
て
問
題
と
す
る
場
合
に
は
、
「
こ
こ
で

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
、
規
範
的
意
味
に
お
い
て
の
み
統
一
体
は
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
思
考
・
知
覚
・
意
欲
の
一
致
と
し
て
、
諸
利
益
の
連
帯
と
し
て
、

国
民
の
統
一
体
は
、
一
つ
の
倫
理
政
治
的
公
準
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
公
準
は
、
も
ち
ろ
ん
完
全
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ
ゆ
え
に
全
く
そ
れ

以
上
に
吟
味
さ
れ
得
ぬ
擬
制
を
助
け
と
し
て
、
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
現
実
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
民
の
統
一
体
と
し
て
あ
る
程
度
詳
細

に
書
き
換
え
ら
れ
る
の
は
、
基
本
的
に
は
、
法
的
要
件
事
実
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
規
範
に
服
従
す
る
人
々
の
行
態
を
規
律
す

る
国
家
法
秩
序
の
統
一
体
で
あ
る
」
。
そ
し
て
規
範
生
産
者
と
し
て
の
国
民
に
つ
い
て
問
題
と
す
る
場
合
に
は
、
「
こ
こ
で
は
、
国
家
秩
序
の

ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

生
産
に
参
画
し
て
い
る
と
き
に
の
み
、
支
配
の
主
体
と
し
て
、
人
間
は
考
え
ら
れ
る
」
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
支
配
の
客
体
と
支
配
の
主
体
は
同
一
で
は
な
い
。
「
ま
さ
し
く
民
主
制
の
理
念
に
と
っ
て
決
定
的
な
こ
の
機
能
の

中
に
こ
そ
、
ま
さ
し
く
『
国
民
』
が
規
範
生
産
の
手
続
に
関
わ
る
限
り
で
こ
そ
、
こ
の
国
民
と
規
範
服
従
者
の
総
括
概
念
と
し
て
規
定
さ
れ

る
『
国
民
』
と
の
間
の
不
可
避
の
差
異
が
示
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
規
範
服
従
者
も
し
く
は
支
配
服
従
者
と
し
て
国
民
に
属
す
る
者
全
て
が

規
範
生
産
の
過
程
一
そ
し
て
こ
れ
は
支
配
の
実
行
に
必
須
の
形
式
で
あ
る
一
に
参
画
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
国
民
が
主
体
と

し
て
支
配
を
形
成
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
民
主
制
の
理
論
家
に
は
、
大
抵
、
一
方
の
意
味
の
『
国
民
』
を
他
方
の
意
味
の

『
国
民
』
と
同
一
視
す
る
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
隔
た
り
を
包
み
隠
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
全
く
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
す
で
に
自
明
の
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
の
こ
と
は
、
一
般
に
社
会
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
特
に
国
家
が
存
在
す
べ
き
で
あ
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る
な
ら
ば
、
秩
序
の
内
容
と
そ
の
秩
序
に
服
す
る
者
の
意
思
と
の
問
に
差
異
の
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
い
て
は
、
民
主
制
に
お
い
て
は
、
統
治
者
と
被
治
者
の
同
一
性
は
語
ら
れ
得
な
い
。
む
し
ろ
、
両
者
の
間
に
生
ず
る
必
然

的
な
差
異
が
指
摘
さ
れ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
支
配
の
主
体
と
客
体
の
同
一
性
、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
同
一
性
の
意
味
に
お
け
る
「
自
由
の

理
念
」
が
純
粋
な
形
式
に
お
い
て
は
社
会
秩
序
の
基
礎
た
り
得
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
支
配
者
と
被
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

者
の
同
一
性
は
あ
ら
ゆ
る
支
配
の
否
定
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
秩
序
は
概
念
必
然
的
に
支
配
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
制
論
の
前
面
に
あ
る
の
は
、
形
式
的
な
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
特
定
の
内
容
を
前
提
し
な
い
、
支
配
へ
の
非
支
配
者

の
参
画
、
統
治
権
の
行
使
へ
の
被
治
者
の
参
画
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
問
わ
れ
る
の
は
、
法
規
範
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
人
間
、
す
な

わ
ち
規
範
服
従
者
が
、
自
ら
に
義
務
を
課
す
法
規
範
の
生
産
に
参
画
し
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
参
画
し
て
い
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

そ
の
国
家
体
制
は
、
民
主
制
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
専
制
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
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9
・
コ
ω
囚
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．
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P
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＝
コ
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Φ
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Q
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卜
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①
蒔
　
ま
た
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
民
主
制
論
に
お
い
て
は
、
「
自
由
」
以
外
に
実
質
的
価
値
は
前
提
さ
れ
て
お
ら
ず
、

　
そ
の
民
主
制
観
は
徹
頭
徹
尾
手
続
・
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
点
に
つ
き
、
参
照
、
寓
○
話
け
O
お
δ
5
勾
①
o
葺
。
・
す
『
「
ρ
ω
属
望
霧
o
N
δ
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O
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県

（
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参
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、
∪
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Φ
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・
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総
●
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」
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傍
点
、
原
文
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
。

（
1
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家
Φ
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コ
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Φ
ω
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コ
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。
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三
　
「
代
表
」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

　
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
直
接
民
主
制
に
お
い
て
の
み
社
会
秩
序
が
現
実
に
政
治
的
権
利
保
持
者
の
多
数
の
決
定
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
。
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
か
る
に
、
「
近
代
国
家
の
民
主
制
は
、
間
接
的
民
主
制
、
つ
ま
り
議
会
民
主
制
で
あ
る
」
。
そ
し
て
こ
こ
で
、
政
治
的
諸
権
利
、
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
由
は
、
「
本
質
的
に
、
単
な
る
投
票
権
に
収
縮
さ
れ
る
」
。
こ
こ
で
自
由
は
、
さ
ら
な
る
意
味
変
化
を
被
る
。
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へ

　
「
議
会
制
と
は
、
国
民
に
よ
っ
て
普
通
・
平
等
選
挙
権
に
基
づ
い
て
、
す
な
わ
ち
民
主
的
に
選
挙
さ
れ
た
合
議
機
関
を
通
じ
て
の
、
多
数

へ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
お
　

決
原
理
に
よ
る
、
権
威
あ
る
国
家
意
思
の
形
成
で
あ
る
」
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
民
主
制
と
議
会
制
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
議
会
制
こ
そ
が
民
主
制
の
理
念
に
適
う
制
度
だ
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
近
代
民
主
制
に
と
っ
て
直
接
民
主
制
が
現
実
に
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
議
会

制
が
、
今
日
の
社
会
現
実
の
中
で
民
主
制
の
理
念
が
満
た
さ
れ
得
る
現
実
的
な
形
態
だ
と
い
う
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
真
に
疑
わ
れ
な
い
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
が
っ
て
、
議
会
制
へ
の
決
定
は
同
時
に
民
主
制
へ
の
決
定
で
あ
る
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
議
会
制
に
お
い
て
は
、
意
思
形
成
の
間
接
性
、
す
な
わ
ち
、
国
家
の
意
思
が
国
民
自
身
に
よ
っ
て
直
接
に
で
は
な

く
、
国
民
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
議
会
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
と
い
う
事
実
が
、
自
由
の
理
念
と
結
び
付
い
た
要
素
と
し
て
示
さ
れ
る
。
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こ
こ
で
は
、
「
自
己
決
定
と
い
う
考
え
と
し
て
の
自
由
と
い
う
考
え
は
、
分
業
の
必
要
性
、
社
会
的
分
化
の
要
請
に
結
び
付
け
ら
れ
る
」
。
そ
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し
て
、
「
国
家
組
織
体
の
あ
ら
ゆ
る
分
業
的
分
化
、
何
ら
か
の
国
家
作
用
を
国
民
以
外
の
機
関
に
委
譲
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
自
由
の

制
限
を
意
味
す
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
議
会
制
は
、
「
自
由
と
い
う
民
主
制
の
要
請
」
と
、
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
技
術
的
進
歩
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
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ら
れ
た
分
業
の
要
請
」
と
の
問
の
「
妥
協
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
際
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
議
会
制
の
本
質
規
定
の
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
「
代
表
（
閑
①
ロ
鼠
ω
Φ
耳
鋤
鉱
。
コ
）
」
の
観
念
を
用
い
る
こ
と
は
し
な

灘し　
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
あ
た
か
も
議
会
制
に
お
い
て
も
、
民
主
的
自
由
の
理
念
が
、
そ
し
て
こ
の
理
念
の
み
が
、
か
す
む
こ
と
な
く
表

出
さ
れ
て
い
る
か
の
如
き
う
わ
べ
を
装
う
と
す
る
」
と
い
う
目
的
に
、
「
代
表
の
擬
制
（
田
舎
δ
コ
島
Φ
「
菊
①
O
鼠
ω
Φ
誉
田
二
〇
コ
）
、
す
な
わ
ち
、

議
会
が
国
民
の
単
な
る
代
理
人
に
す
ぎ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
憲
法
に
お
い
て
、
議
員
が
自
ら
の
選
挙
人
か
ら
い
か
な
る
拘
束
力
あ
る
指
示
も
受
け

な
い
と
い
う
規
定
に
議
会
制
原
理
は
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
国
民
が
自
ら
の
意
思
を
議
会
に
お
い
て
の
み
、
議
会
に
よ
っ
て
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の
み
表
明
し
得
、
そ
れ
ゆ
え
議
会
は
そ
の
作
用
に
つ
い
て
国
民
か
ら
法
的
に
独
立
し
て
い
る
と
い
う
思
想
が
仕
え
る
」
。
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こ
の
よ
う
に
、
代
表
と
い
う
擬
制
（
西
出
δ
コ
）
が
、
議
会
の
地
位
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、
そ
し
て
、
議
員
の
無
拘
束
委
任

原
則
が
こ
の
「
代
表
」
原
理
か
ら
導
出
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
議
会
制
の
本
質
は
、
「
代
表
の
擬
性
の
助
け
な
し
で
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
価
値
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

国
家
秩
序
の
生
産
の
た
め
の
特
殊
な
社
会
技
術
上
の
手
段
と
し
て
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
前
述
の
如
く
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
い

て
は
、
議
会
制
は
、
自
由
の
理
念
と
分
業
の
要
請
と
の
間
の
妥
協
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
制
度
と
し
て
示
さ
れ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
、
「
国
民
」
と
「
代
表
」
の
二
つ
の
概
念
の
擬
制
的
性
格
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
制
に
お
い
て
政
党

が
存
在
・
活
動
す
る
こ
と
を
阻
む
障
壁
が
取
り
除
か
れ
た
と
い
え
る
。
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嘆
U
①
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。
辞
凶
ρ
Q
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P
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、
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ル
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。
ま
た
、
＝
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ω
内
①
一
ω
①
P
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一
ひ
q
Φ
∋
虫
冨
①
Q
o
冨
鋤
鉾
甲

　
δ
び
「
ρ
一
㊤
卜
。
9
ψ
ω
念
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（
2
6
）
　
こ
れ
と
は
反
対
に
、
代
表
原
理
を
、
議
会
制
に
と
っ
て
必
須
の
要
素
と
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
O
鋤
ユ
　
Q
っ
9
∋
凶
け
戸
　
く
①
鼠
p
ω
ω
琶
α
q
ω
δ
耳
ρ

　
一
㊤
卜
。
○
。
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芝
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コ
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嘆
O
①
∋
o
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舞
一
ρ
O
o
噸
G
。
O
．
傍
点
、
原
文
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
。
ま
た
、
囚
①
一
ω
①
員
〉
＝
σ
q
①
目
①
一
器
ω
冨
碧
ω
δ
汀
ρ

　
G
o
。
G
。
蕊
熱
ω
念
。

（
2
8
）
　
な
お
、
内
①
一
ω
①
P
≧
一
ひ
q
①
⇒
ヨ
Φ
一
頃
Φ
Q
り
雷
餌
酢
ω
δ
ご
ρ
Q
o
。
ω
嵩
h
に
よ
れ
ば
、
代
表
の
擬
制
は
、
国
民
と
議
会
の
関
係
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
国
民
と
他

　
の
諸
機
関
、
例
え
ば
、
君
主
、
独
裁
者
と
の
間
の
関
係
に
も
用
い
ら
れ
る
。

（
2
9
）
　
囚
①
δ
Φ
P
＜
o
∋
芝
①
ω
Φ
コ
⊆
⇒
α
芝
①
詳
位
9
0
Φ
ヨ
。
ζ
鋤
鉱
ρ
G
o
。
ω
卜
。
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四
　
政
党
国
家
の
必
然
性

　
「
国
民
」
概
念
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
い
て
政
治
権
力
の
担
い
手
は
統
一
体
と
し
て
の
国
民
で
は
な
い
の
と
同
時

に
、
孤
立
し
た
個
々
人
で
も
な
い
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
、
政
治
的
権
利
の
実
効
的
な
担
い
手
は
、
孤
立
し
た
個
々
人
で

は
な
く
、
組
織
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
「
政
党
、
す
な
わ
ち
、
同
一
主
義
の
者
た
ち
は
、
公
的
関
係
の
形
成
へ
の
そ
の
影
響
力
を
確
保
す
る
た
め
に
結
合
す
る
」
。
そ
し
て
、
こ
の

政
党
の
中
に
お
い
て
、
「
共
同
体
の
意
思
形
成
の
重
要
な
部
分
」
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
数
多
く
の
隠
れ
た
源
泉
か
ら
供
給
さ
れ
る
の

と
同
様
の
政
党
か
ら
発
せ
ら
れ
た
イ
ン
パ
ル
ス
を
国
民
会
議
ま
た
は
議
会
に
お
い
て
初
め
て
表
面
に
出
し
こ
こ
で
一
つ
の
単
一
の
ベ
ッ
ド
に
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導
く
と
い
う
共
同
体
の
進
路
に
と
っ
て
最
も
決
定
的
な
過
程
の
準
備
」
が
政
党
の
中
で
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
現
代
民
主
制
は
ま
さ
に
政
党
に
立
脚
し
て
お
り
、
政
党
の
意
義
は
民
主
制
が
実
現
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
」
こ
の
よ
う
な
事

情
に
鑑
み
れ
ば
、
「
政
党
を
憲
法
に
錨
着
し
、
長
き
に
わ
た
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
国
家
意
思
形
成
の
機
関
へ
と
法
的
に

も
形
作
る
と
い
う
傾
向
」
は
「
も
っ
と
も
な
も
の
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
、
「
孤
立
し
た
個
々
人
は
、
国
家
意
思
形
成
へ
の
実
効
的
な
影
響
力
を

獲
得
し
得
な
い
た
め
に
、
政
治
的
に
は
全
く
現
実
的
実
存
を
持
た
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
民
主
制
は
、
共
同
体
意
思
へ
の
影
響
力
行
使
の
目

的
の
た
め
に
種
々
の
政
治
的
目
標
の
観
点
の
下
に
個
々
人
が
統
合
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
真
に
可
能
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
個
々
人

と
国
家
と
の
間
に
、
政
党
と
し
て
個
々
人
の
同
一
方
向
に
向
け
ら
れ
る
意
思
を
結
合
す
る
か
の
集
団
的
構
造
物
が
挿
入
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
ら
は
明
白
な
こ
と
で
あ
る
」
と
ケ
ル
ゼ
ン
は
い
う
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
民
主
制
は
政
党
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
り
、
「
民
主
制
は
、
必
然
的
に
、
そ
し
て
不
可
避
的
に
、
政
党
国
家
で

　
　
れ
　

あ
る
」
。

　
そ
し
て
、
「
政
党
の
本
質
が
国
家
の
本
質
と
は
適
合
せ
ず
、
国
家
は
、
そ
の
本
性
上
、
政
党
の
よ
う
な
社
会
的
構
造
物
の
上
に
は
形
成
さ

れ
得
な
い
と
い
う
テ
ー
ゼ
」
が
存
在
す
る
が
、
「
政
治
的
現
実
は
逆
の
こ
と
を
証
明
す
る
。
こ
こ
で
、
国
家
の
『
本
質
』
も
し
く
は
『
本
性
』

と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
実
際
に
は
　
　
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
　
　
一
つ
の
特
定
の
、
そ
し
て
ま
さ
し
く
反
民
主
制
的
な
理
念
で
あ

　
　
　

る
」
と
ケ
ル
ゼ
ン
は
述
べ
、
政
党
が
国
家
の
本
質
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
政
党
が
民
主
制
の
意
思
形
成
過
程
の
中
で
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
と
も
か
く
経
験
の
中
で
存
在
し

そ
し
て
こ
こ
で
は
不
可
避
の
利
益
対
立
に
際
し
、
共
同
体
意
思
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
利
益
の
み
を
一
方
的
に
表
現
す
べ
き
で
な

い
と
し
た
ら
、
合
力
（
幻
Φ
ω
⊆
一
一
団
口
出
）
、
つ
ま
り
対
立
し
合
う
諸
利
益
の
間
の
妥
協
で
の
み
あ
り
得
る
。
国
民
を
政
党
へ
と
編
制
す
る
こ
と
は
、

実
際
に
は
、
か
よ
う
な
妥
協
の
成
立
の
た
め
の
組
織
上
の
条
件
、
共
同
体
意
思
が
中
庸
の
方
向
に
進
む
可
能
性
が
創
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
む
　

を
意
味
す
る
」
。
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論説

　
そ
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
現
実
に
存
在
す
る
諸
集
団
を
越
え
た
「
国
民
」
の
普
遍
的
な
意
思
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
人

の
意
思
・
利
益
関
心
を
統
合
す
る
必
要
性
を
説
き
、
政
党
が
そ
の
任
に
当
た
る
も
の
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ま
さ
し
く
、
民
主
制
が
、

政
党
国
家
と
し
て
、
共
同
体
意
思
を
諸
政
党
の
意
思
の
合
力
と
し
て
の
み
成
立
さ
せ
得
る
が
ゆ
え
に
、
民
主
制
は
超
党
派
的
な
『
有
機
的
』

全
体
意
思
と
い
う
擬
制
（
国
耳
δ
づ
）
を
放
棄
し
得
る
」
。
「
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
の
な
い
発
展
は
、
あ
ら
ゆ
る
民
主
制
に
お
い
て
、
『
国
民
』
が

諸
政
党
に
編
制
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
至
る
。
よ
り
適
切
に
言
え
ば
、
政
治
的
な
力
と
し
て
の
一
つ
の
『
国
民
』
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
予
め
存

在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
民
主
制
の
発
展
は
、
多
数
の
孤
立
せ
る
個
々
人
を
諸
政
党
に
統
合
し
、
あ
る
程
度
『
国
民
』
と
示
さ
れ
得
る
社
会
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
　

勢
力
を
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
ず
最
初
に
解
放
す
る
」
。

　
政
党
国
家
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の
意
思
形
成
は
相
異
な
る
諸
グ
ル
ー
プ
の
合
意
の
結
果
と
見
倣
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
同
時
に
全
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

国
家
公
民
の
「
超
党
派
的
な
『
有
機
的
』
全
体
意
思
と
い
う
擬
制
（
霊
簿
δ
コ
）
を
放
棄
し
得
る
」
と
い
え
る
。
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五
　
政
党
の
憲
法
へ
の
組
み
入
れ
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政
党
の
存
在
の
必
然
性
と
そ
の
機
能
の
重
要
性
に
つ
い
て
て
述
べ
た
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
政
党
を
憲
法
に
組
み
入
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
政
党
の

存
在
を
憲
法
上
承
認
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
「
民
主
共
和
国
の
憲
法
が
政
党
に
法
的
承
認
を
与
え
る
こ
と
を
拒
否
し
た
と
し
て
も
、
も
は
や
　
　
立
憲
君
主
制
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

る
が
如
く
　
　
民
主
制
の
実
現
を
阻
む
と
い
う
意
味
を
持
ち
得
ず
、
単
に
事
実
か
ら
眼
を
背
け
る
と
い
う
意
味
し
か
持
ち
得
な
い
」
と
ま
で

い
う
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
政
党
を
憲
法
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
政
党
内
部
の
民
主
化
へ
の
途
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
政
党
の
憲
法
へ
の
錨
着
は
、
こ
の
領
域
内
部
に
お
け
る
共
同
体
意
思
形
成
を
民
主
化
す
る
可
能
性
も
開
く
。
こ
れ
は
、
こ
こ
で
行

な
わ
れ
る
共
同
体
意
思
形
成
の
出
来
事
が
著
し
く
貴
族
専
制
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
助
長
す
る
の
が
お
そ
ら
く
こ
の
層
の
不
定
型
な
構
造

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
ま
す
ま
す
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
極
度
に
民
主
的
な
綱
領
を
有
す
る
政
党
内
部
に
お
い
て
も
そ
う
で

　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

あ
る
」
。
さ
ら
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
比
例
代
表
選
挙
制
を
前
提
と
し
て
、
法
律
に
よ
る
政
党
内
部
秩
序
規
制
を
奨
め
る
。
「
政
党
が
比
例
代
表
選

挙
制
度
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
議
会
の
基
礎
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
政
党
の
法
律
に
よ
る
組
織
化
が
、
こ
の
選
挙
制
度
、
特
に
拘
束
名
簿
式
制

度
の
帰
結
と
し
て
見
倣
さ
れ
る
。
政
党
が
国
家
意
思
形
成
過
程
の
決
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
政
党
の
組
織
を
こ
の
観
点
の

下
で
法
律
に
よ
っ
て
規
律
し
、
特
に
政
党
自
体
の
内
部
に
お
い
て
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
原
則
が
保
障
さ
れ
続
け
そ
し
て
　
　
ま
さ
し
く

比
例
制
の
制
度
に
お
い
て
は
非
常
に
し
ば
し
ば
訴
え
ら
れ
る
の
だ
が
　
　
政
党
指
導
者
の
独
裁
が
可
能
な
限
り
制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

配
慮
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
政
党
を
、
憲
法
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
、
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
内
部
秩
序
の
民
主
化
に
と
ど
ま
ら
な
い
要
請
を

帰
結
す
る
。
民
主
制
の
要
素
を
再
強
化
す
る
方
向
性
を
目
指
す
「
議
会
制
の
改
革
」
の
方
策
に
つ
い
て
語
る
に
際
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
無
拘
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束
委
任
の
廃
棄
を
主
張
す
る
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
命
令
委
任
が
「
そ
の
旧
来
の
形
」
で
復
活
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
政
党
に
組
織
さ
れ
た
選
挙
人
団
体
よ
る

恒
常
的
な
議
員
の
コ
ン
ト
ロ
…
ル
と
い
う
考
え
は
今
日
決
し
て
否
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
選
挙
人
に
対
す
る
議
員
の
無
答
責
は
、
議

会
制
の
本
質
必
然
的
な
要
素
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
選
挙
制
度
に
お
い
て
は
議
員
の
地
位
は
政
党
へ
の
所
属
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
党
か
ら
脱
退
し
ま
た
は
除
名
さ
れ
た
議
員
が
議
席
を
喪
失
す
る
こ
と
は
、
首
尾
一
貫
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う

　
　
　
　
　
と

こ
と
に
な
る
。

　
「
国
民
の
代
表
」
と
し
て
の
議
員
の
正
当
性
の
喪
失
を
指
摘
し
、
無
拘
束
委
任
の
廃
棄
を
求
め
る
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
さ
ら
に
、
政
党
に
議
員

の
罷
免
権
を
　
　
一
定
の
前
提
条
件
を
満
た
し
た
う
え
で
一
与
え
る
べ
き
だ
と
い
う
。
「
政
党
を
法
律
に
よ
っ
て
組
織
し
、
比
例
代
表
選

挙
の
思
想
を
徹
底
的
に
貫
徹
し
た
上
で
そ
の
よ
う
に
法
律
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
政
党
に
政
党
の
数
的
勢
力
に
比
例
し
て
割
り
当
て
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

べ
き
議
員
の
選
択
を
委
ね
る
と
決
定
し
得
た
な
ら
、
憲
法
の
一
つ
の
本
質
的
構
成
要
素
と
な
っ
た
政
党
に
議
員
の
罷
免
権
を
与
え
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　

妨
げ
ら
れ
な
い
」

　
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
議
会
は
多
数
派
と
少
数
派
の
妥
協
の
場
で
あ
り
、
両
者
に
よ
る
討
論
と
反
対
討
論
、
議
論
と
反
論
が
行
な
わ
れ
る

　
　
　
　
れ
　

場
で
あ
る
が
、
こ
う
な
る
と
、
活
動
主
体
と
な
る
の
は
、
独
立
し
た
議
員
で
は
な
く
、
政
党
ま
た
は
政
党
に
拘
束
さ
れ
た
議
員
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

に
な
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
議
会
は
、
多
数
派
と
少
数
派
各
々
に
形
成
さ
れ
た
諸
政
岩
間
の
妥
協
発
見
の
場
で
あ
る
。
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ハンス・ケルゼンの政党国家論についての省察（苗村）

　
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
「
国
民
」
、
「
代
表
」
と
い
う
よ
う
な
議
会
制
を
支
え
て
い
る
伝
統
的
な
諸
概
念
の
持
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
批
判
し
、
政

党
国
家
を
全
面
的
に
容
認
す
る
立
場
を
示
し
た
。
彼
は
、
政
党
の
存
立
・
活
動
を
阻
む
旧
来
の
議
会
制
理
論
の
諸
概
念
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

性
格
を
露
わ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
存
在
す
る
政
党
国
家
と
い
う
現
象
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
議
会
民
主
制
と
の
結
び
付
き
に
お
い
て
、
政
党
国
家
を
肯
定
的
に
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
い
て
は
、
政
党

国
家
と
議
会
制
と
は
、
矛
盾
し
な
い
。
む
し
ろ
政
党
は
、
民
主
制
の
理
念
を
強
化
す
る
べ
き
議
会
制
の
改
革
の
中
で
、
よ
り
多
く
の
権
力
が

与
え
ら
れ
る
べ
き
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
抽
象
的
・
観
念
的
に
捉
え
ら
れ
る
「
統
一
的
」
な
国
民
の
意
思
と
は
別
に
存
在
す
る
、

現
実
の
多
種
多
様
な
国
民
の
意
思
は
、
政
党
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
会
の
意
思
形
成
の
場
に
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ま
さ
し
く

議
会
は
、
国
民
の
多
様
な
意
思
・
利
益
を
反
映
し
得
る
場
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
ケ
ル
ゼ
ン
の
主
張
の
中
に
も
、
い
く
つ
か
不
明
確
な
点
が
存
在
す
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
が
政
党
の
憲
法
へ
の
組
み
込
み
を
求
め
て
い

る
点
は
明
ら
か
だ
と
し
て
も
、
憲
法
上
か
か
る
規
定
を
欠
い
て
い
る
場
合
、
憲
法
の
条
文
は
い
か
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
が

明
ら
か
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
議
員
罷
免
権
に
つ
い
て
の
規
定
が
存
在
し
な
い
場
合
、
政
党
に
よ
る
議
員
の
罷
免
は
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
、

と
い
う
点
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
関
連
し
て
、
政
党
か
ら
の
脱
退
・
除
名
に
よ
っ
て
議
員
が
議
席
を
失
う
こ
と
は
当
然
と
ケ
ル
ゼ
ン
が

い
う
場
合
、
そ
の
よ
う
な
議
席
剥
奪
に
は
憲
法
上
の
明
文
規
定
の
根
拠
が
必
要
か
ど
う
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
政
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党
に
広
範
な
権
力
を
付
与
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
と
き
、
選
挙
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
一
定
の
制
度
が
前
提
さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
前

提
を
欠
く
場
合
、
政
党
の
権
力
は
い
か
ほ
ど
に
認
め
ら
れ
得
る
の
か
と
い
う
点
も
明
ら
か
で
な
い
。

　
こ
れ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
主
張
の
中
で
、
ど
の
部
分
が
普
遍
的
に
妥
当
す
る
原
理
で
あ
り
、
ど
の
部
分
が
具
体
的
な
憲
法
規
定
の
定
め
に
依

拠
す
る
議
論
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
境
界
線
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
境
界
線
を
見
出
す
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
解
明

は
他
の
機
会
に
委
ね
た
い
。
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