
《
論
　
　
説
》若

き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
国
制
》
論

―
―
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―

堅　
　

田　
　
　
　
　

剛

一　

国
家
の
概
念

　

若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
通
常
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』（D

ie V
erfassung D

eutschlands

）
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
草
稿
群
が
あ
る
。
こ

の
標
題
自
体
、
ヘ
ー
ゲ
ル
本
人
で
は
な
く
、
哲
学
文
庫
版
の
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
を
編
纂
し
た
ゲ
オ
ル
ク
・
ラ
ッ
ソ
ン
が
、
そ
の
第
七
巻
『
政

治
・
法
哲
学
論
文
集
』
に
収
録
す
る
に
際
し
て
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
書
誌
的
経
緯
以
上
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
内
容
が
な
ん
ら
か
の
憲
法
条
文
に
つ
い
て
の
論

評
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き
国
家
の
形
に
つ
い
て
述
べ
た
政
治
的
論
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
ら
に
訳
語
の
問
題
と
し
て
、「
憲
法

0

0

」

な
る
日
本
語
は
国
家
か
ら
離
れ
て
条
文
に
埋
没
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
な
お
さ
ら
相
応
し
く
な
い
。
原
語
の

V
erfassung 

を
、
た
と
え
ば
「
国
制
0

0

」
と
で
も
翻
訳
し
直
す
べ
き
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
そ
れ
な
り
に
定
着
し
た
邦
語
標
題
を
恣
意
的
に
変
更
す
る
こ
と
は
不
必
要
な
混
乱
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
も
な
る
。
悩
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ま
し
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
以
下
で
は
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
な
る
従
来
か
ら
の
標
題
は
継
承
し
つ
つ
も
、
こ
の
実
体
が
む
し
ろ
「
ド

イ
ツ
国
制
論
」
で
あ
る
こ
と
を
、
内
容
に
即
し
て
論
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

こ
の
草
稿
は
下
書
き
な
ど
を
含
め
れ
ば
、
一
七
九
八
年
の
年
末
か
ら
一
八
〇
二
年
夏
ま
で
の
三
年
半
に
少
し
ず
つ
書
か
れ
た
も
の
と

推
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
か
ら
イ
ェ
ー
ナ
時
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
り
、
世
紀
の
転
換
期
で

あ
る
と
と
も
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
年
齢
も
二
十
代
を
終
え
て
三
十
代
の
初
期
を
迎
え
た
時
期
で
あ
る
。

　

隣
国
フ
ラ
ン
ス
で
の
革
命
の
勃
発
、
直
接
に
は
ル
イ
十
六
世
の
処
刑
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
周
辺
の
諸
国
は
革
命
に
干
渉
す
べ
く
イ

ギ
リ
ス
を
中
心
に
対
仏
大
同
盟
を
結
成
し
た
。
ド
イ
ツ
諸
邦
も
こ
れ
に
呼
応
し
た
の
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
革
命
に
よ
っ
て
曲
が
り
な
り

に
も
近
代
的
な
国
民
国
家
へ
と
変
質
し
た
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
は
い
ま
だ
中
世
以
来
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
な
る
観
念
的
な
枠
組
み
の

中
で
、
構
成
す
る
三
百
以
上
も
の
諸
領
邦
が
合
従
連
衡
を
繰
り
返
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
関
連
の
草
稿
群
は
、
第
一
次
対
仏
同
盟
（
一
七
九
三
～
九
七
年
）
の
終
了
後
、
第
二
次

同
盟
（
一
七
九
八
～
一
八
〇
一
年
）
の
直
前
に
書
き
始
め
ら
れ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
諸
邦
に
と
っ
て
、
対
仏
戦
争
は
否

応
な
く
自
国
領
の
国
家
と
し
て
の
在
り
方
を
自
問
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
あ
る
い
は
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
本
体
部
分
に
限
定
す
る

な
ら
ば
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ラ
ッ
ソ
ン
は
こ
の
執
筆
時
期
を
一
八
〇
二
年
と
し
て
い
る
。
問
題
の
拡
散
を
避
け
る
た
め
に
も
、
本
稿
で
は
こ

の
本
体
に
当
た
る
草
稿
を
軸
に
し
て
検
討
す
る
。

　

さ
て
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
で
最
も
刺
激
的
な
の
は
、「
序
論
」
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
次
の
一
節
で
あ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
は
も
は
や
国
家
で
は
な
い
。
昔
の
国
法
学
者
た
ち
の
場
合
は
、
ド
イ
ツ
の
国
法
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
学
問
的
な
理
念
が

念
頭
に
あ
っ
た
の
で
、
ド
イ
ツ
の
国
制
に
つ
い
て
概
念
を
確
定
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
だ
が
、
彼
ら
は
こ
の
概
念
に
関
し
て
一

（
2
）
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致
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
時
の
国
法
学
者
た
ち
に
い
た
っ
て
は
、
こ
の
概
念
を
見
出
す
こ
と
を
断
念
し
て
、
国
法
を
も

は
や
学
問
と
し
て
で
は
な
く
、
理
性
的
理
念
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
経
験
的
に
現
存
す
る
も
の
を
論
じ
る
こ
と
に
し
、
ド
イ

ツ
の
国
家
（Staat

）
に
は
帝
国
（Reich

）
と
か
国
家
的
団
体
（Staatskörper

）
と
い
っ
た
名
称
以
上
の
も
の
を
与
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
信
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
直
接
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
国
家
」概
念
に
つ
い
て「
ド
イ
ツ
」的
枠
組
み
で
は
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
が
な
く
、も
っ

ぱ
ら
現
存
す
る
多
様
な
政
治
体
を
追
認
す
る
し
か
な
い
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
う
し
た
言
い
方
に
は
、
ド
イ
ツ
の
特
殊
性

が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
を
現
存
す
る
国
家
と
考
え
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
構
成
す
る
領
邦
そ
の
も
の
が
著

し
く
流
動
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
王
国
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
と
同
君
連
合
を
な
し
て
い
る
場
合
さ
え
あ
る
ほ
ど
で
、
領

域
的
に
み
て
も
権
力
の
所
在
か
ら
み
て
も
、
と
う
て
い
政
治
的
共
同
体
の
態
を
な
し
て
い
な
い
。
政
治
的
実
態
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、

む
し
ろ
領
邦
の
ほ
う
が
明
確
で
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
よ
う
な
自
治
権
を
認
め
ら
れ
た
都
市
で
あ
っ
た
り
、
各

君
主
の
私
的
な
領
地
に
す
ぎ
な
か
っ
た
り
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
領
邦
を
束
ね
る
は
ず
の
帝
国
に
し
て
も
、
政
治
的
実
体
と
い

う
に
は
あ
ま
り
に
茫
漠
と
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。

　

要
す
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
時
代
、
帝
国
（Reich

）
に
せ
よ
領
邦
（Land

）
に
せ
よ
、
い
ま
だ
中
世
的
な
ド
イ
ツ
の
諸
国
家
は
、

近
代
的
な
国
家
へ
と
変
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
十
九
世
紀
へ
と
向
か
お
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
っ
た
い
帝

国
と
領
邦
と
の
、
ど
ち
ら
が
「
国
家
」
な
の
か
、
ど
ち
ら
も
「
国
家
」
で
は
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
ど
ち
ら
も
「
国
家
」
た
り
う
る
の

か
。

　

政
論
的
な
論
評
を
お
こ
な
い
な
が
ら
も
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
は
哲
学
の
徒
と
し
て
国
家
を
概
念
的
に
捉
え
る
こ
と
に
執
着
し
て
い
る
。

（
3
）
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そ
れ
は
旧
来
の
国
法
学
者
が
つ
い
に
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
概
念
的
把
握
は
、
単
な
る
理
念
的
理
解
で
も
現

実
追
認
で
も
な
い
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論
の
萌
芽
が
、
す
で
に
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
に
お
い
て

見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

考
察
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
、
早
す
ぎ
る
感
は
免
れ
な
い
の
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
到
達
点
に
つ
い
て
前
も
っ
て
確
認
し
て
お
き
た

い
。
周
知
の
よ
う
に
、
後
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
国
家
の
概
念
に
つ
い
て
『
法
の
哲
学
』（
一
八
二
〇
年
）
の
中
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

国
家
は
人
倫
的
理
念
の
現
実
性
で
あ
る
―
―
人
倫
的
精
神
と
は
、
公
然
た
る

0

0

0

0

、
つ
ま
り
自
ず
か
ら
明
白
な
、
実
体
的
な
意
志
の
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
お
の
れ
を
思
い
お
の
れ
を
知
る
意
志
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
志
が
知
る
こ
と
を
、
こ
れ
を
知
る
か
ぎ
り
で
成

し
遂
げ
る
。
国
家
は
習
俗

0

0

に
お
い
て
直
接
的
な
か
た
ち
で
顕
現
す
る
の
だ
が
、
個
々
人
の
自
己
意
識

0

0

0

0

に
お
い
て
は
、
つ
ま
り
個
々

人
の
知
識
と
活
動
に
お
い
て
は
媒
介
さ
れ
た
か
た
ち
で
顕
現
す
る
。
あ
た
か
も
自
己
意
識
が
、
個
々
人
に
お
け
る
心
術
を
つ
う
じ

て
、
そ
の
本
質
と
し
て
は
個
々
人
の
活
動
の
目
的
や
所
産
を
つ
う
じ
て
、
個
々
人
の
実
体
的
な
自
由

0

0

0

0

0

0

を
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に

し
て
。

　

詳
細
な
解
説
は
避
け
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
国
家
に
つ
い
て
明
確
な
概
念
規
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

国
家
と
は
、
現
実
化
し
た
人
倫
的
理
念
（sittliche Idee

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
国
家
は
習
俗
に
お
い
て
直
接
的
に
顕

現
し
、
個
々
人
の
自
己
意
識
に
お
い
て
は
媒
介
的
に
顕
現
す
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
国
家
は
個
々
人
の
自
立
に
先
行
す
る
、
あ
る
い
は

個
々
人
の
恣
意
を
抑
制
す
る
共
同
体
で
あ
っ
て
、
個
人
の
自
由
も
国
家
的
共
同
体
の
枠
組
み
の
中
で
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

後
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
個
人
の
自
由
を
当
然
の
前
提
と
す
る
よ
う
な
、
換
言
す
れ
ば
社
会
契
約
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
近
代
的
」

（
4
）
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な
国
家
論
を
採
用
し
な
い
。
む
し
ろ
人
倫
的
共
同
体
と
し
て
の
彼
の
国
家
論
は
、「
前
近
代
的
」
も
し
く
は
「
反
近
代
的
」
な
国
家
論

の
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
こ
と
の
当
否
を
直
ち
に
問
お
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
法
の
哲
学
』
で
到
達
し
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
国
家
の
哲
学
な
の
で
あ
る
。

　

結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
以
下
で
は
「
ド
イ
ツ
は
も
は
や
国
家
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
絶
望
的
な
国
家
論
か
ら
、「
国

家
は
人
倫
的
理
念
の
現
実
性
で
あ
る
」
と
い
う
建
設
的
な
国
家
論
へ
と
い
た
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
的
成
長
の
源
泉
を
確
認
し
て
み
た

い
。
そ
の
た
め
に
も
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治
的
原
点
と
な
っ
た
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
に
再
び
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
る
。

　

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
は
一
連
の
草
稿
群
を
ラ
ッ
ソ
ン
が
編
集
し
た
う
え
で
標
題
を
付
し
た

も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
各
節
に
つ
い
て
も
内
容
を
勘
案
し
て
次
の
よ
う
な
見
出
し
を
付
け
て
い
る
。
実
は
節
の
番
号
も
見
出
し
も
、

『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
他
の
版
で
は
異
な
っ
た
表
記
も
な
さ
れ
て
い
る
。
現
に
邦
訳
版
の
節
名
も
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
妙
な
言
い
方

に
な
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
原
文
の
内
容
を
必
ず
し
も
反
映
し
て
い
な
い
の
で
大
き
な
支
障
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
あ
く
ま
で
も
参

考
と
し
て
、
ラ
ッ
ソ
ン
版
の
次
の
節
立
て
に
し
た
が
っ
て
紹
介
す
る
。

序
論

第
一
節　

国
家
の
概
念

第
二
節　

軍
事
力

第
三
節　

財
政

第
四
節　

帝
国
の
領
土

第
五
節　

帝
国
の
組
織

5
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第
六
節　

宗
教

第
七
節　

帝
国
諸
身
分
の
権
力

第
八
節　

帝
国
諸
身
分
の
独
立
性

第
九
節　

他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
家
の
建
設

第
十
節　

ド
イ
ツ
の
二
大
勢
力

第
十
一
節　

市
民
お
よ
び
帝
国
身
分
の
自
由

第
十
二
節　

ド
イ
ツ
の
統
合

　

こ
れ
が
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
全
体
構
成
で
あ
る
。
満
遍
な
く
と
は
い
か
な
い
が
、
こ
の
構
成
に
し
た
が
っ
て
概
要
を
示
し
て
み
た

い
。
た
だ
し
、「
序
論
」
冒
頭
の
「
ド
イ
ツ
は
も
は
や
国
家
で
は
な
い
」
に
つ
い
て
は
前
に
紹
介
し
て
お
い
た
の
で
、
本
論
部
分
か
ら

始
め
る
。

　

ま
ず
は
「
第
一
節　

国
家
の
概
念
」
で
あ
る
。
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
は
ロ
ー
マ
帝
国
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
言
語
の

相
違
だ
け
で
な
く
、
習
俗
や
教
養
の
相
違
は
、
む
し
ろ
「
近
代
国
家
」
成
立
の
必
然
的
な
所
産
も
し
く
は
条
件
で
さ
え
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教
化
す
る
以
前
の
ロ
ー
マ
国
家
に
触
れ
な
が
ら
、
国
家
は
も
は
や
教
会
を
必
要
と
し
な
い
と
し
て
、
政

教
分
離
の
必
要
に
も
言
及
し
て
い
る
。

　

民
俗
や
教
養
の
相
違
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
し
ば
ら
く
判
断
を
留
保
す
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
言
語
の
相
違
や
宗
教
の
相
違
を

乗
り
越
え
た
ロ
ー
マ
帝
国
の
在
り
方
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
近
代
国
家
」
の
理
想
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の

も
、
ロ
ー
マ
帝
国
を
基
準
と
す
る
以
上
、
そ
の
後
継
国
家
を
自
認
す
る
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
こ
そ
が
ド
イ
ツ
人
の
国
家
で
あ
る
と
の
前
提

（
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の
も
と
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
を
書
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

よ
り
端
的
に
は
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
と
は
無
条
件
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
由
来
の
「
ド
イ
ツ
帝
国
」
を
意
味
し
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
と
い
う
か
十
九
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
地
域
に
あ
っ
て
、
実
質
は
と
う
に
失
い
名
目
上
も
崩
壊
寸
前
の
ド
イ
ツ
帝
国
に

固
執
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
姿
は
、
い
か
に
も
時
代
錯
誤
的
に
み
え
る
。
実
際
、
こ
の
十
世
紀
以
来
の
帝
国
は
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
執
筆

の
わ
ず
か
二
年
後
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
後
世
か
ら
の
結
果
論
的
な
評
価
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
が
ド
イ
ツ
帝
国
改
革
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
取
り
あ
え
ず
は
受
け
入
れ
て
、
謙
虚
に
読
み
直
し
て
み

る
こ
と
の
ほ
う
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論
の
解
明
の
た
め
に
は
生
産
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』の
第
一
節
は
い
わ
ば
総
論
的
な
記
述
で
あ
る
が
、第
二
節
か
ら
第
十
一
節
ま
で
は
各
論
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

要
点
の
み
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
「
第
二
節　

軍
事
力
」
で
は
、「
帝
国
の
軍
隊
」
の
根
本
的
な
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
実
態
は
領
邦
諸
国
か
ら
の
分

担
出
兵
に
よ
る
寄
せ
集
め
の
軍
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
帝
国
独
自
の
統
一
的
な
軍
隊
が
編
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
こ
の
点
に
、「
諸
々
の
独
立
国
家
へ
の
ド
イ
ツ
の
解
体
」
を
み
て
い
る
。

　
「
第
三
節　

財
政
」
だ
が
、
こ
こ
で
も
帝
国
財
政
の
根
本
的
欠
陥
が
語
ら
れ
る
。
帝
国
関
税
や
帝
国
都
市
へ
の
課
税
等
の
収
入
が
皇

帝
の
私
有
財
産
と
み
な
さ
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
が
、
今
や
ド
イ
ツ
の
た
め
の
統
一
的
な
財
政
を
創
設
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
領
邦
国
家
群
か
ら
構
成
さ
れ
た
帝
国
議
会
は
、
こ
れ
に
き
わ
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。

　
「
第
四
節　

帝
国
の
領
土
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
神
聖
ロ
ー
マ
＝
ド
イ
ツ
帝
国
」（das H

eilige Röm
isch-deutsche 

Reich

）
領
域
の
複
雑
怪
奇
さ
で
あ
る
。
そ
の
皇
帝
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
統
率
者
で
あ
り
、
世
界
の
支
配
者
で
あ
る
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、

現
実
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
地
理
的
に
も
民
族
的
に
も
、
そ
の
よ
う
な
不
自
然
な
統
一
を
お
こ
な
う
能
力
な
ど
な

（
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か
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
、「
ロ
ー
マ
皇
帝
」
と
「
ゲ
ル
マ
ニ
ア
王
」
と
は
、
本
質
的
に
は
別
個
の
称
号
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
も
帝
国

の
領
土
に
は
、
対
外
的
に
は
外
国
の
勢
力
が
関
わ
っ
て
い
る
し
、
対
内
的
に
は
領
邦
の
利
害
が
錯
綜
し
て
い
る
。
ま
さ
に
領
土
そ
の
も

の
が
、「
戦
時
に
は
引
き
裂
か
れ
、
平
時
に
は
解
体
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
第
五
節
以
下
に
つ
い
て
は
、
項
を
改
め
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
帝
国

に
お
け
る
法
的
組
織
上
の
諸
問
題
で
あ
る
か
ら
だ
。

二　

観
念
と
し
て
の
国
家

　
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
第
五
節
に
は
、「
法
的
組
織
」
と
い
う
見
出
し
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
別
の
版
で
は
、
こ
れ
に
対
応
す

る
節
に
は
「
司
法
権
」
と
い
う
見
出
し
が
み
ら
れ
る
。

　

た
し
か
に
こ
の
節
に
お
い
て
は
、
帝
国
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
数
と
い
っ
た
司
法
組
織
上
の
問
題
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

帝
国
の
普
遍
的
な
責
務
と
個
々
人
の
特
殊
的
権
利
の
調
整
と
い
う
、
帝
国
裁
判
所
固
有
の
問
題
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。

こ
の
こ
と
は
市
民
法
的
裁
判
と
国
法
的
裁
判
の
混
同
、
換
言
す
れ
ば
私
法
的
裁
判
と
公
法
的
裁
判
の
交
錯
と
い
う
、
よ
り
根
本
的
な
問

題
に
由
来
す
る
。

　

け
れ
ど
も
、
第
五
節
で
注
目
す
べ
き
は
、「
ド
イ
ツ
は
観
念
に
お
い
て
は
（in Gedanken

）
国
家
で
あ
る
が
、
現
実
に
お
い
て
は
（in 

der W
irklichkeit

）
国
家
で
は
な
い
」
と
い
う
、
国
家
論
的
認
識
の
ほ
う
で
あ
る
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
認
識
は
そ
も
そ

も
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
序
論
冒
頭
の
「
ド
イ
ツ
は
も
は
や
国
家
で
は
な
い
」
と
呼
応
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

だ
が
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
を
観
念
的
に
は
な
お
国
家
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
着
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
、

（
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観
念
と
し
て
の
国
家
と
は
何
か
。
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

観
念
国
家
の
体
系
と
は
、
国
家
の
本
質
に
属
す
る
こ
と
が
ら
に
お
い
て
は
何
の
力
も
も
た
な
い
憲
法
組
織
の
こ
と
で
あ
る
。
皇
帝

お
よ
び
帝
国
に
対
す
る
、
つ
ま
り
諸
帝シ

ュ
タ
ン
ト

国
身
分
と
の
結
合
に
お
け
る
最
高
権
威
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
最
高
の
統
治
に
対
す
る
、
各

帝
国
身
分
の
義
務
は
、
儀
式
ば
っ
て
は
い
る
が
基
本
的
な
無
数
の
手
続
に
よ
っ
て
厳
密
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
義
務
と

権
利
と
が
一
つ
の
法
律
体
系
を
構
成
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
各
帝
国
身
分
の
国
法
上
の
関
係
と
そ
の
規
範
と
し
て

の
拘
束
性
も
厳
密
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
こ
う
し
た
法
的
規
定
に
よ
っ
て
の
み
、
各
々
の
個
別
的
帝
国
身
分
の
普

遍
者
に
対
す
る
寄
与
は
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
法
則
性
の
本
性
は
、
国
法
上
の
関
係
と
義
務
と
が
普
遍
的
か
つ

固
有
の
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
各
帝
国
身
分
と
全
体
と
の
関
係
が
所
有
の
形
式
に
お
け
る
特
殊
的
な
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
権
力
の
本
性
は
、
本
質
的
に
毀
損
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

観
念
と
し
て
の
国
家
（Gedankenstaat

）
で
し
か
な
い
の
は
、
国
家
の
本
質
た
る
権
力
を
実
態
と
し
て
有
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
観
念
的
に
で
は
あ
れ
国
家
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
憲
法
（Rechtsverfassung

）
の
組
織
に
よ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
「
憲
法
」
と
は
い
っ
て
も
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
帝
国
と
帝
国
諸
身
分
と
の
関
係
を
示
す
規
定
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
近
代
的
憲
法
が
前
提
と
す
る
国
家
と
国
民
と
の
関
係
で
は
な
い
。
し
か
も
こ
こ
に
顔
を
出
す
憲
法
体
系
と
は
、
実
態
か
ら
す
れ
ば
、

所
有
の
形
式
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
国
家
権
力
の
実
在
を
抜
き
に
し
て
は
、
憲
法
も
結
局
は
所
有
権
の
体
系
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な

い
。

　

憲
法
は
民
法
で
あ
り
、
国
法
は
私
法
で
あ
る
と
い
う
一
見
奇
妙
な
見
解
は
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
に
お
い
て
最
も
留
意
す
べ
き
問
題

（
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提
起
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
「
第
六
節　

宗
教
」
に
お
い
て
は
、
十
六
世
紀
の
宗
教
改
革
運
動
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
分

裂
し
た
こ
と
が
、
い
っ
そ
う
帝
国
の
解
体
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
宗
教
は
自
身
の
分
裂
に
よ
っ
て
国
家
か
ら
分

離
す
る
代
わ
り
に
、
む
し
ろ
こ
の
分
裂
を
国
家
の
内
に
持
ち
込
ん
で
、
国
家
を
廃
止
す
べ
く
最
大
限
の
貢
献
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
う
し

て
《
国
制
》
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
内
に
己
を
組
み
込
ん
だ
結
果
、
宗
教
は
国
法
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
で

は
政
治
と
宗
教
の
分
離
と
い
う
よ
り
も
、
政
治
も
宗
教
も
分
裂
し
た
ま
ま
で
相
乗
的
に
国
家
を
内
部
か
ら
溶
解
し
て
い
く
。
若
き
ヘ
ー

ゲ
ル
の
物
言
い
は
ま
こ
と
に
辛
辣
で
あ
る
。

　
「
第
七
節　

帝
国
諸
身
分
の
権
力
」
に
関
し
て
は
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
次
の
記
述
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

こ
う
し
て
、
一
方
で
は
宗
教
と
教
養
の
発
展
と
が
、
他
方
で
は
外
的
な
国
家
的
紐
帯
の
力
に
よ
っ
て
と
い
う
よ
り
、
ド
イ
ツ
的
な

る
も
の
の
内
的
な
性
格
の
力
に
よ
っ
て
、部
分
的
に
は
国
家
原
理
に
よ
っ
て
も
阻
止
で
き
な
い
個
々
の
帝
国
身
分
の
優
勢
な
力
が
、

如
何
な
る
国
家
権
力
も
残
ら
な
い
よ
う
に
し
て
、
ド
イ
ツ
的
国
家
を
解
体
し
た
の
で
あ
る
。

　

文
章
は
乱
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
趣
旨
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
帝
国
そ
の
も
の
の
権
力
よ
り
も
、
帝
国
身
分
つ
ま
り
領
邦
国
家
の

権
力
の
ほ
う
が
優
勢
に
な
っ
て
、
ド
イ
ツ
帝
国
つ
ま
り
ド
イ
ツ
的
国
家
の
解
体
を
促
進
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、「
第
八
節　

帝
国
諸
身
分
の
独
立
性
」に
つ
な
が
る
。国
家
の
独
立
性
と
は
対
外
的
な
独
立
性
を
意
味
す
る
が
、

こ
れ
が
顕
現
す
る
の
は
端
的
に
は
戦
争
に
お
い
て
で
あ
る
。
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
戦
争
遂
行
能
力
こ
そ
が
、
国
家
を
国
家
た
ら
し
め
る

権
力
の
証
明
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
対
仏
戦
争
に
お
い
て
、
そ
の
主
体
と
な
り
え
た
の
は
帝
国
諸
身
分

（
15
）

（
16
）

（
17
）

10

獨協法学第95号（2014年12月）

― ―



と
し
て
の
個
々
の
領
邦
国
家
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
帝
国
そ
れ
自
体
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
戦
争
論
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
取
り
あ
げ
な
い
が
、
彼
は
戦
争
を
国
家
権
力
の
行
使
と
し
て
、
積
極
的
に
捉
え
て
い
る
。

　

さ
て
「
第
九
節　

他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
家
の
建
設
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
実
際
に
論
じ
て
い
る
の
は
、

十
七
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
宰
相
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
と
十
六
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
政
治
家
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
と
い
う
、
二
人
の
「
政
治
的
天
才
」

へ
の
評
価
で
あ
る
。

　

リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
は
、「
国
家
の
執
行
権
力
に
統
一
性
を
与
え
た
」。
ま
た
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
、「
イ
タ
リ
ア
を
一
つ
の
国
家
に
ま
で
高

め
ん
と
す
る
目
的
」
の
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
な
か
っ
た
。
二
人
に
共
通
す
る
の
は
、「
国
家
に
と
っ
て
は
、
無ア

政ナ

府ー

状キ

態ー

を
引
き
起

こ
す
こ
と
こ
そ
が
最
高
の
、
む
し
ろ
唯
一
の
犯
罪
だ
」
と
い
う
、
強
固
な
信
念
で
あ
る
。

　
「
第
十
節　

ド
イ
ツ
の
二
大
勢
力
」
で
は
、
領
邦
国
家
の
う
ち
最
も
強
大
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
プ
ロ
イ
セ
ン
の
対
立
を
描
い
て
い
る
。

こ
こ
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ド
イ
ツ
帝
国
の
同
時
代
的
な
政
治
課
題
に
直
面
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
歴
代
の
皇
帝
を
輩
出
し
て
き
た
老
舗
的
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
急
速
に
台
頭
し
て
き
た
新
興
勢
力
で
あ
る
。
こ
の
両
勢
力
の
対
立
は
、
他
の
領
邦
国
家
を
も
巻
き
込
み
な
が
ら
、

帝
国
内
の
南
北
対
立
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
と
よ
り
、
こ
こ
に
は
南
部
の
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
と
北
部
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
勢

力
と
い
っ
た
、
宗
教
対
立
が
包
含
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
詳
細
な
説
明
を
避
け
ざ
る
を
え
な
い
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
両
国
の
対
立
に

関
し
て
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
帝
国
諸
身
分
の
運
命
は
、
直
接
的
に
は
二
つ
の
大
勢
力
の
政
策
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
。
今
で
は
両
者
は
、
ド
イ
ツ
に

対
す
る
関
係
が
主
と
し
て
政
策
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
対
等
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
関
係
の
ほ
う

（
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が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
関
係
よ
り
も
い
っ
そ
う
優
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
勢
力
は
、
同
時
に
帝
冠
を
戴

い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
古
い
時
代
か
ら
無
数
の
権
利
の
重
み
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
時
点
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
は
、
明
ら
か
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
寄
り
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
伝
統
的
に
帝
冠

と
結
び
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
中
心
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
む
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
帝
国
が
す
で
に
実
体
を
失
っ
て
い
る

こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
な
お
も
帝
国
と
し
て
の
再
建
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
態
度
は
、
の
ち
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
御
用
学
者
な
ど
と
呼
ば
れ
る
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治
的
立
場
と
は

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
執
筆
直
後
の
政
治
情
勢
の
変
化
や
、
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論
の
変
質
に
つ
い
て
、

後
代
の
視
点
か
ら
評
価
す
る
こ
と
は
避
け
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
文
脈
に
即
し
て
論
じ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
贔
屓
は
、
ど
う
や
ら
「
ド
イ
ツ
的
自
由
」
へ
の
固
執
に
由
来
す
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
「
第
十
一
節　

市
民
お
よ
び
帝
国
身
分
の
自
由
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
問
題
を
主
題
と
し
て
い
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
ド
イ
ツ
的
自
由
」（deutsche Freiheit

）
は
、
宗
教
戦
争
お
よ
び
帝
国
の
内
戦
の
様
相
を
呈
し
た
い
わ
ゆ

る
三
十
年
戦
争
の
収
拾
策
と
し
て
出
現
し
た
。
具
体
的
に
は
、
一
六
四
八
年
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
の
和
約
に
よ
っ
て
、
領
邦
国
家
の

独
自
の
主
権
的
な
権
力
が
公
的
に
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
帝
国
の
統
合
的
権
力
の
維
持

も
ま
た
承
認
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
ド
イ
ツ
帝
国
は
生
き
延
び
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
自
由
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
。
少
々
長
い
文
章
だ
が
、
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
十
年
に
わ
た
る
戦
闘
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
部
分
の
悲
惨
さ
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
概
念
に
お
い
て
は
、
自
由

（
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を
盲
目
的
に
叫
ぶ
の
を
避
け
る
べ
く
、
多
く
の
こ
と
が
学
ば
れ
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
血
腥
い
遊
戯
の
中
で
自
由

の
雲
は
吹
き
飛
ん
だ
。
こ
の
雲
を
抱
擁
し
よ
う
と
し
て
、
諸
国
民
は
悲
惨
の
ど
ん
底
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
が
。
こ

う
し
て
確
か
な
形
態
と
概
念
と
が
民
衆
の
内
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
自
由
の
叫
喚
は
な
ん
の
効
果
も
奏
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
政
府

状
態
は
自
由
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
。
そ
し
て
確
固
た
る
統
治
が
自
由
に
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
同
様
に
ま
た
、
法
律
と
最

重
要
の
国
事
に
は
国
民
が
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
深
く
刻
み
込
ま
れ
た
。
統
治
が
法
律
に
よ
っ
て
お
こ
な

わ
れ
る
と
い
う
保
証
と
、
最
重
要
の
普
遍
的
な
も
の
に
関
わ
る
国
事
へ
の
普
遍
意
志
の
協
力
と
を
、
国
民
は
自
分
た
ち
を
代
表
す

る
団
体
を
組
織
す
る
こ
と
に
お
い
て
有
す
る
の
だ
が
、
こ
の
団
体
は
、
国
税
の
一
部
を
、
と
り
わ
け
非
常
時
の
国
税
を
、
君
主
の

た
め
に
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
て
は
最
も
基
本
的
な
も
の
た
る
人
的
な
奉
仕
は
自
発
的
な
合
意
に
よ
っ
て
い
た
が
、

今
日
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
異
な
っ
た
影
響
を
含
む
貨
幣
も
ま
た
同
様
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
節
で
は
、
全
体
と
し
て
、
革
命
期
に
顕
著
に
な
っ
た
「
フ
ラ
ン
ス
的
自
由
」
に
、「
ド
イ
ツ
的
自
由
」
が
対
置
さ
れ
て
い
る
。

『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
中
で
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治
思
想
も
し
く
は
《
国
制
》
論
の
基
本
が
最
も
鮮
明
に
現
れ
る
箇
所
と
い
え
よ
う
。

　

文
中
の
「
十
年
に
わ
た
る
戦
闘
」
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
対
仏
戦
争
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
勃
発

に
際
し
て
、
神
学
生
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
友
人
た
ち
と
と
も
に
自
由
の
樹
を
植
え
て
熱
狂
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
革

命
の
進
展
に
つ
れ
て
、
無
制
限
の
自
由
は
恐
怖
政
治
と
呼
ば
れ
る
「
血
腥
い
遊
戯
」
へ
と
堕
落
し
た
。
今
や
「
自
由
の
叫
喚
」
は
、
無

政
府
状
態
を
結
果
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
革
命
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
的
自
由
と
訣
別
し
た
。

　

で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
ド
イ
ツ
的
自
由
と
は
何
か
。
そ
れ
は
統
治
の
確
立
、
法
律
の
支
配
、
お
よ
び
国
民
の
協
力
の
三
位
一
体
の
枠

内
で
の
自
由
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
法
律
の
支
配
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
上
の
言
及
が
な
い
し
、
国
民
の
協
力
に
つ
い
て
も
、
中
世
と
近

（
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代
と
を
連
続
さ
せ
た
う
え
で
、
自
発
的
な
合
意
を
語
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
代
議
制
の
よ
う
な
も
の
に
も
触
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は

君
主
政
治
の
協
賛
団
体
に
す
ぎ
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
批
判
す
る
こ
と
自
体
は
、
き
わ
め
て
容
易
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

に
も
拘
わ
ら
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
貫
し
て
強
調
す
る
の
は
、
確
固
た
る
君
主
権
力
の
必
要
性
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
的
自
由
と
は
、
君
主
を

国
家
の
頂
点
に
置
い
た
う
え
で
、
彼
の
権
力
に
国
民
が
自
発
的
に
従
う
と
い
う
《
国
制
》
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
基
準
に
し
て
中

世
と
近
代
と
を
分
け
る
と
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
に
と
っ
て
は
、
中
世
的
労
役
も
近
代
的
税
金
も
と
も
に
自
発
的
に
君
主
に
奉

仕
す
る
と
い
う
意
味
で
は
本
質
的
な
相
違
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

な
に
よ
り
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
重
視
す
る
の
は
、
君
主
権
力
の
も
と
で
の
秩
序
維
持
で
あ
る
。
彼
は
な
に
よ
り
も
無
政
府
状
態

（A
narchie

）
を
嫌
悪
す
る
か
ら
こ
そ
、
君
主
政
（M

onarchie

）
に
執
着
す
る
。

　

さ
て
、
最
後
の
「
第
十
二
節　

ド
イ
ツ
の
統
合
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
と
皇
帝
政
治
の
復
権
に
固
執
し

て
い
る
。「
ド
イ
ツ
帝
国
の
存
続
は
、
国
家
権
力
が
組
織
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
民
衆
が
再
び
皇
帝
お
よ
び
帝
国
と
関
係
を
も
つ
、
こ
う
い

う
仕
方
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
」。
こ
れ
が
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
、
し
た
が
っ
て
一
八
〇
二
年
段
階
で
の
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に

お
け
る
一
応
の
結
論
だ
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三　

人
倫
的
共
同
体

　

以
上
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
に
つ
い
て
そ
の
概
要
の
み
を
確
認
し
て
き
た
。
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図
は
、
フ
ラ
ン
ス
的
自
由
に
ド
イ

ツ
的
自
由
の
優
位
性
を
模
索
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
無ア

政ナ

府ー

状キ

態ー

に
ド
イ
ツ
固
有
の
君モ
ナ
ー
キ
ー

主
制
を
対

置
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
君
主
制
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
消
滅
寸
前
の
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い
て
再
建
し
よ
う
と
し
た
。
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た
し
か
に
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
に
み
ら
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論
は
、「
観
念
と
し
て
の
国
家
」
論
に
留
ま
っ
て
い
る
。『
ド
イ
ツ

憲
法
論
』
が
未
完
の
手
稿
に
留
ま
っ
た
の
も
、
彼
が
執
着
す
る
帝
国
な
る
も
の
の
非
現
実
性
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
隣
国
の
フ
ラ
ン
ス

が
市
民
革
命
の
混
乱
か
ら
近
代
的
な
国
民
国
家
の
建
設
に
向
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
基
本
的
に
中
世
的
な
帝
国
に
固
執
す
る
か
ぎ
り
で

は
現
実
的
に
も
理
念
的
に
も
そ
れ
に
抵
抗
す
る
術
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
構
想
を
批
判
す
る
の
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
結
論
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
最
初
に
設
定
し
て
い

る
か
ら
だ
。
例
の
、「
ド
イ
ツ
は
も
は
や
国
家
で
は
な
い
」
と
い
う
、
絶
望
的
な
文
章
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
が
、
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学
』
へ
と
向
か
う
、
国
家

論
の
出
発
点
に
注
目
し
た
い
。
い
う
な
れ
ば
、
絶
望
的
な
「
ド
イ
ツ
は
も
は
や
国
家
で
は
な
い
」
か
ら
、「
国
家
は
人
倫
的
理
念
の
現

実
性
で
あ
る
」
と
い
う
勝
利
宣
言
に
到
達
す
る
、
思
考
の
跳
躍
台
の
よ
う
な
も
の
に
目
を
転
じ
た
い
の
だ
。
そ
れ
は
、
国
家
の
本
質
を

人
倫
的
共
同
体
と
し
て
捉
え
る
思
想
で
あ
る
。

　

人
倫
的
共
同
体
と
し
て
の
国
家
と
い
う
理
解
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
心
中
に
お
い
て
「
ド
イ
ツ
」
な
る
枠
組
み
が
自
明
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
中
で
明
示
的
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
人
倫
の
体
系
』
は
、

広
義
の
法
哲
学
で
あ
る
と
と
も
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
共
同
体
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
補
論
と
し
て
読

ん
で
み
た
い
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
原
典
と
し
て
用
い
て
き
た
ラ
ッ
ソ
ン
編
の
『
政
治
・
法
哲
学
論
文
集
』（
哲
学
文
庫
、
第
一
四
四
巻
）
に
は
、

一
八
〇
二
年
前
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
手
稿
と
し
て
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
ほ
か
に
、『
人
倫
の
体
系
』
と
『
自
然
法
の
学
問
的
取
り
扱
い

方
に
つ
い
て
』
等
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
単
に
執
筆
時
期
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
相
互
の
内
容
的
連
関
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
優
れ

た
編
集
方
針
が
窺
え
る
。
た
だ
し
、
今
日
で
は
こ
の
巻
そ
の
も
の
は
絶
版
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
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ま
た
、『
自
然
法
の
学
問
的
取
り
扱
い
方
』
に
つ
い
て
は
、
別
途
論
じ
る
予
定
で
も
あ
り
、
問
題
を
必
要
以
上
に
複
雑
化
し
な
い
た

め
に
も
、
こ
こ
で
は
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
補
論
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、『
人
倫
の
体
系
』
に
言
及
す
る
に
留
め
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、『
人
倫
の
体
系
』（System

 der Sittlichkeit, 1802

）
と
は
、
カ
ン
ト
の
『
道
徳
の
形
而
上
学
』（M

etaphysik 

der Sitten, 1798

）
を
想
起
さ
せ
る
標
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
の
場
合
のSitte

は
、
市
民
社
会
を
前
提
と
し
た
私

人
的
道
徳
（M

oralität

）
の
域
に
留
ま
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
うSittlichkeit

は
共
同
体
の
公
共
的
規
範
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
、
法
律
は
道
徳
を
前
提
と
し
て
こ
そ
価
値
を
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
法
律
は
む
し
ろ
道

徳
よ
り
高
次
の
規
範
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学
』
に
い
た
っ
て
明
瞭
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

こ
こ
で
は
『
人
倫
の
体
系
』
に
限
定
し
て
、
そ
れ
も
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
と
の
関
わ
り
を
意
識
し
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

も
と
よ
り
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
論
は
、
の
ち
の
客
観
的
精
神
論
を
経
て
、
最
終
的
に
は
『
法
の
哲
学
』
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に

な
る
。
例
の
、
家
族
・
市
民
社
会
・
国
家
か
ら
成
る
共
同
体
論
と
し
て
で
あ
る
。
だ
が
『
人
倫
の
体
系
』
は
、
直
接
に
は
、
む
し
ろ
『
ド

イ
ツ
憲
法
論
』
と
の
繋
が
り
の
中
で
読
ま
れ
る
べ
き
独
立
し
た
論
文
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
人
倫
の
体
系
』
の
構
成
を
確
認
す
れ

ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
未
完
の
論
文
で
あ
る
の
で
、
主
要
な
部
分
だ
け
を
示
せ
ば
足
り
る
だ
ろ
う
。

序
論

第
一
節　

関
係
に
よ
る
絶
対
的
人
倫

第
二
節　

否
定
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
自
由
、
あ
る
い
は
犯
罪

第
三
節　

人
倫

　

第
一
項　

国
制
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１　

体
系
と
し
て
の
人
倫
、
暫
定
的
に

　

２　

統
治

　

第
三
節
が
本
論
部
分
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
第
一
項
が
「
国
制
」（Staatsverfassung

）
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

な
お
、
第
二
項
以
下
は
書
き
継
が
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
、
こ
こ
で
人
倫
が
《
国
制
》
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
第
三
節
で
、
ま
ず
は
「
人
倫
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

人
倫
の
概
念
は
、
そ
の
客
観
性
に
向
け
て
、
つ
ま
り
個
別
性
の
止
揚
に
向
け
て
据
え
ら
れ
る
。
客
観
的
な
も
の
に
お
け
る
主
観
的

な
も
の
の
否
認
は
、
特
殊
的
な
も
の
の
普
遍
的
な
も
の
へ
の
絶
対
的
受
容
で
あ
る
。

　

悪
し
き
意
味
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
語
法
に
よ
る
難
解
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
要
す
る
に
人
倫
な
る
も
の
は
、
客
観
的
・
普
遍
的
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
と
は
い
え
、
こ
の
客
観
的
・
普
遍
的
な
人
倫
は
、
個
別
的
・
特
殊
的
な
も
の
と
対
立
し
つ
つ
後
者
が
止
揚
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
論
理
は
、
対
立
を
包
摂
す
る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
論
理
に
説
得
力
を
も
た

せ
る
巧
妙
な
方
法
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
人
倫
の
視
点
か
ら
批
判
す
べ
き
規
範
と
は
何
か
。
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ

は
カ
ン
ト
的
な
道
徳
と
、
啓
蒙
主
義
的
な
自
然
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

カ
ン
ト
の
標
榜
す
る
道
徳
と
は
、
ま
さ
に
主
観
的
・
個
別
的
な
規
範
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
共
同
性
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
23
）
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カ
ン
ト
もSitte

と
い
う
用
語
を
使
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
はM

oralität

と
道
義
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
れ
ば
自
然

法
や
法
律
と
の
関
係
が
明
示
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
広
義
の
法
の
基
礎
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
視
点
か
ら
は
、
市
民
社
会
論
は
と
も

か
く
国
家
論
に
繋
が
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
然
法
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
別
の
機
会
に
検
討
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
啓
蒙
主

義
的
な
自
然
法
論
は
カ
ン
ト
の
道
徳
論
に
集
約
さ
れ
る
か
、
普
遍
的
で
は
あ
る
が
抽
象
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
客
観
性
を
欠
く
規
範
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

推
測
を
重
ね
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
再
び
『
人
倫
の
体
系
』
か
ら
《
国
制
》
論
関
連
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

人
倫
の
概
念
規
定
を
さ
ら
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
主
観
性
の
現
象
が
、
個
別
的
な
も
の
の
人
倫

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
る
い
は
徳
目
（

0

0

T
ugend

）
で
あ
る
。
個
々
の
も
の
は
、
個
別
的
な
も
の
、

可
能
性
、
否
定
的
な
も
の
、
規
定
性
で
あ
る
の
で
、
徳
目
も
ま
た
そ
の
規
定
性
に
お
い
て
は
、
普
遍
的
な
も
の
の
否
定
で
あ
り
可

能
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
道
徳
（M

oral
）
と
自
然
法
（N

aturrecht

）
の
区
別
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
が
後
者
か
ら
排

除
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
分
離
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
道
徳
の
内
容
は
ま
っ
た
く
自
然
法
の
中
に
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
徳
目
は
絶
対
的
な
人
倫
に
即
し
て
現
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
移
り
行
き
に
お
い
て
現
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

実
に
も
ど
か
し
い
文
章
で
は
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
然
法
と
道
徳
と
人
倫
を
区
別
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
分
離
す
る
こ
と
な
く

移
行
の
相
の
も
と
に
連
続
的
に
論
じ
た
い
ら
し
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
絶
対
的
な
人
倫
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
絶
対
的
人
倫
」（absolute Sittlichkeit

）
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
徳
目
の
集
約
と
い
う
よ
り
は
、
無
関
心
で

（
24
）
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あ
る
。
そ
れ
は
祖
国
や
国
民
や
法
律
へ
の
愛
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
祖
国
に
お
け
る
ま
た
国
民
へ
の
絶
対
的
な
生
で
あ
る
」。

祖
国
・
国
民
・
法
律
と
は
無
関
係
の
個
人
的
な
徳
目
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
絶
対
的
人
倫
と
は
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
的
な
道
徳
と
考

え
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
相
対
的
人
倫
」（relative Sittlichkeit

）
が
提
示
さ
れ
る
。「
こ
の
形
式
は
法
を
創
成
し
、
ゆ
え
に
法
創
成
性

0

0

0

0

で

あ
る
。
そ
う
し
た
人
倫
が
存
在
し
た
り
現
実
化
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
各
人
に
彼
の
も
の
を
と
い
う
法
に
人
倫
は
依
拠
す
る
。
書
か
れ
た

法
律
に
よ
る
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
法
が
明
白
で
な
い
場
合
に
は
、
人
倫
は
問
題
の
全
体
を
取
り
あ
げ
て
妥
当
性
に
応
じ
て
言
及
す
る
。

か
よ
う
に
、
人
倫
は
法
に
固
執
す
る
の
で
あ
る
」。
相
対
的
人
倫
は
、
こ
う
し
て
法
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　

同
じ
「
人
倫
」
と
い
う
言
葉
な
の
で
説
明
が
難
し
い
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図
は
個
人
的
な
（
絶
対
的
な
）
人
倫
、
つ
ま
り
カ
ン
ト
的

な
道
徳
を
批
判
し
て
、
共
同
体
的
な
人
倫
を
優
位
に
置
く
。
実
定
法
と
し
て
の
法
律
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
人
倫
の
法
的
な
性

格
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
共
同
体
の
在
り
方
を
強
調
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、『
人
倫
の
体
系
』
は
、
抽
象
的
法
・
道
徳
・

人
倫
と
い
う
法
の
発
展
を
大
き
な
枠
組
み
と
す
る
、
後
期
の
『
法
の
哲
学
』
で
の
完
成
さ
れ
た
体
系
に
ま
で
は
到
達
し
て
い
な
い
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
し
た
独
自
の
人
倫
論
を
前
提
と
し
て
、
よ
う
や
く
国
家
の
統
治
構
造
に
論
を
進
め
る
。《
国
制
》（K

onstitution

）

に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
の
も
こ
の
箇
所
で
あ
る
。

絶
対
的
統
治
の
形
式
的
な
思
想
は
、
理
論
な
ら
び
に
現
実
か
ら
成
る
全
体
系
の
中
に
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
有
機
的

な
中
央
権
力
の
こ
と
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
こ
れ
が
国
制
を
維
持
す
る
の
で
あ
る
。

　

有
機
的
な
中
央
権
力
（organische Zentralgew

alt

）
の
実
在
こ
そ
が
、
国
家
を
国
家
た
ら
し
め
る
。
だ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
が
執
着
す

（
25
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る
ド
イ
ツ
帝
国
に
は
、
も
は
や
そ
れ
は
存
在
し
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
も
と
も
と
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も

か
く
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
に
お
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
「
中
央
権
力
」
に
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、『
人
倫
の
体
系
』

に
お
い
て
は
、
ま
だ
不
充
分
な
が
ら
国
家
の
有
機
体
性
に
着
目
し
は
じ
め
た
よ
う
に
思
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
国
家
は
共
通
の
歴
史
や

文
化
、
つ
ま
り
は
人
倫
の
本
来
の
意
味
で
の
習
俗
（Sitte

）
を
基
盤
に
し
て
再
考
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

国
家
を
人
倫
的
共
同
体
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
倫
概
念
そ
の
も
の
が
、
カ
ン
ト
的
な
私
的
な
道
徳
論
か
ら
離
れ
て
、

抽
象
的
法
や
道
徳
論
を
超
え
た
、
新
た
な
段
階
の
人
倫
論
へ
と
飛
躍
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』

に
せ
よ
『
人
倫
の
体
系
』
に
せ
よ
、
明
示
的
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
両
論
文
と
も
未
完
成
の
手
稿
に
留
ま
っ
た
の
も
、
ヘ
ー

ゲ
ル
自
身
が
直
感
的
に
論
文
の
失
敗
を
覚
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
も
こ
れ
も
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ド
イ
ツ
帝
国
の
再
建
に
あ
ま
り
に
執
着
し
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
執
着
が
何
に
よ
る
の
か
は
、

実
の
と
こ
ろ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
人
で
あ
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
ド
イ
ツ
帝
国
に
義
理
立

て
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
前
に
も
述
べ
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
な
に
よ
り
も
国
家
の
秩
序
を
重
視
し
た
。
こ

の
秩
序
は
、
た
し
か
に
ド
イ
ツ
帝
国
段
階
で
も
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
た
が
、
か
と
い
っ
て
領
邦
国
家
に
も
望
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。

　

こ
の
国
家
秩
序
に
関
連
す
る
箇
所
と
し
て
、『
人
倫
の
体
系
』
の
ほ
と
ん
ど
末
尾
に
記
さ
れ
た
文
章
か
ら
引
用
す
る
。
未
完
の
論
文

な
の
だ
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
格
別
の
意
味
は
な
い
と
も
い
え
る
が
、
逆
に
い
え
ば
、
こ
こ
で
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
は
行
き
詰
ま
っ
て
、『
人

倫
の
体
系
』
を
閉
じ
た
と
も
い
え
る
。

　

そ
し
て
こ
こ
に
は
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
に
も
繋
が
る
よ
う
な
、
政
体
論
が
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。
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君
主
政
は
、
一
人
の
個
人
に
お
い
て
、
貴
族
政
は
、
多
数
の
個
人
に
お
い
て
、
人
倫
の
絶
対
的
現
実
性
の
表
現
で
あ
る
。
人
倫
は

絶
対
国
制
と
は
異
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
世
襲
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
所
有
に
よ
っ
て
で
あ
る
し
、
そ
し
て
人
倫
は
、
そ
の
本
質

に
お
い
て
で
は
な
い
が
、
絶
対
的
な
も
の
の
形
式
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
人
倫
は
最
悪
の
も
の
と
な
る
。
―
―
民
主
政
は
万
人
に

お
け
る
表
現
で
あ
る
が
、
そ
の
ゆ
え
に
、
絶
対
的
な
身
分
の
排
除
で
は
な
い
も
の
の
、
所
有
の
混
乱
を
伴
う
。
絶
対
国
制
に
と
っ

て
は
、
貴
族
政
の
形
式
も
君
主
政
の
形
式
も
同
等
で
あ
る
。
人
倫
は
諸
身
分
に
お
い
て
は
、
民
主
政
で
も
あ
る
。

　

君
主
政
（M

onarchie

）
と
貴
族
政
（A

ristokratie

）
と
民
主
政
（D

em
okratie

）
を
比
較
す
る
《
国
制
》
論
は
、
ま
さ
に
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
を
想
起
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
支
配
者
の
数
に
応
じ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
君
主
政
・
貴
族
政
・
民
主

政
の
正
し
い
《
国
制
》
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
逸
脱
し
た
僭
主
政
・
寡
頭
政
・
衆
愚
政
を
挙
げ
て
い
る
。
留
意
す
べ
き
は
三
つ
の
正
し
い
《
国

制
》
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
必
ず
し
も
優
劣
を
付
け
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
国
制
》
論
は
前
提
に
君
主
政
を
称
揚
し

て
い
る
よ
う
に
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
ら
し
い
の
だ
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
家
・
村
・
国
よ
り
成
る
共
同
体
論
と
し
て
《
国
制
》
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の

共
同
体
の
基
底
に
は
、
彼
の
正
義
論
が
通
奏
低
音
の
ご
と
く
響
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
国
制
》
論

や
法
哲
学
の
論
理
展
開
に
共
通
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
第
二
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
っ
た
。

　
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
補
論
と
し
て
、
少
々
強
引
に
『
人
倫
の
体
系
』
を
読
ん
で
き
た
が
、
こ
の
作
業
を
と
お
し
て
な
ん
と
か
ヘ
ー

ゲ
ル
国
家
論
の
初
期
の
諸
問
題
を
明
ら
か
に
し
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
権
力
と
人
倫
と
規
範
の
問
題
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。

次
節
に
お
い
て
、
そ
の
整
理
と
検
討
を
試
み
る
。

（
28
）

（
29
）

（
30
）
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四　

権
力
・
人
倫
・
規
範

　

若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
は
、「
憲
法
」
論
で
は
な
く
「
国
制
」
論
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
な
に
か
既
存
の
憲
法
を

前
提
と
し
て
そ
の
評
価
な
り
批
判
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ド
イ
ツ
の
将
来
を
見
越
し
て
あ
り
う
べ
き
憲
法
を
構
想
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
実
際
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
以
来
の
ド
イ
ツ
帝
国
へ
の
憧
憬
の

念
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

未
完
と
は
い
え
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
一
八
〇
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
隣
国
フ
ラ
ン
ス
で
市
民
革
命

が
勃
発
し
て
君
主
が
処
刑
さ
れ
、
そ
の
後
の
混
乱
を
経
て
強
力
な
国
民
国
家
が
成
立
し
た
時
代
か
ら
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ド
イ
ツ
帝

国
へ
の
執
着
は
、
あ
ま
り
に
も
時
代
錯
誤
的
に
み
え
る
。
そ
の
頃
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
ェ
ー
ナ
大
学
に
私
講
師
と
し
て
招
聘
さ
れ
て
、
い

よ
い
よ
本
格
的
な
研
究
者
生
活
を
始
め
て
い
た
。

　

対
仏
大
同
盟
の
甲
斐
も
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
的
諸
国
家
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
率
い
る
フ
ラ
ン
ス
国
民
軍
に
次
々
に
敗
北
し
た
。

ド
イ
ツ
の
三
百
以
上
に
も
及
ぶ
領
邦
国
家
も
、
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
ン
同
盟
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
傀
儡
国
家
に
な
る
か
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や

プ
ロ
イ
セ
ン
の
よ
う
に
あ
え
て
戦
い
に
挑
ん
で
あ
え
な
く
フ
ラ
ン
ス
の
軍
門
に
降
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ン
同
盟
を
傀
儡

国
家
と
し
た
が
、
こ
こ
に
は
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
や
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
公
国
な
ど
四
十
に
近
い
領
邦
国
家
が
参
加
し
た
の
で
、
当
時
の

ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
大
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
革
命
の
精
神
と
は
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、
一
八
〇
四
年
に
は
み
ず
か
ら
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
に
即
位
し
て
、
中
世
的
帝

国
で
は
な
い
、い
わ
ば
近
代
的
帝
国
が
登
場
し
た
。さ
ら
に
、一
八
〇
六
年
十
月
に
は
、イ
ェ
ー
ナ
が
フ
ラ
ン
ス
軍
に
占
領
さ
れ
、イ
ェ
ー

22

獨協法学第95号（2014年12月）

― ―



ナ
＝
ア
ウ
エ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
戦
い
で
つ
い
に
プ
ロ
イ
セ
ン
ま
で
も
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
敗
北
を
喫
し
た
。

　

当
時
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
精
神
の
現
象
学
』
を
脱
稿
直
前
で
あ
り
、
イ
ェ
ー
ナ
の
戦
い
の
前
日
に
、
実
際
に
「
世
界
精
神
」
た
る
馬
上

の
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
見
た
と
い
う
。
有
名
な
逸
話
が
あ
る
。
世
界
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
も
、
大
き
な
転
換
点
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
、
一
八
〇
六
年
の
七
月
に
は
、
前
月
の
ラ
イ
ン
同
盟
の
成
立
を
受
け
て
、
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
二
世
が
退
位
し
て
、
神
聖
ロ
ー
マ

帝
国
は
名
実
と
も
に
消
滅
し
て
い
た
。
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
が
憧
憬
し
た
ド
イ
ツ
帝
国
は
、
憲
法
論
に
せ
よ
《
国
制
》
論
に
せ
よ
、
そ
も
そ

も
そ
の
根
拠
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

　

あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、《
国
制
》
を
観
念
的
に
で
は
な
く
現
実
的
に
論
じ
る
た
め
に
は
、〈
権
力
〉
の
問
題
を
避
け
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
奇
妙
な
こ
と
に
、
我
が
国
の
憲
法
学
は
も
と
よ
り
政
治
学
に
お
い
て
さ
え
、〈
権
力
〉
は
国
民
の
自
由
を
抑
圧
す

る
悪
し
き
存
在
と
し
て
忌
み
嫌
う
傾
向
が
強
す
ぎ
る
け
れ
ど
も
、〈
権
力
〉
を
抜
き
に
し
て
憲
法
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
素
朴

な
人
権
論
の
域
を
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
政
治
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
も
っ
ぱ
ら
政
権
批
判
に
終
始
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

だ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
は
違
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
国
家
を
権
力
的
視
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
青
年
時
代
か
ら
晩
年
に
い
た
る
ま
で

一
貫
し
て
い
る
。『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
観
念
的
な
国
家
論
に
留
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、『
法
の
哲
学
』
は
法
の
発

展
を
ま
さ
に
国
家
的
権
力
に
結
び
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
国
制
》
論
に
限
定
し
て
、
後
期
ヘ
ー
ゲ

ル
に
つ
い
て
は
あ
え
て
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、
観
念
的
で
は
あ
れ
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
権
力
〉
理
解
に
は
な

お
拘
っ
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
を
対
象
と
し
た
研
究
に
限
っ
て
も
、
実
に
数
多
の
論
文
や
書
物
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
主
要

な
も
の
の
み
を
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
、
そ
こ
で
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
本
質
に
迫
る
よ
う
な
も
の
は
意

外
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
中
で
、
と
も
に
邦
語
文
献
で
あ
る
が
、
二
冊
の
研
究
書
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
金
子
武
蔵
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家

観
』（
一
九
四
四
年
）
と
、
権
佐
武
志
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
理
性
・
国
家
・
歴
史
』（
二
〇
一
〇
年
）
で
あ
る
。
前
者
は
我
が
国
に

お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論
研
究
の
古
典
で
あ
り
、
後
者
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
す
る
最
近
の
思
想
史
研
究
の
代
表
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

順
番
は
逆
に
な
る
が
、
各
々
の
著
作
の
中
で
、
権
佐
は
「
革
命
の
完
成
者
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
新
た
な
カ
ー
ル
大
帝
と
見
て
」
と
書
き
、

「
最
高
の
共
同
は
最
高
の
自
由
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
意
味
不
明
だ
ろ
う
か
ら
、
前
後
を
含
め
て
も
う
少
し
詳
し

く
紹
介
す
る
。

　

ま
ず
は
、
権
佐
の
文
章
で
あ
る
。

第
二
の
論
点
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
を
旧
帝
国
と
の
関
係
で
ど
う
見
る
か
で
あ
り
、
こ
の
見
方
に
応
じ
「
ラ
イ
ン
同
盟
愛
国
主
義
」
の

諸
類
型
が
区
分
さ
れ
る
。
最
初
の
類
型
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
を
帝
国
の
継
続
と
見
る
旧
帝
国
支
持
者
、Johannes von M

üller, 

W
inkopp

と
い
っ
た
「
啓
蒙
さ
れ
た
帝
国
愛
国
者
」
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
は
国
民
化
す
る
必
要
が
あ
り
、
国
民
的
統

一
と
い
う
目
標
に
向
け
て
、
加
盟
国
は
単
一
の
連
邦
国
家

0

0

0

0

（Bundesstaat

）
を
な
す
べ
き
で
あ
る
以
上
、
個
別
国
家
の
主
権
は

制
限
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
論
じ
、
一
八
〇
六
年
以
前
の
帝
国
改
革
論
議
を
持
ち
出
し
て
く
る
。
次
の
類
型
が
、
帝
国
の
伝
統
を

拒
否
し
、
各
国
の
主
権
を
認
め
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
支
持
者
、「
近
代
主
義
的
ラ
イ
ン
同
盟
愛
国
者
」
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
革
命
の
完

成
者
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
新
た
な
カ
ー
ル
大
帝
と
見
て
、
帝
国
の
連
続
性
に
対
置
し
、
一
八
〇
六
年
の
断
絶
を
明
確
に
意
識
す
る
が
、

そ
の
一
方
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
へ
の
幻
想
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
。
第
三
の
類
型
が
、
個
別
国
家
の
主
権
を
支
持
す
るGönner, A

retin

と
い
っ
た
「
主
権
論
者
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
連
邦
国
家
的
中
央
権
力
は
主
権
と
相
容
れ
な
い
と
し
て
拒
否
し
た
上
で
、
ラ
イ
ン

同
盟
は
国
家
連
合

0

0

0

0

（Staatenbuud

）
と
し
て
の
み
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
論
じ
、
国
内
の
独
立
権
力
を
解
消
し
た
公
権
力
の
唯
一
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の
担
い
手
と
し
て
国
家
主
権
を
認
め
る
。
第
四
の
類
型
は
、
国
民
的
統
一
に
向
け
て
ラ
イ
ン
同
盟
憲
法
を
構
想
す
る
、Behr, 

Pahl
と
い
っ
た
「
国
家
連
合
論
者
」
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
個
別
国
家
の
主
権
を
相
互
に
承
認
し
た
上
で
、
国
家
連
合
の
形
で
国
民

的
統
一
を
考
え
る
一
方
、
主
権
原
理
の
制
限
は
旧
帝
国
構
造
へ
の
後
退
だ
と
見
て
、
連
邦
裁
判
所
の
設
置
に
は
反
対
す
る
。

　

要
す
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
帝
国
愛
国
者
か
ら
主
権
論
者
に
転
向
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
に
も
拘
わ
ら
ず
カ
ー
ル
大
帝
＝
ナ
ポ

レ
オ
ン
説
こ
そ
が
、
イ
ェ
ー
ナ
時
代
の
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
心
情
に
符
合
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
カ
ー
ル
大
帝

（
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
）
こ
そ
は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
を
築
い
て
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
礎
と
な
っ
た
大
王
で
あ
っ
た
。

　

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
が
滅
亡
し
た
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
馬
上
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
遭
遇
し
、
そ
の
翌
日
に
は
イ
ェ
ー
ナ
郊
外
の
戦
場
で
プ

ロ
イ
セ
ン
軍
が
大
敗
し
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
観
念
的
な
ら
ぬ
現
実
の
〈
権
力
〉
の
姿
を
瞼
に
焼
き
付
け
た
。
国
家
を
論
じ
る

以
上
、
こ
う
し
た
〈
権
力
〉
を
抜
き
に
し
て
考
察
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
国
制
》
論
に
お
い
て
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
と
の
出
会
い
は
決
定
的
な
事
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
「
最
高
の
共
同
は
最
高
の
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
惹
句
で
あ
る
が
、
金
子
武
蔵
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論
を
語
る
際
に
こ
れ
を
何

度
も
用
い
て
い
る
。
実
は
こ
の
惹
句
も
、
金
子
本
人
の
も
の
で
は
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
で
あ
る
。
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
八
〇
一

年
に
『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
哲
学
体
系
の
差
異
』
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
《
国
制
》
論
と
は
無
関
係
に
み
え
る
論
文
の
中
か

ら
、
金
子
は
次
の
一
節
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。

人
格
と
他
の
人
格
と
の
共
同
は
本
質
的
に
個
人
の
真
実
の
自
由
の
制
限
と
し
て
で
は
な
く
、
却
つ
て
そ
の
拡
張
と
し
て
見
ら
れ
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
最
高
の
共
同
は
最
高
の
自
由
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

（
31
）

（
32
）
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ま
た
、
同
じ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
論
文
を
踏
ま
え
て
、
金
子
は
「
人
倫
の
命
題
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
も
い
る
。

と
こ
ろ
で
か
く
特
殊
と
普
遍
と
が
自
由
無
碍
に
融
通
す
る
立
場
に
於
て
は
、「
自
然
に
対
置
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
理
性
は
全
然

な
く
な
つ
て
居
る
」
か
ら
、
普
遍
は
特
殊
を
強
制
支
配
す
る
「
法
則
」
又
は
「
法
律
」
で
は
な
く
、
第
二
の
自
然
と
し
て
の
慣ジ

ッ
テ習

で
あ
り
、「
法
則
は
慣
習
に
よ
つ
て
不
必
要
に
せ
ら
れ
る
」。
だ
か
ら
我
々
は
「
最
高
の
共
同
は
最
高
の
自
由
で
あ
る
」
と
い
ふ
命

題
を
人
倫
の
命
題

0

0

0

0

0

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
命
題
に
よ
つ
て
初
め
て
ド
イ
ツ
憲
法
論
の
権
力
的
普
遍
と
自
由
的
特
殊
と
は
内

面
的
融
合
を
得
、
自
由
が
具
体
的
と
な
る
と
共
に
権
力
も
人
倫
化
せ
ら
れ
る
。
国
家
観
は
こ
ゝ
に
再
生
す
る
。
適
法
性
と
道
徳
性

と
の
綜
合
が
こ
の
命
題
に
よ
つ
て
成
就
せ
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
イ
エ
ナ
時
代
の
国
家
観
は
畢
竟
す
る
に
こ
の
命
題
の
展
開
に

外
な
ら
ぬ
。
而
も
こ
の
展
開
が
如
何
に
行
は
れ
る
か
は
既
に
こ
の
論
文
に
於
て
暗
示
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
共
同
体
論
は
、〈
人
倫
〉
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
人
倫
的
共
同
体
と
は
、
自
然
的
共
同
体
で
は
な
く
、
第
二
の

自
然
と
し
て
の
慣
習
や
習
俗
に
依
拠
す
る
、
こ
の
意
味
で
は
人
為
的
な
共
同
体
な
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
人
倫
的
共
同
体
の
究
極
の

姿
は
国
家
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
単
に
〈
権
力
〉
に
よ
る
支
配
関
係
で
は
な
く
て
、
こ
れ
自
体
が
第
二
の
自
然
た
る
制
度
と
し
て

の
共
同
体
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、《
国
制
》
を
構
成
す
る
二
つ
の
思
想
軸
と
し
て
、〈
権
力
〉
と
〈
人
倫
〉
が
鍵
言
葉
と
な
る
の
で
あ
る
。
念
の
た

め
に
確
認
す
る
な
ら
ば
、〈
権
力
〉
と
は
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
正
当
化
さ
れ
た
実
力
で
あ
る
。
ま
た
〈
人
倫
〉
と
は
、
自
然
法
や
道
徳

と
も
連
関
す
る
な
ん
ら
か
の
規
範
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、《
国
制
》
を
論
じ
る
と
き
に
は
、〈
権
力
〉
お
よ
び
〈
人
倫
〉
と

と
も
に
、
第
三
の
鍵
言
葉
と
し
て
の
〈
規
範
〉
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
33
）
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と
は
い
え
、
こ
う
し
た
〈
権
力
〉
や
〈
人
倫
〉
を
そ
う
あ
ら
し
め
る
〈
規
範
〉
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
あ
え
て
直
接
の
言
及
を
避
け

て
き
た
。『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
と
同
時
期
に
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
自
然
法
の
学
問
的
取
り
扱
い
方
」
と
い
う
き
わ
め
て
刺
激
的
な
論

文
を
執
筆
し
た
こ
と
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
は
国
家
論
か
ら
は
暫
定
的
に
離
れ
た
う
え
で
、

〈
規
範
〉
も
し
く
は
広
義
の
法
に
つ
い
て
、
そ
の
固
有
の
論
理
に
入
り
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
と
は
奇
妙
な
論
文
で
あ
る
。
最
初
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
こ
れ
は
狭
義
の
憲
法
論
と
い
う
よ

り
は
《
国
制
》
論
で
あ
り
、
し
か
も
解
読
す
る
た
め
に
は
、
同
時
期
の
「
人
倫
の
体
系
」
や
「
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
哲
学
体

系
の
差
異
」
に
ま
で
、
視
点
を
広
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、《
国
制
》
の
〈
規
範
〉
に
ま
で
言
及
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
結
局
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
論
に
辿
り
着
か
ざ
る
を

え
な
い
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
考
過
程
に
も
対
応
し
て
い
る
。

　
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
が
未
完
成
な
が
ら
も
書
き
上
げ
ら
れ
た
一
八
〇
二
年
と
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
崩
壊
の
直
前
の
時
期
で
あ
り
、
フ
ラ

ン
ス
に
敗
北
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
が
近
代
国
家
と
し
て
台
頭
し
て
く
る
直
前
の
時
代
で
あ
っ
た
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、「
ド
イ
ツ
は
も
は

や
国
家
で
は
な
い
」
の
惹
句
で
始
め
ら
れ
た
観
念
と
し
て
の
《
国
制
》
論
を
、
現
実
の
政
治
状
況
が
怒
濤
の
ご
と
く
押
し
流
し
て
い
っ

た
時
代
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

　

今
や
、「
ド
イ
ツ
は
も
は
や

0

0

0

国
家
で
は
な
い
」
と
い
う
冒
頭
の
一
文
に
、「
ド
イ
ツ
は
い
ま
だ

0

0

0

国
家
で
は
な
い
」
と
い
う
一
文
を
付
け

加
え
て
、《
国
制
》
論
は
法
哲
学
論
に
装
い
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
、
青
年
時
代
を
脱
し
て
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
と

成
長
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
軍
に
占
領
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
首
都
ベ
ル
リ
ン
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
の
連
続
講
演
を
お
こ
な
う

の
は
、
一
八
〇
七
年
の
末
か
ら
翌
年
の
初
頭
に
か
け
て
で
あ
る
。
中
世
的
な
ド
イ
ツ
帝
国
へ
の
未
練
で
は
な
く
、
近
代
的
な
国
民
国
家
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の
建
設
が
よ
う
や
く
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
国
制
》
論
も
、
こ
う
し
た
新
た
な
政
治
状
況
を
踏
ま
え
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
台
頭
著
し
い
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
が
創
設
さ
れ
た
の
は
一
八
一
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
八
一
八
年
に

な
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
も
こ
の
大
学
の
哲
学
部
に
招
聘
さ
れ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
国
制
》
論
は
、『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
、
装
い
を
新
た

に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
１
）　V

gl., Georg Friedrich W
ilhelm

 H
egel, Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie, hrsg. v. Georg Lasson, Philosophische 

Bibliothek, Bd.144 （H
egel, Säm

tliche W
erke, Bd.7

）, 2. A
ufl., Leipzig, 1923.

（
２
）　

権
佐
武
志
は
、『
ド
イ
ツ
憲
法
0

0

論
』
を
迷
う
こ
と
な
く
『
ド
イ
ツ
国
制
0

0

論
』
と
言
い
換
え
て
い
る
。
潔
い
態
度
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
く
に

説
明
は
付
し
て
い
な
い
。
権
佐
『
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
理
性
・
国
家
・
歴
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
八
九
頁
。

（
３
）　H

egel, D
ie V

erfassung D
eutschlands, in: Philosophische Bibliothek, Bd.144, 2. A

ufl., S.3. 

（
古
い
版
で
は
あ
る
が
、
便
宜
上
こ
れ

を
原
典
と
し
て
用
い
る
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
『
政
治
論
文
集
』
上
、
金
子
武
蔵
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
七
年
、
四
九
頁
。

（
４
）　H

egel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder N
aturrecht und Staatsw

issenschaft im
 Grundrisse, 

§257, in: W
erke 

in zw
anzig Bänden, Bd.7, Frankfurt am

 M
ain, S.398. 

ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
Ⅱ
、
藤
野
渉
・
赤
沢
正
敏
訳
、
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、

二
〇
〇
一
年
、
二
一
六
頁
参
照
。

（
５
）　H

egel, D
ie V

erfassung D
eutschlands, S.25. 

金
子
訳
、
七
〇
頁
。

（
６
）　A

.a.O
., S.26. 

金
子
訳
、
七
一
頁
。

（
７
）　A

.a.O
., S.34. 

金
子
訳
、
八
三
頁
。

（
８
）　A

.a.O
., S.45. 

金
子
訳
、
九
〇
頁
。

（
９
）　A

.a.O
., S.50. 

金
子
訳
、
九
五
頁
。

（
10
）　A
.a.O

., S.57. 

金
子
訳
、
一
〇
一
頁
。

（
11
）　V

gl., H
egel, D

ie V
erfassung D

eutschlands, in: W
erke in zw

anzig Bänden, Bd.1, S.503.
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（
12
）　D

ers., D
ie V

erfassung D
eutschlands, in: Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie, S.63. 

金
子
訳
、
一
〇
八
頁
。

（
13
）　A

.a.O
., S.59. 

金
子
訳
、
一
〇
三
頁
。

（
14
）　A

.a.O
., S.59f. 

金
子
訳
、
一
〇
四
頁
。
な
お
、
本
稿
で
はStand 

（Stände

）
を
「
帝
国
身
分
」
と
訳
し
た
が
、
金
子
は
一
貫
し
て
「
議
員
」

と
訳
出
し
て
い
る
。
前
掲
の
訳
書
の
他
に
、
金
子
武
蔵
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
四
年
、
一
五
九
頁
参
照
。「
議
員
」
は
議

会
の
構
成
員
以
外
の
意
味
を
有
さ
な
い
の
で
、
帝
国
下
の
領
邦
君
主
や
自
由
都
市
や
司
教
等
を
総
称
す
る
「
帝
国
身
分
」
の
ほ
う
が
適
切
で
あ

ろ
う
。

（
15
）　A

.a.O
., S.75. 

金
子
訳
、
一
一
八
頁
。

（
16
）　A

.a.O
., S.92. 

金
子
訳
、
一
三
五
頁
。

（
17
）　A

.a.O
., S.99. 

金
子
訳
、
一
四
五
頁
。

（
18
）　A

.a.O
., S.108, 112, 113f.. 

金
子
訳
、
一
五
八
頁
、
一
六
四
頁
、
一
六
五
頁
。

（
19
）　A

.a.O
., S.123f. 

金
子
訳
、
一
七
九
頁
。

（
20
）　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
政
治
論
文
集
』
上
、
三
五
三
頁
（
金
子
に
よ
る
解
説
）
参
照
。

（
21
）　H

egel, D
ie V

erfassung D
eutschlands, S.128. 

金
子
訳
、
一
八
五
頁
。

（
22
）　A

.a.O
., S.133. 

金
子
訳
、
一
九
二
頁
。

（
23
）　H

egel, System
 der Sittlichkeit, hrsg. v. Lasson, Philosophische Bibliothek, Bd.144, S.464.

（
24
）　A

.a.O
., S.465.

（
25
）　A

.a.O
., S.466.

（
26
）　A

.a.O
., S.468.

（
27
）　A
.a.O

., S.482.

（
28
）　A

.a.O
., S.498.

（
29
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
山
本
光
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
一
年
、
一
三
九
頁
以
下
参
照
。
た
だ
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
国
制
」

（Politeia

）
と
記
し
て
い
る
も
の
を
、
あ
え
て
民
主
政
（D

em
okratia

）
と
訳
し
た
。「
国
制
」
は
総
称
的
な
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
30
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
前
掲
書
、
三
二
頁
以
下
参
照
。
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（
31
）　

権
佐
、
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
以
下
。
こ
の
箇
所
は
、
シ
ュ
ッ
ク
の
研
究
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。V

gl., Gerhard Schuck, 
Rheinbundpatriotism

us und politische Ö
ffentlichkeit zw

ischen A
ufklärung und Frühliberalism

us, K
ontinuitätsdenken und 

D
iskontinuitätserfahrung in den Staatsrechts- und V

erfassungsdebatten der Rheinbundpublizistik, Stuttgart, 1994, S.256ff. 
シ
ュ
ッ
ク
「
ラ
イ
ン
同
盟
の
改
革
と
一
八
〇
〇
年
前
後
の
連
続
性
問
題
」
権
佐
武
志
・
遠
藤
泰
弘
訳
、『
北
大
法
学
論
集
』
第
五
五
巻
五
号
、

二
〇
〇
五
年
、
一
八
一
頁
参
照
。

（
32
）　

金
子
、
前
掲
書
、
一
九
二
頁
。V

gl., H
egel, D

ifferenz des Fichteschen und Schellingschen System
s der Philosophie, in: W

erke 
in zw

anzig Bänden, Bd.2, S.82. 

ヘ
ー
ゲ
ル
「
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
哲
学
体
系
の
差
異
―
―
十
九
世
紀
の
初
頭
に
お
け
る
哲
学
の
状

況
を
展
望
す
る
た
め
の
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
寄
与
に
関
し
て
―
―
」
村
上
恭
一
訳
、『
ヘ
ー
ゲ
ル
初
期
哲
学
論
集
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

二
〇
一
三
年
、
一
三
六
頁
以
下
参
照
。

（
33
）　

金
子
、
前
掲
書
、
一
九
三
頁
以
下
。
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