
一

は
じ
め
に

十
九
世
紀
西
南
ド
イ
ツ
の
初
期
自
由
主
義
者(altliberal)

ロ
ー
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル(R

obert
von

M
ohl,

1799-1875)

は
、
初
期
立
憲
制
下
の
国
法
学
者
と
し
て
、
社
会
の
近
代
化
と
方
法
論
上
の
実
証
主
義
化
と
の
時
代
に
、
近
世
ド
イ
ツ
国
制
史
に
深

く
規
定
さ
れ
た
固
有
の
「
統
治
」
の
学
の
総
体
と
し
て
の
国
家
学
の
伝
統
を
―
―
そ
の
根
底
に
置
か
れ
て
い
た
実
体
的
目
的
論
の
発

想
と
と
も
に
―
―
守
護
し
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
、
生
涯
を
と
お
し
て
精
力
を
傾
け
た
。
そ
の
学
問
的
活
動
の
核
心
は
、
初
期
立
憲
制

下
で
の
権
利
主
体
と
し
て
の
市
民
の
自
由
と
自
立
を
「
法
治
国
家
」
論
と
し
て
確
保
し
つ
つ
、
新
し
い
産
業
社
会
の
生
み
だ
す
構
造

的
諸
矛
盾
を
「
社
会
問
題
」
と
と
ら
え
る
鋭
敏
な
危
機
意
識
の
も
と
で
、
諸
個
人
の
自
立
を
補
完
的
に
支
援
す
る
広
範
な
国
家
行
政

活
動
の
意
義
と
必
要
性
―
―
そ
の
射
程
は
二
十
世
紀
の
給
付
行
政
国
家
（
現
代
福
祉
国
家
）
に
ま
で
及
ぶ
―
―
を
行
政
（
法
）
学
的

質
料
倫
理
問
題
と
し
て
の
生
活
課
題

―
―
「
カ
ン
ト
後
」
問
題
と
ヘ
ー
ゲ
ル
―
―

木

村

周

市

朗

―２２４（１）―
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題



に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
の
モ
ー
ル
の
尽
瘁
は
、「
ポ
リ
ツ
ァ
イPolizei

」（
内
務
行
政
）
と
そ
の
学
問
と
を
領
邦

絶
対
主
義
下
の
後
見
主
義
的
遺
物
と
み
な
す
「
三
月
前
期
」
の
自
由
主
義
的
一
般
思
潮
に
抗
し
て
、「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
」
を
新
時
代

の
国
家
活
動
論
と
し
て
再
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
伝
統
と
革
新
と
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
モ
ー
ル
の
総
合
国
家
学
的
な
意
図
は
、
七
歳
年
長
の
「
ド
イ
ツ
の
最
後
の

官
房
学
者
」
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ラ
ウ(K

arl
H

einrich
R

au,
1792-1870)

が
一
八
二
〇
年
代
に
官
房
学
を
も
っ
ぱ
ら
「
国

富
の
理
論
」
と
し
て
国
民
経
済
学
的
に
改
変
し
よ
う
と
し
た
際
に
、（
そ
の
経
済
学
体
系
に
お
け
る
「
国
民
経
済
政
策
」
お
よ
び
「
財

政
学
」
と
い
う
構
成
要
素
の
中
に
官
房
学
的
遺
産
の
継
承
を
示
し
な
が
ら
も
、）
現
実
の
内
務
行
政
制
度
に
か
か
わ
る
「
ポ
リ
ツ
ァ

イ
学
」
を
、
内
的
統
一
性
と
概
念
と
の
欠
如
し
た
も
の
と
み
な
し
て
は
っ
き
り
脱
落
さ
せ
た
こ
と
と
好
対
照
を
な
し
て
（
１
）

い
た
。
一
方

の
、
物
財
ベ
ー
ス
の
欲
求
充
足
を
め
ぐ
る
「
利
己
的
」
諸
個
人
の
相
互
関
係
を
主
題
と
し
た
ラ
ウ
の
国
民
経
済
学
に
お
け
る
楽
観
主

義
的
な
原
子
論
的
近
代
主
義
と
実
証
主
義
（
客
観
主
義
）
的
方
法
は
、
こ
の
新
し
い
学
問
の
国
際
的
主
流
派
動
向
に
さ
お
さ
す
も
の

と
し
て
、
た
し
か
に
時
代
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
対
し
て
、
他
方
の
、
内
務
行
政
の
目
的＝

手
段
関
係
論
の
厖
大
な

集
積
体
系
と
し
て
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
」
と
い
う
古
い
革
袋
に
、
市
民
的
自
立
を
支
援
す
る
「
法
治
国
家
」
行
政
原
理
と
い
う
新
し

い
酒
を
満
た
そ
う
と
し
た
モ
ー
ル
の
精
力
的
な
努
力
は
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
ド
イ
ツ
学
問
史
上
注
目
す
べ
き
一
連
の
「
総

合
国
家
学
」
的
諸
成
果
を
生
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
九
世
紀
の
末
葉
に
向
か
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
流
の
法
科
支
配
と
法
実
証
主
義

の
優
位
化
と
と
も
に
進
行
し
た
、
価
値
や
目
的
へ
の
自
覚
を
大
前
提
と
す
る
「
政
治
的
学
問
」（
国
家
学
）
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
衰
退

動
向
の
中
で
、
大
学
に
お
け
る
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
」
も
次
第
に
枯
死
す
る
の
を
結
局
押
し
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

（
２
）

る
。
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ラ
ウ
と
モ
ー
ル
は
、
と
も
に
近
代
産
業
社
会
の
到
来
と
方
法
論
的
実
証
主
義
の
台
頭
と
い
う
新
事
態
に
対
面
し
つ
つ
、
ド
イ
ツ
国

家
学
の
視
野
か
ら
学
問
の
実
践
性
を
課
題
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
ラ
ウ
が
、「
物
財
の
供
給
」
に
主
題
を
特
化
さ
せ
た
「
経
済
学
」

を
、
伝
統
的
な
国
家
学
か
ら
客
観
主
義
的
に
自
立
化
さ
せ
る
た
め
の
軌
道
を
敷
い
た
の
に
対
し
て
、
モ
ー
ル
は
、
国
家
目
的
論
を
要

石
と
す
る
「
哲
学
的
国
法
学
」
の
立
場
を
堅
持
し
て
ラ
ウ
か
ら
距
離
を
置
き
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
を
含
む
広
大
な
「
国
家
政
策
学Staats-

kunst

」
を
国
家
の
目
的
・
手
段
関
係
論
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
一
貫
し
て
「
政
治
的
学
問
」
と
し
て
の

ド
イ
ツ
国
家
学
の
伝
統
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
両
者
の
こ
う
し
た
対
称
性
の
学
問
史
的
背
景
を
探
れ
ば
、
お
よ
そ
つ
ぎ

の
よ
う
な
、
近
代
市
民
社
会
の
原
理
と
現
実
と
の
理
解
方
法
に
か
か
わ
る
特
殊
ド
イ
ツ
的
な
経
緯
が
留
意
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

啓
蒙
絶
対
主
義
の
末
期
に
、
そ
の
克
服
を
め
ざ
し
て
、
ド
イ
ツ
に
本
格
的
に
方
法
論
的
近
代
主
義
と
市
民
社
会
原
理
と
を
も
た
ら

し
た
の
は
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト(Im

m
anuel

K
ant,

1724-1804)

で
あ
っ
た
が
、
か
れ
は
、
そ
う
し
た
課
題
を
「
国
法
の
理
論
」

の
範
疇
で
自
覚
し
実
践
し
た
こ
と
に
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
ド
イ
ツ
国
家
学
の
学
問
伝
統
の
中
に
あ
っ
た
。
し
か
し
カ
ン
ト

は
、
万
人
の
「
自
由
」
の
普
遍
的
実
現
を
先
験
的
な
道
徳
律
と
し
て
純
粋
理
念
的
に
提
示
し
、
そ
の
た
め
の
外
的
・
形
式
的
条
件
と

し
て
の
「
法
」
理
解
と
、「
道
徳
」
の
個
人
主
義
的
内
面
化
と
に
よ
っ
て
、
法
と
道
徳
の
具
体
的
な
目
的
や
内
容
（
す
な
わ
ち
実
質

と
し
て
の
「
幸
福
」
や
「
福
祉
」
の
実
在
的
あ
り
方
）
を
、
必
然
性
を
欠
い
た
、
経
験
界
に
属
す
る
、
た
ん
な
る
傾
向
的
事
項
と
し

て
徹
底
的
に
排
除
し
た
。
カ
ン
ト
は
、
啓
蒙
絶
対
主
義
的
後
見
主
義
を
「
幸
福
主
義E

udäm
onism

us

」
と
し
て
排
撃
し
た
と
き
、

あ
わ
せ
て
旧
来
の
実
践
哲
学
の
目
的
論
的
・
質
料
倫
理
的
方
法
を
も
批
判
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
善
き
生
」
の
追
求
と

い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
然
法
論
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
伝
統
に
く
さ
び
を
打
ち
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
も
ろ
も
ろ

の
「
善
」
を
め
ぐ
る
社
会
的
共
通
了
解
に
依
拠
し
て
い
た
旧
政
治
学
的
な
諸
学
問
は
、
そ
の
基
盤
を
喪
失
し
、
倫
理
問
題
は
も
っ
ぱ

―２２２（３）―
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ら
各
人
の
内
面
に
閉
じ
込
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

こ
う
し
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
社
会
問
題
」
と
し
て
経
験
界
で
具
体
的
に
意
識
化
さ
れ
た
近
代
産
業
社
会
の
構
造
的
諸
矛
盾
を
中
核

と
す
る
最
広
義
の
生
活
課
題
（「
福
祉
」
の
所
在
）
は
、
カ
ン
ト
的
市
民
社
会
原
理
の
も
と
で
は
そ
れ
ら
を
論
議
す
る
た
め
の
経
路

を
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
現
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
眼
前
の
生
活
課
題
に
対
す
る
国
家
的
・
市
民
的
対
応
（
す
な
わ
ち
「
政
策
」）

と
し
て
の
「
社
会
改
良
」
と
い
う
実
体
的＝

質
料
倫
理
的
問
題
は
、
い
わ
ば
「
カ
ン
ト
後
」
の
課
題
と
し
て
未
解
決
の
ま
ま
十
九
世

紀
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
、
現
実
の
経
験
的
世
界
を
国
民
の
「
福
祉
」
の
観
点
か
ら
目
的
論
的
・
質

料
倫
理
的
に
把
握
す
る
ド
イ
ツ
国
家
学
の
実
践
的
課
題
領
域
が
広
が
る
。
モ
ー
ル
が
、
早
期
の
「
社
会
問
題
」
認
識
に
裏
打
ち
さ
れ

た
理
性
主
義
的
な
総
合
国
家
学
的
見
地
か
ら
、
市
民
の
私
的
自
立
を
支
援
す
る
た
め
の
公
共
福
祉
行
政
の
必
要
性
を
伝
統
的
な
「
ポ

リ
ツ
ァ
イ
」
の
用
語
と
概
念
で
あ
ら
わ
し
て
、
市
民
的
社
会
改
良
主
義
の
一
祖
型
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
の
意
義
も
、
福
祉
国
家
論

の
た
め
の
巨
大
な
揺
籃
と
し
て
の
ド
イ
ツ
国
家
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
「
カ
ン
ト
後
」
問
題
の
解
決
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
独
自
に
寄

与
し
え
た
の
か
と
い
う
視
野
に
お
い
て
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
右
に
略
述
さ
れ
た
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
純
粋
理
念
論
が
ド
イ
ツ
の
政
治
的
学
問
に
及
ぼ
し
た

と
思
わ
れ
る
深
い
否
定
的
な
作
用
に
つ
い
て
、
や
や
立
ち
入
っ
て
検
討
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
作
用
を
克
服
し
て
生
活
課
題
に
到
達
す

る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
国
家
学
と
そ
の
哲
学
的
基
礎
論
と
し
て
の
自
然
法
論
と
が
特
殊
に
機
能
し
え
た
と
思
わ
れ
る
一
事
例
を
ヘ

ー
ゲ
ル
に
求
め
、
そ
の
生
活
課
題
認
識
の
哲
学
的
視
野
が
ド
イ
ツ
自
然
法
思
想
の
転
換
期
に
も
っ
た
独
自
の
位
置
価
値
を
検
証
し
て

み
る
こ
と
に
し
た
い
。

―２２１（４）―
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二
「
諸
善
の
秩
序
」
か
ら
個
人
道
徳
へ

一

ド
イ
ツ
の
大
学
に
お
け
る
「
政
治
的
学
問politische

W
issenschaften

」
と
し
て
の
国
家
学
は
、
十
七
世
紀
末
以
降
、
成
長

す
る
君
主
制
絶
対
主
義
の
統
治
活
動
の
諸
理
論
と
し
て
結
晶
化
し
、
広
義
の
官
房
学
（
家
政
学Ö

konom
ik

、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
、
お

よ
び
財
政
学
）、
自
然
法
的
公
法
学(Publizistik)

、
国
勢
学(Staatenkunde)

お
よ
び
国
家
史
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

う
ちÖ

konom
ik

は
、
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
家
政
学
か
ら
「
国
家
経
済Staatsw

irtschaft

」
へ
と
次
第
に
視
野
を
拡
張
し
て
い
っ
た
が
、

そ
こ
に
は
な
お
「
家
父
長
的
な
支
配väterliche

R
egim

ent

」
の
観
念
が
通
底
し
て
い
た
し
、
十
八
世
紀
半
ば
に
ユ
ス
テ
ィ
と
ゾ
ン

ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
が
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
」
を
内
務
行
政
学
と
し
て
体
系
化
し
た
際
に
も
「
安
全
」
と
「
福
祉
」
す
な
わ
ち
「
共
同
の
善
」

（
君
主
と
臣
民
の
幸
福
）
が
究
極
目
標
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
践
哲
学
す
な
わ
ち
「
善

き
生
」
を
め
ざ
す
倫
理
学
、
家
政
学
、
政
治
学
の
三
位
一
体
的
関
係
に
お
け
る
目
的
論
的
伝
統
に
結
び
つ
い
て
（
３
）

い
た
。

一
方
、
主
権
国
家
の
根
拠
づ
け
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
っ
た
世
俗
的
自
然
法
論
は
、
十
七
世
紀
後
半
に
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
開
拓
し
て
以
降
、
諸
大
学
の
哲
学
部
ま
た
は
法
学
部
で
自
前
の
講
座
を
確
保
し
、
と
く
に
法
学
部
で
は
法
学
の
導

入
教
育
を
担
い
つ
つ
「
十
八
世
紀
の
流
行
（
４
）

科
目
」
と
な
っ
た
。
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
、
人
間
の
情
動(A

ffekte)

、
意
志(W

illen)

、
悟

性(V
erstand)

の
相
互
関
係
を
問
う
一
種
経
験
主
義
的
見
地
か
ら
、
行
為
の
最
高
規
範
を
最
大
幸
福
原
理
に
求
め
、「
内
的
義
務
」

（
良
心
の
義
務
と
し
て
の
道
徳
）
と
「
外
的
義
務
」（
強
制
義
務
と
し
て
の
法
）
と
の
区
別
に
照
応
し
て
、「
勧
告consilia

」
と
し
て

の
自
然
法
と
「
命
令im

peria

」
と
し
て
の
人
定
法
と
を
対
置
し
、
自
然
法
を
「
正
し
い
」
法
と
い
う
た
ん
な
る
観
念
上
の
規
範
と

―２２０（５）―
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み
な
す
立
場
を
用
意
し
た
が
（
↓
自
然
法
か
ら
法
哲
学
・
法
倫
理
学
へ
）、
個
人
の
幸
福
の
実
現
と
い
う
「
善
」
を
全
体
の
福
祉

（「
共
通
の
利
益
」）
の
中
に
位
置
づ
け
、
市
民
の
安
寧
と
幸
福
と
い
う
国
家
目
標
か
ら
国
家
の
諸
任
務
の
一
覧
表
を
導
き
出
し
た
と

い
う
点
で
は
、
新
し
い
実
践
的
政
治
学
と
し
て
の
官
房
学
の
「
福
祉
」
国
家
志
向
と
緊
密
に
共
鳴
し
て
（
５
）

い
た
。
さ
ら
に
ヴ
ォ
ル
フ
の

ば
あ
い
に
は
、
人
間
の
自
然
的＝

道
徳
的
本
質
の
実
現
（
自
由
に
か
つ
自
然
法
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
）
と
い
う
観
点
か
ら
、
個
人

の
「
完
全
性
」
と
「
幸
福
」
が
哲
学
と
法
の
共
通
の
究
極
目
的
と
さ
れ
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
合
理
的
装
置
と
し
て
の
国
家
の

目
的
（「
公
共
の
福
祉
と
安
全
」）
と
最
善
の
統
治
形
態
お
よ
び
「
正
し
い
」
法
律
の
具
体
的
な
あ
り
方
が
「
理
性
的
な
」
数
学
的
演

繹
の
方
法
に
よ
っ
て
究
明
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
ヴ
ォ
ル
フ
の
自
然
法
論
か
ら
は
、
一
方
で
、
現
実
の
啓
蒙
絶
対
主
義
の
実
定
法
体

系
を
理
性
法
的
・
道
徳
的
に
検
証
し
根
拠
づ
け
る
と
い
う
実
質
作
用
面
で
の
後
見
主
義
的
性
格
だ
け
で
な
く
、
他
方
で
は
、
国
家
と

法
律
が
個
人
の
理
性
的
発
展
の
自
由
を
保
障
し
助
成
す
る
と
い
う
法
治
国
家
論
的
か
つ
給
付
行
政
国
家
論
的
な
近
代
性
を
も
読
み
取

る
こ
と
が
可
能
で
（
６
）

あ
る
。
し
か
し
、
人
間
が
準
拠
す
べ
き
「
事
物
の
自
然
」
は
、
身
分
制
的
な
実
定
的
秩
序
か
ら
自
由
で
は
あ
り
え

な
か
っ
た
し
、
道
徳
的
な
生
き
方
と
い
う
質
料
的
な
究
極
目
的
か
ら
国
家
と
政
治
の
役
割
を
論
じ
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
依
然

と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
実
践
哲
学
の
旧
政
治
学
的
伝
統
に
連
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
伝
統
へ
の
連
接
と
い
う
点
は
、た
と
え
ば
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
も
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、ヴ
ォ
ル
フ
は
、

ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
と
は
異
な
り
、「
内
容
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ト
ミ
ズ
ム
的
伝
統
に
最
も
緊
密
に
準
拠
し
た
」
こ
と
に
よ
り
、

十
八
世
紀
後
半
に
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
大
学
で
お
お
い
に
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
ヴ
ォ
ル
フ
の
体
系
と
方
法
は
、
実
際

に
対
す
る
合
理
的
批
判
、
世
俗
的
な
幸
福
主
義
的
国
家
目
的
論
お
よ
び
個
人
の
基
本
権
、
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
の
た
め
の
出
発
点
を

事
実
上
提
供
し
た
」
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
を
「
か
れ
の
時
代
の
啓
蒙
絶
対
主
義
的
な
福
祉
国
家
の
、
理
性
法
的
な
衣
を
ま
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と
っ
た
現
実
と
、
結
び
つ
け
た
。」
そ
の
結
果
、
自
然
法
は
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
お
よ
び
ト
ー
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
伝
統
の
引
き
綱
を
再
び
迎
え
入
れ
る
」
も
の
と
な
り
、「
実
践
哲
学
（
倫
理
学
、
家
政
学
お
よ
び
政
治
学
）
の
古
典
的
な
諸
主
題

が
、
い
ま
や
数
学
の
形
式
で
立
ち
現
れ
、
啓
蒙
さ
れ
改
革
意
欲
の
あ
る
君
主
国
の
一
般
法
論
・
国
家
論
と
し
て
役
立
て
ら
（
７
）

れ
た
」
の

で
あ
っ
た
。

そ
の
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
か
ら
出
発
し
た
カ
ン
ト
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
代
表
さ
れ
た
旧
来
の
実
践
哲
学
が
究
極
目
的
に
掲
げ
た
個
人
の

「
完
全
性V

ollkom
m

enheit

」
や
「
幸
福G

lückseligkeit

」
を
、
た
ん
に
経
験
界
に
属
す
る
実
用
的
目
的
論
―
―
「
利
口K

lugheit

の
規
則
」
と
い
う
仮
言
的
命
法
、
あ
る
い
は
、
な
ん
ら
か
の
「
意
志
の
対
象
」
と
し
て
の
「
目
的
」
を
根
拠
と
す
る
と
い
う
意
味
で

「
意
志
の
他
律H

eteronom
ie

des
W

illens

」
―
―
と
位
置
づ
け
て
そ
の
道
徳
法
則
性
（
先
験
的
・
絶
対
的
な
必
然
性
）
を
否
認
し
、

ヴ
ォ
ル
フ
の
そ
の
よ
う
な
「
一
般
実
践
哲
学Philosophia

practica
universalis

」
を
名
指
し
し
て
批
判
し
自
己
差
別
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
ア
・
プ
リ
オ
ー
リ
に
純
粋
理
性
に
の
み
も
と
づ
く
超
越
論
的
道
徳
学
（「
人
倫
の
形
而
上
学
」）
の
世
界
を

拓
い
た
。
そ
れ
は
、「
意
志
の
実
質M

aterie
」
と
し
て
の
「
目
的
」
を
い
っ
さ
い
排
除
し
て
、「
経
験
的
で
し
か
な
く
て
人
間
学
に

属
す
る
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
か
ら
完
全
に
浄
化
さ
れ
た
純
粋
な
道
徳
（
８
）

哲
学
」
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
意
志
の
自
律

A
utonom

ie

」
と
い
う
純
粋
理
性
理
念
の
は
た
し
う
る
実
践
性
を
証
明
し
よ
う
と
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
カ
ン
ト
は
、

ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
法
と
道
徳
の
区
別
を
前
提
と
し
つ
つ
、
む
し
ろ
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
合
法
性
と
道
徳
性
の
区
別
（
動
機
の
差
異

の
観
点
）
を
発
展
さ
せ
て
、
一
方
で
外
的
強
要
の
可
能
な
「
法
義
務
」
論
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
外
的
自
由
の
形
式
的
条
件
」

（「
公
的
強
制
法
の
も
と
で
の
人
間
の
権
利
」
と
し
て
の
「
自
由
」）
の
み
を
定
言
命
法
的
に
措
定
し
、
他
方
で
「
自
分
の
完
全
性
」

と
「
他
人
の
幸
福
」
と
は
、
自
由
な
自
己
強
要
に
の
み
も
と
づ
く
「
徳
義
務
」
範
疇
に
く
り
入
れ
て
、
そ
れ
ら
を
外
的
な
立
法
・
強
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制
の
領
域
か
ら
解
放
し
た
。

こ
の
解
放
に
い
た
る
前
提
に
は
、「
自�

分�

の�

幸�

福�

」
と
い
う
「
す
べ
て
の
人
が
（
そ
の
本
性
の
衝
動
の
お
か
げ
で
）
も
っ
て
い
る

目
的
」
は
、
本
来
い
や
い
や
の
強
制
に
ほ
か
な
ら
ぬ
「
義
務
」
で
は
あ
り
（
９
）

え
ず
、
し
か
も
実
際
に
は
「
道
徳
の
基
礎
に
、
む
し
ろ
道

徳
を
破
壊
し
そ
の
崇
高
性
を
無
に
す
る
よ
う
な
動
機
を
（
１０
）

お
く
」
も
の
だ
と
い
う
カ
ン
ト
の
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
善
行
が
「
幸

福
」
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
通
俗
的
幸
福
観
に
ひ
そ
む
偽
善
性
の
告
発
で
あ
り
、「
幸
福
な
人
間
を
つ
く
る
こ
と
と
善
い
人
間
を
つ

く
る
こ
と
と
は
別
で
あ
り
、
人
間
を
賢
く
自
利
に
さ
と
く
す
る
こ
と
と
有
徳
に
す
る
こ
と
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
自
己
利
益
の
追
求
は
善
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
利
他
的
な
仁
愛
が
そ

の
ま
ま
善
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
チ
ス
ン
の
名
を
挙
げ
て
「
他
人
の
幸
福
に
対
す
る
同
感T

eilnehm
ung

と
い

う
原
理
」
が
言
及
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
道
徳
的
感
情
の
原
理
」
も
、
な
ん
ら
か
の
「
快A

nnehm
lichkeit

」
を
経
由
し
た
経
験
的
幸

福
論
で
あ
る
か
ぎ
り
、「
本
性
上
無
限
な
程
度
の
相
違
を
示
す
感
情
と
い
う
も
の
は
、
善
と
悪
と
を
分
か
つ
不
変
の
規
準
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
理
由
で
、
克
服
す
べ
き
「
幸
福
の
原
理
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
く
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
（
１１
）

あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
ド
イ
ツ
で
は
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
幸
福
原
理
は
継
承
さ
れ
な
い
ま
ま
、
イ
ギ
リ
ス
的
功
利
主
義
も
は
や
ば
や
と
幼
芽
の
う
ち
に

摘
み
取
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
っ
そ
う
基
底
的
に
は
、
す
で
に
右
に
示
唆
さ
れ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て

は
「
幸
福
の
原
理
」
も
「
完
全
性
の
原
理
」
も
、
と
も
に
「
意
志
の
対
象
」
す
な
わ
ち
「
目
的
」
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
意
味
で
「
意
志
の
他
律
」
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
。「
意
志
の
形
式Form

〔
形
相
〕
で
あ
る
法
則
か
ら
出

発
せ
ず
に
、
そ
の
実
質M

aterie

〔
質
料
〕
で
あ
る
目�

的�

か
ら
出
発
し
て
、
そ
こ
か
ら
義
務
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
も
ち

ろ
ん
、
徳
論
の
形�

而�

上�

学�

的�

基�

礎�

論�

な
ど
は
成
り
立
た
（
１２
）

な
い
。」
カ
ン
ト
は
、
意
志
の
「
自
律
」（
純
粋
理
性
の
命
じ
る
必
然
的
な
実

―２１７（８）―

質
料
倫
理
問
題
と
し
て
の
生
活
課
題



践
的
規
則
）
と
「
他
律
」（
経
験
界
に
お
け
る
偶
然
性
・
傾
向
性
の
表
象
と
し
て
の
「
目
的
」
や
「
内
容
」
へ
の
依
存
）
と
の
対
比

の
う
ち
に
、
後
者
の
立
場
を
総
称
し
て「
幸
福
主
義
」(E

udäm
onie

od.
E

udäm
onism

us)

と
呼
ん
で
そ
の
通
俗
性
を
き
わ
だ
た
せ
、

す
す
ん
で
は
、「
統
治
者
が
自
分
の
考
え
に
従
っ
て
国
民
を
幸
福
に
し
よ
う
と
す
る
」
よ
う
な
「
家�

父�

長�

的�

政�

府�

」
の
啓
蒙
絶
対
主

義
的
後
見
主
義
（「
国
民
に
対
す
る
親
切
の
原
理das

Prinzip
des

W
ohlw

ollens

」）
を
「
最
大
の
専�

（
１３
）

制�

」
と
痛
罵
す
る
さ
い
に
、

攻
撃
対
象
を
象
徴
す
る
キ
ー
概
念
と
し
て
「
幸
福
主
義
」（
あ
る
い
は
「
幸
福
の
原
理
」）
を
効
果
的
に
活
用
し
た
。
こ
う
し
て
カ
ン

ト
の
純
粋
理
性
理
念
は
、
人
間
の
自
立
を
抑
圧
す
る
啓
蒙
絶
対
主
義
の
後
見
性
を
克
服
す
る
た
め
に
、
ま
さ
に
「
実
践
性
」
を
み
ご

と
に
発
揮
し
、「
幸
福
」
は
諸
個
人
の
自
由
な
選
択
の
領
域
へ
と
解
放
さ
れ
る
。「
法
義
務
」
論
に
お
け
る
「
外
的
権
利
」
と
し
て
の

人
間
（
公
民
）
の
「
自
由
」
と
い
う
法
形
式
性
と
並
ん
で
、
各
個
人
の
自
由
な
内
的
義
務
す
な
わ
ち
「
道
徳
性
」
の
う
ち
に
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
「
自
律
」
し
た
近
代
人
が
表
現
さ
（
１４
）

れ
る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
法
思
想
史
上
で
は
、「
他
律
的
意
志
に
依
拠
し
た
啓
蒙
期

自
然
法
論
の
義
務
の
体
系
か
ら
、
自
律
的
意
志
に
依
拠
し
た
権
利
の
体
系
へ
の
（
１５
）

転
換
」
が
果
た
さ
れ
た
局
面
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
。二

し
か
し
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
「
幸
福
主
義
」
批
判
は
、「
幸
福
」
や
「
完
全
性
」
な
ど
、
通
俗
的
な
、
具
体
的
生
の
め
ざ

す
べ
き
「
目
的
」
の
い
っ
さ
い
を
、（「
そ
れ
自
身
が
目
的
自
体
と
し
て
実�

存�

す�

（
１６
）

る�

」
人
間
―
―
そ
の
理
性
的
本
性
―
―
と
対
比
し
つ

つ
、）
た
ん
に
経
験
界
か
ら
帰
納
さ
れ
た
「
意
志
の
実
質
」
と
し
て
、
道
徳
法
則
の
絶
対
的
必
然
性
の
世
界
か
ら
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に

排
除
し
た
か
ら
、
そ
の
結
果
、
そ
も
そ
も
本
来
「
相
対
的
」
な
目
的
や
価
値
な
ど
の
実
質＝

質
料
倫
理
的
な
問
題
を
実
践
哲
学
の
範

疇
で
論
じ
る
こ
と
自
体
に
深
い
疑
念
を
生
じ
さ
せ
、「
善
」
の
中
身
を
問
う
実
質
的＝

質
料
的
問
題
の
意
義
、
と
り
わ
け
「
善
き
生
」

の
あ
り
方
を
人
間
関
係
（
社
会
生
活
）
の
中
で
吟
味
す
る
こ
と
の
意
味
を
、
見
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
に
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思
わ
れ
る
。「
実
践
的
原
理
は
、
あ
ら
ゆ
る
主
観
的
目
的
か
ら
離
れ
て
い
る
と
き
、
形�

式�

的�

form
al

で
あ
る
。
反
対
に
、
実
践
的
原

理
が
主
観
的
目
的
に
、
し
た
が
っ
て
あ
る
動
機
に
、
も
と
づ
い
て
い
る
と
き
、
実�

質�

的�

m
aterial

で
あ
る
。
理
性
的
存
在
者
が
か
れ

の
行
為
の
結�

果�

と
し
て
思
い
の
ま
ま
に
立
て
る
目
的
（
す
な
わ
ち
実
質
的
目
的
）
は
、
す
べ
て
た
ん
に
相
対
的
で
（
１７
）

あ
る
。」
い
い
か

え
れ
ば
、
実
質
的＝

質
料
的
目
的
は
「
意
志
の
決
定
根
拠
」
を
な
す
「
意
志
の
中�

身�

M
aterie

」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
つ
ね
に
経

（
１８
）

験
的
」
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
質
料
的
な
実
践
的
原
理
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
総
じ
て
同
一
種
類
の
も
の
で
あ
り
、
自
愛Selbstliebe

も
し
く
は
自
分
自
身
の
幸
福
と
い
う
一
般
的
原
理
の
も
と
に
ま
と
め
ら
（
１９
）

れ
る
。」
―
―
こ
う
し
て
倫
理
学
（
人
倫
学
）
の
質
料
的
中

身
の
い
っ
さ
い
が
、
啓
蒙
の
「
幸
福
」
倫
理
に
重
ね
合
わ
さ
れ
、
経
験
界
に
根
ざ
す
そ
の
相
対
性
・
他
律
性
が
き
び
し
く
批
判
さ
れ

る
。「
す
べ
て
経
験
的
な
も
の
は
、
道
徳
の
原
理
の
付
加
物
で
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
原
理
と
し
て
の
用
を
な
さ
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、

道
徳
の
純
粋
性
そ
の
も
の
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有
害
で
あ
る
。
道
徳
に
お
い
て
、
無
条
件
的
に
善
い
意
志ein

schlechterdings
guter

W
ille

の
も
つ
、
本
来
の
か
つ
あ
ら
ゆ
る
価
格
を
こ
え
た
価
値
は
、
行
為
の
原
理
が
偶
然
的
な
諸
理
由
―
―
こ
れ
ら
の
み
を
経
験
は

与
え
う
る
―
―
の
す
べ
て
の
影
響
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
へ
の
無
頓
着
さ
、
あ
る
い
は
原

理
を
経
験
的
な
動
因
や
法
則
の
中
に
探
し
出
そ
う
と
す
る
卑
し
い
考
え
方
に
反
対
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
強
く
か
つ
し
ば
し
ば
警
告
を
発

し
て
も
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
（
２０
）

な
い
。」

こ
の
よ
う
な
倫
理
（
道
徳
）
の
質
料
的＝

内
容
的＝

経
験
的
な
問
題
次
元
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
徹
底
的
な
批
判
―
―
そ
し
て
、
そ

れ
に
代
え
て
「
無
条
件
的
に
善
い
意
志
」
の
価
値
の
無
条
件
的
宣
示
―
―
は
、「
意
志
の
自
律
」
と
い
う
純
粋
理
性
理
念
が
ち
ょ
う

ど
近
代
化
の
戸
口
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
で
（
特
殊
に
）
発
揮
し
え
た
、
個
人
主
義
的
・
自
由
主
義
的
社
会
観
の
形
成
に
向

け
た
圧
倒
的
な
作
用
力
の
ゆ
え
に
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
実
践
哲
学
の
目
的
論
的
（
内
容
的
）
発
想
と
、
一

―２１５（１０）―

質
料
倫
理
問
題
と
し
て
の
生
活
課
題



定
の
「
善
」
に
か
ん
す
る
共
通
理
解
を
前
提
と
し
た
政
治
的
諸
学
問
全
体
を
も
、
大
き
く
動
揺
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
か
ん
し
て
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
深
く
留
意
し
た
よ
う
に
、「
自
然
法
は
二
千

年
以
上
に
わ
た
っ
て
同
じ
名
称
を
も
ち
、
そ
こ
で
は
質
料
的
な
倫
理
的
問
題
と
法
的
問
題
と
が
統
一
あ
る
複
合
体
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
た
」
と
い
う
、
自
然
法
思
想
を
つ
ら
ぬ
く
基
礎
的
特
質
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
人
間
の
「
正
し
い
社
会
的
な
行
為
」
を
規

定
す
る
さ
い
に
は
、「
何�

が�

w
as

倫
理
的
に
（
ま
た
は
法
的
に
）
要
求
さ
れ
、
あ
る
い
は
許
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
「
倫
理
的
ま
た

は
法
的
行
為
の
内�

容�

Inhalt

（
目
標
）」
す
な
わ
ち
「
倫
理
お
よ
び
法
の
〈
質
料
的
〉
側
面
」
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、「
正
し
い
や
り

方
で
法
的
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
正
し
い
や
り
方
で
倫
理
的
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
、
原�

理�

的�

に�

異
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か

ら
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
内
容
」
を
問
う
「
質
料
的
」
側
面
を
、
倫
理
お
よ
び
法
の
「
客
体
的
側
面
」
と
み
な
す
な
ら
ば
、
そ
れ
に

対
し
て
、
そ
れ
ら
の
「
主�

体�

的�

側
面
」
は
、「
質
料
的
な
（
法
的
ま
た
は
倫
理
的
）
行
為
目
標
に
対
す
る
意
志
の
関
係
」、
す
な
わ
ち

「
倫
理
的
ま
た
は
法
的
行
為
は
こ
れ
ら
の
目
標
に
照
ら
し
て
ど�

の�

よ�

う�

な�

も
のw

ie
beschaffen

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
を

問
う
。
こ
の
「
主
体
的
側
面
」
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、「
そ
の
質
料
倫
理
的
（
法
的
）
に
正
し
い
目
標
は
ど
の
よ
う
な
心
情G

esin-

nung

で
達
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
（
道
徳
的
に
、
あ
る
い
は
合
法
的
に
）」
と
い
う
「
心
情
の
問
題
」
に
光
を
あ
て
れ
ば
、
倫

理
と
法
は
、「
道
徳
性M

oralität

」
と
「
合
法
性L

egalität
」
と
い
う
形
で
隔
絶
・
対
置
さ
れ
る
。
し
か
し
第
二
に
、「
そ
の
人
は
正

し
い
行
為
目
標
を
認
識
す
る
た
め
に
誠�

実�

に�

gew
issenhaft

努
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
良
心
の
問
題
」
は
、
倫
理
と
法
と
の

双
方
に
妥
当
す
る
か
ら
、
こ
の
点
で
は
「
責
任
の
有
無
の
問
題Schuldfrage

も
、
倫
理
と
法
の
ど
ち
ら
で
も
原
理
的
に
は
同
じ
だ

と
い
う
こ
と
に
（
２１
）

な
る
。」

こ
う
し
て
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
自
然
法
思
想
に
お
け
る
倫
理
と
法
と
の
一
体
的
認
識
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
伝
統
の
根
拠
を
、
な
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に
よ
り
も
ま
ず
「
正
し
い
社
会
的
な
行
為
の
質�

料�

倫�

理�

的�

問
題
」
―
―
「
そ
れ
は
倫
理
と
法
に
と
っ
て
の
ピ
ラ
ト
ゥ
ス
問
題Pilatus-

frage

、
す
な
わ
ち
、
何
が
善
で
あ
り
、
何
が
正
義
な
の
か
、
と
い
う
問
題
を
含
ん
で
い
る
」
―
―
に
対
す
る
強
固
な
関
心
の
持
続

に
見
い
だ
し
た
か
ら
、
そ
の
結
果
お
の
ず
か
ら
、
自
然
法
論
に
お
け
る
最
重
要
論
点
は
、「
客�

体�

的�

に�

は�

、
正
し
い
社
会
的
な
行
為

目
標
に
つ
い
て
の
質
料
倫
理
的
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
主�

体�

的�

に�

は�

、
正
し
い
目
標
の
認
識
可
能
性
と
い
う
良
心
の
問
題
で
（
２２
）

あ
る
」

と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
地
に
立
て
ば
、
カ
ン
ト
は
、
第
一
に
、
正
し
い
社
会
的
な
行
為
の
質
料
倫
理
的
諸
原
理
（
善
や
正
義
の
内
容
）
を
人

間
の
本
性
か
ら
導
き
出
そ
う
と
努
め
て
き
た
自
然
法
論
の
最
も
基
礎
的
な
観
点
を
、「
幸
福
主
義
」
と
と
も
に
批
判
し
葬
り
去
り
、

第
二
に
、
行
為
の
「
動
機
」
と
い
う
心
情
の
差
異
を
論
じ
て
、「
義
務
を
同
時
に
動
機
に
す
る
」
も
の
（「
倫�

理�

的�

ethisch

」）
と
、

「
義
務
の
観
念
そ
の
も
の
以
外
の
他
の
動
機
を
も
許
す
」
も
の
（「
法�

理�

的�

juridisch

」）
と
を
区
別
し
、「
道�

徳�

性�

」（
内
的
義
務
）

と
「
合�

法�

性�

」（
外
的
義
務
）
と
の
対
照
性
か
ら
徳
論
と
法
論
と
の
区
分
を
根
拠
づ
（
２３
）

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
法
に
お
け
る
倫
理

と
法
と
の
質
料
的
一
体
性
に
く
さ
び
を
打
ち
込
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
帰
結
は
、
自
然
法
論
を
連
綿
と

つ
ら
ぬ
い
て
き
た
「
客
観
的
な
質
料
倫
理
的
諸
問
題
」
か
ら
、「
主
観
的
な
道
徳
性
の
問
題
」
へ
、
と
い
う
「
近
代
倫
理
学
を
特
徴

づ
け
る
大
（
２４
）

転
換
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
冒
頭
で
、
カ
ン
ト
は
宣
言
し
て
い
る
。「
世
界
中

の
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
世
界
の
外
で
さ
え
も
、
無
制
限
に
善
い
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

善�

い�

意�

志�

ein
guter

W
ille

だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。〔
…
…
〕
善
い
意
志
は
、
そ
れ
が
ひ
き
お
こ
し
た
り

な
し
と
げ
た
り
す
る
も
の
に
よ
っ
て
善
い
の
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
な
ん
ら
か
の
目
的
を
達
成
す
る
の
に
役
立
つ

か
ら
善
い
の
で
も
な
い
。
善
い
意
志
は
、
た
だ
意
欲
す
る
だ
け
で
善
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
体
で
善
い
の
で
（
２５
）

あ
る
」、
と
。
し
か
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し
、
ハ
ン
ス
・
マ
イ
ア
ー
も
強
調
し
た
よ
う
に
、「
旧
い
政
治
学
と
倫
理
学
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
善
い
心
情
な
ど

で
は
な
く
―
―
そ
の
よ
う
な
も
の
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
テ
ロ
リ
ス
ト
で
さ
え
も
も
つ
こ
と
が
で
き
る
―
―
、

政
治
的
実
践
に
お
け
る
諸
善
の
実
現
で
あ
る
。
善
い
意
志
で
は
な
く
、
善
の
選
択
が
、
古
典
的
な
政
治
的
学
問
の
倫
理
的
原
理
な
の

で
（
２６
）

あ
る
。」
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
右
の
宣
言
に
よ
っ
て
、
い
ま
や
、
共
通
に
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
「
政
治
的
な
」
諸
善
は
見
捨
て

ら
れ
、
倫
理
（
学
）
は
ひ
た
す
ら
「
主
観
的
な
道
徳
性
の
問
題
」
と
し
て
「
善
い
意
志
」
の
確
信
を
求
め
て
各
人
の
胸
中
に
閉
じ
込

め
ら
れ
、
そ
う
し
て
質
料
的
現
実
世
界
か
ら
隔
絶
し
て
自
由
に
飛
翔
す
る
こ
と
に
な
る
。「
こ
の
よ
う
な
基
盤
の
上
に
は
、
政
治
的

学
問
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。」
な
ぜ
な
ら
、
旧
い
政
治
学
と
倫
理
学
の
特
質
は
、「
共
同
体
を
結
び
つ
け
て
い
る
客
観
的
な
諸
善

の
秩
序
の
承
認
」
で
あ
っ
た
の
だ
（
２７
）

か
ら
。

こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
倫
理
学
・
家
政
学
・
政
治
学
の
三
つ
組(T

rias)

が
四
百
年
間
に
わ
た
っ
て
〔
ド
イ
ツ
の
〕
大
学
教

育
の
確
固
た
る
構
成
要
素
を
な
し
て
」
き
た
の
ち
に
、「
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
の
変
わ
り
目
の
、
カ
ン
ト
が
手
が
け
た
哲
学

教
育
の
大
変
革
が
、
初
め
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
を
ド
イ
ツ
の
大
学
か
ら
最
終
的
に
排
除
（
２８
）

し
た
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
実

践
哲
学
講
座
の
名
称Professiones

E
thices

vel
Politices

に
表
現
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
政
治
学
と
倫
理
学
と
の
相
互
代
替
を
可

能
に
す
る
ほ
ど
の
一
体
性
に
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
が
「
と
ど
め
の
一
撃
」
を
加
え
た
。「
か
れ
に
よ
っ
て
幸
福
主
義
的
お
よ
び
功

利
主
義
的
と
し
て
非
難
さ
れ
た
旧
い
社
会
倫
理
と
と
も
に
、
政
治
学
も
ま
た
、
そ
の
学
問
的
正
当
性
と
、
道
徳
哲
学
の
諸
分
野
構
成

の
な
か
で
占
め
て
い
た
場
所
と
を
失
っ
た
。
こ
う
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
理
論
哲
学
の
諸
講
座
と
並
ん
で
独
立
し
て
存
在
し
て
い
た
旧

実
践
哲
学
の
諸
講
座
は
、
十
九
世
紀
の
あ
い
だ
に
死
滅
し
、
あ
る
い
は
改
変
さ
れ
た
。
旧
政
治
学
は
、
専
門
的
、
法
学
的
、
経
済
学

的
の
個
別
学
問
三
分
野
へ
と
細
分
化
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
は
、
政
治
哲
学
的
な
問
題
設
定
と
い
う
相
互
に
結
び
つ
け
る
中
心
が
欠
け
て
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い
た
の
で
（
２９
）

あ
る
。」

三

解
体
さ
れ
細
分
化
さ
れ
る
ま
で
の
伝
統
的
な
政
治
学
は
、
本
来
的
に
総
合
的
で
あ
り
、
全
般
的
・
包
括
的
で
あ
っ
た
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
の
行
為
い
っ
さ
い
の
「
目
的
」
は
「
善
」（
タ
ガ
ト
ン
）

で
あ
り
、
「
最
高
善
」（
ト
・
ア
リ
ス
ト
ン
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
「
政
治
の
究
極
目
的
」
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
は

「
他
の
も
ろ
も
ろ
の
学
問
を
役
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
何
を
な
し
何
を
な
さ
ざ
る
べ
き
か
を
立
法
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
の
目
的
は
他
の
も
ろ
も
ろ
の
学
問
の
目
的
を
包
括
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
っ
た
。「
い
か
な
る
知
識
も
選
択
も
、
こ
と
ご

と
く
な
ん
ら
か
の
善
を
欲
し
求
め
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て
政
治
の
希
求
す
る
目
標
だ
と
み
な
す
と
こ
ろ
の

〈
善
〉、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
達
成
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
善
の
う
ち
の
最
上
の
も
の
は
何
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。〔
…
…
〕
そ
れ
は
幸

福
（
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
こ
と
、
さ
ら
に
「
よ�

く�

生�

き�

て�

い�

る�

（
エ
ウ
・
ゼ
ー
ン
）
と
い
う
こ
と
、
よ�

く�

や�

っ�

て�

い�

る�

（
エ
ウ
・
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
）
と
い
う
こ
と
を
、
幸�

福�

に�

し�

て�

い�

る�

（
エ
ウ
ダ
イ
モ
ネ
イ
ン
）
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
に
解
す

る
点
」
に
お
い
て
、
人
々
は
一
致
し
て
（
３０
）

い
る
、
と
。
こ
の
よ
う
に
、
政
治
の
目
的
と
し
て
の
「
善
」
す
な
わ
ち
「
善
き
生
」
は
、「
幸

福
」
と
同
義
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
公
共
体
す
な
わ
ち
国
家
が
こ
の
よ
う
な
包
括
的
な
目
的
の
実
現
を
め
ざ
す
も
の
と
一
般
に

理
解
さ
れ
て
い
た
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
た
め
の
学
問
と
し
て
の
政
治
学
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
や
技
術
に
か
ん
す
る
広
大
な
知
識
を

前
提
と
し
、
本
来
的
に
百
科
全
書
的
で
あ
り
、
多
面
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
、
考
察
「
対
象
の
素
材
」
に
由
来
す
る
制
約
に

も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
十
分
注
意
を
払
っ
て
い
た
。「
政
治
学
の
考
察
の
対
象
で
あ
る
う
る
わ
し
い
こ
と
が
ら
と
か
正
し
い
こ
と

が
ら
と
か
は
多
く
の
差
異
と
変
動
を
含
ん
で
い
る
」
か
ら
、「
そ
の
こ
と
が
ら
の
性
質
の
ゆ
る
す
程
度
の
厳
密
さ
」
で
満
足
す
べ
き

で
あ
り
、
そ
れ
が
「
教
育
あ
る
も
の
に
は
ふ
さ
わ
し
い
」
態
度
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
、
政
治
の
探
求
に
お
い
て
は
、「
知
識
が
で
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は
な
く
、
実
践
が
目
的
」
で
あ
っ
た
の
で
（
３１
）

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ン
ニ
ス
も
強
調
し
た
よ
う
に
、
旧
政
治
学
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
考
察
方
法
の
「
包
括
性

U
niversalität

」
は
、「
善
き
生
」＝

「
幸
福
」
の
可
能
性
の
探
求
と
い
う
実
践
的
な
「
認
識
目
標
」
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
「
道
徳
哲
学
」（
実
践
哲
学
）
の
教
授
で
あ
り
、
倫
理
学
の
書
『
道
徳
感
情
論
』
の
改
定
作
業
と
並
行
し
て
『
国

富
論
』
を
広
義
の
「
法
学
」（
統
治
学
つ
ま
り
は
政
治
学
）
の
一
部
と
し
て
書
い
た
と
い
う
点
を
想
起
し
て
も
、「
十
八
世
紀
の
終
わ

り
ま
で
は
政
治
学
は
〔
倫
理
学
、
家
政
学
と
並
ぶ
、
実
践
哲
学
ま
た
は
道
徳
哲
学
の
三
分
野
の
一
つ
と
し
て
〕
諸
学
問
の
体
系
の
中

で
は
っ
き
り
し
た
特
定
の
場
所
を
占
め
て
（
３２
）

い
た
」
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
般
に
「
近
代
の
学
問
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
真
理
概

念
は
、
旧
い
学
問
に
と
っ
て
は
な
じ
み
の
な
い
排
他
性
を
も
っ
て
、
純
粋
に
理
論
的
な
認
識
に
即
応
す
る
も
の
で
あ
」
り
、「
実
践

的
な
関
心
の
中
に
、
近
代
の
学
問
は
そ
の
客
観
性
の
危
機
を
見
る
の
で
あ
る
。」「
政
治
的
生
活
に
か
ん
す
る
学
問
に
と
っ
て
ほ
ど
、

一
般
に
承
認
さ
れ
た
研
究
動
機
の
こ
う
し
た
制
限
が
致
命
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
学
問
は
ほ
か
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
明
ら
か
で
あ
る
。」
こ
う
し
て
い
ま
や
、
実
践
と
学
問
と
の
関
係
は
断
ち
切
ら
れ
、
実
践
哲
学
の
解
体
と
政
治
学
の
没
落
は
不

可
避
で
あ
っ
た
。「
も
し
学
問
が
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
、
自
分
を
と
り
ま
く
世
界
の
所
与
の
状
態
に
対
す
る
そ
の
人
の
本
来
の
立

場
を
破
壊
し
て
、
別
の
、
原
理
的
に
異
な
っ
た
、〈
科
学
的
〉
な
立
場
に
取
り
替
え
は
じ
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
学
問
と
し

て
の
政
治
学
は
不
可
能
で
あ
る
。」
い
い
か
え
れ
ば
、「
政
治
を
無
前
提
的
に
論
究
す
る
こ
と
は
不
可
能
」
で
あ
る
。
旧
い
実
践
哲
学

も
政
治
学
も
、「
人
々
の
実
践
に
ま
ず
も
っ
て
内
容
と
意
味
と
を
与
え
る
諸
善
を
引
き
合
い
に
出
し
た
。
内
容
上
の
修
正
が
あ
っ
た

に
せ
よ
、
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
た
概
念
、
こ
の
諸
善
の
総
体
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
十
九
世
紀
に
至
る
ま
で
存
在
し
た
概
念
は
、

幸
福
の
概
念
で
あ
っ
た
。
政
治
的
生
活
は
、
こ
の
善
へ
の
世
俗
的
参
与
に
貢
献
す
べ
き
も
の
と
さ
（
３３
）

れ
た
。」
だ
が
、「
近
代
」
化
は
、
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即
物
的
世
界
観
（
目
的
や
価
値
や
感
覚
を
も
た
な
い
ア
ト
ム
的
空
間
と
い
う
想
定
、
そ
の
局
在
化
と
分
析
と
い
う
自
然
科
学
主
義
的

（
３４
）

方
法
）
と
と
も
に
進
行
す
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
る
政
治
と
倫
理
と
の
切
断
（
支
配
の
目
的
論
か
ら
権
力
の
獲
得
・
保
全
論

へ
）
を
嚆
矢
と
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
機
械
論
的
感
覚
論
に
も
と
づ
く
「
科
学
的
方
法
」
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
ス
コ
ラ
哲
学

を
清
算
し
て
以
降
、
政
治
学
の
中
心
主
題
は
、
自
然
法
的
公
法
学
と
し
て
は
、
倫
理
学
か
ら
離
れ
て
合
理
主
義
的
な
国
家
制
度
形
成

論
と
な
る
。
そ
し
て
自
然
法
論
自
体
の
後
退
と
と
も
に
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ
っ
た
「
国
家
目
的
論
」
も
駆
逐
さ
れ
て
、
目
的
論
か

ら
価
値
中
立
的
な
因
果
論
へ
の
移
行
が
鮮
明
と
な
り
、「
公
共
善G

em
einw

ohl

」
の
概
念
が
死
語
化
し
て
ゆ
く
程
度
に
応
じ
て
政
治

学
も
そ
の
土
台
を
喪
失
す
る
。

こ
の
よ
う
な
「
善
」＝

「
幸
福
」
の
実
現
へ
の
参
与
と
い
う
「
実
践
」
に
こ
め
ら
れ
て
い
た
意
義
自
体
の
無
意
味
化
な
い
し
排
除
、

純
粋
に
理
論
的
な
認
識
へ
の
特
化
と
し
て
の
客
観
主
義＝

科
学
主
義
の
優
越
、
そ
う
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
の
政
治
的
学
問
の
傾
向

的
没
落
、
こ
の
「
近
代
」
を
特
徴
づ
け
る
、
原
理
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
規
模
で
の
学
問
史
的
変
容
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
留
意
さ

れ
る
べ
き
事
態
は
、「
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
の
ば
あ
い
ほ
ど
伝
統
の
断
絶
が
急
激
だ
っ
た
と
こ
ろ
は
ほ
か

に
存
在
し
な
い
」
と
言
わ
れ
る
点
で
あ
る
。「
カ
ン
ト
と
歴
史
〔
法
〕
学
派
は
、
旧
様
式
の
政
治
学
を
か
れ
ら
の
共
通
の
敵
と
す
る
。

幸
福
主
義
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
の
み
罵
言
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
発
展
を
、
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
、
ロ
ッ
ク
か
ら
ベ
ン

タ
ム
を
へ
て
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
に
至
る
経
過
と
比
べ
て
み
る
だ
け
で
よ
い
。
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
政
治
学

は
大
学
で
の
専
門
分
野
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
急
激
な
伝
統
の
断
絶
は
経
験
し
な
か
（
３５
）

っ
た
。」

た
し
か
に
イ
ギ
リ
ス
の
右
の
系
譜
は
、
個
人
と
社
会
全
体
の
幸
福
の
達
成
を
こ
そ
一
貫
し
た
枢
要
の
論
点
と
し
て
お
り
、
ロ
ッ
ク

の
所
有
権
に
も
と
づ
く
市
民
的
統
治
論
は
「
公
共
善
」（
幸
福
や
快
楽
の
配
分
）
の
原
理
を
含
ん
で
い
た
し
、
ベ
ン
タ
ム
は
自
然
法
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論
自
体
を
徹
底
批
判
し
つ
つ
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
指
標
と
し
て
「
道
徳
と
立
法
の
諸
原
理
」
の
確
立
と
実
際
の
立
法
改

革
と
を
め
ざ
し
、
ミ
ル
は
幸
福
を
善
と
み
な
す
道
徳
哲
学
者
と
し
て
生
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
功
利
主
義
的
系
譜
に
お
け

る
道
徳
哲
学
的
基
盤
の
存
続
に
対
し
て
、
ヘ
ン
ニ
ス
が
「
比
類
の
な
い
伝
統
（
３６
）

断
絶
」
と
表
現
し
た
ド
イ
ツ
的
特
殊
性
は
、
明
ら
か
に

カ
ン
ト
の
「
幸
福
主
義
」
批
判
の
甚
大
な
作
用
力
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
上
述
の
カ
ン
ト
に

よ
る
質
料
倫
理
的
な
自
然
法
の
伝
統
の
解
体
が
、
実
践
哲
学
お
よ
び
旧
政
治
学
か
ら
の
理
論
的
個
別
諸
学
問
の
自
立
化
・
専
門
化
へ

の
途
を
拓
く
と
と
も
に
、
そ
の
純
粋
理
論
的
細
分
化
の
一
環
と
し
て
、
法
学
か
ら
の
哲
学
的
・
倫
理
的
要
素
の
排
除
と
法
実
証
主
義

の
台
頭
へ
の
途
を
も
用
意
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
右
に
ヘ
ン
ニ
ス
が
、
旧
政
治
学
は
カ
ン
ト
と
歴
史
法
学
派
に
と
っ

て
「
共
通
の
敵
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
伝
統
的
自
然
法
の
本
質
を
な
す
質
料
倫
理
と
し
て
の
諸
善
の
秩
序
は
、
両
者

に
と
っ
て
は
克
服
す
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
、
カ
ン
ト
が
法
形
式
論
に
よ
っ
て
確
立
し
た
、「
自
律
的
意
思
を
構
成
原
理
と
す
る
権
利
の
体
系
」
の
「
革
命
的
意
義
」

を
早
く
か
ら
熟
知
し
て
い
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー(Friedrich

C
arl

von
Savigny,

1779-1861)

は
、
質
料
的
自
然
法
の
普
遍
妥
当
性
問
題

を
い
わ
ば
克
服
済
み
と
み
な
し
、
安
ん
じ
て
ロ
ー
マ
法
素
材
の
現
代
化
と
い
う
実
証
主
義
的
主
題
に
向
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

（
３７
）

る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
は
、
法
学Jurisprudenz

は
も
っ
ぱ
ら
私
法
と
刑
法
に
従
事
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
自
然
法
的
公
法
学

の
系
譜
に
あ
た
る
国
法
学
は
、
法
学
に
属
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
（
３８
）

た
し
、
そ
の
ご
一
八
六
〇
年
代
以
降
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法

学
の
視
野
か
ら
国
法
学
の
法
学
化
を
企
図
し
た
ゲ
ル
バ
ー(C

arl
Friedrich

W
ilhelm

von
G

erber,
1823-1891)

の
ば
あ
い
に
も
、

国
法
学
者
た
ち
が
飾
り
付
け
た
「
い
わ
ゆ
る
哲
学
的
序
論
」
や
「
哲
学
的
天
国
の
序
幕
」
を
国
法
学
か
ら
排
除
す
る
こ
と
、
国
法
学

の
「
体
系
的
原
理
」
に
の
み
従
い
、「
法
学
的
で
な
い
、
た
ん
に
倫
理
的
で
政
治
的
な
考
察
に
し
か
属
さ
な
い
よ
う
な
素
材
は
す
べ
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て
一
掃
（
３９
）

す
る
」
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
す
で
に
旧
世
代
に
属
し
た
モ
ー
ル
は
、
自
然
法
的
公
法
学
に

由
来
す
る
「
哲
学
的
国
法
学
」
の
、
実
定
法
の
基
盤
と
し
て
の
意
義
を
重
視
し
、
旧
政
治
学
か
ら
の
諸
学
の
分
離
・
自
立
化
（
４０
）

動
向
の

な
か
で
国
家
学
体
系
（
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
）
の
維
持
と
発
展
（
総
合
化
）
に
な
お
情
熱
を
傾
け
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

不
可
逆
的
な
法
実
証
主
義
化
の
進
行
の
な
か
で
次
第
に
孤
立
の
影
を
深
め
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
国

法
学
の
純
粋
法
学
化
に
よ
っ
て
国
法
学
（
憲
法
学
）
と
政
治
学
（
政
治
哲
学
）
と
が
分
断
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
英
米
に
お
け
る

両
者
の
相
対
的
一
体
性
と
好
対
照
を
な
し
つ
つ
、
問
題
は
現
代
ド
イ
ツ
に
ま
で
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
そ
の
深
刻
さ
の
一

端
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
の
で
（
４１
）

あ
る
。

四

し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
に
よ
る
「
幸
福
主
義
」
批
判
が
も
た
ら
し
た
特
殊
に
ド
イ
ツ
的
な
負
荷
は
、「
生
活
の
た
め
の
」
と

い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
実
践
哲
学
の
目
的
論
的
総
合
性
の
解
体
に
と
も
な
っ
て
、
カ
ン
ト
以
後
で
は
も
は
や
「
幸
福
」
や
「
福

祉
」、「
正
義
」
な
ど
、
総
じ
て
「
善
き
生
」
の
あ
り
方
を
中
核
と
し
た
善
悪
・
正
邪
を
め
ぐ
る
経
験
的
・
質
料
倫
理
的
な
諸
問
題
を
、

そ
の
規
範
的
人
間
関
係
の
総
体
に
お
い
て
、
お
よ
そ
学
問
と
し
て
論
議
す
る
こ
と
自
体
を
困
難
に
し
た
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
世
界
で
は
、「
共
同
体
を
結
び
つ
け
て
い
る
客
観
的
な
諸
善
の
秩
序
」
は
旧
い
社
会
倫
理
と
し
て

そ
の
意
義
を
否
定
さ
れ
、「
倫
理
」
は
、
人
々
の
生
活
世
界
に
お
け
る
共
同
性
や
社
会
的
実
体
性
を
事
実
上
喪
失
し
て
、（
主
観
的
な

意
志
の
「
格
率M

axim
en

」
と
客
観
的
な
道
徳
「
法
則G

esetze
」
と
の
（
４２
）

峻
別
に
も
か
か
わ
ら
ず
）「
善
い
意
志
」
と
い
う
各
人
の

心
情
と
し
て
の
「
道
徳
性
」
に
委
ね
ら
れ
た
か
ら
、「
倫
理
」
の
個
人
主
義
的
内
面
化
と
、
人
々
の
具
体
的
な
共
同
生
活
の
場
と
し
て

の
実
体
的
経
験
世
界
と
の
あ
い
だ
を
架
橋
す
る
経
路
が
明
示
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
両
者
の
断
絶
が
帰
結
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
あ
る
い
は
、

架
橋
の
経
路
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
の
論
旨
に
お
け
る
こ
の
前
者
（
道
徳
律
）
か
ら
後
者
（
実
体
的
な
外
界
）
へ
の
定
言
命
法
的
・
無
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条
件
的
な
直
結
と
い
う
方
法
を
批
判
し
た
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
な
ら
っ
て
い
え
ば
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
質
料
倫
理
的
諸
問
題
と
幸
福

主
義
と
の
災
い
に
満
ち
た
混
同
が
非
常
に
多
く
を
な
し
と
げ
た
た
め
に
、
カ
ン
ト
は
道
徳
性
の
質
料
倫
理
的
側
面
の
意
義
を
正
し
く

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
れ
は
、
主
観
的
に
道
徳
的
な
問
題
（
倫
理
的
行
為
の
〈
い
か
に
し
てW

ie

〉）
に
対
し
て
質

料
倫
理
的
問
題
（
倫
理
的
行
為
の
〈
何
がW

as

〉）
の
も
つ
独
立
し
た
重
要
性
を
見
誤
っ
て
い
る
。
か
れ
は
そ
れ
を
み
と
め
ず
に
、

〈
い
か
に
し
て
〉
か
ら
〈
何
が
〉
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
手
段
を
定
言
命
法
が
つ
く
り
出
す
。〔
す

な
わ
ち
カ
ン
ト
の
発
想
に
し
た
が
え
ば
、〕
普
遍
的
な
も
の
へ
と
（〈
法
則
〉
へ
と
）
矛
盾
な
く
高
め
ら
れ
る
と
い
う
特
殊
な
意
志
内

容
（
主
観
的
な
意
志
の
〈
格
率
〉）
の
も
つ
能
力
か
ら
、
い
つ
で
も
義
務
の
質
料
的
な
中
身
が
判
明
す
る
。
も
し
こ
の
方
法
が
実
際

に
目
標
に
到
達
す
れ
ば
、
自
然
法
が
何
千
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
苦
労
を
し
な
が
ら
空
し
く
探
し
求
め
て
き
た
賢
者
の
石
が
、
そ

れ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。（〈
善
を
お
こ
な
え
〉
と
い
う
よ
う
な
）
一
般
的
な
諸
原
理
か
ら
具
体
的
な
状
況
の
た
め
の

正
し
い
決
定
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
、
見
込
み
の
な
い
試
み
は
、
余
計
な
こ
と
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
倫
理
的
に
正
し
い
こ
と

が
ら
は
具
体
的
な
状
況
か
ら
直
接
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
自
問
す
る
だ
け
で
よ
い
。〈
自
分
の
格

率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
自
分
も
意
欲
で
き
る
か
。
そ
れ
で
、
も
し
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
格
率
は
捨
て
去
る
べ
き
な
の

で
あ
る
。〉
こ
の
コ
ン
パ
ス
を
手
に
持
っ
て
い
れ
ば
、
誰
で
も
皆
、
ど
ん
な
こ
と
が
お
こ
ろ
う
と
も
、
何
が
善
で
、
何
が
悪
か
、
何

が
義
務
に
か
な
い
、
何
が
義
務
に
反
す
る
か
を
、
非
常
に
よ
く
わ
か
り
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
４３
）

、
と
。」

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
原
理
的
に
は
、
義
務
の
質
料
的
中
身
を
、
意
志
の
格
率
か
ら
直
接
的
に
導
出
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
だ
と

想
定
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、「
倫
理
」
の
内
面
化
（
定
言
命
法
的
な
「
意
志
」
論
）
と
現
実
の
実
体
的
生
活
世

界
（
社
会
的
協
同
関
係
）
と
の
断
絶
が
、
た
と
え
ば
、「
自
殺
す
る
な
」
や
「
い
つ
わ
り
の
約
束
を
す
る
な
」
に
例
示
さ
れ
た
「
完
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全
義
務
」
論
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
。「
あ
る
人
は
困
窮
し
て
、
金
を
借
り
ず
に
お
れ
な
く
な
っ
て
い

る
。
か
れ
は
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
一
定
の
期
限
に
返
す
と
確
か
に
約
束
し
な
け
れ
ば

金
を
貸
し
て
も
ら
え
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
る
。
か
れ
は
そ
う
約
束
し
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
れ
は
な
お
、
そ

う
い
う
や
り
方
で
困
窮
を
き
り
ぬ
け
る
こ
と
が
、
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
義
務
に
反
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
自
問
す
る
だ
け
の
良

心
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
か
れ
は
結
局
そ
う
し
よ
う
と
決
心
し
た
と
せ
よ
。」
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
「
自
愛
の
原
理
い
い
か
え
れ

ば
自
利
の
原
理
」
と
呼
び
、「
そ
れ
は
正
し
い
か
」、
と
問
い
、
当
面
の
困
窮
の
ゆ
え
に
「
金
を
借
り
、
と
て
も
返
せ
な
い
こ
と
を
知

っ
て
い
て
も
返
す
と
約
束
し
よ
う
」
と
す
る
こ
の
人
物
の
「
格
率
が
、
普
遍
的
法
則
と
な
る
な
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
」、

と
問
い
直
す
。
カ
ン
ト
の
答
え
は
、
も
ち
ろ
ん
、
守
る
つ
も
り
の
な
い
約
束
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
「
法
則
の
普
遍
性
は
、

約
束
と
約
束
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
と
を
そ
れ
自
身
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
」
か
ら
、
不
可
で
（
４４
）

あ
る
、
と
。

こ
こ
に
カ
ン
ト
が
指
し
示
し
た
「
契
約
」
社
会
の
道
徳
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
た
し
か
に
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の

出
発
点
に
置
か
れ
た
「
困
窮
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
も
解
決
策
も
何
ら
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
現
に
生
活
必

需
品
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
金
を
借
り
て
し
の
ぐ
し
か
な
い
こ
の
困
窮
者
に
と
っ
て
、「
普
遍
的
法
則
」
と
し
て
と
る
べ
き
「
正

し
い
」倫
理
を
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
何
に
な
る
と
い
う
の
だ
ろ
（
４５
）

う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
世
界
に
お
い
て
も
、「
約
束
」

の
誠
実
な
履
行
は
当
然
要
請
さ
れ
た
は
ず
だ
が
、
同
時
に
そ
こ
で
は
、
人
々
は
家
（
オ
イ
コ
ス
）
や
村
落
や
国
家
（
ポ
リ
ス
）
と
い

っ
た
諸
共
同
体
（
コ
イ
ノ
ー
ニ
ア
）
の
中
で
「
フ
ィ
リ
アphilia
（
善
意＝

愛
）」
の
絆
と
い
う
相
互
性
の
も
と
に
結
び
合
わ
さ
れ

て
い
た
。
と
く
に
家
長
の
共
同
体
と
し
て
の
政
治
社
会
（
ポ
リ
ス
）
で
は
、
共
同
体
の
自
足
的
維
持
と
い
う
究
極
目
的
の
た
め
に
、

す
べ
て
の
家
長
た
ち
が
生
活
必
需
品
を
相
互
に
分
有
す
る
互
酬
行
為
（
ア
ン
テ
ィ
ペ
ポ
ン
ト
ス
）
が
制
度
化
さ
れ
て
お
り
、
家
長
は
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相
互
的
義
務
と
し
て
、
自
分
の
余
剰
を
、
不
足
し
て
い
る
他
の
家
長
に
不
足
分
だ
け
譲
渡
す
る
と
い
う
相
互
扶
助
の
も
と
で
、
親
切

を
返
す
こ
と
が
互
い
に
美
徳
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
（
４６
）

か
ら
、
カ
ン
ト
の
冷
厳
な
契
約
社
会＝

貨
幣
経
済
社
会
に

お
け
る
自
律
的
近
代
人
の
、
お
の
れ
の
「
理
性
」
と
「
良
心
」
の
み
を
頼
り
と
す
る
孤
立
し
た
姿
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
、「
取
財
術
」（
ク
レ
ー
マ
テ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
）
に
二
種
類
を
認
め
、
生
活
の
自
立
自
足
に
と
っ
て
足
ら
ぬ
も
の
を
充
た
す

だ
け
の
有
限
の
も
の
を
、
自
然
に
か
な
っ
た
も
の
、
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
家
政
術
の
一
部
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
対
し
て
、

無
限
の
富
を
求
め
る
交
換
的
な
も
の
を
「
商
人
術
」（
カ
ペ
ー
リ
ケ
ー
）
と
呼
ん
で
、
自
然
に
反
す
る
も
の
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
み
な
（
４７
）

し
た
。
そ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
体
的
・
実
践
哲
学
的
な
共
同
社
会
像
を
祖
型
と
す
る
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
質

料
倫
理
的
諸
善
の
秩
序
を
、
カ
ン
ト
は
、「
幸
福
主
義
」
と
と
も
に
洗
い
流
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
眼
前
の
「
商

人
」
的
「
契
約
」
社
会
を
す
で
に
所
与
の
も
の
と
し
つ
つ
（
さ
ら
に
は
、
た
し
か
に
人
間
の
権
利
主
体
化
と
権
利
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
区

分
と
を
つ
う
じ
て
私
法
理
論
を
近
代
化
し
つ
つ
）、「
困
窮
」
と
そ
れ
へ
の
人
間
共
同
体
と
し
て
の
対
処
の
仕
方
と
い
う
実
質
的
価
値

倫
理
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
理
的
に
語
る
す
べ
（
経
路
）
を
み
ず
か
ら
失
っ
た
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
に
厳
然
と
し
て

残
さ
れ
る
の
は
、
現
実
の
胃
の
腑
の
問
題
で
あ
り
、
人
々
の
要
望
の
何
を
正
当
な
も
の
と
判
断
す
る
の
か
と
い
う
社
会
倫
理
的
基
準

と
、
そ
れ
に
実
際
的
に
即
し
た
目
的
・
手
段
関
係
論
と
を
不
可
欠
と
す
る
、
望
ま
し
い
政
治
的
社
会
の
具
体
的
な
あ
り
方
の
問
題
、

す
な
わ
ち
生
活
課
題
と
共
同
性
を
め
ぐ
る
質
料
倫
理
的
諸
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
点
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
「
公
民
社
会societas

civilis

」
の
構
成
員

を
な
す
「
国
家
公
民
」
の
法
的
属
性
と
し
て
、「
法
律
的
自�

由�

」
と
「
公
民
的
平�

等�

」
だ
け
で
な
く
「
公
民
的
独�

立�

性�

」
を
挙
げ
、

こ
の
第
三
の
属
性
を
「
国
家
公
民
で
あ
る
資
格
」
と
し
て
の
「
投
票
の
能
力
」＝
「
投
票
権
」
に
結
び
つ
け
て
、「
能�

動�

的�

国
家
公
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民
と
受�

動�

的�

そ
れ
と
」
を
区
別
し
た
が
、
そ
の
区
別
の
指
標
は
、「
子
ど
も
で
も
女
性
で
も
な
い
こ
と
」
と
い
う
「
自�

然�

的�

資
格
」

に
加
え
て
、「
か
れ
が
か�

れ�

自�

身�

の�

支�

配�

者�

（
自
権
者sui

iuris)

で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
か
れ
に
生
活
の
糧
を
与
え
る

よ
う
な
何
ら
か
の
財�

産�

E
igentum

を
所
有
し
て
い
る
こ
と
」
に
求
め
ら
（
４８
）

れ
た
。
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
「
オ

イ
コ
ス
」
に
立
脚
し
た
家
父
（
自
由
人
と
し
て
の
市
民
）
の
共
同
体
と
い
う
伝
統
的
な
政
治
社
会
像
と
、
歴
史
実
在
的
な
「
所
有
」

秩
序
と
し
て
の
経
済
社
会
像
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
と
し
て
の
「
自
由
」
と
、
国
民
と
し
て
の
「
平
等
」
を
実
践
理

性
理
念
の
次
元
で
定
言
命
法
的
に
定
立
し
た
カ
ン
ト
は
、
公
民
と
し
て
の
「
独
立
性
」
を
論
じ
る
に
及
ん
で
、
そ
れ
を
公
民
の
「
資

格
」
と
み
な
し
た
瞬
間
に
、「
自
由
の
法
則
」
の
普
遍
性
か
ら
離
れ
て
経
験
的
世
界
に
踏
み
戻
り
、
定
言
命
法
の
必
然
性
を
喪
失
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
カ
ン
ト
は
「
財
産
」
の
所
有
者
と
「
労
役
者operarii

」
と
を
区
別
し
つ
つ
も
、
質
料
的
経
験
界
に
お
け

る
「
公
民
の
資
格
」
を
め
ぐ
っ
て
逡
巡
し
、「
自
分
自
身
の
支
配
者
で
あ
る
よ
う
な
人
の
身
分
を
要
求
し
う
る
た
め
に
は
何
が
必
要

で
あ
る
か
を
規
定
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
困
難
で
あ
る
こ
と
を
告
白
せ
ざ
る
を
え
（
４９
）

な
い
」、
と
率
直
に
書
き
記
す
こ
と
に
な
っ
た
の

だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
カ
ン
ト
の
困
却
が
示
唆
す
る
も
の
は
、
本
来
「
自
由
」
で
「
平
等
」
な
存
在
と
し
て
定
言
命
法
的
に
措
定
さ
れ
た
人
間
が
、

実
際
に
等
し
く
「
自
由
」
を
実
質
的
に
獲
得
し
う
る
か
否
か
は
、
質
料
的
経
験
界
の
こ
と
が
ら
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
い
ま
仮
に
、
実
質
的
な
「
自
由
」
と
は
、
た
ん
な
る
「
生
存
」
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
他
人
の
意
志
に
依
存
し
な
い
と
い

う
意
味
で
の
「
自
律
」
だ
け
で
も
な
く
、
人
間
存
在
の
「
自
権
者
」
性
の
表
れ
と
し
て
、
共
同
体
に
み
ず
か
ら
「
参
与
」
し
「
責
任
」

を
負
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
主
体
的
な
社
会
的
「
関
係
性
」
の
確
保
を
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
も

の
と
し
て
「
自
由
」
の
実
質
を
理
解
す
る
こ
と
の
前
提
に
は
、「
有
意
味
な
生
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
一
定
の
価
値
意
識
（
質
料
倫
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理
と
し
て
の
客
観
的
な
諸
善
の
秩
序
）
が
お
の
ず
か
ら
共
通
規
範
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
意
志
の
自
律
」
と
い
う
先
験
的
「
自
由
」
原
理
に
徹
し
、「
善
い
意
志
」
と
い
う
各
人
の
内
面
的
・
理
性
的
「
道
徳
性
」（
主
観
的

格
率
を
道
徳
法
則
へ
一
致
さ
せ
る
義
務
）
以
外
に
は
絶
対
的
根
拠
を
認
め
ぬ
道
徳
論
は
、「
自
由
」
の
実
質
や
「
善
」
の
中
身
を
問

う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、「
法
」
を
、
自
由
を
普
遍
的
に
実
現
す
る
た
め
の
「
外
的
形
式
」
と
と
ら
え
る
カ
ン
ト
の
法
形
式
論

が
、
本
来
的
に
「
法
」
の
具
体
的
中
身
を
語
り
え
な
い
（
そ
れ
を
任
務
と
し
え
（
５０
）

な
い
）
の
と
対
を
な
し
て
い
る
。「
自
由
」
や
「
善
」

の
中
身
を
語
る
こ
と
自
体
の
排
除
、
こ
れ
が
、「
質
料
倫
理
的
諸
問
題
と
幸
福
主
義
と
の
災
い
に
満
ち
た
混
同
」（
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
）

の
帰
結
で
あ
り
、「
意
志
の
自
律
」
原
理
に
徹
し
た
超
越
論
的
観
念
論
が
、
啓
蒙
絶
対
主
義
的
後
見
主
義
を
克
服
す
る
近
代
市
民
社

会
原
理
を
根
源
的＝

形
式
的
に
確
立
す
る
た
め
に
払
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
重
い
代
償
と
し
て
の
空
隙
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う

し
て
、
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
「
意
思
の
自
律
」
原
理
を
も
っ
て
意
図
し
た
権
利
主
体
（
目
的
自
体
）
と
し
て
の
人
間
規
定
と
い
う
近

代
的
根
本
命
題
の
確
保
と
引
き
替
え
に
、
政
治
的
学
問
と
そ
れ
を
支
え
る
旧
来
の
自
然
法
思
想
に
と
っ
て
の
存
立
基
盤
の
喪
失
を
意

味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

個
人
道
徳
か
ら
「
人
倫
」
へ

一

カ
ン
ト
が
先
験
的
な
「
自
由
の
法
則
」
の
見
地
か
ら
純
粋
理
念
的
・
形
式
論
的
に
確
立
し
た
私
的
自
治
の
原
理
は
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
と
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
解
体
、
ド
イ
ツ
諸
国
の
近
代
化
と
い
う
世
界
史
的
大
変
革
の
な
か
で
、
当
面
は
、
啓
蒙
絶
対
主
義
的

「
幸
福
」
原
理
を
否
認
す
る
自
由
主
義
的
政
治
理
論
と
し
て
革
新
的
な
役
割
を
担
っ
た
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
実
際
に
は
ド
イ
ツ
に
ま
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だ
存
在
し
な
か
っ
た
憲
法
典
の
代
わ
り
と
し
て
作
用
し
え
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
紀
転
換
期
に
は
、
新
た
な
「
法
哲
学
」
文
献
を

含
む
さ
ま
ざ
ま
な
「
自
然
法
」
文
献
が
大
量
に
生
み
出
さ
れ
て
活
況
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
カ
ン
ト
が
経
験
論
を

克
服
す
る
た
め
に
採
用
し
た
純
粋
理
念
的
形
式
論
は
、そ
の
自
由
主
義
的
な
意
図
と
と
も
に
、法
学
的
に
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
っ
て
、

自
由
意
思
の
主
体
と
し
て
の
抽
象
的
人
格
と
そ
の
意
思
表
示
（
法
律
行
為
）
と
に
基
礎
を
置
く
近
代
私
法
体
系
の
構
築
と
い
う
形
で

実
定
的
に
具
現
化
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
が
、「
法
」
を
、
万
人
の
自
由
意
思
を
普
遍
的
・
調
和
的
に
実
現
す
る
た
め
の
外
的
条
件
と
し

て
抽
象
的
・
形
式
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
体
的＝

身
分
制
的
既
存
秩
序
を
超
越
し
た
近
代
的
な
権
利
主
体
と
し
て
の
人

間
と
、
市
民
的
な
私
人
間
関
係
（
と
り
わ
け
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
法
論
に
お
け
る
「
物
権
」・「
対
人
権
」・「
物
権
的
対
人
権
」

と
い
う
私
法
の
三
区
分
）
と
を
構
想
し
え
た
よ
う
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
歴
史
的
方
法
と
体
系
的
方
法
の
結
合
か
ら
生
み
出
さ
れ
た

抽
象
的
な
法
律
行
為
論
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
右
の
私
法
三
区
分
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、「
公
民
の
資
格
」
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
逡
巡

を
も
こ
え
て
、
そ
れ
ま
で
の
質
料
倫
理
と
既
得
権
と
が
合
体
し
た
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
政
治
（
学
）
か
ら
解
放
さ
れ
た
純
粋
に
経
済

的
な
社
会
と
し
て
の
市
民
社
会
の
法
と
し
て
、
私
法
を
体
系
的
に
確
立
・
提
供
し
た
。
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
か
ら
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
へ
の

継
承
・
発
展
経
緯
は
、
オ
イ
コ
ス
や
諸
身
分
に
依
拠
し
た
伝
統
的
な
政
治
社
会
が
崩
壊
し
、
政
治
的
「
国
家
」
と
経
済
的
「
市
民
社

会
」
と
が
は
っ
き
り
分
離
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル(G

eorg
W

ilhelm
Friedrich

H
egel,

1770-1831)
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
分
離
状
況
を
鋭
く
批
判
的
に
と
ら
え
、

『
法
の
哲
学
の
綱
要
』（
一
八
二
一
年
）
に
お
い
て
、「
市
民
社
会
」
が
「
欲
求
の
体
系
」
と
し
て
ア
ト
ム
的
分
裂
と
「
偶
然
性
」
に

起
因
す
る
不
平
等
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
の
限
界
を
「
国
家
」
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
で
修
復
す
る
必
要
を
説
い
た
だ

け
で
な
く
、
職
業
団
体
（「
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
」）
を
中
核
と
す
る
同
輩
組
織
的
な
中
間
団
体
に
、
国
家
と
市
民
社
会
と
を
媒
介
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す
る
役
割
を
期
待
し
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
論
旨
の
前
提
を
な
し
た
法
認
識
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
晩
年
の
主
著
の
三
部
構

成
（「
抽
象
的
な
法
」・「
道
徳
」・「
人
倫
」）
の
う
ち
の
第
一
部
に
お
い
て
、「
人
格
性Persönlichkeit

」
に
よ
っ
て
抽
象
的
・
形
式

的
な
法
（
権
利
）
を
基
礎
づ
け
、「
人
格Person

」
の
存
立
根
拠
と
し
て
の
「
所
有
」
か
ら
「
契
約
」
や
「
不
法
」
を
展
望
し
て
、

市
民
社
会
の
私
法
体
系
の
形
式
的
特
質
を
描
き
出
し
た
。
さ
ら
に
第
三
部
「
人
倫
」
の
第
二
章
「
市
民
社
会
」
で
は
、「
法
律
と
し

て
の
法
」
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
実
定
法
の
本
質
が
規
定
さ
れ
る
。「
即�

自�

的�

に�

法
で
あ
る
も
の
が
そ
の
客
観
的
現
存

在
に
お
い
て
定�

立�

さ�

れ�

る�

と
、
す
な
わ
ち
思
想
に
よ
っ
て
意
識
に
対
し
て
規
定
さ
れ
、
法
で
あ
る
と
と
も
に
効
力
を
も
つ
も
の
と
し

て
周�

知�

さ�

れ�

る�

と
、
そ
れ
が
法�

律�

G
esetz

で
あ
る
。
そ
し
て
法
は
こ
う
し
た
規
定
に
よ
っ
て
実�

定�

法
一
般
な
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕

法
で
あ
る
も
の
は
、
法
律
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
た
ん
に
そ
の
普
遍
性
の
形�

式�

だ
け
で
な
く
そ
の
真
実
の
規
定
性
を

得（
５１
）

る
。」「
法�

律�

で
あ
る
も
の
だ
け
が
法�

と
し
て
拘
束
力
を
も
つ
。〔
…
…
〕
し
た
が
っ
て
実
定
法
に
お
い
て
は
、
法�

律�

に�

合�

致�

し�

て�

い�

る�

も
の
が
、
何
が
法�

で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
厳
密
に
言
え
ば
何
が
正�

し�

い�

か
に
つ
い
て
の
認
識
の
源
な
の
で
（
５２
）

あ
る
。」

こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
規
定
し
た
実
定
法
の
原
理
を
法
学
の
基
礎
に
据
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
確
立
し
た

歴
史
法
学
、
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
法
学
者
た
ち
に
よ
る
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
で
あ
っ
た
。
歴
史
意
識
の
覚
醒
は
、
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界

の
崩
壊
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
歴
史
的
方
法
に
し
た
が
え
ば
、
一
八
一
四
年
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
論
文
で
述
べ
ら
れ

た
よ
う
に
、
歴
史
的
に
み
る
と
「
市
民
法
は
、
言
語
や
習
俗
や
国
制
と
同
様
に
、
す
で
に
そ
の
民
族
に
固
有
の
特
定
の
性
格
を
も
っ
た

も
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
こ
れ
ら
の
諸
現
象
を
一
つ
の
全
体
と
し
て
結
合
す
る
も
の
は
、
民
族
の
共
通
の
確
信die

gem
einsam

e

U
eberzeugung

des
V

olkes

で
あ
り
、
内
的
な
要
求
に
も
と
づ
く
同
一
感
情
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
偶
然
的
・
恣
意
的
に
つ
く
ら
れ
る

理
念
の
す
べ
て
を
排
除
す
る
も
の
で
（
５３
）

あ
る
。」「
法
は
す
べ
て
、
必
ず
し
も
適
切
な
言
い
方
で
は
な
い
が
支
配
的
な
言
い
回
し
で
い
え
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ば
、
慣�

習�

法�

と
い
わ
れ
る
や
り
方
で
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
は
習
俗
と
民
族
信
仰
に
よ
っ
て
、
の
ち
に
は
法
律
学
に
よ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
お
よ
そ
何
で
あ
れ
暗
黙
の
う
ち
に
内
的
に
は
た
ら
い
て
い
る
諸
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
立
法
者
の

恣
意die

W
illkühr

eines
G

esetzgebers

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
で
は
（
５４
）

な
い
。」
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
て
ば
、
理
性
法
的
普
遍
原

理
に
よ
っ
て
実
定
法
の
根
拠
づ
け
と
法
典
化
と
を
め
ざ
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
流
の
自
然
法
論
も
、「
立
法
者
の
恣
意
」
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。
し
た
が
っ
て
歴
史
法
学
派
は
、
法
の
普
遍
妥
当
性
と
い
う
観
念
に
依
拠
す
る
伝
統
的
な
自
然
法
思
想
に
対
し
て
そ
の
役
割
の

終
了
を
告
げ
て
退
場
を
迫
り
、
抽
象
的
法
概
念
の
素
材
を
可
変
的
な
実
定
法
の
集
積
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
っ

た
か
ら
、
そ
の
諸
成
果
が
新
し
い
経
済
的
「
市
民
社
会
」
の
私
法
的
秩
序
に
即
応
し
て
こ
れ
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ぎ
り
、

そ
こ
で
は
自
然
法
の
退
場
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
右
に
描
き
出
し
た
実
定
法
主
義
と
し
て
の
法
実
証
主
義
の
興
隆
と
は
、
歴
史
的
必
然
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
は
、
実
定
法
の
特
質
を
把
握
し
つ
つ
、
そ
れ
を
市
民
社
会
の
現
実
を
反
映
し
た
形
式
性
に
お
い
て
と
ら

え
、
そ
の
実
在
性
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
な
お
「
自
然
法
」
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
。
右
の
『
法
の
哲
学
の
綱
要
』
が
「
自
然
法
と

国
家
学
の
概
説
」
と
い
う
副
題
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
点
を
示
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
然
法
（
学
）
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、

実
定
法
と
そ
の
学
問
、
実
定
法
学
（
あ
る
い
は
実
証
法
学
）
の
も
つ
限
界
へ
の
認
識
と
不
可
分
に
自
覚
さ
れ
た
、
そ
れ
を
克
服
す
る

も
の
と
し
て
の
自
然
法
へ
の
期
待
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
実
定
法
の
世
界
は
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、

若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
、「
市
民
法
の
原
理
」
と
「
取
得
と
占
有
の
体
系
」
と
に
も
と
づ
く
「
形
式
性
」
の
ゆ
え
に
無
限
に
「
増

殖
」
す
る
ア
ト
ム
的
・
無
機
的
世
界
と
し
て
把
握
さ
れ
た
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
的
意
図
は
、
道
徳
を
共
同
性
に
お
い
て
と
ら
え

た
「
人
倫
」
と
い
う
質
料
倫
理
を
、
あ
ら
た
め
て
独
自
に
自
然
法
（
学
）
の
主
題
に
据
え
直
す
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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そ
し
て
、
そ
う
し
た
意
図
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
実
定
法
ベ
ー
ス
の
近
代
的
私
法
原
理
の
創
出
と
浸
透
と
い
う
、
新
時
代
の
興

隆
し
つ
つ
あ
る
産
業
社
会
の
要
請
に
即
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
的
志
向
に
対
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
抵
抗
と
し
て
の
性
格
を
含
み
も
つ
で
あ

ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
右
に
引
用
し
た
『
法
の
哲
学
』
の
実
定
法
規
定
に
つ
づ
け
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
実
定

法
で
は
法
律
に
合
致
し
て
い
る
も
の
が
正
し
さ
の
判
定
根
拠
で
あ
る
と
い
う
、「
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
実
証
的
法
学die

positive

R
echtsw

issenschaft
は
、
権
威
を
原
理
と
す
る
歴
史
記
述
的
な
学
問
で
あ
る
。
歴
史
記
述
の
ほ
か
に
な
お
、
実
証
的
法
学
が
な
し

う
る
こ
と
と
い
え
ば
、
悟
性
が
お
こ
な
う
仕
事Sache

des
V

erstandes

で
あ
り
、
法
律
の
外
的
な
整
理
、
編
纂
、
整
合
性
、
い
っ

そ
う
進
ん
だ
適
用
な
ど
に
か
ん
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
悟
性
が
こ
と
が
ら
の
自
然
そ
の
も
のdie

N
atur

der
Sache

selbst

に
手

を
出
す
と
、
も
ろ
も
ろ
の
理
由
を
こ
じ
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
し
で
か
す
か
は
、
も
ろ
も
ろ
の
理
論
、
た
と
え
ば
刑
法
の
理
論

が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
―
―
実
証
的
学
問
に
と
っ
て
は
、
一
面
で
は
、
与
え
ら
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
法
規
定
の
歴
史
的
進
展

過
程
な
ら
び
に
そ
れ
ら
諸
規
定
の
適
用
の
さ
れ
方
や
細
分
化
の
さ
れ
方
を
、
実
証
的
資
料
か
ら
い
ち
い
ち
細
か
に
推
論
し
て
、
そ
れ

ら
諸
規
定
の
整
合
性
を
示
す
こ
と
が
、
権
利
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
必
然
的
な
義
務
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
他
面
で
は
、
こ
れ
ら
の
証

明
の
す
べ
て
に
照
ら
し
て
あ
る
法
規
定
が
い
っ
た
い
理�

性�

的�

で
あ
る
か
ど
う
か
と
問
わ
れ
る
ば
あ
い
、
実
証
的
学
問
と
し
て
は
、
こ

の
問
い
が
自
分
の
仕
事
に
と
っ
て
は
筋�

違�

い�

の�

問�

い�

で
あ
る
と
思
う
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
い
ぶ
か
し
く
思
っ
た
り

な
ど
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
（
５５
）

あ
る
。」
―
―
こ
こ
で
は
、「
悟
性
」
に
も
と
づ
い
て
実
定
法
に
お
け
る
論
理
整
合
性
を
課
題
と
す
る

「
実
証
的
学
問
」
と
、「
理
性
」
に
よ
っ
て
「
こ
と
が
ら
の
自
然
そ
の
も
の
」
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
う
一
つ
の
学
問
と
が
、
き
わ
め
て

批
判
的
に
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
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ひ
る
が
え
っ
て
、
本
書
の
緒
論
の
冒
頭
部
で
、「
哲�

学�

的�

法�

学�

die
philosophische

R
echtsw

issenschaft

が
対
象
と
す
る
の
は
、

法�

の�

理�

念�

で
あ
り
、〔
し
た
が
っ
て
〕
法
の
概
念
と
、
こ
れ
の
実
現
と
で
（
５６
）

あ
る
」、
と
宣
言
さ
れ
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

る
。「
自
然
法
な
い
し
哲
学
的
法
が
実
定
法
と
は
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
両
者
は
た
が
い
に
対
立
し
抗
争
し
あ
っ
て
い
る
と

い
う
ふ
う
に
変
え
て
し
ま
う
の
は
、
大
き
な
誤
解
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
後
者
に
対
し
て
む
し
ろ
、『
法
学
提
要Institutionen

』
が
『
法

学
大
全
集Pandekten

』
に
対
す
る
関
係
に
（
５７
）

あ
る
。」
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
自
然
法
と
は
「
哲
学
的
法
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
哲
学

的
法
学
」
は
法
の
理
念
と
概
念
、
し
た
が
っ
て
「
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
の
内
在
的
発
展
」
あ
る
い
は
法
の
「
概
念
の
必�

然�

性�

」
の
究

明
を
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
の
概
念
が
「
表
象
」
の
な
か
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
実
定
法
を
扱
う
「
実
証
的
法
学
」
と
は
、

お
の
ず
か
ら
任
務
領
域
を
異
に
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
法
は
、
一
つ
の
国
家
に
お
い
て
効
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
形�

式�

に
よ
っ
て
、
総
じ
て
実�

定�

的�

positiv

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
法
律
的
権
威
が
、
法
の
知
識
つ
ま
り
実�

証�

的�

なpositiv

法�

学�

に
と
っ
て
の
原
理
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
二
種
類
の
法
の
関
係
は
、「
哲
学
的
な
法
の
体
系
的
展
開
」
か
ら
「
一
つ
の

実
定
的
な
法
典
が
当
然
出
て
く
る
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
の
だ
と
も
指
摘
さ
（
５８
）

れ
る
。

こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
実
証
的
法
学
と
は
異
な
る
「
哲
学
的
法
学
」
の
存
立
を
想
定
し
、
こ
れ
を
自
然
法
（
学
）
と
呼
ん
だ
。

し
か
し
本
来
、
自
然
法
と
実
定
法
と
の
関
係
を
問
う
こ
と
は
、
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
の
学
問
的
出
立
時
点
か
ら
の
課
題
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
い
わ
ば
自
然
法
学
的
自
覚
の
形
成
は
、
カ
ン
ト
と
の
対
決
を
一
つ
の
重
要
な
契
機
と
し
て
い
た
と
い
う
点

に
、
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ば
あ
い
、
実
証
的
法
学
に
自
然
法
が
い
き
な
り
対
置
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
に

お
け
る
道
徳
の
内
面
化
の
う
ち
に
、
近
代
の
「
道
徳
学
」
に
固
有
の
主
観
的
孤
立
化
と
形
式
化
と
い
う
特
質
が
見
い
だ
さ
れ
、
こ
の

私
的
「
道
徳
学
」
に
対
し
て
、「
習
俗
」
と
し
て
の
共
同
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
人
倫
的
「
自
然
法
」
が
対
置
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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そ
の
結
果
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
質
料
倫
理
と
し
て
の
中
身
の
欠
落
と
い
う
、
カ
ン
ト
の
形
式
論
に
お
け
る
構
造
的
問
題
性
を
告

発
し
、
近
代
市
民
社
会
の
孤
独
で
ア
ト
ム
的
な
私
的
「
自
律
」
原
理
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
の
主
動
向
に
抗
し
つ
つ
、

個
的
自
由
と
共
同
性
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
、
あ
ら
た
め
て
「
哲
学
的
法
学
」
と
し
て
の
自
然
法
の
本
来
の
課
題
と
位
置
づ
け
た
開

拓
者
の
一
人
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
カ
ン
ト
を
の
り
こ
え
る
も
の
と
し
て
獲
得
さ
れ
、
自
然
法
（
学
）
の
核
心

に
託
さ
れ
た
も
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
質
料
倫
理
と
し
て
の
「
人
倫
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の

質
料
倫
理
の
見
地
か
ら
、
近
代
市
民
社
会
の
生
み
出
す
生
活
課
題
へ
の
認
識
と
、
そ
れ
に
照
応
し
た
、「
国
家
」
の
ポ
リ
ツ
ァ
イ
お

よ
び
「
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
」
の
役
割
規
定
と
を
展
開
し
え
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
近
代
社
会
原
理
へ
の
批
判
で
あ
る
と
同

時
に
、
上
述
の
「
カ
ン
ト
後
」
問
題
に
対
す
る
一�

つ�

の�

、
哲
学
的
な
解
答
を
意
味
し
え
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
こ

う
し
た
論
点
を
構
成
す
る
い
く
つ
か
の
基
礎
的
要
因
を
、
カ
ン
ト
へ
の
対
峙
の
仕
方
か
ら
、
し
た
が
っ
て
と
く
に
「
人
倫
」
論
の
発

酵＝

形
成
局
面
の
う
ち
に
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

ま
ず
、
先
述
の
『
法
の
哲
学
』
で
、
カ
ン
ト
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
空
虚
な
形
式
主
義
」
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。

「
意
志
の
純
粋
な
無
条
件
的
な
自
己
規
定
が
義
務
の
根
本
で
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ
る
の
は
、
非
常
に
本
質
的
な
こ
と
で
あ
り
、

実
際
ま
た
意
志
の
認
識
は
カ�

ン�

ト�

哲
学
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
確
固
た
る
根
拠
と
出
発
点
を
、
か
れ
の
無
限
な
自
律
の
思
想
を
と

お
し
て
獲
得
し
た
（
§
一
三
三
を
見
よ
）。
け
れ
ど
も
カ
ン
ト
は
、〔
客
観
的
な
〕
人
倫Sittlichkeit

の
概
念
へ
移
行
し
な
い
と
こ

ろ
の
、
た
ん
に
〔
主
観
的
な
〕
道
徳
的
なm

oralisch

立
場
を
固
持
す
る
の
で
、
そ
の
た
め
に
こ
の
獲
得
を
一
つ
の
空�

虚�

な�

形�

式�

主�

義�

ein
leerer

Form
alism

us

に
お
と
し
め
、
道
徳
の
学
を
義�

務�

の�

た�

め�

の�

義�

務�

に
つ
い
て
の
お
説
教
に
お
と
し
め
る
こ
と
も
ま
た
、

は
な
は
だ
し
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
ど
ん
な
内
在
的
な
義
務
論
も
不
可
能
で
あ
る
。〔
…
…
〕
義
務
を
、
あ
の
〔
カ
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ン
ト
の
〕
よ
う
に
矛�

盾�

の�

欠�

如�

、﹇
あ
る
い
は
﹈
お�

の�

れ�

自�

身�

と�

の�

形�

式�

的�

な�

一�

致�

と
し
て
規
定
す
る
の
は
、
抽�

象�

的�

無�

規�

定�

性�

の
確

立
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
そ
こ
か
ら
は
、
も
ろ
も
ろ
の
特
殊
的
な
義
務
の
規
定
へ
の
移
行
は
お
こ
な
わ
れ
え
な
い
。〔
…
…
〕

矛
盾
は
、
な
に
か
存
在
す
る
も
の
と
の
矛
盾
、
す
な
わ
ち
、
確
固
た
る
原
理
と
し
て
前
も
っ
て
根
底
に
あ
る
内
容Inhalt

と
の
矛
盾

と
し
て
の
み
生
じ
う
る
。〔
…
…
〕
だ
が
、
内
容
の
た
め
で
は
な
く
て
た
だ
義
務
そ
の
も
の
と
し
て
の
み
意
志
さ
れ
る
べ
き
義
務
、

つ
ま
り
形�

式�

的�

同�

一�

性�

は
、
ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
内
容
と
規
定
を
排
除
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
（
５９
）

な
い
。」

こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判
の
淵
源
を
求
め
れ
ば
、
そ
れ
は
一
八
〇
二
―
〇
三
年
の
い
わ
ゆ
る
『
自
然
法
』
論
文
に
遡

及
し
、
さ
ら
に
そ
の
始
原
が
遺
稿
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』（
一
七
九
八
―
一
八
〇
〇
年
）
に
あ
る
こ
と
は
、
ひ
ろ
く

知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ベ
ル
ン
時
代
に
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性

批
判
』
を
研
究
し
、
ま
た
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』（『
法
論
』
お
よ
び
『
徳
論
』
と
し
て
は
一
七
九
七
年
に
刊
行
）
に
つ
い
て
は
「
一

七
九
八
年
八
月
十
日
以
後
、
厳
密
な
研
究
を
お
こ
な
（
６０
）

っ
た
」
と
さ
れ
る
。
二
十
歳
代
末
に
書
か
れ
た
右
の
宗
教
論
的
遺
稿
が
ヘ
ー
ゲ

ル
の
精
神
史
上
と
く
に
刮
目
に
あ
た
い
す
る
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
に
対
す
る
イ
エ
ス
の
道
徳
の

意
味
を
、「
合
法
性
」
と
「
道
徳
性
」
と
を
区
別
す
る
カ
ン
ト
の
理
性
主
義
的
な
内
面
的
義
務
倫
理
に
重
ね
て
見
て
い
た
そ
れ
ま
で

の
自
分
の
立
場
を
脱
却
し
て
、
カ
ン
ト
の
「
道
徳
性
」
も
お
の
れ
に
対
す
る
「
義
務
命
令
」（「
当
為Sollen

」）
で
あ
る
い
じ
ょ
う

は
真
に
主
体
的
な
も
の
に
は
な
り
え
な
い
の
だ
と
認
識
す
る
に
至
り
、
イ
エ
ス
の
道
徳
を
、
お
よ
そ
「
義
務
観
念
」
の
消
失
し
た

「
愛
」、
す
な
わ
ち
「
一
な
る
存
在Sein

」
と
し
て
の
「
生L

eben
の
様
態
」
と
思
い
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
立
を
超
え
た
「
よ

り
高
次
の
も
の
」
へ
の
視
野
を
拓
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
し
た
が
え
ば
、
純
粋
に
客
体
的
な
「
市
民
的
命
令
」（「
市
民
法
」）
―
―
こ
れ
が
「
実
定
的
な
も
の
」
で
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あ
る
―
―
に
対
し
て
、「
道
徳
的
命
令
」（「
道
徳
法
」）
は
、「
他
者
の
力
か
ら
出
た
命
令
で
は
な
く
、
自
己
の
も
つ
概
念
か
ら
出
た

も
の
で
あ
り
、
義
務
に
対
す
る
尊
敬
に
よ
る
も
の
で
（
６１
）

あ
る
」
と
い
う
意
味
で
は
、
カ
ン
ト
に
な
ら
っ
て
主
体
的
な
も
の
だ
と
い
っ
て

よ
さ
そ
う
な
は
ず
な
の
（
６２
）

だ
が
、「
前
者
は
自
己
を
奴
隷
化
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
後
者
は
自
由
な
の
で
あ
る
」
と
は
い
え
ず
、

実
際
に
は
、「
前
者
は
主
人
を
自
己
の
外
に
も
っ
て
い
る
が
、
後
者
は
主
人
を
自
己
の
内
に
も
っ
て
お
り
、
同
時
に
自
己
自
身
の
奴

隷
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
区
別
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。「
市
民
的
命
令
」
だ
け
が
「
実
定
的positiv

」
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
も

ろ
も
ろ
の
衝
動
、
傾
向
性
、
感
性
な
ど
の
「
特
殊
的
な
も
の
に
と
っ
て
は
、
普
遍
的
な
も
の
は
、
必
然
的
か
つ
永
遠
に
異
他
的
な
も

のein
Frem

des

で
あ
り
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、「
普
遍
的
な
義
務
命
令
」
に
も
「
一
種
の
破
砕
し
え
な
い
実
定
性
が
残

る
こ
と
に
（
６３
）

な
る
。」「
イ
エ
ス
が
、〔
ユ
ダ
ヤ
的
な
〕
他
者
な
る
主
の
律
法
の
も
と
で
の
全
面
的
な
隷
属
と
い
う
も
の
に
対
置
し
た
も

の
は
、
自
己
の
法
則
の
も
と
で
の
部
分
的
な
隷
属
と
い
う
カ
ン
ト
的
な
徳
の
自
己
強
制
で
は
な
く
、
支
配
も
隷
従
も
な
い
諸
徳
、
す

な
わ
ち
愛
の
諸
様
態
で
あ
（
６４
）

っ
た
。」
―
―
い
ま
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
自
覚
さ
れ
た
課
題
は
、
イ
エ
ス
を
、
た
ん
な
る
「
合
法
性
」
に
主
体

的
な
「
道
徳
性
」
を
対
置
し
た
人
、「
道
徳
的
命
令
の
実
定
性
に
、
つ
ま
り
は
た
ん
な
る
合
法
性
に
反
対
し
た
」
人
と
と
ら
え
る
こ

と
で
は
な
く
、「
人
間
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
取
り
戻
そ
う
と
し
（
６５
）

た
人
」
と
と
ら
え
な
お
す
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
の
新
境
地
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス
の
「
山
上
の
垂
訓
」
で
説
か
れ
る
も
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
「
律
法
に
対
す
る
尊
敬
の
念
」〔＝

カ

ン
ト
の
「
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬
の
念
」〕
で
は
な
く
、「
律
法
に
対
す
る
服
従
よ
り
も
い
っ
そ
う
高
次
の
も
の
、
律
法
を
不
要
に

す
る
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
。「
何
も
の
に
も
ま
し
て
神
を
愛
し
、
君
の
隣
人
を
君
自
身
の
ご
と
く
愛
せ
」
と
い
う
イ
エ
ス
の
説
い

た
お
き
て
を
、「
カ
ン
ト
が
〈
愛
を
命
じ
る
法
則
に
対
す
る
尊
敬
を
要
求
す
る
一
つ
の
命
令
〉
と
解
し
た
の
は
、
非
常
な
誤
り
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
は
、
生
け
る
も
の
を
表
現
す
る
た
め
の
〔
…
…
〕
様
式
を
、
概
念
と
現
実
と
の
対
立
に
お
い
て
成
り
立
つ
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義
務
命
令
と
取
り
違
え
た
の
で
（
６６
）

あ
る
。」

た
し
か
に
カ
ン
ト
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、「
あ
る
こ
と
を
進
ん
で
な
す
べ
き
だ
と
い
う
命
令
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
」

と
言
明
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、「
神
の
命
令
を
進�

ん�

で�

な
す
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
義
務
に
か
な
っ
た
行
為
に
お
い
て
こ
の
志

操G
esinnung

を
も�

つ�

こ
と
を
命
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
こ
の
志
操
を
も
つ
よ
う
に
努�

め�

る�

こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

け
で
（
６７
）

あ
る
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
い
う
の
も
、「
義�

務�

に�

か�

な�

っ�

て�

行
為
し
た
と
い
う
意
識
と
、
義�

務�

か�

ら�

し�

て�

、
す
な
わ

ち
法
則
に
対
す
る
尊
敬
か
ら
し
て
行
為
し
た
と
い
う
意
識
の
違
い
」
は
決
定
的
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
前
者
（
合
法
性
）
は
、
た
と

え
も
っ
ぱ
ら
傾
向
性
が
意
志
の
決
定
根
拠
で
あ
っ
た
と
し
て
も
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
後
者
（
道�

徳�

性�

）、
す
な
わ
ち
道
徳
的
価

値
は
、
ひ
た
す
ら
行
為
が
義
務
か
ら
し
て
な
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
も
っ
ぱ
ら
法
則
の
た
め
に
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
置
か
れ
な
け

れ
ば
な
ら
（
６８
）

な
い
」
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
「
合
法
性
」
と
「
道
徳
性
」
と
の
区
別
に
も
と
づ
い
て
、
イ
エ
ス
の

説
く
愛
の
「
お
き
て
が
可
能
で
あ
る
こ
と
」
を
論
じ
、「
こ
の
お
き
て
は
、
こ
れ
ま
た
や
は
り
命
令
と
し
て
、
愛
を
命
じ
る
法
則
に

対
す
る
尊
敬
を
要
求
す
る
」
と
述
べ
て
（
６９
）

い
た
。
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
イ
エ
ス
の
道
徳
を
カ
ン
ト
は
「
か
れ
の
い
う
義
務
命
令
へ
と

還
元
（
７０
）

し
た
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
解
釈
で
あ
っ
た
。
い
ま
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
の
思
想
は
、「
通
常
の
徳
の
評
価
か
ら
離

脱
し
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
正
義
と
光
明
と
を
、
異
な
っ
た
生
の
領
域
〔
…
…
〕
を
告
知
す
る
叫
び
」
で
あ
り
、「
律
法
を
廃
す
る
」

こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
し
い
「
義
」
に
よ
る
「
律
法
の
成
就
〔
欠
陥
の
充
足
〕erfüllen

」
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、「
律
法
は
法
と
し
て
の
形
式
を
失
」
い
、「
カ
ン
ト
的
な
徳
の
ば
あ
い
」
と
は
異
な
っ
て
、「
主
体
と
客
体
と
の
総
合
」
が
果

た
さ
れ
て
「
両
者
は
そ
の
対
立
を
失
う
」
の
で
あ
る
。
こ
の
新
次
元
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
一
な
る
存
在
」、「
生
」、「
愛
」、
そ
し
て
、
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カ
ン
ト
的
な
命
令
を
超
え
る
「（
愛
の
一
様
態
で
あ
る
）〈
和
解V

ersöhnlichkeit

〉
と
い
う
い
っ
そ
う
高
次
の
精
神
」
と
（
７１
）

呼
ぶ
。
愛

と
い
う
「
一
な
る
生
け
る
精
神
」
の
も
と
で
は
、
諸
徳
の
対
立
と
序
列
も
消
失
し
、「
愛
」
に
よ
る
「
徳
と
の
和
解
」
が
果
た
さ
（
７２
）

れ
る
。

こ
う
し
て
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ユ
ダ
ヤ
的
律
法
世
界
に
イ
エ
ス
が
登
場
し
た
意
味
を
問
う
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
的
歴
史
研

究
を
と
お
し
て
、
カ
ン
ト
が
「
合
法
性
」
に
対
置
し
た
「
道
徳
性
」
も
、
義
務
命
令
と
し
て
は
主
体
と
客
体
の
対
立
（「
徳
の
自
己

強
制
」）
を
な
お
含
ん
で
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
そ
れ
を
「
よ
り
高
次
」
の
「
生
」
や
「
愛
」
で
克
服
し
よ
う
と
す
る
見
地
を
獲
得

し
た
足
跡
を
、
右
の
遺
稿
に
の
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
カ
ン
ト
的
道
徳
性
批
判
の
基
礎
フ
レ
イ
ム
を
、
ま
も
な
く

宗
教
論
か
ら
社
会
哲
学
と
し
て
の
法
哲
学
へ
と
移
行
・
発
展
さ
せ
た
も
の
が
『
自
然
法
』
論
文
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

三

こ
の
論
文
は
、
一
八
〇
一
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
イ
ェ
ー
ナ
に
移
り
、
大
学
で
の
私
講
師
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
た

ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
共
同
で
編
集
し
た
『
哲
学
批
判
雑
誌
』
上
に
翌
〇
二
―
〇
三
年
に
公
表
し
た
論
文
『
自
然
法
の
学
問

的
取
り
扱
い
方
、
実
践
哲
学
に
お
け
る
自
然
法
の
位
置
、
お
よ
び
実
証
的
な
諸
法
学
に
対
す
る
自
然
法
の
関
係
に
つ
い
て
』
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
、
経
験
論
的
自
然
法
論
す
な
わ
ち
ホ
ッ
ブ
ズ
的
な
「
自
然
状
態
」
論
お
よ
び
社
会
契
約
説
が
、
ア
ト
ム
的

「
混
沌
」、
そ
れ
を
脱
す
る
た
め
の
一
者
（
国
家
）
の
多
者
に
対
す
る
外
的
支
配
と
し
て
批
判
さ
れ
、
つ
い
で
、
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ

の
純
粋
理
念
的
悟
性
哲
学
が
、
無
内
容
な
形
式
主
義
と
し
て
批
判
さ
れ
、
最
後
に
、
経
験
論
と
形
式
論
の
両
者
を
の
り
こ
え
る
も
の

と
し
て
、
個
別
的
実
在
性
と
普
遍
的
理
念
性
と
の
総
合
た
る
「
絶
対
的
人
倫
」
の
立
場
が
明
示
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
『
自
然
法
』

論
文
の
意
義
は
、そ
う
し
た
弁
証
法
的
論
旨
に
尽
き
る
わ
け
で
は
も
と
よ
り
な
く
、そ
れ
を
さ
さ
え
る
重
要
な
基
礎
的
視
点
と
し
て
、

と
り
わ
け
本
稿
の
主
題
と
の
関
連
で
、
少
な
く
と
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
側
面
が
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。（
一
）
そ
こ

で
の
カ
ン
ト
批
判
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
愛
」
の
道
徳
で
は
も
は
や
な
く
、「
絶
対
的
人
倫
」
と
い
う
哲
学
的
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「
全
体
性
」
で
あ
り
、「
自
然
法
」
は
「
絶
対
的
人
倫
」
の
学
、
し
か
も
「
人
倫
的
自
然die

sittliche
N

atur

が
い
か
に
し
て
真
の
法

に
到
達
す
る
か
を
構
成
す
る
（
７３
）

べ
き
」
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
法
の
究
極
的
根
拠
を
「
人
倫
」
で
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
「
哲
学

的
法
学
」
の
見
地
が
示
さ
れ
、「
自
然
法
」
と
い
う
伝
統
的
名
辞
を
用
い
つ
つ
、「
法
哲
学R

echtsphilosophie

」
と
い
う
十
九
世
紀

的
な
新
た
な
学
理
へ
の
視
野
が
す
で
に
そ
こ
に
予
感
さ
れ
る
こ
と
、（
二
）
そ
の
さ
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
い
わ
ゆ
る
政
治
経
済
学

politische
Ö

konom
ie

の
体
系
」
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
近
代
市
民
社
会＝

「
ブ
ル
ジ
ョ
アbourgeois

」
社
会
の
私
的
で
相
互

依
存
的
な
特
質
へ
の
理
解
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
克
服
す
べ
き
「
実
在
性
」
の
近
代
世
界
に
具
体
的
で
歴
史
的
な
像
を
与
え
て
い

る
こ
と
、（
三
）
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
さ
ら
に
は
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
（
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
『
オ
レ
ス
テ
イ
ア
』
の
第
三

部
「
エ
ウ
メ
ニ
デ
ス
」
な
ど
）
の
引
証
が
示
す
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
め
ざ
す
べ
き
「
絶
対
的
人
倫
」
の
祖
型
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
的
な
「
ポ
リ
ス
」
世
界
を
も
ち
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
「
絶
対
的
人
倫
」
の
喪
失
（
ギ
リ
シ
ア
的
身
分
秩
序
の
崩
壊
）
↓
そ
の
回

復
へ
、
と
い
う
文
脈
で
世
界
史
を
と
ら
え
る
壮
大
な
歴
史
意
識
を
、
歴
史
哲
学
の
た
め
の
基
礎
と
し
て
披
瀝
し
て
い
る
こ
と
。

右
の
第
一
点
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
批
判
は
、
上
述
の
よ
う
な
義
務
命
令
（
徳
の
自
己
強
制
）
の
問
題
次
元
を
こ

え
て
、
そ
の
実
践
理
性
論
を
つ
ら
ぬ
く
定
言
命
法
に
お
け
る
「
道
徳
的
形
式
（
７４
）

主
義
」
の
無
内
容
さ
と
い
う
深
部
に
到
達
す
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
に
し
た
が
え
ば
、「
カ
ン
ト
は
、
実
践
理
性
か
ら
は
法
則
の
す
べ
て
の
素
材Stoff

が
離
脱
す
る
と
い
う
こ
と
、
実
践
理
性
は

恣
意
の
格�

率�

の�

適�

格�

性�

の�

形�

式�

以
上
の
何
も
の
を
も
至
上
の
法
則
に
な
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
非
常
に
よ
く
認
識
し
て
い
る
」。

「
恣
意
の
格
率
は
あ
る
内
容
を
も
ち
、
あ
る
規
定
を
自
己
の
う
ち
に
含
む
。
こ
れ
に
対
し
て
、
純
粋
意
志
は
諸
規
定
か
ら
自
由
で
あ

る
。
実
践
理
性
の
絶
対
的
法
則
は
、
あ
の
規
定
を
純
粋
な
統
一
の
形
式
へ
高
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
形
式
の
う
ち
へ
採
り
あ
げ

ら
れ
た
こ
の
規
定
の
表
現
が
法
則
で
（
７５
）

あ
る
。」
カ
ン
ト
は
、「
認
識
の
す
べ
て
の
内
容
が
捨
象
さ
れ
、
そ
し
て
真
理
は
ま
さ
に
こ
の
内
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容
に
か
ん
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
認
識
の
こ
の
内
容
の
真
理
の
一
徴
標
を
問
い
求
め
る
こ
と
は
、
徴
標
は
同
時
に
諸
認
識
の
内
容

に
か
か
わ
る
べ
き
で
な
い
の
で
、
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
り
つ
じ
つ
ま
が
あ
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
」
し
な
が
ら
、「
か
れ
は

ま
さ
に
そ
れ
と
と
も
に
、
実
践
理
性
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
義
務
お
よ
び
権
利
の
原
理
に
つ
い
て
の
判
断
を
宣
し
て
い
る
。
と
い
う

の
も
、
実
践
理
性
は
意
志
の
す
べ
て
の
質
料M

aterie

の
絶
対
的
捨
象
で
あ
り
、
あ
る
内
容
を
つ
う
じ
て
恣
意
の
他
律
が
定
立
さ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
。
さ
て
し
か
し
、
そ
も
そ
も
権
利
お
よ
び
義
務
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
関
心
事
な
の
で

あ
っ
て
、
道
徳
法
則
の
内
容
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
内
容
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
純
粋
意
志
と
純

粋
実
践
理
性
と
の
本
質
は
、
す
べ
て
の
内
容
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
立
法
を
―
―
こ
れ
は
あ
る
内

容
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
―
―
、
こ
の
絶
対
的
実
践
理
性
に
求
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
矛
盾
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
実
践
理
性
の
本
質
は
、
何
ら
の
内
容
を
も
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
だ
（
７６
）

か
ら
。」

「
し
た
が
っ
て
、
こ
の
形
式
主
義
が
一
つ
の
法
則
を
言
明
で
き
る
た
め
に
は
、
法
則
の
内
容
を
な
す
何
ら
か
の
質
料
、
あ
る
規
定

が
定
立
さ
れ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
規
定
に
付
け
加
わ
っ
て
く
る
形
式
が
統
一
あ
る
い
は
普
遍
性
な
の
で
あ
る
。」

し
か
し
、
た
と
え
ば
「
所
有
一
般
の
規
定
が
定
立
さ
れ
て
い
る
と
、
所
有
は
所
有
で
あ
っ
て
そ
の
他
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
同

義
反
復
的
立
言
が
そ
こ
か
ら
つ
く
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
同
義
反
復
的
生
産
が
、
所
有
は
、
所
有
が
あ
る
と
き
は
、
所
有
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
の
実
践
理
性
の
立
法
な
の
で
あ
る
。」
同
様
に
、「
非
所
有
は
非
所
有
で
あ
る
〔
…
…
〕、
と
。
し
か
し
、
所

有
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
関
心
事
で
あ
り
、
肝
心
な
こ
と
は
、
純
粋
理
性
の
こ
の
実
践

的
立
法
の
能
力
の
外
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
対
立
し
て
い
る
諸
規
定
の
う
ち
の
ど
れ
が
定
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
を
決
裁

す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
す
で
に
前
も
っ
て
起
こ
っ
て
い
て
、
対
立
し
て
い
る
諸
規
定
の
う
ち
の
一
つ
が
あ
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ら
か
じ
め
定
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
純
粋
理
性
は
要
求
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
と
き
初
め
て
こ
の
理
性
は
み
ず
か

ら
の
、い
ま
や
余
計
な
も
の
で
あ
る
立
法
を
、
完
遂
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
（
７７
）

あ
る
。」
の
ち
の
『
法
の
哲
学
』（
ガ
ン
ス
に
よ
る
追

加
）
で
は
、
カ
ン
ト
の
こ
う
し
た
無
内
容
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
は
、「
こ
の
立
場
に
は
す
べ
て
の
分
節
組
織G

liederung

が
欠
け
て
い

る
と
い
う
（
７８
）

欠
陥
」
と
表
現
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
が
い
っ
さ
い
の
内
容
や
質
料
を
含
ま
な
い
形
式
的
普
遍
性
の
ゆ
え
に
、
肝
心
の

人
間
の
共
同
生
活
に
か
か
わ
る
社
会
的
事
象
内
容
に
つ
い
て
語
り
判
断
す
る
す
べ
を
何
ら
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
を
批
判
し
た
の

で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
同
義
反
復
的
形
式
論
は
、
た
ん
に
「
何
か
余
計
な
も
の
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
は
「
不
道
徳

U
nsittlichkeit

の
原
理
」
と
も
な
り
う
る
こ
と
へ
の
鋭
利
で
周
到
な
現
実
批
判
的
目
配
り
も
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
絶
対
的
形

式
と
制
約
さ
れ
た
実
質
と
の
混
淆
に
よ
っ
て
、
内
容
の
も
つ
非
実
在
的
な
も
の
・
制
約
さ
れ
た
も
の
に
、
思
い
が
け
な
く
形
式
の
絶

対
性
が
押
し
込
ま
れ
」、
形
式
の
代
わ
り
に
実
質
（
た
と
え
ば
所
有
）
の
絶
対
性
が
「
押
し
込
ま
れ
る
。
そ
し
て
た
だ
ち
に
あ
ら
ゆ

る
規
定
は
義
務
に
さ
れ
う
る
。〔
…
…
〕
そ
し
て
こ
の
道
徳
的
形
式
主
義
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
徒
の
道
徳
術die

m
oralische

K
unst

der
Jesuiten

お
よ
び
幸
福
説
の
諸
原
理die

Prinzipien
der

G
lückselichkeitslehre

―
―
そ
れ
ら
は
皆
同
じ
も
の
に
帰
す
る
―
―

を
こ
え
な
い
の
で
（
７９
）

あ
る
」、
と
。
特
定
の
権
威
主
義
的
な
実
質
が
、
こ
う
し
て
形
式
の
絶
対
性
の
衣
を
借
り
て
人
々
に
道
徳
や
義
務

を
命
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
文
脈
で
は
「
幸
福
」
が
、
カ
ン
ト
流
に
、
克
服
す
べ
き
対
象
（
ヴ
ォ
ル
フ
的
義
務
論
）
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
る
点
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

「
幸
福
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
哲
学
史
講
義
』
に
お
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ス
ト
ア
派
の
人
生
目
標
と
し
て
言
及
さ
れ
て

い
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
幸
福
論
は
、『
法
の
哲
学
』
で
は
第
二
部
「
道
徳
」
の
な
か
で
、「
意
図A

bsicht

」
論
と
し
て
扱
わ
れ
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て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
「
主
体
的
自
由
」
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
方
と
し
て
、「
主
体
が
行
為
の
う
ち
に
自
分
の
満�

足�

を

見
い
だ
す
と
い
う
、
主�

体�

の�

権�

利�

」
が
認
定
さ
れ
、
幸
福
も
そ
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
行
為
は
、
主
観
的
な
価�

値�

、
私
に

と
っ
て
の
利�

益�

を
も
つ
」
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
目
的
」
や
「
内
容
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
、
も
ろ
も
ろ
の
特
殊
的
な
規
定
に
お

け
る
福�

祉�

W
ohl

あ
る
い
は
幸�

福�

G
lückseligkeit

で
あ
り
、
一
般
的
に
は
、
総
じ
て
有
限
性
の
も
つ
諸
目
的
で
（
８０
）

あ
る
。」
こ
う
し
た

目
的
充
足
行
為
の
意
義
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
自�

然�

的�

・
主�

観�

的�

な�

現�

存�

在�

」
と
し
て
は
っ
き
り
肯
定
す
る
。
ガ
ン
ス
に
よ
る
追
加
に

し
た
が
え
ば
、「
人
間
が
一
つ
の
生
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
偶
然
的
で
は
な
く
、
理
性
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ

の
か
ぎ
り
で
は
、
人
間
は
自
分
の
も
ろ
も
ろ
の
必
要
を
自
分
の
目
的
に
す
る
権
利
が
あ
る
。
だ
れ
か
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち

に
は
、
品
位
を
下
げ
る
よ
う
な
も
の
は
な
に
ひ
と
つ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
が
そ
の
な
か
で
実
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
一

つ
の
も
っ
と
高
い
精
神
性
が
、
か
れ
に
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。〔
た
し
か
に
、
幸
福
の
も
ろ
も
ろ
の
規
定
と
い
う
〕
眼
前

に
見
い
だ
さ
れ
た
も
の
を
、
自
分
自
身
の
な
か
か
ら
創
造
さ
れ
た
も
の
へ
高
め
る
こ
と
だ
け
が
、
善
と
い
う
も
っ
と
高
い
圏
を
与
え

る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
区
別
は
、
そ
れ
ら
両
側
面
が
相
容
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
少
し
も
含
ん
で
い
（
８１
）

な
い
。」

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
批
判
す
べ
き
問
題
は
、
自
分
の
「
主
観
的
な
満
足
」
を
行
為
の
目
的
に
含
む
と
い
う
近
代
的
自
由

が
、
道
徳
を
形
式
化
す
る
と
同
時
に
、「
良
心
」
の
神
聖
性
を
つ
う
じ
て
主
観
性
の
絶
対
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
自
分
の

満
足
を
求
め
る
「
主
体
の
特
殊
性
の
権
利
」、
あ
る
い
は
「
主�

体�

的�

自�

由�

の
権
利das

R
echt

der
subjektiven

Freiheit

、
こ
れ
が
古�

代�

と
近�

代�

と
の
区
別
に
お
け
る
転
回
点
か
つ
中
心
点
を
（
８２
）

な
す
。」
し
か
し
こ
の
権
利
の
「
抽
象
的
」
認
定
は
、
そ
の
対
極
に
あ
る
義

務
論
と
し
て
、「
道
徳
は
た
だ
自
分
の
満
足
に
対
す
る
敵
対
的
な
闘
争
と
し
て
の
み
永
続
す
る
の
だ
と
考
え
る
道
徳
観
」
を
生
み
出

し
、
そ
こ
か
ら
、
不
正
な
行
為
に
つ
い
て
も
「
道�

徳�

的�

な�

意�

図�

」
つ
ま
り
「
善
い
心ein

gutes
H

erz

」
と
い
う
内
的
「
心
情das
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G
em

üt

」
に
価
値
を
置
こ
う
と
す
る
主
観
論
が
増
大
（
８３
）

す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
客
観
的
「
人
倫
」
の
立
場
―
―
す
な
わ
ち
、
抽
象
的

な
法
と
主
観
的
な
道
徳
と
を
総
合
し
て
、「
人
倫
と
は
、
生
き
て
い
る
善
と
し
て
の
自�

由�

の�

理�

念�

で
（
８４
）

あ
る
」
と
み
る
立
場
―
―
か
ら

す
れ
ば
、「
善
は
実�

現�

さ�

れ�

た�

自�

由�

で
あ
り
、
世�

界�

の�

絶�

対�

的�

な�

究�

極�

目�

的�

で
（
８５
）

あ
る
」
と
規
定
さ
れ
、
こ
れ
に
照
応
し
て
、「
真
実
の

良
心
は
、
即�

自�

か�

つ�

対�

自�

的�

に�

善
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
意
志
す
る
心
術G

esinnung

で
（
８６
）

あ
る
」
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
的
な
主

観
的
「
道
徳
の
形
式
的
立
場
」
で
は
、
良
心
は
「
客
観
的
な
内
容
を
欠
い
て
い
る
」
か
ら
、
形
式
的
な
「
自
己
確
信
」
で
あ
る
に
す

ぎ
な
い
。
も
と
も
と
「
良�

心�

と
い
う
言
葉
は
、
主
観
的
な
自
己
意
識
の
絶
対
的
な
権
利
づ
けB

erechtigung

を
あ
ら
わ
す
」
も
の

だ
が
、「
は
た
し
て
あ
る
特�

定�

の�

個�

人�

の
良
心
が
善�

で�

あ�

る�

と�

思�

い�

、
な
い
し
は
そ
う
で
あ
る
と
称
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
現
実

的
に
も
善
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
は
、
も
っ
ぱ
ら
た
だ
、
こ
の
善
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
の
内�

容�

か
ら
の
み
認
識
さ
れ
る
」

は
ず
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
主
観
的
道
徳
論
で
は
、
意
志
す
る
主
観
性
は
「
真
実
の
内
容
か
ら
切
断
」
さ
れ
、
良
心
は
「
一
つ
の

聖
な
る
も
の
と
主
張
さ
れ
、
か
つ
承
認
さ
れ
る
」
（
８７
）

の
だ
、
と
。
―
―
こ
う
し
て
、「
主
体
的
自
由
の
権
利
」
と
い
う
近
代
性
が
、「
良

心
」
と
い
う
衣
を
つ
け
て
主
観
的
恣
意
に
転
化
す
る
。
こ
こ
で
は
、
先
述
の
ハ
ン
ス
・
マ
イ
ア
ー
の
、「
善
い
意
志
で
は
な
く
、
善

の
選
択
が
、
古
典
的
な
政
治
的
学
問
の
倫
理
的
原
理
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
当
然
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
意
味

で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
晩
年
の
主
著
に
お
い
て
も
「
人
倫
」
と
い
う
客
観
的＝

現
実
的
な
「
善
」
の
自
覚
を
と
お
し
て
古
典
的
世

界
と
な
お
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
に
立
ち
帰
れ
ば
、
内
容
を
も
た
な
い
道
徳
法
則
と
い
う
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
矛
盾
」
態
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
形
式
的
統
一
」
と
呼
び
、
こ
れ
に
「
直
観
の
統
一
」
を
対
置
す
る
。「
内
容
の
な
い
思
考
は
空
虚
で
あ
り
、
概
念
の
な
い
直
観
は
盲

目
で
あ
る
。〔
…
…
〕
悟
性
は
何
も
直
観
で
き
な
い
し
、
感
官
は
何
も
思
惟
で
き
な
い
。
た
だ
、
両
者
が
合
一
さ
れ
る
こ
と
か
ら
の
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み
、
認
識
が
生
じ
う
る
の
で
（
８８
）

あ
る
」
と
述
べ
て
、
感
性
と
悟
性
、
直
観
と
概
念
の
、
相
補
的
合
一
（
綜
合
）
を
主
張
し
た
の
は
カ
ン

ト
（『
純
粋
理
性
批
判
』）
で
あ
っ
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
自
然
法
』
論
文
の
前
に
同
じ
雑
誌
に
公
表
し
た
論
文
『
信
仰
と
知
』（
一

八
〇
二
年
）
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
こ
の
立
言
を
と
ら
え
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
た
。「
カ
ン
ト
哲
学
は
、〔
…
…
〕
意
識

に
お
け
る
両
者
〔
直
観
と
概
念
〕
の
有
限
的
同
一
性
―
―
そ
れ
は
経
験
と
呼
ば
れ
る
―
―
が
理
性
的
認
識
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を

証
示
す
る
か
ぎ
り
で
、
観
念
論
で
あ
る
と
い
う
功
績
を
有
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
哲
学
は
こ
の
有
限
的
認
識
を
唯
一
可
能

な
認
識
で
あ
る
と
説
明
し
、
そ
し
て
ま
さ
に
あ
の
否
定
的
な
純
粋
に
観
念
的
な
側
面
を
、
あ
る
い
は
再
び
ま
さ
に
あ
の
空
虚
な
概
念

を
、
絶
対
的
な
理
論
理
性
お
よ
び
絶
対
的
な
実
践
理
性
と
し
て
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
・
積
極
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
絶
対
的
有
限
性
と
絶
対
的
主
観
性
の
う
ち
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
哲
学
の
全
課
題
と
全
内
容
は
、
絶
対

者
を
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
こ
の
主
観
性
を
認
識
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
認
識
能
力
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
の
で
（
８９
）

あ
る
」、

と
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
カ
ン
ト
の
無
内
容
な
形
式
論
は
、「
空
虚
な
概
念
」
を
絶
対
化
す
る
有
限
的
な
主
観
性
認
識
で
あ
る
に

す
ぎ
な
い
。
カ
ン
ト
の
普
遍
性
あ
る
い
は
統
一
は
、
無
規
定
・
無
判
断
で
あ
り
、「
完
全
に
ま
っ
た
く
経
験
的
多
様
性
へ
関
係
を
も

（
９０
）

つ
」
か
ら
、「
ち
ょ
う
ど
ロ
ッ
ク
の
目
的
の
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
有
限
的
な
悟
性
の
観
察
に
、
自
己
を
限
定
し
て
し
ま
っ
て
（
９１
）

い
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

カ
ン
ト
の
「
形
式
的
統
一
」・「
空
虚
な
概
念
」
は
た
ん
な
る
抽
象
と
し
て
の
理
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
主
観
的
「
道
徳
性
」
と
客
観

的
「
合
法
性
」
と
の
分
裂
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
、「
直
観
の
統
一
」
で
あ
る
。「
直
観
の
統
一
は
、
一
全

体
を
つ
く
り
な
す
諸
規
定
の
無
差
別
で
あ
り
、
隔
別
さ
れ
対
立
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
諸
規
定
を
固
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、

そ
れ
ら
を
総
括
し
客
観
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。〔
…
…
〕
直
観
と
現
在
と
の
こ
の
力
に
こ
そ
、
人
倫
一
般
の
力
が
存
す
る
〔
（
９２
）

…
…
〕。」
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こ
の
「
直
観
の
統
一
」
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
求
め
る
「
自
然
法
」
の
課
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
自
然
法
は
、
人
倫
的
な
も
の
、

す
べ
て
の
人
間
的
事
物
を
動
か
す
も
の
に
直
接
的
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
然
法
の
学
問
が
あ
る
存
在
を
も
つ
か
ぎ
り
、

自
然
法
は
必
然
性
に
属
し
、
人
倫
的
な
も
の
の
経
験
的
形
態
―
―
そ
れ
も
同
様
に
必
然
性
の
う
ち
に
あ
る
―
―
と
一
つ
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
学
問
と
し
て
は
こ
の
形
態
を
普
遍
性
の
形
式
に
お
い
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
（
９３
）

な
い
」、
と
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト

の
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
け
る
「
自
然
法
」
は
、「
ア
・
プ
リ
オ
ー
リ
な
純
粋
原
理
に
も
と
づ
く
」
法
、「
ア
・
プ
リ
オ
ー
リ
に

万
人
各
自
の
理
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
う
る
よ
う
な
法
」
で
あ
り
、「
立
法
者
の
意
志
か
ら
生
じ
る
実�

定�

（
制
定
）
法
」
と
対
比
さ

れ
つ
つ
、
経
験
界
の
内
容
か
ら
は
自
立
し
た
理
性
法
と
し
て
、
理
性
に
よ
る
先
験
的
「
認
識
」
の
方
法
を
あ
ら
わ
す
言
葉
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
（
９４
）

か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
人
倫
」
の
よ
う
な
経
験
的
実
質
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
信
仰
と
知
』
に
お
い

て
力
説
さ
れ
た
よ
う
に
、
主
客
統
一
と
し
て
の
「
絶
対
者
」
の
認
識
を
「
理
性
的
」
認
識
と
と
ら
え
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
か
ら
見
れ

ば
、
カ
ン
ト
の
理
性
法
は
、
経
験
的＝
有
限
的
世
界
に
無
限
な
概
念
を
対
立
さ
せ
、
認
識
能
力
と
理
性
と
を
こ
の
対
立
の
領
域
に
限

定
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
経
験
に
規
定
さ
れ
た
「
悟
性
」
認
識
に
と
ど
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
カ
ン
ト

（
お
よ
び
ヤ
コ
ー
ビ
、
フ
ィ
ヒ
テ
）
の
哲
学
は
、「
幸
福
主
義
そ
の
も
の
と
は
正
反
対
の
位
置
に
立
ち
な
が
ら
、
幸
福
主
義
か
ら
少
し

も
抜
け
出
て
い
な
い
」
の
で
あ
り
、「
ロ
ッ
ク
主
義
と
幸
福
説
と
」
が
生
み
出
し
た
「
経
験
的
心
理
学
」
を
「
完
成
さ
せ
観
念
化
し

た
」
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
（
９５
）

あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
「
直
観
の
統
一
」、「
人
倫
的
な
も
の
の
経
験
的
形
態
」
を
も
一
体
的
に
包
含
し
た
自
然
法
の
必
然
性
の

理
性
的
認
識
と
い
う
見
地
に
立
て
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
的
「
自�

然�

状�

態�

」
は
経
験
知
の
寄
せ
集
め
（「
混�

沌�

」）
が
生
み
出
し
た
た
ん
な
る

「
空
想
」・「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
国
家
へ
の
移
行
と
い
う
到
達
目
標
を
前
提
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
恣
意
的
な
「
仮
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説
」
で
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
来
「
多
様
な
存
在
こ
そ
が
経
験
知E

m
pirie

の
原
理
で
あ
」
り
、
経
験
主
義
に
は
「
偶
然
的
な

も
の
と
必
然
的
な
も
の
と
の
境
界
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
か
ん
す
る
い
っ
さ
い
の
基
準
が
欠
落
し
て
い
る
」
の
だ
か

ら
、「
人�

間�

の�

自�

然�

お�

よ�

び�

規�

定�

」
と
さ
れ
る
も
の
も
、「
経
験
的
心
理
学
」
の
枚
挙
す
る
も
の
を
「
可
能
性
と
抽
象
の
形
式
」
で
あ

ら
わ
し
た
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
あ
の
〔
人
間
の
自
然
（
お
よ
び
国
家
へ
の
移
行
）
と
い
う
〕
ア
・
プ
リ
オ

ー
リ
な
も
の
を
裁
定
す
る
原
理
は
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
ー
リ
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
表
象
す
る
の
は
「
単
純

な
多
様
態
、
つ
ま
り
最
小
の
属
性
し
か
も
た
な
い
諸
原
子
」
と
、
こ
の
「
数
多
性
」
に
外
的
に
対
立
す
る
「
一
者
」
に
よ
る
統
一
（「
支

配
と
服
従
」）
に
ほ
か
な
ら
（
９６
）

な
い
。
こ
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
的
自
然
法
論
は
「
経
験
的
心
理
学
」
の
も
つ
方
法
論
的
限
界
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
批
判
哲
学
も
、
右
の
よ
う
に
原
理
的
に
は
同
一
の
「
悟
性
」
認
識
範
疇
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
の
ち
の
『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
、
国
家
形
成
論
と
し
て
の
社
会
契
約
論
へ
の
全
面
（
９７
）

批
判
は
、
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
「
自
然
的
状
態
」
か
ら
「
法
的
状
態
」（「
公
民
的
状
態
」）
へ
の
移
行
を
定
言
命
法
的

な
実
践
理
性
の
「
要
請
」
と
し
て
措
定
し
、
そ
こ
に
万
人
の
「
外
的
権
利
」
の
相
互
的
保
証
の
た
め
の
必
然
性
を
見
た
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
こ
で
は
、
公
的
強
制
法
の
も
と
に
入
る
た
め
の
「
根
源
的
契
約
」
は
、
国
民
自
身
の
主
体
的
行
為
で
あ
る
こ
と
、「
た
だ
普

遍
的
に
結
合
し
た
国
民
意
志
だ
け
が
立
法
を
な
し
う
る
」
こ
と
、「
あ
る
普
遍
的
な
統�

治�

権�

者�

」
は
、「
自
由
の
法
則
に
従
っ
て
考
え

れ
ば
、
結
合
し
た
国
民
そ
の
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
え
（
９８
）

な
い
」
こ
と
が
宣
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
国
民
主
権
の
理
念
と
、
こ

れ
と
不
可
分
の
「
国
民
の
代
表
制
」（「
純
粋
共
和
制
」）
の
理
念
と
が
示
し
え
た
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
規
範
性
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近

代
自
然
法
論
の
国
制
論
的
到
達
点
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
理
性
的
」
認
識
は
、
国
民
を

均
質
な
個
人
の
集
合
体
と
し
て
で
は
な
く
、
「
ま
さ
に
君
主
と
必
然
的
か
つ
直
接
的
に
関
連
し
て
い
る
、
全
体
の
分�

節�

的�

構�

成�

―１８４（４１）―

質
料
倫
理
問
題
と
し
て
の
生
活
課
題



G
egliederung

des

（
９９
）

G
anzen

」
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
み
な
す
「
現
実
性
」
を
示
し
、「
君
主
主
権
に
対
立
さ
せ
ら
れ
た

国
民
主
権
」
を
否
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
点
は
、
後
述
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
論
に
お
け
る
「
市
民
社
会
」
認
識
に
か
か
わ
る
問
題
と

し
て
、
と
く
に
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
こ
う
し
た
認
識
論
的
基
礎
の
う
え
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
自
然
法
』
論
文
で
、
自
然
法
学
と
道
徳
学(M

oral)

と
を
明
確
に

区
別
し
て
、
両
者
の
関
係
を
問
題
に
し
た
の
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
道
徳
の
内
面
化
（
心
情
倫
理
化
す
な
わ
ち
主
観
性
認
識
）
―
―

そ
し
て
そ
れ
と
対
を
な
す
法
の
形
式
化
、
し
た
が
っ
て
道
徳
と
法
の
二
元
的
対
置
―
―
と
い
う
立
場
を
批
判
し
て
、「
絶
対
的
人
倫
」

と
い
う
総
合
的
な
新
た
な
内
容＝

質
料
を
「
自
然
法
」
と
し
て
提
起
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て

は
、
自
然
法
学
は
「
現�

実�

的�

な�

絶�

対�

的�

人�

倫�

」
の
学
で
あ
り
、
道
徳
学
は
「
個�

人�

の�

人�

倫�

」
の
学
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
道
徳
学

に
は
即
自
的
に
否
定
的
な
も
の
の
領
域
だ
け
が
帰
属
す
る
が
、
自
然
法
学
に
は
真
に
肯
定
的
な
も
の
が
帰
属
す
る
」、
と
述
べ
た
の

は
、
カ
ン
ト
的
・
近
代
的
道
徳
学
の
ア
ト
ム
的
個
人
化
（
内
面
化
）
を
見
据
え
、
そ
れ
を
「
絶
対
的
人
倫
」
と
い
う
全
体
性＝

客
観

的
共
同
性
で
の
り
こ
え
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。「
現
実
的
な
絶
対
的
人
倫
」
は
「
純
粋
な
個
別
性
を
〔
…
…
〕
自
己
の
う
ち
に

合
一
し
て
い
る
も
の
と
し
て
概
念
す
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
倫
は
直
接
に
個
別
者
の
人
倫
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
個
別
者
の
人
倫
の

本
質
は
、
端
的
に
、
現
実
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
普
遍
的
な
絶
対
的
人
倫
で
あ
る
。
個
別
者
の
人
倫
は
体
系
全
体
の
一
鼓
動
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
自
身
、
体
系
全
体
で
あ
る
。」し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
個
別
と
全
体
と
の
現
実
的
合
一
性
と
い
う
見
地
に
立
て
ば
、

「
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
、
あ
る
い
は
習�

俗�

Sitten

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
的
人
倫
の
自
然
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
」
か
ら
、

本
来
「
人
倫Sittlichkeit

を
言
い
表
す
ギ
リ
シ
ア
語
と
ド
イ
ツ
語
と
は
、
人
倫
の
こ
の
自
然
を
み
ご
と
に
表
現
し
て
い
る
」
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
人
倫
の
最
近
の
諸
体
系
は
、
個
的
存
在Fürsichsein

と
個
別
性
と
を
原
理
に
す
る
か
ら
、
こ
れ
ら
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の
言
葉
が
関
係
を
も
つ
こ
と
を
と
が
め
ざ
る
を
え
ず
、
そ
し
て
こ
の
内
的
示
唆
は
非
常
に
強
力
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か

ら
、
あ
の
諸
体
系
は
、
自�

分�

た�

ち�

の�

こ
と
が
ら
を
言
い
表
す
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
み
だ
り
に
使
う
わ
け
に
い
か
ず
、
道
徳

性M
oralität

と
い
う
言
葉
を
採
用
（
１００
）

し
た
。」
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
習
俗
」
を
語
源
と
す
る
「
人
倫
」
に
普
遍
的
共
同
性
を
見

い
だ
し
、
そ
う
い
う
「
総
体
性T

otalität

」
の
見
地
か
ら
、
カ
ン
ト
的
純
粋
理
念
論
の
ア
ト
ム
的
・
形
式
的
「
道
徳
学
」
を
克
服
す

る
総
体
的
・
質
料
的
「
自
然
法
」
の
立
場
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、「
絶
対
的
人
倫
に
か
ん
し
て
支
配
的
な
、

合
法
性
と
道
徳
性
と
の
区
別
を
も
、
こ
れ
と
関
連
す
る
、
形
式
的
な
実
践
理
性
の
普
遍
的
自
由
の
諸
抽
象
と
と
も
に
、
本
質
の
な
い

思
想
物
と
し
て
破
棄
し
た
し
、
そ
し
て
両
原
理
の
混
淆
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
両
者
の
止
揚A

ufhebung

と
絶
対
的
な
人
倫
的
同
一
性
の
構
成
と
に
よ
っ
て
、
自
然
法
学
と
道
徳
学
と
の
諸
差
異
を
絶
対
的
理
念
に
従
っ
て
規
定
（
１０１
）

し
た
」、
と
。

こ
れ
は
、「
支
配
的
」
な
カ
ン
ト
的
「
道
徳
学
」
へ
の
挑
戦
状
で
あ
り
、
主
観
的
「
動
機
」
に
依
拠
し
た
「
合
法
性
と
道
徳
性
と
の

区
別
」
を
無
用
化
す
る
新
た
な
「
自
然
法
学
」
の
自
立
宣
言
で
あ
る
。

四

で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
絶
対
的
人
倫
」
の
名
で
「
自
然
法
」
に
注
入
し
た
質
料
（
あ
る
い
は
、
右
の
文
脈
が
示
す
よ
う
に
、

普
遍
と
特
殊
と
を
総
合
し
た
個
別
と
し
て
の
具
体
的
普
遍＝

「
概
念
」）
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
民
族V

olk

」
で
あ
っ
た
。

「
絶
対
的
・
人
倫
的
な
総
体
性
と
は
民
族
に
ほ
か
な
ら
（
１０２
）

な
い
。」
そ
し
て
こ
の
「
民
族
」
の
理
想
型
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
古
代

ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
で
あ
っ
た
。「
人
倫
が
個
別
者
の
魂
で
あ
る
の
は
、
た
だ
人
倫
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
民
族
の
純
粋
な
精
神

で
あ
る
ば
あ
い
だ
け
で
あ
る
。〔
…
…
〕
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
民
族
は
自
然
か
ら
い
っ
て
個
別
者
よ
り
は
先

で
あ（

１０３
）

る
。
と
い
う
の
も
、
個
別
者
は
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
ば
あ
い
何
ら
自
足
的
な
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
部
分
と
い
う
も
の
が
す

べ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
個
別
者
は
全
体
と
一�

つ�

の�

統
一
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
共
同
的
にgem

einschaftlich
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存
在
し
え
ぬ
者
、
あ
る
い
は
自
足
し
て
い
る
の
で
何
も
必
要
と
し
な
い
者
は
、
民
族
の
部
分
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
獣
か
神
で
あ

（
１０４
）

る
。」「
人
倫
に
つ
い
て
は
、
古
代
の
最
高
の
賢
者
た
ち
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
、
人
倫
的
で
あ
る
と
は
自
国
の
習
俗
に
従
っ
て
生
き
る

こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
言
葉
だ
け
が
真
実
で
あ
る
。
ま
た
教
育
に
つ
い
て
は
、
何
が
息
子
に
と
っ
て
最
良
の
教
育
で
あ
る
か
と
い
う

あ
る
人
の
問
い
に
対
し
て
、
君
が
息
子
を
立
派
な
制
度
を
も
っ
た
民
族
の
市
民B

ürger

に
す
る
と
き
で
あ
る
、
と
答
え
た
あ
る
ピ

ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学
徒
の
言
葉
だ
け
が
真
実
で
（
１０５
）

あ
る
。」
そ
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
人
倫
の
ポ
リ
ス
的
特
性
は
、
絶
対
的
人
倫
の
実

在
と
し
て
提
示
さ
れ
る
「
身
分Stand

」
構
成
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
明
言
に
即
し
て
自
由
人
と
非
自
由
人
と
に
分
割
さ
れ
、
両

者
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
任
務
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
点
に
も
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
由
人
の
身
分
」
は
「
絶

対
的
人
倫
の
個
体
」
と
し
て
、「
人
倫
的
有
機
組
織O

rganisation

の
全
体
の
存
在
と
維
持
」
を
任
務
と
し
、「
死
に
か
か
わ
る
労
働
」

を
担
う
。「
こ
の
身
分
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
職
務
と
し
て
割
り
当
て
て
い
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
が�������́���

〔
ポ

リ
テ
ウ
エ
イ
ン
〕
と
称
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
民
族
の
な
か
で
民
族
と
と
も
に
民
族
の
た
め
に
生
き
、
公
的
な
も
の

das
Ö

ffentliche

に
全
面
的
に
属
す
る
普
遍
的
な
生
活
を
営
む
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
哲
学
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。」
一

方
、「
非
自
由
人
の
身
分
」
は
「
欲
求
と
労
働
の
差
異
、
そ
し
て
占
有
と
所
有
の
権
利
〔
法
〕
お
よ
び
正
義
の
な
か
に
あ
り
、
こ
の

身
分
の
労
働
は
個
別
性
へ
か
か
わ
り
、
し
た
が
っ
て
死
の
危
険
を
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
は
い
（
１０６
）

な
い
。」
こ
う
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が

「
絶
対
的
に
人
倫
的
な
も
の
の
運
動
と
生
命
力
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
共
通
のgem

einsam

存
在
と
行
為
に
お
い
て
」
普
遍
と
特
殊

と
の
総
合
性
を
示
す
の
だ
と
言
う
ば
あ
（
１０７
）

い
も
、「
市
民
」
と
し
て
つ
ね
に
「
死
の
危
険
」
を
担
い
つ
つ
「
公
的
な
も
の
」
に
従
事
す

る
「
自
由
人
の
身
分
」
に
主
導
さ
れ
た
、
し
た
が
っ
て
「
非
自
由
人
の
身
分
」
の
従
属
を
と
も
な
っ
た
、
共
同
体
の
自
足
的
維
持
を

第
一
義
と
す
る
ポ
リ
ス
的
「
習
俗
」
世
界
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ポ
リ
ス
的
人
倫
世
界
は
永
続
し
な
か
っ
た
。
こ
の
「
絶
対
的
人
倫
の
喪
失
」、
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
帝
国
の

拡
大
と
普
遍
化
に
と
も
な
う
奴
隷
制
度
の
消
滅
と
「
貴
族
身
分
の
堕
落
」、「
形
式
的
統
一
と
平
等
と
の
原
理
の
貫
徹
」
と
い
う
視
野

の
う
ち
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
歴
史
意
識
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
「
形
式
的
統
一
の
法
則
の
も
と
で
、
実
際
に
は
第
一
身
分
は
完
全

に
廃
棄
さ
れ
、
第
二
身
分
が
唯
一
の
民
族
に
さ
れ
る
。」
ギ
ボ
ン
が
、
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
も
は
や
「
公�

的�

な�

勇
気
」
を
喪
失
し
、「
私�

生�

活�

Privatleben
の
生
気
な
き
無
関
心
さ
の
中
へ
人
知
れ
ず
沈
み
込
ん
で
い
っ
た
」、
と
描
写
し
た
こ
の
人
倫
喪
失
状
態
は
、「
個

別
存
在
を
固
定
化
し
て
絶
対
的
に
定
立
す
る
形
式
的
な
法
関
係
」
を
生
み
出
し
、
そ
れ
は
「
私
生
活
」
の
一
般
化
を
背
景
と
し
た
形

式
的
な
「
所
有
と
権
利
の
体
系
」
と
し
て
あ
ら
わ
（
１０８
）

れ
た
か
ぎ
り
で
は
、
人
倫
喪
失
状
態
の
実
在
と
し
て
の
こ
の
法
関
係
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
に
と
っ
て
は
、
原
理
的
に
は
近
代
に
ま
で
そ
の
射
程
は
及
ん
で
い
る
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
体
を
な

す
「
第
二
身
分
」
は
、
占
有
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
正
義
と
に
依
拠
し
つ
つ
、「
一
つ
の
相
互
連
関
体
系
を
構
成
し
て
い
る
」
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
で
の
「
各
個
人
は
、
即
自
的
に
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
、
あ

る
い
は
ブ�

ル�

ジ�

ョ�

ア�

と
い
う
意
味
で
の
市
民
と
し
て
ふ
る
ま
う
」。
そ
こ
で
は
各
個
人
は
「
政
治
的
に
は
無
で
あ
る
」
と
い
う
点
で
、

「
こ
の
身
分
の
構
成
員
は
私
人Privatleute

で
あ
る
」
が
、
そ
の
政
治
的
無
の
「
代
償
を
、
平
和
と
取
得
と
の
諸
成
果
に
、
そ
し
て

こ
の
諸
成
果
の
享
受
の
完
全
な
確
実
さ
に
見
い
だ
す
の
で
（
１０９
）

あ
る
。」
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
占
有
と
所
有
と
い
う
確
固
た
る
実

在
の
う
ち
に
あ
っ
て
勇
敢
さ
と
は
無
縁
で
あ
る
第
二
身
分
の
人
倫
的
自
然
」
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
絶
対
的
人
倫
が
経
験
的
意
識
の
な

か
に
反
映
し
た
も
の
」
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
「
通
常
の
意
味
で
の
道
徳
性
」、
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
形
式
的
な
「
ブ�

ル�

ジ�

ョ�

ア�

あ
る
い
は
私
人
の
（
１１０
）

人
倫
」
と
み
な
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
絶
対
的
人
倫
は
「
普�

遍�

性�

の�

形�

式�

」
を
「
立�

法�

の�

体�

系�

」
と
し

て
表
示
す
る
か
ら
、「
生
き
て
い
る
現
存
の
習
俗
」
は
「
法
律
と
い
う
形
式
」
に
移
し
か
え
ら
れ
自
己
表
現
さ
れ
る
の
だ
と
み
な
さ
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（
１１１
）

れ
る
。
こ
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
あ
る
い
は
私
人
」
に
よ
る
法
体
系
は
「
取
得
と
占
有
の
体
系
」
で
あ
り
、「
契
約
」
の
よ
う
な
形
式
の

浸
透
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
最
近
で
は
自
然
法
が
内
的
に
経
済
化
さ
れ
てin

der
inneren

H
aushaltung

des
N

aturrechts

、
市
民

法
の
原
理das

Prinzip
des

bügerlichen
R

echts

を
な
す
外
面
的
正
義
、
す
な
わ
ち
存
立
す
る
有
限
な
も
の
の
な
か
に
反
映
さ
れ

た
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
形
式
的
な
無
限
性
が
、
国
法
と
国
際
法
に
対
し
て
特
別
の
主
導
権
を
獲
得
（
１１２
）

し
た
。」

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
い
う
意
味
で
の
市
民
」
の
「
私
人
」
的
社
会
の
成
立
を
、
古
代
の
ポ
リ
ス
的
人
倫
の
衰
退
の
産
物
と
み
な
し
、

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
を
ポ
リ
ス
の
「
第
二
身
分
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
と
ら
え
る
の
は
、
こ
の
時
点
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
認
識
の
短
絡

的
限
界
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
、
か
え
っ
て
こ
の
飛
躍
の
う
ち
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
エ
コ
ノ
ー
ミ
ク
と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
近
代
の
経
済
社
会
の
没
人
格
的
・
形
式
的
・
無
限
拡
張
的
な
特
性
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
解
が
結
実
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
右
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
経
済
社
会
は
、「
形
式
的
な
無
限
性
」
と
「
政
治
的
無
」
あ
る
い
は
「
勇
敢
さ
と
は

無
縁
」
の
「
私
人
の
人
倫
」
と
を
本
質
と
し
、
そ
れ
は
一
方
で
は
、「
取
得
と
占
有
」
に
も
と
づ
く
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」＝

「
市
民
」

＝

「
私
人
」
の
「
相
互
連
関
体
系
」
を
な
す
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
そ
こ
で
の
「
外
面
的
正
義
」
を
「
市
民
法
の
原
理
」
と
し
て

形
式
的
法
体
系
に
あ
ら
わ
す
。

こ
の
う
ち
、
経
済
社
会
の
内
実
を
な
す
前
者
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
の
「
実
在
の
体
系
」
に
お
い
て
は
、「
肉
体
的
欲
求
と
享
受
」

と
い
う
「
感
情
」
を
媒
体
と
す
る
「
否
定
と
対
立
」
が
支
配
し
て
お
り
、
こ
の
「
欲
求
と
享
受
は
、
肉
体
的
欲
求
に
か
ん
す
る
、
ま

た
こ
う
し
た
欲
求
の
た
め
の
労
働
お
よ
び
蓄
積
に
か
ん
す
る
普
遍
的
な
相
互
依
存
の
体
系
と
、
そ
し
て
学
問
と
し
て
の
こ
れ
、
い
わ

ゆ
る
政
治
経
済
学politische

Ö
konom

ie

の
体
系
と
を
形
成
（
１１３
）

す
る
。」
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
し
た
が
え
ば
、
こ
う
し
た
実
在
の
体
系

は
、「
肯
定
的
全
体
性
」
と
し
て
の
絶
対
的
人
倫
に
と
っ
て
は
「
否
定
性
」
と
「
無
限
性
」
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
、
後
者
の
「
支
配
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に
服
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
人
倫
的
全
体
は
、
こ
の
体
系
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
体
系
は

内
的
に
は
空
無
で
あ
る
と
い
う
感
情
を
保
持
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
体
系
が
量
的
に
急
激
に
膨
張
し
た
り
、
ま
た
こ

の
体
系
の
自
然
的
な
傾
向
で
あ
る
差
別
と
不
平
等
が
い
っ
そ
う
拡
大
し
た
り
す
る
こ
と
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ（

１１４
）

る
。」

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、『
自
然
法
』
論
文
の
直
後
（
一
八
〇
二
年
の
秋
―
〇
三
年
の
冬
）
に
イ
ェ
ー
ナ
大
学
で
の
講
義
用
梗
概
と
し
て
書

か
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
草
稿
『
人
倫
の
体
系
』
の
な
か
で
、
右
の
よ
う
に
『
自
然
法
』
論
文
で
「
否
定
的
」
に
叙
述
さ
れ
た

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
社
会
に
、
お
そ
ら
く
初
め
て
「
欲
求
の
体
系System

des
B

edürfnisses

」
と
い
う
呼
称
を
与
え
た
。
そ
こ
で
は
、

全
体
と
個
別
と
の
同
一
性
原
理
に
立
つ
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
勢
位Potenz

」
概
念
を
用
い
つ
つ
、
そ
の
体
系
構
想
を
「
欲
求
」・「
労

働
」
・「
享
受
」
と
い
う
主
観
的
感
情
の
勢
位
か
ら
開
始
し
、
後
半
で
は
人
倫
と
し
て
の
国
家
に
よ
る
「
統
治R

egierung

」
の
観
点

―
―
こ
の
言
葉
は
、
市
場
の
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
と
為
政
者
に
よ
る
作
用
と
の
二
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
―
―
を
は
っ
き
り
前
面
に
出

し
て
、
右
の
「
膨
張
」
や
「
不
平
等
」
の
拡
大
の
国
家
に
よ
る
「
阻
止
」
と
い
う
主
張
に
一
定
の
経
済
学
的
な
肉
付
け
を
ほ
ど
こ
し

て
い
る
。
ま
ず
、
経
済
社
会
の
自
律
性＝

盲
目
性
に
か
ん
す
る
認
識
の
点
で
は
、「
労
働
も
普
遍
的
な
労
働
と
な
る
か
ら
、
物
的
諸

欲
求
の
満
足
の
た
め
の
普
遍
的
な
依
存
関
係
が
措
定
さ
れ
る
。
…
…
労
働
と
生
産
物
の
価
値
と
価
格
と
は
、
す
べ
て
の
欲
求
の
普
遍

的
な
体
系
に
従
っ
て
決
め
ら
れ
る
。〔
…
…
〕
労
働
の
普
遍
性
、
あ
る
い
は
い
っ
さ
い
の
労
働
の
無
差
異
は
、
こ
れ
に
照
ら
し
て
い

っ
さ
い
の
労
働
が
相
互
に
比
較
し
あ
っ
た
り
、
こ
れ
に
各
個
別
者
が
直
接
的
に
転
化
し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
労
働
の
中
間
物

M
itte

と
し
て
、実
在
的
な
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
貨
幣
で
（
１１５
）

あ
る
。」「
か
れ
が
占
有
す
る
剰
余
」
の
「
価

値
は
、〔
…
…
〕
か
れ
か
ら
独
立
し
て
い
て
、
可
変
的
な
も
の
で
あ
る
。」「
こ
う
し
て
こ
の
体
系
に
お
い
て
は
、
統
治
す
る
も
の
は
、

諸
欲
求
と
こ
れ
ら
欲
求
の
各
種
の
満
足
の
仕
方
と
の
没
意
識
的
で
盲
目
的
な
全
体
と
し
て
あ
ら
わ
（
１１６
）

れ
る
。」
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一
方
、「
統
治
」
に
よ
る
介
入
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。「
正
し
い
均
衡
」
が
「
外
的
な
諸
事
情

に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
強
く
攪
乱
さ
れ
た
ば
あ
い
に
は
、〔
…
…
〕
統
治
は
、
そ
の
よ
う
な
優
勢
な
も
の
の
運
動
を
生
み
出
す
自
然
に

対
し
て
、
経
験
的
な
諸
偶
然
を
と
お
し
て
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
自
然
が
静
穏
な
中
間
物
を
廃
棄
し
て
し
ま
っ
た

ば
あ
い
に
は
、
統
治
は
こ
の
中
間
物
と
均
衡
と
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「〔
経
済
学
と
い
う
〕
均
衡
の
抽
象
態
は
、
均
衡

が
動
揺
す
る
と
き
で
も
、
観
察
と
い
う
無
為
で
無
関
心
な
態
度
を
持
し
て
、
こ
の
動
揺
の
外
に
と
ど
ま
る
が
、〔
…
…
〕
し
か
し
、

こ
の
も
ろ
も
ろ
の
経
験
的
な
動
揺
に
あ
っ
て
、
統
治
が
権
力
を
も
ち
な
が
ら
も
無
関
心
で
す
ま
す
こ
と
の
で
き
る
、
形
式
的
で
あ
っ

て
必
然
的
で
は
な
い
諸
差
異
と
は
、
偶
然
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
均
衡
の
破
壊
の
中
へ
入
り
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
、
差
異
の
必
然

的
な
推
進
力
で
は
（
１１７
）

な
い
。」「
享
受
の
無
限
性
」
に
対
し
て
、「
可
能
的
な
占
有
」
は
客
体
的
な
「
限
界
を
も
ち
、
限
定
さ
れ
た
定
量

で
あ
る
か
ら
、
あ
る
場
所
で
占
有
が
蓄
積
さ
れ
る
と
、
他
の
場
所
で
の
占
有
は
減
少
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
富
の
不
平
等
は
、
そ

れ
自
体
と
し
て
そ
れ
だ
け
で
み
て
も
必
然
的
で
あ
る
。」「
富
の
大
量
さ
が
」
そ
れ
自
体
と
し
て
重
視
さ
れ
る
と
き
、「
民
族
の
絶
対

的
な
紐
帯
で
あ
る
人
倫
的
な
も
の
は
消
失
し
、
そ
し
て
民
族
は
解
体
す
る
。
こ
の
不
平
等
と
、
こ
の
不
平
等
が
も
た
ら
す
普
遍
的
な

破
壊
と
に
対
し
て
、
統
治
は
最
高
度
に
対
抗
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
（
１１８
）

な
い
。」
こ
う
述
べ
て
、
国
家
に
よ
る
課
税
や
「
機
械
的
な

工
場
労
働die

m
echanische

und
Fabriksarbeit

」
の
弊
害
の
救
済
、
さ
ら
に
は
「
身
分
内
部
で
の
身
分
の
編
成die

K
onstitution

des
Standes

in
sich

」
に
説
き
お
よ
び
、
と
く
に
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
を
含
意
す
る
こ
の
最
後
の
も
の
は
「
統
治
」
の
範
疇
か
ら

は
除
外
さ
れ
つ
つ
、「
内
的
で
活
動
的
な
連
関
」、「
生
き
生
き
と
し
た
普
遍
的
な
も
の
」、「
人
倫
的
な
も
の
、
信
頼
や
尊
敬
な
ど
に

お
け
る
も
の
」
と
し
て
称
揚
さ
（
１１９
）

れ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
統
治
論
を
含
む
「
国
制Staatsverfassung

」（
第
一
章
）
の
末
尾
は
、

民
主
制
・
貴
族
制
・
君
主
制
を
比
較
し
た
短
い
叙
述
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
こ
の
草
稿
は
終
わ
っ
て
い
る
。
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ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
言
及
に
よ
っ
て
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
の
一
七
九
九
年
二

月
十
九
日
か
ら
五
月
十
六
日
ま
で
に
、
サ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
『
経
済
の
原
理
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
（
一
七
六
九
―

七
二
年
）に
対
す
る
「
批
評
的
な
注
釈
」
を
書
（
１２０
）

い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
を
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ガ
ル

ヴ
ェ
の
訳
（
一
七
九
四
―
九
六
年
）
で
学
ん
だ
跡
を
最
初
に
示
し
て
い
る
の
は
、
一
八
〇
三
―
〇
四
年
の
イ
ェ
ー
ナ
大
学
で
の
講
義

原
稿
（『
イ
ェ
ー
ナ
実
在
哲
学
』）
に
お
け
る
分
業
論
で
あ
（
１２１
）

る
が
、
近
年
ビ
ル
ガ
ー
・
プ
リ
ッ
ダ
ー
ト
が
『
法
の
哲
学
』
の
諸
講
義
筆

記
録
も
含
め
て
精
力
的
に
あ
と
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
を
読
む
こ
と
で
受

け
た
そ
の
最
初
の
決
定
的
な
（
１２２
）

衝
撃
」
は
生
涯
持
続
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
大
陸
で
の
長
い
流
浪
の
生
活

（
一
七
四
六
―
六
三
年
）
の
う
ち
、
一
七
五
七
年
か
ら
ほ
ぼ
四
年
間
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
に
滞
在
し
、
の
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
も
学
ん
だ
こ

の
大
学
町
で
『
原
理
』
の
第
一
―
三
編
を
書
い
て
、
第
一
・
第
二
編
の
原
草
稿
の
一
つ
を
バ
ー
デ
ン
辺
境
泊
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ

ッ
ヒ
に
献
呈
し
た
。『
原
理
』
を
通
底
す
る
「
賢
明
な
為
政
者
」
の
観
点
は
、「
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
経
済
学
の
国
家
経
済
的staats-

デ
ィ
ス
ポ
ズ
ィ
ツ
ィ
オ
ー
ン

w
irtschaftlich

・
官
房
学
的
な
構

え
」
に
つ
う
じ
る
も
の
で
あ
り
、「
欲
求
の
体
系
」
と
し
て
の
ス
ミ
ス
的
な
市
場
経
済
を
官

房
学
的
な
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
と
「
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
」
と
で
補
完
し
よ
う
と
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は

「
ユ
ス
テ
ィ
や
ゾ
ン
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
と
原
理
的
に
区
別
さ
（
１２３
）

れ
な
」
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
二
二
歳
若
い
ラ

ウ
が
、
ス
ミ
ス
的
市
場
経
済
原
理
に
目
覚
め
、
旧
来
の
官
房
学
を
構
成
し
て
き
た
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
を
捨
て
去
っ
て
、「
公
共
経
済
学
」

な
い
し
「
政
治
経
済
学
」
を
「
純
粋
国
民
経
済
学
」
と
「
応
用
（
実
践
）
国
民
経
済
学
」
の
二
部
門
で
編
成
す
る
新
構
想
の
も
と
に
、

主
著
の
第
一
巻
『
国
民
経
済
学
』
を
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
出
版
し
た
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
死
の
五
年
前
に
あ
た
る
一
八
二
六
年
で
あ

る
。
す
で
に
ベ
ル
ン
時
代
（
一
七
九
三
―
九
六
年
）
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
進
行
を
見
守
り
つ
つ
、
救
貧
税
に
か
ん
す
る
イ
ギ
リ
ス
議
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会
の
動
向
に
も
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
（
１２４
）

い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
方
で
ド
イ
ツ
へ
の
ス
ミ
ス
の
導
入
期
を
身
を
も
っ
て
生
き
、
他
方
で

は
た
と
え
ば
シ
ス
モ
ン
デ
ィ(Jean

C
harles

L
éonard

Sim
onde

de
Sism

ondi,
1773-1842)

の
同
時
代
人
と
し
て
、
す
で
に
市
場

経
済
の
限
界
に
つ
い
て
も
知
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
時
代
空
間
の
意
味
に
お
い
て
、
プ
リ
ッ
ダ
ー
ト
の
つ
ぎ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。「
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲

学
が
初
め
て
自
由
の
テ
ー
マ
を
精
力
的
に
提
起
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
こ
の
哲
学
が
市
民
的
自
由
と
人
倫
的
共
同
体
と
の
関
係

を
、
ド
イ
ツ
人
の
慣
習
や
伝
統
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
主
体
の
自
由
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
偉
大
な
創
始
に
な
る
も
の
は
、
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
は
諸
身
分
の
自
由
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
失

効
を
欲
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
近
代
化
を
欲
し
た
の
で
（
１２５
）

あ
る
。」
―
―
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
『
原
理
』
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
公
刊
時

点
で
す
で
に
古
い
思
想
と
し
て
拒
否
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
で
は
十
九
世
紀
を
つ
う
じ
て
「
不
断
に
読
み
継
が
（
１２６
）

れ
た
」
と
い
う
事
実

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
決
し
て
例
外
的
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
ド
イ
ツ
経
済
学
に
お
け
る
官
房
学
的
・
国
家
学
的
伝
統
あ
る
い
は
そ

れ
へ
の
考
慮
が
維
持
さ
れ
え
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。『
原
理
』
は
、
開
か
れ
た
利
己
心
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
独
立
生
産
者
の
勤

労
（
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
）
と
に
支
え
ら
れ
た
近
代
的
な
経
済
社
会
と
、
そ
れ
を
促
進
す
る
た
め
に
不
可
欠
と
さ
れ
た
為
政
者
の
政
策
的

介
入
と
の
両
面
を
含
ん
で
い
た
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
こ
の
両
面
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
し
か
も
原
理
的
に
は
自
律
性

を
認
定
さ
れ
う
る
前
者
を
後
者
が
賢
明
に
支
え
、
前
者
の
運
行
の
攪
乱
を
阻
止
す
る
と
い
う
構
成
を
、
ド
イ
ツ
的
「
国
家
経
済
」
観

は
比
較
的
容
易
に
受
容
し
え
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
市
民
社
会
を
「
欲
求
の
体
系
」
と
と
ら
え
、
経
済

社
会
の
自
律
性
を
認
定
し
た
か
ぎ
り
で
は
ラ
ウ
の
先
駆
で
あ
っ
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
こ
の
体
系
は
最
初
か
ら
国
家
的
介

入
を
不
可
欠
と
す
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
え
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
体
系
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ば
あ
い
、
た
し
か
に
一
面
で
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は
、『
法
の
哲
学
』
へ
の
ガ
ン
ス
の
追
加
が
語
る
よ
う
に
そ
の
自
律
性
は
「
太
陽
系
」
に
擬
せ
ら
れ
、「
興
味
あ
る
見
も
の
」
と
目
さ

れ
、
ま
た
「
国
家
経
済
学Staatsökonom

ie

は
、
大
量
の
偶
然
事
に
か
ん
し
て
も
ろ
も
ろ
の
法
則
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
か
ら
、

思
想
の
栄
誉
に
な
る
学
で
（
１２７
）

あ
る
」
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
実
在
の
体
系
は
必
然
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
促
進
が
は

か
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
や
む
を
え
ず
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
と
り
わ

け
、
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
上
述
の
よ
う
に
こ
れ
を
「
内
的
に
は
空
無
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
『
自
然
法
』
論
文
に
再
度
立
ち
戻
れ
ば
、「
欲
求
と
享
受
」
が
生
み
出
す
「
労
働
お
よ
び
蓄
積
に
か
ん
す
る
普
遍
的
な
相
互

依
存
の
体
系
」
に
照
応
し
て
、
つ
ぎ
に
、「
形
式
的
な
無
限
性
」
を
も
つ
「
市
民
法
の
原
理
」
が
確
立
さ
れ
、
そ
れ
は
「
契
約
」
関

係
を
中
心
に
「
国
法
と
国
際
法
に
対
し
て
特
別
の
主
導
権
を
獲
得
し
た
」
の
だ
っ
た
。
こ
の
実
在
の
法
体
系
が
実
定
法
で
あ
り
、
そ

れ
を
根
拠
と
す
る
「
実
証
的
法
学
」
に
お
け
る
「
実
定
性
」
ま
た
は
「
実
証
性
」
な
る
も
の
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
経
験
こ
そ
が
客
観

的
だ
と
自
分
で
思
い
こ
む
「
私
念
の
論
理
学die

L
ogik

des

（
１２８
）

M
einens

」
と
呼
び
、
こ
れ
に
「
自
然
法
」
を
対
置
し
た
。「
市
民
法

の
原
理
と
体
系
」
は
、
そ
の
「
形
式
的
な
無
限
性
」
の
ゆ
え
に
国
法
と
国
際
法
を
席
捲
し
、「
人
倫
的
全
体
存
在
の
中
に
侵
入
し
た
」

と
み
な
さ
れ
る
。「
人
間
界
の
こ
う
し
た
領
域
の
う
ち
で
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
絶
対
的
な
一
定
の
権
利
と
義
務
が
可
能
で
あ
る
、

と
い
う
よ
う
な
思
想
に
こ
だ
わ
る
態
度
は
ど
こ
に
由
来
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
形
式
的
無
差
別
か
ら
き
て
い
る
か
、
あ
る
い
は

否
定
的
に
絶
対
的
な
も
の
か
ら
き
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
（
１２９
）

あ
る
。」
そ
の
意
味
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
「
世
界
市
民
主
義
」、

「
人
権R

echte
der

M
enschheit

」、「
国
際
連
合
国
家
や
世
界
共
和
国
」
は
す
べ
て
「
純
粋
な
抽
象
」
に
す
ぎ
ず
、
形
式
的
で
「
空

虚
な
も
の
」
で
（
１３０
）

あ
る
。
同
様
に
、
こ
の
市
民
社
会
の
実
在
は
無
差
別
で
「
も
っ
ぱ
ら
外
的
で
形
式
的
な
同
等
性
」
に
あ
る
た
め
、
そ

の
学
問
で
あ
る
政
治
経
済
学
も
、「
表
面
的
な
現
象
」
に
か
ん
す
る
「
等
置
と
計
量
」
と
い
う
方
法
の
ゆ
え
に
、
生
き
た
諸
関
係
の
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中
で
「
果
て
し
な
い
矛
盾
に
突
き
当
た
る
」
こ
と
を
避
け
ら
れ
（
１３１
）

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
哲
学
の
、
し
た
が
っ
て
「
自
然
法
」
の
任

務
は
、「
各
部
分
を
そ
の
限
界
の
な
か
に
留
め
置
く
」
こ
と
、「
部
分
が
み
ず
か
ら
を
限
り
な
く
些
細
な
も
の
に
細
分
化
し
て
増
殖
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
防
止
（
１３２
）

す
る
」
こ
と
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
に
共
通
す
る
「
実
定
性
」、
単
純
不
変
の

公
式
に
こ
だ
わ
る
法
律
主
義
に
対
し
て
、
そ
の
限
界
を
の
り
こ
え
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
時
点
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に
あ
っ
た
も
の

は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
で
語
ら
れ
る
「
思
慮
深
く
王
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
」
の
支
配
な
の
で
（
１３３
）

あ
る
。

こ
う
し
て
『
自
然
法
』
論
文
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
実
在
性
の
体
系
と
し
て
の
近
代
市
民
社
会
を
、
経
済
的
な
「
欲
求
と
享
受
」＝

「
労

働
と
蓄
積
」
の
「
相
互
依
存
の
体
系
」
と
、
法
領
域
に
お
け
る
「
取
得
と
占
有
の
体
系
」＝

「
市
民
法
の
体
系
」
と
の
両
面
で
と
ら

え
、
そ
の
無
限
・
無
差
別
の
「
形
式
性
」
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
あ
る
い
は
私
人
の
人
倫
」
と
総
括
し
、
そ
の
無
限
の
増
殖
を
阻
止
す
る

も
の
と
し
て
「
絶
対
的
人
倫
」＝
「
自
然
法
」
を
措
定
し
た
。
こ
の
論
理
構
成
の
実
質
を
み
れ
ば
、
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
リ
ー
デ
ル
と

と
も
に
、「
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
手
本
に
し
て
、
倫
理
的＝

政
治
的
（「
人
倫
的
」）
な
行
為
を
労
働
の
生
産
過
程
に
優

ポ
イ
エ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ

先
さ
せ
よ
う
と
し
つ
つ
、
同
時
に
、
近
代
の
政
治
経
済
学
を
手
が
か
り
に
し
て
、
経
済
的＝

制
作
的
な
諸
活
動
の
社
会
形
成
的

機
能
を
承
認
す
る
」
と
い
う
「
根
本
（
１３４
）

矛
盾
」
を
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
直
後
の
『
人
倫
の
体
系
』
で
は
、

す
で
に
瞥
見
し
た
よ
う
に
、「
欲
求
の
体
系
」
の
経
済
的
自
律
性
へ
の
認
識
が
い
っ
そ
う
明
瞭
に
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
人
倫
の
実

現
に
向
け
た
実
践
的
課
題
意
識
が
、「
国
制
」
と
「
統
治
」
の
視
野
か
ら
具
体
的
に
語
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、「
民
族
の
紐

帯
」
と
し
て
の
「
人
倫
的
な
も
の
」
は
、
古
代
の
ポ
リ
ス
か
ら
普
遍
的
権
力
と
し
て
の
国
家
へ
と
次
第
に
現
実
的
に
シ
フ
ト
し
て
ゆ

く
。『
法
の
哲
学
』
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
実
体
的
倫
理
」
は
、「
自
立
的
特
殊
性
の
原
理
」（
主
体
的
自
由
）
の
到
来
に
対
し
て
は

そ
れ
を
排
除
す
る
の
み
で
、
な
す
す
べ
が
な
か
っ
た
の
だ
と
批
判
さ
れ
る
の
で
（
１３５
）

あ
る
。
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五

一
八
〇
一
年
公
刊
の
実
名
で
の
処
女
作
『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
体
系
の
差
異
』
に
お
い
て
、「
最
高
の
共
同

G
em

einschaft

は
最
高
の
自
由Freiheit

で
（
１３６
）

あ
る
」
と
述
べ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
由
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
の
共
同
性
を
「
人
倫
」

に
期
待
し
、『
法
の
哲
学
』
で
は
そ
れ
を
「
国
家
」（「
人
倫
的
理
念
の
現
実
性
」）
に
求
め
た
。
そ
の
国
家
論
は
統
治
権
を
中
核
と
す

る
国
制
論
（
立
憲
君
主
制
論
）
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
的
構
成
因
を
な
す
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
と
「
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
」
と
は
「
市

民
社
会
」
の
不
完
全
性
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
二
三
〇
節
以
下
で
展
開
さ
れ
る
貧
困
認
識
は
、
貧
困
の
客
観
面
・

主
観
面
の
両
面
を
捕
捉
し
て
近
代
社
会
の
深
い
暗
部
を
照
ら
し
出
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
透
徹
し
た
現
実
感
覚
を
示
す
と
と
も
に
、「
公

的
権
力
」
に
よ
る
「
生
計
と
福
祉
の
保
障
」
と
い
う
社
会
政
策
へ
の
途
を
拓
く
の
で
あ
る
。
―
―

「
市
民
社
会
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
活
動
状
況
に
あ
る
と
き
は
、
市
民
社
会
は
そ
れ
自
身
の
内
部
で
人�

口�

と
産�

業�

と
の
発�

展�

途
上
に
あ
る
。
―
―
人
間
の
も
ろ
も
ろ
の
欲
求
を
つ
う
じ
て
人
間
の
連
関
が
普�

遍�

化�

す�

る�

こ�

と�

に
よ
っ
て
、
ま
た
こ
れ
ら
の
欲
求
を

み
た
す
手
段
を
作
製
調
達
す
る
方
法
が
普�

遍�

化�

す�

る�

こ�

と�

に
よ
っ
て
、
富�

の�

蓄�

積�

が
増
大
す
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
二
重
の
普
遍

性
か
ら
最
大
の
利
得
が
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
―
―
し
か
し
こ
れ
は
一
面
で
あ
り
、
他
面
で
は
、
特
殊
的
労
働
の
個�

別�

化�

と
融�

通�

の�

き�

か�

な�

さ�

と
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
労
働
に
縛
り
つ
け
ら
れ
た
階
級
の
隷�

属�

と
窮�

乏�

と
が
増
大
し
、
こ
れ
と
関
連
し
て
こ

の
階
級
は
、
そ
の
他
の
も
ろ
も
ろ
の
能
力
、
と
く
に
市
民
社
会
の
精
神
的
な
便
益
を
感
受
し
享
受
す
る
能
力
を
（
１３７
）

失
う
。」「
貧
困
状
態

は
、
諸
個
人
が
市
民
社
会
の
も
ろ
も
ろ
の
欲
求
を
も
つ
こ
と
を
妨
げ
は
し
な
い
が
、〔
…
…
〕
他
方
で
は
、
諸
個
人
か
ら
あ
ら
ゆ
る

社
会
的
便
益
を
奪
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
総
じ
て
技
能
と
教
養
に
よ
っ
て
生
計
を
営
む
能
力
を
身
に
つ
け
る
便
益
や
、
司
法
活

動
や
保
健
事
業
か
ら
受
け
と
る
便
益
や
、
そ
れ
ば
か
り
か
し
ば
し
ば
宗
教
的
慰
藉
な
ど
さ
え
を
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
奪
う
の
で
あ

（
１３８
）

る
。」「
市
民
社
会
の
成
員
に
必
要
な
生
計
の
規
模
は
お
の
ず
か
ら
き
ま
っ
て
く
る
が
、
大
衆
が
こ
の
一
定
の
生
計
規
模
の
水
準
以
下
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に
零
落
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
―
―
し
た
が
っ
て
権
利
感
情
、
適
法
感
情
、
自
分
の
活
動
と
労
働
に
よ
っ
て
生
活
を
維
持
す
る
と
い

う
誇
りE

hre

の
感
情
を
失
う
ま
で
に
転
落
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
―
―
賤�

民�

Pöbel

の
出
現
を
ひ
き
お
こ
し
、
こ
れ
に
と
も
な
っ

て
他
方
で
は
同
時
に
、
不
つ
り
あ
い
な
富
が
少
数
者
の
手
中
に
集
中
す
る
こ
と
が
い
っ
そ
う
容
易
に
（
１３９
）

な
る
。」「
貧
困
そ
れ
自
身
は
、

な
ん
ぴ
と
を
も
賤
民
に
し
は
し
な
い
。
賤
民
は
、
貧
困
に
結
び
つ
い
て
い
る
心
術G

esinnung

に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
富
者
や
社
会

や
政
府
な
ど
に
対
す
る
内
心
の
叛
逆
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
賤
民
と
し
て
規
定
さ
（
１４０
）

れ
る
。」

こ
の
よ
う
な
貧
困
と
「
賤
民
」
の
出
現
は
、
市
民
社
会
を
支
配
す
る
二
重
の
「
偶
然
性
」
に
起
因
す
る
。
第
一
に
、「
欲�

求�

の�

体�

系�

で
は
、
個
々
人
そ
れ
ぞ
れ
の
生
計
と
福
祉die

Subsistenz
und

das
W

ohl
jedes

E
inzelnen

は
一
つ
の
可�

能�

性�

と
し
て
存
在
す

る
だ
け
で
、
そ
の
現
実
性
は
、
個
々
人
の
恣
意
と
自
然
的
特
殊
性
に
よ
っ
て
、
ま
た
欲
求
の
客
観
的
体
系
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
て

い
る
。」
し
か
も
「
司
法
活
動
」
は
「
人�

格�

と�

所�

有�

」
の
安
全
の
確
保
を
任
務
と
す
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、「
特�

殊�

性�

に�

お�

け�

る�

現�

実�

的�

な�

権
利
」
は
、
こ
の
面
で
も
「
偶�

然�

的�

な�

も�

の�

が
除
去
さ
れ
て
、
個
々
人
の
生
計
と
福
祉
の
保�

障�

Sicherung

が
、
つ
ま
り
特�

殊�

的�

福�

祉�

が
、
権�

利�

と
し
て
取�

り�

扱�

わ�

れ�

実�

現�

さ�

れ�

る�

こ
と
を
要
求
（
１４１
）

す
る
。」
こ
こ
か
ら
、
各
種
の
公
共
事
業
、
生
活
必
需
品
の
価
格

指
定
、
公
衆
衛
生
、
消
費
者
保
護
の
た
め
の
商
品
検
査
な
ど
、「
一�

般�

的�

な�

仕�

事�

と
公�

益�

の
た
め
の
事
業
」
が
要
請
さ
れ
、「
公
的
な

権
力
に
よ
る
監
督A

ufsicht

と
事
前
の
配
慮V

orsorge
」
と
し
て
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
が
登
場
す
る
。
し
か
し
第
二
に
、「
偶
然
性
」

は
家
族
状
況
や
外
的
境
遇
を
と
お
し
て
諸
個
人
の
生
活
を
左
右
す
る
。「
市
民
社
会
は
、
個
人
を
家
族
的
な
絆
か
ら
引
き
離
し
、
家

族
員
相
互
の
仲
を
離
間
さ
せ
、
そ
し
て
か
れ
ら
を
独
立
の
人
格
と
し
て
認
め
る
。
さ
ら
に
市
民
社
会
は
、
個
々
人
が
自
分
の
生
計
の

資
を
え
て
い
た
外
的
な
非
有
機
的
自
然
で
あ
る
父
祖
の
土
地
の
代
わ
り
に
、
市
民
社
会
自
身
の
基
盤
を
置
き
、
家
族
全
体
の
存
立
さ

え
を
も
市
民
社
会
に
依
存
さ
せ
、
偶
然
性
に
支
配
さ
れ
る
も
の
に
す
る
。
こ
う
し
て
個
人
は
、
市�

民�

社�

会�

の�

息�

子�

に
な
っ
て
い
る
」
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し
、「
市
民
社
会
は
普�

遍�

的�

家�

族�

と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
」。
こ
こ
に
、「
個
人
が
市
民
社
会
に
対
し
て
権
利
を
も
つ
の
と
同
じ

程
度
に
、
市
民
社
会
も
個
人
に
対
し
て
要
求
を
も
つ
」
根
拠
が
見
い
だ
さ
（
１４２
）

れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
公
的
な
教
育
政
策
と
と
も
に
救
貧
政

策
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。「
た
し
か
に
ど
の
個
人
も
、
一
面
で
は
自
分
だ
け
で
独
立
し
て
い
る
が
、
し
か
し
他
面
で
は
や
は
り
、
市

民
社
会
と
い
う
体
系
の
成
員
で
あ
る
。」「
市
民
社
会
は
諸
個
人
を
養
う
責
務
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
か
れ
ら
を
鞭
撻
し
て
生
計
の
途

を
計
ら
せ
る
権
利
を
も
も
っ
て
（
１４３
）

い
る
。」
し
た
が
っ
て
、
救
貧
政
策
の
た
め
の
負
担
が
富
裕
階
級
や
公
的
所
有
の
み
に
課
せ
ら
れ
、

「
窮
民
の
生
計
が
労
働
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と
な
く
保
障
さ
れ
る
」
こ
と
は
、「
市
民
社
会
の
原
理
に
、
す
な
わ
ち
市
民
社
会
の

諸
個
人
の
自
主
独
立
と
誇
り
の
感
情
と
い
う
原
理
に
反
す
る
で
あ
（
１４４
）

ろ
う
。」
こ
の
ば
あ
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
均
衡
」
観
は
、「
生
産
者

と
消
費
者
と
の
異
な
っ
た
利
益
」
に
も
と
づ
い
て
い
た
か
ら
、
労
働
機
会
の
提
供
は
生
産
量
を
増
や
し
、
消
費
量
と
の
不
均
衡
を
生

む
と
考
え
ら
れ
て
、
そ
の
結
果
、「
自
分
よ
り
お
く
れ
て
い
る
国
外
の
他
民
族
の
う
ち
に
購
買
者
を
求
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
生

計
の
資
を
求
（
１４５
）

め
る
」
方
策
、
す
な
わ
ち
「
植
民
政
策
」
が
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
の
最
後
を
し
め
く
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
個
人
の

存
立
の
基
礎
視
点
が
、
家
族
の
成
員
か
ら
市
民
社
会
の
成
員
へ
と
普
遍
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
は
、「
偶
然

性
」
に
対
処
す
る
た
め
の
い
わ
ば
市
民
社
会
自
体
に
お
け
る
共
同
性
の
体
現
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
照
応
し
て
、
た
し
か
に
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
権
」
は
国
家
の
統
治
権
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
運
営
主
体
と
し
て

想
定
さ
れ
た
の
は
、
市
民
社
会
の
圏
に
お
け
る
「
地
方
自
治
体G

em
einden

や
そ
の
他
の
商
工
業
団
体
や
身
分
団
体
と
い
っ
た
諸

団
体

（
１４６
）

K
orporationen

」
お
よ
び
そ
れ
ら
の
管
理
者
で
あ
り
、
こ
れ
を
国
家
が
追
認
、
促
進
、
補
完
す
る
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、「
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
て
、
こ
ん
に
ち
な
お
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
」「
中
央
集
権
化
さ
れ
た
」
統
治
様
式
に
対
す
る
反
措
定
な
の
で
あ
っ
て
、「
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
職
業
団
体
と
自
治

―１７０（５５）―

質
料
倫
理
問
題
と
し
て
の
生
活
課
題



団
体K

om
m

unen

が
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
お
い
て
は
特
殊
的
利
益
と
普
遍
的
利
益
と
が
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
仲
間
集
団K

reise

が

欠
け
て
（
１４７
）

い
る
」、
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
は
、
す
ぐ
れ
て
ド
イ
ツ
的
な
社
団
的
自
由
論
―
―
プ
リ

ッ
ダ
ー
ト
の
い
う
「
諸
身
分
の
自
由
」
の
「
近
代
化
」
―
―
の
た
め
の
重
要
な
契
機
を
な
し
、
こ
う
し
て
社
会
政
策
認
識
自
体
の
開

拓
局
面
に
早
く
も
ド
イ
ツ
的
個
性
を
付
与
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
と
く
に
職
業
団
体
と
し
て
の
「
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
人
倫
」
が
共
同
性
に
お
け
る
道
徳

と
し
て
の
特
性
―
―
上
述
の
「
市
民
社
会
の
諸
個
人
の
自
主
独
立
と
誇
り
の
感
情
と
い
う
原
理
」
―
―
を
市
民
社
会
の
な
か
で
具
体

的
に
あ
ら
わ
す
場
、
す
な
わ
ち
「
第
二
の
家
族
」
と
し
て
、
期
待
さ
れ
た
。
そ
の
成
員
で
あ
る
こ
と
は
、
偶
然
性
へ
の
配
慮
と
、

「
成
員
た
る
べ
き
能
力
の
陶
冶
育
成B

ildung

」
へ
の
配
慮
と
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
に
「
ひ
と
か
ど
の
人
間etw

as

」

と
し
て
の
誇
り
を
生
み
出
す
。
職
業
活
動＝

労
働
は
各
人
の
教
養(B

ildung)

と
社
会
的
な
相
互
関
係
性
へ
の
自
覚
を
発
達
さ
せ
、

職
業
身
分
へ
の
帰
属
を
つ
う
じ
て
、「
か
れ
は
自�

分�

の�

身�

分�

の
う
ち
に
自�

分�

の�

誇�

り�

を
も
つ
。」
そ
の
意
味
で
、「
婚
姻
の
神
聖
と
コ

ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
に
お
け
る
誇
り
と
は
、
市
民
社
会
の
無
秩
序D

esorganisation

が
そ
れ
を
軸
と
し
て
回
転
す
る
二
つ
の
契
機

で
（
１４８
）

あ
る
」
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
「
身
分
上
の
誇
り
」
は
、「
自
分
自
身
の
決
定
に
よ
り
、
自
分
の
活
動
と
勤
勉
と
技
能
を
つ
う
じ

て
市
民
社
会
の
諸
契
機
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
の
成
員
と
な
り
、
成
員
と
し
て
の
自
分
の
地
位
を
保
ち
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
自
分

を
普
遍
的
な
も
の
と
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
分
の
た
め
に
配
慮
す
る
」
と
い
う
営
み
を
さ
す
の
で
あ
り
、
ま
た
、「
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
他
の
表
象
に
お
い
て
承�

認�

さ�

れ�

て�

い
るanerkannt

sein

と
い
う
（
１４９
）

こ
と
」
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
身
分
上
の
誇
り
」
と
「
承
認
」
は
、
一
方
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国�

制�

論�

に
お
け
る
職
業
身
分
的
・
分
節
的
構
成
に
反
映

さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
個
人
道
徳
の
圏
に
お
け
る
「
実�

直�

さ�

〔
律�

儀�

さ�

〕R
echtschaffenheit

」
を
基
礎
に
も
っ
て
い
る
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の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
分
の
「
な
す
べ
き
こ
と
を
な
す
」
と
い
う
義
務
履
行
の
「
徳�

」
に
ほ
か
な
ら
（
１５０
）

な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
抽
象

的
な
自
由
」
と
恣
意
的
な
「
道
徳
的
意
志
」
と
の
結
び
つ
き
と
対
比
し
て
、「
義
務
に
お
い
て
こ
そ
個
人
は
解
放
さ
れ
て
、
実
体
的

自
由
を
得
る
の
で
（
１５１
）

あ
る
」
と
述
べ
る
。
一
つ
の
人
倫
的
共
同
体
の
な
か
で
自
分
の
義
務
を
は
た
す
と
い
う
「
実
直
さ
」＝

道
徳
が
、

こ
の
市
民
社
会
の
圏
に
お
い
て
、
相
互
の
「
承
認
」
と
「
援
助
」
と
し
て
そ
の
実
を
あ
ら
わ
す
。
各
人
が
「
欲
求
と
福
祉
を
満
足
さ

せ
る
に
あ
た
っ
て
偶
然
性
が
は
た
ら
く
と
い
う
こ
と
が
、
他
人
に
対
す
る
偶
然
的
・
個
別
的
な
援
助H

ilfe

を
も
義
務
た
ら
し
め

（
１５２
）

る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
道
徳
的
義
務
と
し
て
の
相
互
的
援
助
は
、
い
わ
ば
「
人
倫
」
の
個
人
的
表
象
な
の
で
あ
っ
て
、「
生
命
」
が

「
究
極
の
危
機
に
瀕
し
た
」
ば
あ
い
の
「
緊
急
権N

otrecht

」
の
認
定
と
と
も
に
、
市
民
社
会
の
基
層
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
見
い
だ
し
た

類
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
相
互
性
の
表
明
な
の
で
あ
る
。
―
―
「
も
ろ
も
ろ
の
利
益
関
心
の
単
純
な
総
体
性
」
は
「
生�

命�

と
し
て

の
人
格
的
現
存
在das

persönliche
D

asein
als

L
eben

」、
す
な
わ
ち
「
い�

ま�

生
き
るjetzt

zu
leben

」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。「
こ
の
生
命
は
、
究�

極�

の�

危�

険�

に�

瀕�

し�

、
あ
る
他
者
の
正
当
な
所
有
と
衝
突
し
た
ば
あ
い
、
緊�

急�

権�

を
（
衡
平B

illigkeit

と

し
て
で
は
な
く
権
利
と
し
て
）
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
（
１５３
）

な
い
。」
そ
れ
ゆ
え
に
、「
生
命
は
、
も
ろ
も
ろ
の
目
的
の
総
体
と
し
て
、
抽

象
的
な
権
利
に
反
対
す
る
一
つ
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
も
し
パ
ン
を
盗
む
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
が
つ
な
が
れ
う
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
な
る
ほ
ど
、
あ
る
人
間
の
所
有
が
侵
害
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
行
為
を
ふ
つ
う

の
窃
盗
と
み
な
す
こ
と
は
不
当
で
あ
ろ
う
。
生
命
の
危
機
に
瀕
し
た
人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
や
り
方
を
し
て
自
分
の
生
命
を

保
つ
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
た
ら
、
か
れ
は
権
利
の
な
い
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
か

れ
の
生
命
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
ら
、
か
れ
の
全
自
由
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
（
１５４
）

ろ
う
。」
―
―
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト

は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
述
べ
る
。「
私
自
身
の
生
命
が
失
わ
れ
る
危
険
に
瀕
し
て
い
る
ば
あ
い
に
、
私
に
何
ら
の
危
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害
も
加
え
て
い
な
い
第
三
者
の
生
命
を
奪
う
権
能
」
と
さ
れ
る
「
緊
急
権
」
は
、「
誤
信
さ
れ
た
権
利verm

eintes
R

echt

」
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
刑�

法�

的�

無�

罪�

〔
罪�

を�

問�

え�

な�

い�

〕unsträflich
(inculpabile)

」
で
は
な
く
「
た
ん
な
る
刑�

罰�

免�

除�

〔
罰�

し�

え�

な�

い�

〕

unstrafbar
(im

punibile)

と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「〈
緊
急
の
際
に
は
法
律
な
し(necessitas

non
habet

legem
)

〉
と

い
う
の
が
緊
急
権
の
格
言
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
本
来
不
法
な
も
の
を
合
法
的
と
す
る
い
か
な
る
緊
急
事
態
も
あ
り
え
（
１５５
）

な
い
。」

そ
れ
自
体
と
し
て
は
否
定
し
が
た
い
カ
ン
ト
の
こ
の
厳
格
主
義
的
立
言
に
、
ロ
マ
ン
主
義
的
・
質
料
倫
理
的
に
異
を
唱
え
る
の
が
ヘ

ー
ゲ
ル
の
人
倫
の
立
場
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

四

小

括

近
代
市
民
社
会
に
お
け
る
貧
困
の
実
相
を
活
写
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
社
会
は
つ
ね
に
「
偶
然
性
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い

う
必
然
性
、「
無
秩
序
」
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
必
然
性
を
語
っ
た
。
こ
の
認
識
は
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
以
来
維
持
さ
れ
つ
づ
け
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
人
倫
」
の
理
念
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
国
家
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
活
動
を
不
可
欠
の
も
の
と
位
置
づ
け
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
国
家
学
の
圏
域
へ
結
び
つ
け
る
。
し
か
し
市
民
社
会
の
経
済
的
自
律
性
と
、
そ
れ

を
支
え
る
市
民
的
私
法
体
系
の
現
存
在
と
に
対
す
る
認
識
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
に
近
代
性
を
付
与
す
る
。「
ポ
リ
ツ

ァ
イ
」
は
、
市
民
社
会
の
自
律
的
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
偶
然
的
脱
落
に
対
す
る
公
権
力
に
よ
る
「
事
前
の
配
慮
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る

か
ら
、
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
社
会
政
策
的
な
意
義
を
担
う
。
な
ぜ
な
ら
、
偶
然
性
は
本
来
人
を
選
ば
ず
、
し
か
も
こ
こ
で
は
偶
然
性
は
、

す
で
に
そ
の
核
心
部
に
富
裕
と
貧
困
と
の
分
裂
と
そ
の
拡
大
を
含
み
つ
つ
、
必
然
性
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
た
か
ら
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で
あ
る
。「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
の
お
こ
な
う
監
督
と
事
前
の
配
慮
」
の
政
策
分
野
は
、
既
述
の
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
個

人
を
、
個
人
的
な
目
的
の
達
成
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
一
般
的
可
能
性
と
媒
介
す
る
（
１５６
）

こ
と
」
を
目
的
と
し
、「
も
ろ
も
ろ
の
特
殊

的
な
目
的
と
利
益
と
を
も
っ
て
い
る
大
衆
を
保
護
し
安
全
に
す
る
た
め
の
一�

つ�

の�

外�

的�

な�

秩�

序�

な�

ら�

び�

に�

対�

策�
（
１５７
）

」
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
各
人
が
自
立
し
各
自
の
能
力
（
可
能
性
）
を
開
展
す
る
た
め
の
一
般
的
な
前
提
条
件
の
公
的
供
給
と
読
み
か
え
て
よ
い
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
も
の
は
「
特
殊
性
に
お
け
る
現
実
的
な
権
利
」、「
個
々
人
の
生
計
と
福
祉
の
保
障
」
と

い
う
権
利
で
あ
っ
た
。「
経
済
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
」
を
語
り
う
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
い
っ
そ
う
強
い
意
味
で
「
社
会
政
策
家
ヘ
ー
ゲ

ル
」
が
語
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
と
国
家
と
を
根
底
に
お
い
て
支
え
る
べ
き
も
の
は
、「
実
直
さ
」
と
相
互
的
援
助
と
を
道
徳
的
義
務
と
し

て
自
覚
す
る
近
代
的
市
民
（
実
体
と
し
て
は
職
分
人
）
で
あ
り
、
そ
う
し
た
主
体
的
自
由
の
共
同
体
―
―
主
体
的
な
社
会
的
関
係
性

―
―
と
し
て
の
「
人
倫
」
の
理
念
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
は
、
一
面

で
、
た
し
か
に
プ
ラ
ト
ン＝

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ポ
リ
ス
的
人
倫
を
本
来
的
想
原
と
し
な
が
ら
、
主
体
的
自
由
論
で
つ
ら
ぬ
か
れ
た

も
の
と
し
て
、
は
っ
き
り
カ
ン
ト
後
の
世
界
に
立
つ
の
で
あ
る
。「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
と
い
う
ド
イ
ツ
国
家
学
に
伝
統
的
な
カ
テ
ゴ
リ

ー
を
用
い
て
、
市
民
社
会
へ
の
政
策
的
介
入
を
論
じ
る
「
構
え
」
が
、
ド
イ
ツ
啓
蒙
期
の
行
政
的
干
渉
体
系
と
の
親
近
性
を
想
定
さ

せ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
国
家
経
済
学
」
的
な
ド
イ
ツ
官
房
学
の
伝
統
と
現
実
の
国
制
史
に
お
け
る
君
主
制
的
・
官
僚
制
的
支
配

の
連
続
性
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
思
想
と
し
て
の
「
幸
福
主
義
」
か
ら
は
お
の
ず
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
「
幸
福
主
義
」
は
、
カ
ン
ト
の
徹
底
的
な
批
判
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
思
想
界
で
は
事
実
上
葬
り
去
ら
れ
、
伝
来
の
自
然
法
論

の
土
台
を
な
し
て
い
た
「
善
」
の
質
料
倫
理
も
あ
わ
せ
て
解
体
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
法
は
、
実
定
法
を
基
礎
づ
け
る
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機
能
を
喪
失
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
一
体
性
の
う
ち
に
あ
っ
た
「
倫
理
（
学
）」
は
、
い
ま
や
純
然
た
る
個
人
道
徳
（
学
）
へ

と
内
面
化
さ
れ
、
旧
政
治
的
諸
学
問
は
分
解
へ
の
途
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
私
法
的
関
係
へ
と
純
化
さ
れ
た
実
定
法
支
配
の
時
代
が
到

来
す
る
。
カ
ン
ト
直
後
の
多
様
な
自
然
法
論
の
満
開
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
は
自
然
法
は
そ
の
存
在
意
義
を
否
定
さ
れ
、
十

九
世
紀
に
生
き
残
る
途
は
、
当
面
、
実
定
法
の
哲
学
的
・
質
料
倫
理
的
考
察
と
い
う
「
法
哲
学
」
と
し
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
基
本
動
向
の
初
期
段
階
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
実
定
法
の
意
義
を
認
め
つ
つ
、
こ
れ
に
対
す
る
「
哲
学
的
法
」
を
「
自

然
法
」
と
呼
び
、
法
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
と
い
う
課
題
を
立
て
て
、
カ
ン
ト
後
の
位
置
か
ら
、
自
然
法
論
の
進
む
べ
き
途
を
示
し
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
意
し
た
「
人
倫
」
と
い
う
根
拠
は
、「
生
き
て
い
る
善
と
し
て
の
自
由
の
理
念
」
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
近
代
人
の
主
観
的
な
私
的
「
道
徳
学
」
と
は
異
な
り
、
習
俗
と
し
て
の
共
同
性
に
お
け
る
自
由
の
実
現
を
課
題
と
す
る
人

倫
的
「
自
然
法
学
」
と
い
う
視
野
を
独
自
に
拓
か
せ
た
。
貧
困
を
中
心
と
す
る
生
活
課
題
と
そ
れ
へ
の
政
策
対
応
と
い
う
認
識
を
可

能
に
さ
せ
た
の
も
、
こ
の
「
人
倫
」
が
国
家
学
的
な
実
体
性
を
不
可
欠
に
包
蔵
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
カ
ン
ト

が
論
じ
え
な
か
っ
た
質
料
倫
理
と
し
て
の
「
善
」
の
中
身
を
、
近
代
的
市
民
（
職
分
人
）
の
個
人
道
徳
も
含
め
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
あ

ら
た
め
て
自
然
法
に
盛
り
込
も
う
と
し
た
の
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
中
身
で
あ
る
「
自
由
の
理

念
」
の
現
実
性＝

歴
史
性
と
い
う
普
遍
概
念
は
、
そ
の
ご
の
歴
史
（
相
対
）
主
義
に
よ
る
自
然
法
の
解
体
過
程
の
な
か
で
、
そ
れ
自

身
が
一
つ
の
有
力
な
歴
史
観
を
後
に
残
し
、
歴
史
の
な
か
で
の
自
然
法
の
実
現
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
普
遍
概
念
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ

っ
て
、
生
活＝

生
命
過
程
論
（
史
的
唯
物
論
）
と
し
て
批
判
的
に
継
承
・
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
の
実
際
の
担
い
手
が
君
主
制
国
家
に
お
け
る
「
統
治
権
」
の
支
柱
を
な
し
た
官
僚
行
政
組
織
で
あ
っ
た
と
い
う
点

で
い
え
ば
、
個
人
の
「
人
格
」
の
自
由
な
発
展
と
い
う
、
す
ぐ
れ
て
ド
イ
ツ
的
な
啓
蒙
の
原
理
が
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
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タ
イ
ン
の
、
全
社
会
成
員
の
自
立
的
発
展
の
前
提
諸
条
件
の
創
出
を
任
務
と
す
る
国
家
行
政
に
よ
る
社
会
改
良
、
す
な
わ
ち
「
社
会

行
政
」
国
家
論
と
し
て
、
行
政
学
的
な
発
展
を
み
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
一
種
の
イ
デ
ア
論
は
、
不
断
の
実
体
性＝

現
実
性
志
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
貫
し
て

観
念
論
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
概
念
」
的
全
体
性
認
識
を
「
哲
学
」
の
課
題
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

「
習
俗
」
的
人
倫
論
は
、
一
方
で
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
へ
の
高
い
（
１５８
）

評
価
に
示
さ
れ
た
、
国
民
の
歴
史
的
個
性
を
そ
の
総
体
に
お
い
て

重
視
す
る
見
地
を
つ
う
じ
て
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
の
確
執
に
も
か
か
わ
ら
ず
歴
史
法
学
派
に
連
接
す
る
可
能
性
を

秘
め
て
お
り
、
他
方
で
は
、「
戦
争
」
の
精
神
的
美
化
（
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
へ
の
批
判
を
（
１５９
）

含
む
）
や
「
国
家
」
の
「
心

術
」
と
し
て
の
「
愛
国
心Patriotism

us

」
（
１６０
）

規
定
を
つ
う
じ
て
恣
意
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
合
す
る
リ
ス
ク
を
負
っ
て
い
た
。
死

を
「
誇
り
」
と
し
て
市
民
に
要
求
し
う
る
「
民
族
」＝

「
（
１６１
）

国
家
」
と
は
何
か
、「
社
会
契
約
」
と
と
も
に
「
人
権
」
を
空
無
と
し
て

否
定
す
る
「
人
倫
」
と
は
何
か
、
と
問
わ
れ
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。

「
人
権
」
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
権
の
主
体
と
し
て
の
個
人
、
す
な
わ
ち
中
間
団
体
を
こ
え
た
「
人
」
一
般
を
否
定
す

る
こ
と
を
意
味
し
（
１６２
）

う
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
上
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
制
を
、「
職
業
団
体
と
自
治
団
体
」
の
欠
如
の
ゆ
え
に
批
判

し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
旧
い
中
間
団
体
を
一
掃
し
た
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
の
団
結
権
を
も
禁
止
す
る
（
一
七
九
一
年
の
ル

・
シ
ャ
プ
リ
エ
法
）
と
い
う
徹
底
性
に
よ
っ
て
、
国
家
と
個
人
と
の
二
極
構
造
を
つ
く
り
出
し
、
そ
の
荒
わ
ざ
を
つ
う
じ
て
は
じ
め

て
「
人
権
」
の
主
体
と
し
て
の
「
人
」
一
般
を
取
り
出
し
て
、
国
民
主
権
を
根
拠
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ

ル
が
「
君
主
主
権
に
対
立
さ
せ
ら
れ
た
国
民
主
権
」
を
否
認
し
、「
分
節
的
」
な
職
分
社
会
モ
デ
ル
を
構
想
し
た
こ
と
は
、「
人
」
一

般
の
権
利
と
し
て
の
「
人
権
」
の
否
認
と
、
私�

人�

と
し
て
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
で
は
な
い
相
互
に
対
等
な
国�

家�

公�

民�

（
シ�

ト�

ワ�

イ�

ヤ�
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ン�

）
へ�

の�

関�

心�

の�

稀�

薄�

さ�

と
に
照
応
し
て
い
る
。
も
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
な
ら
っ
て
全
体
（
国
家
）
を
部
分
（
個

人
）
に
優
先
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
分
節
的
社
会
に
お
い
て
は
、（
国
家
だ
け
で
な
く
）
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
が
個
人
に
と
っ

て
社
会
的
抑
圧
の
契
機
と
な
り
う
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
重
い
自
覚
の
存
否
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

主
体
的
自
由
の
共
同
体
と
い
う
ば
あ
い
、
近
代
的
結
社
の
前
提
は
、
諸
個
人
の
自
由
な
意
思
の
確
保
に
あ
り
、
そ
れ
は
、
特
定
団
体

へ
帰
属
し
な
い
自
由
を
含
み
、「
人
」
一
般
の
認
定
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。「
カ
ン
ト
後
」
に
立
つ
ヘ
ー
ゲ

ル
の
近
代
性
の
真
の
試
金
石
は
、
し
た
が
っ
て
質
料
倫
理
と
し
て
具
体
的
な
共
同
性
（
習
俗
）
を
提
示
す
る
ば
あ
い
の
近
代
的
前
提

条
件
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
ま
た
、「
人
倫
」
論
の
も
つ
ロ�

マ�

ン�

性�

の�

意�

義�

の
軽
重
を

左
右
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
経
験
的
心
理
学
」
か
ら
ホ
ッ
ブ
ズ
が
引
き
出
し
た
「
生
存
」
の
自
然
権

は
、
そ
の
「
原
子
」
論
へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
の
絶
対
化
で
は
な
く
、
国
家
を
各
人
の
生
存
権
を
確
保
す

る
た
め
の
手
段
と
見
な
す
徹
底
し
た
個
人
の
尊
厳
の
立
場
に
お
い
て
、
近
代
の
政
治
原
理
の
基
本
理
念
と
し
て
な
お
峻
立
し
て
い
る

し
、
カ
ン
ト
は
、
そ
の
先
験
的
定
言
命
法
と
法
形
式
論
と
が
も
ち
え
た
「
道
徳
法
則
」
と
し
て
の
強
い
規
範
力
の
ゆ
え
に
、
逆
に
公

民
的
共
存
だ
け
で
な
く
人
類
的
共
生
と
い
う
究
極
的
理
想
理
念
を
も
提
示
し
え
た
の
で
は
あ
っ
た
。

（
１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
木
村
周
市
朗
「
ド
イ
ツ
国
家
学
と
経
済
学
―
―
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ラ
ウ
の
〈
官
房
学
の
再
編
成
〉
を

中
心
に
―
―
」、『
成
城
大
学
経
済
研
究
』、
第
一
八
二
号
、
二
〇
〇
八
年
十
一
月
、
所
収
、
を
見
よ
。

（
２
）
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
」
の
枯
死
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
と
く
に
十
九
世
紀
後
半
以
降
、
近
代
の
学
問
の
客
観
主
義
化
（
す
な
わ
ち
目
的

論
的
原
理
の
放
棄
、
社
会
倫
理
的
な
観
点
の
欠
落
）
に
よ
る
旧
政
治
学
（
政
治
的
学
問
）
全
体
の
没
落
と
と
も
に
徐
々
に
進
行
す
る
が
、

―１６３（６２）―

質
料
倫
理
問
題
と
し
て
の
生
活
課
題



こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
概
念
の
狭
義
化
（
福
祉
目
的
の
脱
落
、
安
全
目
的
へ
の
限
定
化
）
と
並
行
し
て
深
化
し
た
点
に
留

意
し
て
お
き
た
い
。

（
３
）
以
上
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
を
見
よ
。H

.
M

aier,
D

ie
ältere

deutsche
Staats-

und
V

erw
altungslehre,

N
euw

ied
u.

B
erlin

1966,
2.

A
ufl.,

M
ünchen

1980,
D

eutscher
T

aschenbuch
V

erlag,
M

ünchen
1986,

S
.

164ff.,
181ff.

（
４
）

V
gl.

M
.

Stolleis,
G

eschichte
des

öffentlichen
R

echts
in

D
eutschland,

B
d.1:

R
eichspublizistik

und
Policeyw

issenschaft
1600-

1800,
M

ünchen
1988,

S
.

288f.

（
５
）

V
gl.

K
.

L
uig,

C
hristian

T
hom

asius,
in:

Staatsdenker
im

17.
und

18.
Jahrhundert,

R
eichspublizistik,

Politik,
N

aturrecht,
hrsg.

von
M

.
Stolleis,

Frankfurt
a.

M
.

1977,
S.

228−
247.

佐
々
木
有
司
・
柳
原
正
治
訳
『
一
七
・
一
八
世
紀
の
国
家
思
想
家
た
ち
―
―
帝

国
公
（
国
）
法
論
・
政
治
学
・
自
然
法
論
―
―
』、
木
鐸
社
、
一
九
九
五
年
、
三
七
五
―
四
二
〇
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
前
者
の
解
釈
例
と
し
て
は
、C

.
L

ink,
R

echtsw
issenschaft,

in:
W

issenschaften
im

Z
eitalter

der
A

ufklärung,
hrsg.

von
R

.
V

ier-

haus,
G

öttingen
1985,

S.
120-142,

S.
125ff.

を
、
後
者
の
例
と
し
て
は
、M

.
T

hom
ann,

C
hristian

W
olff,

in:
Staatsdenker,

a.a.O
.,

S.
248-271.

前
掲
訳
書
、
四
二
一
―
四
六
四
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。

（
７
）

M
.

Stolleis,
G

eschichte,
B

d.
1,

S.
290.

（
８
）

I.
K

ant,
G

rundlegung
zur

M
etaphysik

der
Sitten,

1785,
hrsg.

von
K

.
V

orländer,
Philosophische

B
ibliothek,

B
d.

41,
4.

A
ufl.,

L
eipzig

1917,
S.

5.

野
田
又
夫
訳
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』、『
世
界
の
名
著
３２
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
、
二
二
九

ペ
ー
ジ
。
以
下
本
稿
で
は
、
引
用
文
中
の
（

）
は
す
べ
て
原
文
の
ま
ま
、〔

〕
の
部
分
は
引
用
者
の
補
筆
で
あ
り
、
引
用
文
中
の
傍

点
は
、
原
文
が
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
（
ま
た
は
、
ご
く
ま
れ
に
イ
タ
リ
ッ
ク
や
ゴ
チ
ッ
ク
）
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
邦
訳
書
が
あ
る
ば

あ
い
は
該
当
ペ
ー
ジ
数
を
漢
数
字
で
併
記
す
る
が
、
引
用
文
は
邦
訳
書
に
従
っ
て
い
な
い
ば
あ
い
が
あ
る
。

（
９
）

I.
K

ant,
M

etaphysik
der

Sitten,
1797,

hrsg.
von

K
.

V
orländer,

Philosophische
B

ibliothek,
B

d.
42,

3.
A

ufl.,
L

eipzig
1919,

S.
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225f.

森
口
美
都
男
・
佐
藤
全
弘
訳
『
人
倫
の
形
而
上
学
』（
徳
論
）、
前
掲
『
世
界
の
名
著
３２
』、
五
三
九
―
五
四
〇
ペ
ー
ジ
。

（
１０
）

I.
K

ant,
G

rundlegung,
S.

69.

二
八
八
ペ
ー
ジ
。

（
１１
）

E
benda,

S.
70.

二
八
八
―
二
八
九
ペ
ー
ジ
。

（
１２
）

I.
K

ant,
M

etaphysik,
S.

213.

五
二
九
ペ
ー
ジ
。

（
１３
）

I.
K

ant,
U

eber
den

G
em

einspruch:
D

as
m

ag
in

der
T

heorie
richtig

sein,
taugt

aber
nicht

für
die

Praxis,
1793,

in:
ders.,

K
leinere

Schriften
zur

G
eschichtsphilosophie,

E
thik

und
Politik,

hrsg.
von

K
.

V
orländer,

Philosophische
B

ibliothek,
B

d.
47I,

L
eipzig

1913,
S.

67-113,
S.

88,
100.

篠
田
英
雄
訳
「
理
論
と
実
践
」、
同
訳
『
啓
蒙
と
は
何
か

他
四
篇
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
四

年
、
所
収
、
一
四
三
、
一
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
１４
）
カ
ン
ト
が
、「
法
」
を
、
万
人
の
「
外
的
権
利
」
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
外
的
形
式
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
一
方
で
ヴ
ォ
ル
フ
的
「
幸
福
」
目
的
を
無
用
化
し
つ
つ
、
他
方
で
は
「
法
」（
国
家
干
渉
）
の
内
容
や
範
囲
を
制
約
し
な
か
っ
た

点
に
つ
い
て
、
木
村
周
市
朗
『
ド
イ
ツ
福
祉
国
家
思
想
史
』、
未
来
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
第
三
章
を
見
よ
。

（
１５
）
筏
津
安
恕
『
私
法
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
契
約
理
論
の
再
編
―
―
ヴ
ォ
ル
フ
・
カ
ン
ト
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
―
―
』、
昭
和
堂
、
二
〇

〇
一
年
、
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
１６
）

I.
K

ant,
G

rundlegung,
S.

52.

二
七
三
ペ
ー
ジ
。

（
１７
）

E
benda,

S.
52.

二
七
三
ペ
ー
ジ
。

（
１８
）

I.
K

ant,
K

ritik
der

praktischen
V

ernunft,
1788,

hrsg.
von

K
.

V
orländer,

Philosophische
B

ibliothek,
B

d.
38,

7.
A

ufl.,
L

eipzig

1920,
S.

54.

坂
部
恵
・
伊
古
田
理
訳
『
実
践
理
性
批
判
』、『
カ
ン
ト
全
集
７
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
八
一
ペ
ー
ジ
。

（
１９
）

E
benda,

S.
27.

一
五
〇
ペ
ー
ジ
。

（
２０
）

I.
K

ant,
G

rundlegung,
S.

50.

二
七
一
ペ
ー
ジ
。
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（
２１
）

H
.

W
elzel,

N
aturrecht

und
m

ateriale
G

erechtigkeit,
4.,

neubearbeitete
u.

erw
eiterte

A
ufl.,

G
öttingen

1962,
S.

7f.

（
２２
）

E
benda,

S.
8.

（
２３
）

I.
K

ant,
M

etaphysik,
S.

20f.

三
四
〇
―
三
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
２４
）

H
.

W
elzel,

a.a.O
.,

S.
168.

（
２５
）

I.
K

ant,
G

rundlegung,
S.

10.

二
三
四
―
二
三
五
ペ
ー
ジ
。

（
２６
）

H
.

M
aier,

D
ie

L
ehre

der
Politik

an
den

deutschen
U

niversitäten
vornehm

lich
vom

16.bis
18.Jahrhundert,in:D

.O
berndörfer

(H
rsg.),

W
issenschaftliche

Politik,
E

ine
E

inführung
in

G
rundfragen

ihrer
T

radition
und

T
heorie,

Freiburg
i.

B
.

1962,
S.

59-

116,
S.

112.

（
２７
）

E
benda,

S.
113,

115.
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
一
九
一
九
年
の
講
演
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
の
中
で
、
政
治
と
倫
理
と
の
関

係
を
問
い
、「
心
情
倫
理G

esinnungsethik

」
と
「
責
任
倫
理V

erantw
ortungsethik

」
と
を
対
比
し
た
こ
と
が
、
旧
政
治
学
の
解
体
と

い
う
ド
イ
ツ
学
問
史
上
の
重
い
転
回
に
か
ん
す
る
省
察
に
連
接
し
う
る
点
に
つ
い
て
、E

benda,
S.

115.

を
見
よ
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
に
お
け
る
学
問
と
政
治
信
条
と
の
峻
別
が
、
結
局
学
問
の
脱
政
治
化
（
科
学
主
義
化
）
を
許
容

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
文
脈
上
、
な
お
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２８
）

H
.

M
aier,

A
kadem

ische
Politik

und
Staatsw

issenschaft
in

H
eidelberg

–
von

den
A

nfängen
bis

zu
M

ax
W

eber,
in:

D
ie

G
eschichte

der
U

niversität
H

eidelberg,
V

orträge
im

W
intersem

ester
1985/86,

hrsg.
von

der
R

uprecht-K
arls

U
niversität

H
eidel-

berg,
H

eidelberg
1986,

S.
129-156,

S.
132.

（
２９
）

E
benda,

S.
139.

（
３０
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』（
上
）、
高
田
三
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
一
六
―
一
七
、
二
〇
ペ
ー
ジ
。

（
３１
）
同
上
、
一
八
―
一
九
ペ
ー
ジ
。
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（
３２
）

W
.

H
ennis,

B
em

erkungen
zur

w
issenschaftsgeschichtlichen

Situation
der

politischen
W

issenschaft,
in:

G
esellschaft

-
Staat

-

E
rziehung,

B
lätter

für
politische

B
ildung

und
E

rziehung,
hrsg.

von
F.

M
esserschm

id
u.

a.,
Jg.

5,
Stuttgart

1960,
S.

203-211,

S.
204.

（
３３
）

E
benda,

S.
208f.

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
近
代
の
学
問
観
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
つ
ぎ
を
見
よ
。G

.
K

rüger,
G

rundfragen
der

Philosophie,
G

eschichte
–

W
ahrheit

–
W

issenschaft,
Frankfurt

a.
M

.
1958,

insb.
S.

177ff.

（
３４
）
た
と
え
ば
、
藤
沢
令
夫
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
現
代
―
―
世
界
観
の
あ
り
か
た
―
―
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
を
見
よ
。

（
３５
）

W
.

H
ennis,

B
em

erkungen,
a.a.O

.,
S.

209.

（
３６
）

W
.

H
ennis,

Politik
und

praktische
Philosophie,

E
ine

Studie
zur

R
ekonstruktion

der
politischen

W
issenschaft,

N
euw

ied
u.

B
erlin

1963,
S.

125.

（
３７
）
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
か
ら
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
へ
の
継
承
関
係
に
つ
い
て
は
、
筏
津
、
前
掲
書
、
一
五
ペ
ー
ジ
、
他
を
見
よ
。

（
３８
）

V
gl.

W
.

H
ennis,

Politik
und

praktische
Philosophie,

S.
122f.

（
３９
）

C
.

F.
W

.
v.

G
erber,

G
rundzüge

des
deutschen

Staatsrechts,
hrsg.

von
W

.
Pöggeler,

N
achdr.

der
3.

A
ufl.

L
eipzig

1880,

H
ildesheim

u.
a.

1998,
S.

237.

（
４０
）
経
済
学
を
含
む
諸
学
の
独
立
化
動
向
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
を
見
よ
。H

.
M

aier,
D

ie
L

ehre
der

Politik,
S.

107ff.;
W

.
H

ennis,
Politik

und
praktische

Philosophie,
S.

120ff.

（
４１
）
こ
う
し
た
文
脈
上
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
旧
西
ド
イ
ツ
で
あ
ら
た
め
て
「
公
法
学
の
現
代
的
哲
学
の
欠
如
」（
ル
ー
ド
ル
フ
・
ス
メ

ン
ト
）
が
自
覚
し
な
お
さ
れ
、「
政
治
的
な
る
も
の
の
返
還
請
求
」
が
課
題
と
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
、W

.
H

ennis,
Politik

und
praktische

Philosophie,
S.

124ff.

を
見
よ
。

（
４２
）

I.
K

ant,
K

ritik
der

praktischen
V

ernunft,
S.

23.

一
四
五
ペ
ー
ジ
。

―１５９（６６）―

質
料
倫
理
問
題
と
し
て
の
生
活
課
題



（
４３
）

H
.

W
elzel,

a.a.O
.,

S.
169.

V
gl.

I.
K

ant,
G

rundlegung,
S.

22.

二
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
４４
）

I.
K

ant,
G

rundlegung,
S.

45f.

二
六
六
―
二
六
七
ペ
ー
ジ
。

（
４５
）
「
約
束
」
の
思
想
を
拒
否
す
る
デ
カ
ル
ト
と
の
対
比
で
、
カ
ン
ト
の
こ
の
点
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
小
泉
義
之
『
デ
カ
ル
ト＝

哲

学
の
す
す
め
』、
講
談
社
、
一
九
九
六
年
、
三
〇
―
三
四
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。

（
４６
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
と
と
も
に
、K

.
Polanyi,

A
ristotle

D
iscovers

the
E

conom
y,

1957.

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る

経
済
の
発
見
」、
玉
野
井
芳
郎
・
平
野
健
一
郎
編
訳
『
経
済
の
文
明
史
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
、
所
収
、
を
見
よ
。

（
４７
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』、
第
一
巻
第
八
―
十
章
を
見
よ
。

（
４８
）

I.
K

ant,
M

etaphysik
der

Sitten,
S.

136ff.

加
藤
新
平
・
三
島
淑
臣
訳
『
人
倫
の
形
而
上
学
』（
法
論
）、
前
掲
『
世
界
の
名
著
３２
』、

四
五
一
―
四
五
三
ペ
ー
ジ
。D

ers.,
U

eber
den

G
em

einspruch,
S.

92ff.

一
五
〇
―
一
五
四
ペ
ー
ジ
。

（
４９
）

I.
K

ant,
U

eber
den

G
em

einspruch,
S.

93
A

nm
.

一
五
三
ペ
ー
ジ
。

（
５０
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
木
村
、
前
掲
書
、
三
一
三
―
三
一
四
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。

（
５１
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
G

rundlinien
der

Philosophie
des

R
echts,

1821,
hrsg.

von
G

.
L

asson,
Philosophische

B
ibliothek,

B
d.

124,
2.

A
ufl.,

L
eipzig

1921,
S.

169f.

藤
野
渉
・
赤
澤
正
敏
訳
『
法
の
哲
学
』、『
世
界
の
名
著
３５
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
、
四
三
八
―

四
三
九
ペ
ー
ジ
。

（
５２
）

E
benda,

S.171f.

四
四
二
ペ
ー
ジ
。

（
５３
）

F.
C

.
v.

Savigny,
V

om
B

eruf
unsrer

Z
eit

für
G

esetzgebung
und

R
echtsw

issenschaft,
H

eidelberg
1814,

N
achdr.,

G
oldbach

1997,
S.

8.

（
５４
）

E
benda,

S.
13f.

（
５５
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
Philosophie

des
R

echts,
S.

172.

四
四
二
―
四
四
三
ペ
ー
ジ
。

―１５８（６７）―

質
料
倫
理
問
題
と
し
て
の
生
活
課
題



（
５６
）

E
benda,

S.
18.

一
七
六
ペ
ー
ジ
。

（
５７
）

E
benda,

S.
21.

一
八
〇
―
一
八
一
ペ
ー
ジ
。

（
５８
）

E
benda,

S.
20f.

一
八
一
ペ
ー
ジ
。

（
５９
）

E
benda,

S.
113f.

三
三
八
―
三
三
九
ペ
ー
ジ
。
な
お
、﹇

﹈
は
編
集
者
ラ
ッ
ソ
ン
に
よ
る
補
正
で
あ
る
。

（
６０
）

V
gl.

K
.

R
osenkranz,

G
eorg

W
ilhelm

Friedrich
H

egels
L

eben,
B

erlin
1844,

U
nveränd.

reprograph.
N

achdr.
unter

H
inzu-

fügung
e.

N
achbem

erkung
von

O
tto

Pöggeler
zum

N
achdr.

1977,
D

arm
stadt

1977,
S.

87.

中
埜
肇
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
伝
』、
み
す
ず

書
房
、
一
九
八
三
年
、
九
七
ペ
ー
ジ
。

（
６１
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
D

er
G

eist
des

C
hristentum

s
und

sein
Schicksal,

1798-1800,
in:

ders.,
W

erke
in

zw
anzig

B
änden,

neu

edierte
A

usgabe,
R

edaktion
E

.
M

oldenhauer
u.

K
.

M
.

M
ichel,

F
rankfurt

a.
M

.
1986,

B
d.

1,
S.

274−
418,

S
.

322.

伴
博
訳
『
キ

リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
、
六
九
―
七
〇
ペ
ー
ジ
。

（
６２
）
「
義�

務�

と�

は�

、
法�

則�

に�

対�

す�

る�

尊�

敬�

に�

も�

と�

づ�

く�

行�

為�

の�

必�

然�

性�

で�

あ�

る�

。」（I.
K

ant,
G

rundlegung,
S.

18.

二
四
二
ペ
ー
ジ
。）

（
６３
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
G

eist
des

C
hristentum

s,
S.

323.

七
一
ペ
ー
ジ
。

（
６４
）

E
benda,

S.
359f.

一
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
６５
）

E
benda,

S.
322,

324.

七
〇
、
七
二
ペ
ー
ジ
。

（
６６
）

E
benda,

S.
324f.

七
四
―
七
六
ペ
ー
ジ
。

（
６７
）

I.
K

ant,
K

ritik
der

praktischen
V

ernunft,
S.

107f.

二
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
６８
）

E
benda,

S.
105.

二
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
６９
）

E
benda,

S.
107.

二
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
７０
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
G

eist
des

C
hristentum

s,
S.

325.

七
六
ペ
ー
ジ
。

―１５７（６８）―

質
料
倫
理
問
題
と
し
て
の
生
活
課
題



（
７１
）

E
benda,

S.
325-327.

七
七
―
八
〇
ペ
ー
ジ
。

（
７２
）

V
gl.

ebenda,
S.

359-362.

一
四
三
―
一
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
７３
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
Ü

ber
die

w
issenschaftlichen

B
ehandlungsarten

des
N

aturrechts,
seine

Stelle
in

der
praktischen

Philosophie

und
sein

V
erhältnis

zu
den

positiven
R

echtsw
issenschaften,

1802-1803,
in:

ders.,
W

erke
in

zw
anzig

B
änden,

B
d.

2,
S.

434-

530,
S.

505.

松
富
弘
志
・
国
分
幸
・
高
橋
洋
児
訳
『
近
代
自
然
法
批
判
』、
世
界
書
院
、
一
九
九
五
年
、
八
三
ペ
ー
ジ
。
あ
わ
せ
て
、

原
典
の
文
法
上
の
厳
密
な
反
映
を
旨
と
し
た
平
野
秩
夫
訳
『
自
然
法
学
―
―
其
の
方
法
と
体
系
―
―
』、
勁
草
書
房
、
一
九
六
三
年
、
も

以
下
随
時
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
分
野
で
の
研
究
成
果
と
し
て
、
永
尾
孝
雄
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
近
代
自
然
法
学
批
判
』、
九
州
大
学
出

版
会
、
一
九
九
八
年
、
を
見
よ
。

（
７４
）

E
benda,

S.
464.

四
二
ペ
ー
ジ
。

（
７５
）

E
benda,

S.
460.

三
八
ペ
ー
ジ
。

（
７６
）

E
benda,

S.
461.

三
九
ペ
ー
ジ
。

（
７７
）

E
benda,

S.
461−

463.

四
〇
―
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
７８
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
Philosophie

des
R

echts,
S.

319.

三
四
〇
ペ
ー
ジ
。

（
７９
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
B

ehandlungsarten
des

N
aturrechts,

S.
463f.

四
一
―
四
二
ペ
ー
ジ
。

（
８０
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
Philosophie

des
R

echts,
S.

104f.
三
二
四
―
三
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
８１
）

E
benda,

S.
316f.

三
二
六
ペ
ー
ジ
。

（
８２
）

E
benda,

S.
105.

三
二
六
―
三
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
８３
）

E
benda,

S.
106f.

三
二
七
―
三
三
〇
ペ
ー
ジ
。

（
８４
）

E
benda,

S.
133.

三
七
一
ペ
ー
ジ
。

―１５６（６９）―

質
料
倫
理
問
題
と
し
て
の
生
活
課
題



（
８５
）

E
benda,

S.
109.

三
三
二
ペ
ー
ジ
。

（
８６
）

E
benda,

S.
114.

三
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
８７
）

E
benda,

S.
115f.

三
四
一
―
三
四
二
ペ
ー
ジ
。

（
８８
）

I.
K

ant,
K

ritik
der

reinen
V

ernunft,
1781,

1787,
N

eu
hrsg.

von
T

h.
V

alentiner,
11.

m
it

der
10.

gleichhaltende
A

ufl.,

Philosophische
B

ibliothek,
B

d.
37,

L
eipzig

1919,
S.

107.

有
福
孝
岳
訳『
純
粋
理
性
批
判

上
』、『
カ
ン
ト
全
集
４
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
一
年
、
一
三
〇
ペ
ー
ジ
。

（
８９
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
G

lauben
und

W
issen

oder
die

R
eflexionsphilosophie

der
Subjektivität

in
der

V
ollständigkeit

ihrer
Form

en

als
K

antische,
Jacobische

und
F

ichtesche
P

hilosophie,
1802,

in:
ders.,

W
erke

in
zw

anzig
B

änden,
B

d.
2,

S.
287-433,

S
.

303.

上
妻
精
訳
『
信
仰
と
知
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
二
二
―
二
三
ペ
ー
ジ
。

（
９０
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
B

ehandlungsarten
des

N
aturrechts,

S.
466f.

四
四
ペ
ー
ジ
。

（
９１
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
G

lauben
und

W
issen,

S.
304.

二
三
ペ
ー
ジ
。

（
９２
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
B

ehandlungsarten
des

N
aturrechts,

S.
467.

四
四
―
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
９３
）

E
benda,

S.
438.

一
一
ペ
ー
ジ
。

（
９４
）

I.
K

ant,
M

etaphysik,
S.

43,
116.

三
六
二
、
四
三
二
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
理
性
法
と
し
て
の「
自
然
法N

atur-

recht

」
と
は
別
に
、「
自
然
状
態
」
に
お
け
る
法
と
「
公
民
状
態
」
に
お
け
る
法
と
を
区
別
し
て
、
前
者
を
「
自
然
的
法natürliches

R
echt

」
す
な
わ
ち
「
私
法
」、
後
者
を
「
公
民
的
法
」
す
な
わ
ち
「
公
法
」
と
規
定
し
て
い
る
。V

gl.
ebenda,

S.
48.

三
六
八
ペ
ー
ジ
。

（
９５
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
G

lauben
und

W
issen,

S.
296f.

一
三
―
一
五
ペ
ー
ジ
。

（
９６
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
B

ehandlungsarten
des

N
aturrechts,

S.
444-448.

二
一
―
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
９７
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
Philosophie

des
R

echts,
S.

75,
305,

195ff.

二
七
六
―
二
七
八
、
四
八
〇
―
四
八
二
ペ
ー
ジ
。

―１５５（７０）―

質
料
倫
理
問
題
と
し
て
の
生
活
課
題



（
９８
）

I.
K

ant,
M

etaphysik,
S.

136,
138.

四
五
一
、
四
五
三
ペ
ー
ジ
。

（
９９
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
Philosophie

des
R

echts,
S.

230.

五
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
１００
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
B

ehandlungsarten
des

N
aturrechts,

S.
504.

八
二
ペ
ー
ジ
。

（
１０１
）

E
benda,

S.
509.

八
九
ペ
ー
ジ
。

（
１０２
）

E
benda,

S.
481.

六
一
ペ
ー
ジ
。

（
１０３
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。「
自
然
に
は
、
国��́���

は
家
や
わ
れ
わ
れ
個
々
人
よ
り
先
に
あ
る
、
な
ぜ

な
ら
全
体
は
部
分
よ
り
先
に
あ
る
の
が
必
然
だ
か
ら
で
あ
る
。」
山
本
光
雄
訳
『
政
治
学
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
一
年
、
三
五
―
三
六
ペ

ー
ジ
。

（
１０４
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
B

ehandlungsarten
des

N
aturrechts,

S.
505.

八
三
ペ
ー
ジ
。

（
１０５
）

E
benda,

S.
508.

八
五
ペ
ー
ジ
。

（
１０６
）

E
benda,

S.
489f.

六
九
―
七
〇
ペ
ー
ジ
。

（
１０７
）

E
benda,

S.
508.

八
六
ペ
ー
ジ
。

（
１０８
）

E
benda,

S.
491f.

七
一
―
七
二
ペ
ー
ジ
。

（
１０９
）

E
benda,

S.
494.

七
三
ペ
ー
ジ
。

（
１１０
）

E
benda,

S.
506.

八
四
ペ
ー
ジ
。

（
１１１
）

E
benda,

S.
508.

八
六
ペ
ー
ジ
。

（
１１２
）

E
benda,

S.
518.

九
七
ペ
ー
ジ
。

（
１１３
）

E
benda,

S.
482.

六
三
ペ
ー
ジ
。

（
１１４
）

E
benda,

S.
483.

六
三
ペ
ー
ジ
。

―１５４（７１）―
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（
１１５
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
System

der
Sittlichkeit,

in:
ders.,

Schriften
zur

Politik
und

R
echtsphilosophie,

hrsg.
von

G
.

L
asson,

Philosophische
B

ibliothek,
B

d.
144,

2.,
durchges.

A
ufl.,

L
eipzig

1923,
S.

413-499,
S.

474.

上
妻
精
訳
『
人
倫
の
体
系
』、
以
文

社
、
一
九
九
六
年
、
一
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
１１６
）

E
benda,

S.489.

一
四
三
―
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
１１７
）

E
benda,

S.489f.

一
四
五
―
一
四
七
ペ
ー
ジ
。

（
１１８
）

E
benda,

S.491f.

一
四
九
―
一
五
〇
ペ
ー
ジ
。

（
１１９
）

E
benda,

S.492.

一
五
〇
―
一
五
一
ペ
ー
ジ
。

（
１２０
）

V
gl.

K
.

R
osenkranz,

a.a.O
.,

S.
86.

九
六
ペ
ー
ジ
。
こ
の
「
注
釈
」
は
そ
の
ご
失
わ
れ
た
。

（
１２１
）

V
gl.

M
.

R
iedel,

Z
w

ischen
T

radition
und

R
evolution,

Studien
zu

H
egels

R
echtsphilosophie,

E
rw

eiterte
N

euausgabe,
Stuttgart

1982,
S.

121,
129.

（
１２２
）

B
.

P.
Priddat,

H
egel

als
Ö

konom
,

B
erlin

1990,
S.

19.

高
柳
良
治
・
滝
口
清
栄
・
早
瀬
明
・
神
山
伸
弘
訳
『
経
済
学
者
ヘ
ー
ゲ

ル
』、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
九
年
、
一
二
ペ
ー
ジ
。

（
１２３
）

E
benda,

S.
10.

四
―
五
ペ
ー
ジ
。

（
１２４
）

V
gl.

K
.

R
osenkranz,

a.a.O
.,

S.
85.

九
六
ペ
ー
ジ
。

（
１２５
）

B
.

P.
Priddat,

H
egel

als
Ö

konom
,

S.
12.

六
ペ
ー
ジ
。

（
１２６
）
小
林
昇
『
最
初
の
経
済
学
体
系
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
一
二
ペ
ー
ジ
。

（
１２７
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
Philosophie

des
R

echts,
S.

336.

四
二
二
―
四
二
三
ペ
ー
ジ
。

（
１２８
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
B

ehandlungsarten
des

N
aturrechts,

S.
516.

九
五
ペ
ー
ジ
。

（
１２９
）

E
benda,

S.
485.

六
六
ペ
ー
ジ
。

―１５３（７２）―
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（
１３０
）

E
benda,

S.
529f.

一
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（
１３１
）

E
benda,

S.
484.

六
四
ペ
ー
ジ
。

（
１３２
）

E
benda,

S.
519.

九
八
ペ
ー
ジ
。

（
１３３
）

E
benda,

S.
485.

六
五
ペ
ー
ジ
。

（
１３４
）

M
.

R
iedel,

Z
w

ischen
T

radition
und

R
evolution,

S.
123.

（
１３５
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
Philosophie

des
R

echts,
S.

156.

四
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
１３６
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
D

ifferenz
des

Fichteschen
und

Schellingschen
System

s
der

Philosophie,
1801,

in:
ders.,

W
erke

in
zw

anzig

B
änden,

B
d.

2,
S.

7-138,
S.

82.

（
１３７
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
Philosophie

des
R

echts,
S.

188.

四
六
八
―
四
六
九
ペ
ー
ジ
。

（
１３８
）

E
benda,

S.
187.

四
六
七
―
四
六
八
ペ
ー
ジ
。

（
１３９
）

E
benda,

S.
188.

四
六
九
ペ
ー
ジ
。

（
１４０
）

E
benda,

S.
347.

四
六
九
ペ
ー
ジ
。

（
１４１
）

E
benda,

S.
183f.

四
六
二
ペ
ー
ジ
。

（
１４２
）

E
benda,

S.
186.

四
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
１４３
）

E
benda,

S.
347.

四
六
七
ペ
ー
ジ
。

（
１４４
）

E
benda,

S.
189.

四
七
〇
ペ
ー
ジ
。

（
１４５
）

E
benda,

S.
189.

四
七
一
ペ
ー
ジ
。

（
１４６
）

E
benda,

S.
237f.

五
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
１４７
）

E
benda,

S.
362f.

五
四
七
―
五
四
八
ペ
ー
ジ
。

―１５２（７３）―
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（
１４８
）

E
benda,

S.
192,

194.

四
七
四
―
四
七
五
、
四
七
七
ペ
ー
ジ
。

（
１４９
）

E
benda,

S.
168.

四
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
１５０
）

E
benda,

S.
136.

三
七
八
ペ
ー
ジ
。

（
１５１
）

E
benda,

S.
135f.

三
七
七
―
三
七
八
ペ
ー
ジ
。

（
１５２
）

E
benda,

S.
168.

四
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
１５３
）

E
benda,

S.
108,

317.

三
三
〇
―
三
三
一
ペ
ー
ジ
。

（
１５４
）

E
benda,

S.
317.

三
三
一
ペ
ー
ジ
。

（
１５５
）

I.
K

ant,
M

etaphysik,
S.

40f.

三
六
〇
―
三
六
一
ペ
ー
ジ
。

（
１５６
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
Philosophie

des
R

echts,
S.

346.

四
六
五
ペ
ー
ジ
。

（
１５７
）

E
benda,

S.
191.

四
七
三
ペ
ー
ジ
。

（
１５８
）

V
gl.

G
.

W
.

F.
H

egel,
B

ehandlungsarten
des

N
aturrechts,

S.
524.

一
〇
三
ペ
ー
ジ
。D

ers.,
Philosophie

des
R

echts,
S.

21.

一

八
一
ペ
ー
ジ
。

（
１５９
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
B

ehandlungsarten
des

N
aturrechts,

S.
482.

六
二
ペ
ー
ジ
。D

ers.,
Philosophie

des
R

echts,
S.

263,
364f.,

268,

270,
371.

五
八
二
―
五
八
三
、
五
八
五
、
五
九
一
、
五
九
三
ペ
ー
ジ
。「
持
続
的
な
凪
は
海
を
腐
敗
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
し
、
同
様
に
、

持
続
的
な
平
和
は
、
ま
し
て
や
永
久
平
和
は
諸
国
民
を
腐
敗
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。」(B

ehandlungsarten,
S.

482;
Philosophie

des
R

echts,

S.
263.)

（
１６０
）

G
.

W
.

F.
H

egel,
Philosophie

des
R

echts,
S.

205f.,
238,

352f.
四
九
五
―
四
九
七
、
五
四
五
―
五
四
六
ペ
ー
ジ
。

（
１６１
）
「
国
家
は
そ
も
そ
も
契
約
な
ど
で
は
な
く
（
§
七
五
を
見
よ
）、
な
お
ま
た
個
々
の
も
の
と
し
て
の
諸
個
人
の
生
命
お
よ
び
所
有
の
保�

護�

と
保�

全�

も
、
け
っ
し
て
無
条
件
に
国
家
の
実
体
的
な
本
質
で
は
な
い
。
む
し
ろ
国
家
は
、
よ
り
高
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
個
人

―１５１（７４）―
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の
生
命
お
よ
び
所
有
を
さ
え
も
国
家
自
身
の
権
利
と
し
て
請
求
し
、
そ
れ
を
犠
牲
に
供
す
る
こ
と
を
個
人
に
要
求
す
る
。」(G

.
W

.
F.

H
egel,

Philosophie
des

R
echts,

S.
90.

三
〇
一
ペ
ー
ジ
。）

（
１６２
）
「
人
権
」
の
含
意
の
問
題
史
的
ひ
ろ
が
り
に
つ
い
て
は
、
樋
口
陽
一
『
一
語
の
辞
典

人
権
』、
三
省
堂
、
一
九
九
六
年
、
を
見
よ
。

（
付
記
）本

稿
は
平
成
二
一
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
（
研
究
課
題
「
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
哲
学
と
社
会
政
策
」）
の
交
付
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
二
〇
〇
九
・
九
・
二
七
）

―１５０（７５）―
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