
《
論
　
　
説
》ヘ

ー
ゲ
ル
の
《
点
》、
あ
る
い
は
立
憲
君
主
制
に
つ
い
て

―
―
《
点
》
と
は
何
か
―
―

堅　
　

田　
　
　
　
　

剛

一　
《
点
》
と
は
何
か

　

奇
妙
な
標
題
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
点
》
と
は
、
要
す
る
に
君
主
の
特
性
に
関
し
て
、
さ
ら
に
は
彼
の
立
憲
君
主

制
論
に
関
し
て
の
、
独
自
か
つ
象
徴
的
な
表
現
で
あ
る
。
現
在
流
布
し
て
い
る
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
の
第
二
八
〇
節
で
は
、
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
な
お
、「
で
す
、
ま
す
」
調
で
翻
訳
し
た
の
は
、
講
義
の
際
の
口
調
を
醸
す
た
め
で
あ
る
。
以
下
で
も
、
文
献
か
ら
の
引
用
の
場
合

に
は
、「
だ
、
で
あ
る
」
調
を
用
い
る
。〕

し
ば
し
ば
君
主
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
君
主
が
無
教
養
の
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
ま
た
ひ
ょ
っ
と
し
て
国
家
の
最
高
位
に
値
し

な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
、
国
家
が
ど
う
な
る
か
は
、
君
主
に
よ
っ
て
は
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
か
、
こ
う
し
た
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状
態
を
理
性
的
な
も
の
と
し
て
実
在
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
と
か
い
っ
た
主
張
が
な
さ
れ
ま
す
。
と
は
い
え
、
性

格
の
特
性
に
帰
着
す
る
こ
う
し
た
前
提
は
、
こ
こ
で
は
な
ん
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
。
完
成
し
た
組
織
体
に
あ
っ
て
は
、
形
式
的

決
定
を
お
こ
な
う
最
高
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
肝
心
な
の
で
あ
っ
て
、
君
主
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、「
然
る
べ
く
」（Ja

）

と
言
っ
て
“
Ｉ
”
の
文
字
に
《
点

プ
ン
ク
ト》
を
打
つ
人
物
だ
け
な
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
最
高
位
た
る
者
に
は
、
性
格
の
特
性
な
ど
重

要
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
君
主
が
な
お
こ
う
し
た
最
終
的
決
定
に
つ
い
て
有
す
る
の
は
、
た
い
し
て
重
要
で
な
い
と
は
い
っ
て
も
、

分
権
的
な
何
か
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
分
権
的
な
も
の
の
み
が
登
場
す
る
状
況
が
あ
り
う
る
と
は
い
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

国
家
は
な
お
充
分
に
は
形
成
さ
れ
て
い
な
い
か
、
し
っ
か
り
と
構
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
き
ち
ん
と
秩

序
づ
け
ら
れ
た
君
主
制
に
あ
っ
て
は
、
法
律
の
み
に
客
観
的
な
面
が
帰
属
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
面
に
は
君
主
の
主
体
的
な
「
我
、

意
志
す
」（Ich w

ill

）
だ
け
が
据
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

ド
イ
ツ
語
の
原
文
そ
の
も
の
が
一
義
的
に
理
解
し
に
く
い
文
章
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
こ
の
引
用
部
分
が
『
法
の
哲
学　

要
綱
』

の
〈
主
文
〉
で
も
〈
注
解
〉
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
〈
補
遺
〉（
追
加
）
と
称
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認

し
て
お
く
た
め
に
も
、『
法
の
哲
学　

要
綱
』
の
構
造
か
ら
説
明
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
法
哲
学
関
連
の
講
義
は
、
す
で
に
一
八
一
七
／
一
八
年
の
冬
学
期
か
ら
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
始
め
ら
れ
て
い

た
が
、
一
八
一
八
年
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
移
籍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
格
的
に
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
の
教
科
書
と
し
て
執
筆
さ
れ

た
の
が
、一
八
二
一
年
公
刊
の『
法
の
哲
学　

要
綱
』で
あ
る
。こ
の『
法
の
哲
学　

要
綱
』の
編
成
は
、基
本
的
に
、項
目（Paragraph

）

ご
と
に
〈
主
文
〉
と
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
よ
る
〈
注
解
〉（N

otiz

）
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
三
一
年
に
ヘ
ー

ゲ
ル
が
急
逝
し
た
あ
と
、
高
弟
の
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ガ
ン
ス
が
編
集
し
た
全
集
版
の
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
に
は
、
新
た
に
〈
補
遺
〉

（
1
）
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（Zusatz

）
と
呼
ば
れ
る
部
分
が
ほ
ぼ
各
項
目
に
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
〈
補
遺
〉
と
は
、
教
室
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
に
即
し
た
講
読
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
口
頭
で

補
足
し
た
追
加
部
分
が
原
型
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
開
講
学
期
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
は
異
な
る
し
、
こ
れ
を
実
際
に
筆
記
し
た
の
は

そ
の
時
々
に
聴
講
し
て
い
た
学
生
で
あ
っ
た
。
聞
き
書
き
で
あ
る
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
肉
声
そ
の
も
の
と
微
妙
な
懸
隔
が
あ
る
可
能
性

は
否
定
で
き
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
死
後
に
、
全
集
版
第
八
巻
と
し
て
『
法
の
哲
学　

要
綱
』（
一
八
三
三
年
）
を
編
集
し
た
ガ
ン
ス
は
、
各

種
の
異
な
っ
た
〈
補
遺
〉
を
恣
意
的
に
纏
め
て
〈
主
文
〉
当
該
節
の
末
尾
に
組
み
込
ん
だ
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、『
法
の
哲
学　

要
綱
』

の
解
釈
に
不
必
要
な
混
乱
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
刊
さ
れ
た
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
と
実
際
に
お
こ
な
わ
れ

た
講
義
内
容
と
の
あ
い
だ
に
、
あ
る
矛
盾
が
現
れ
る
結
果
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
科
書
に
書
か
れ
た
こ
と
は
建
前

0

0

で

あ
っ
て
、
本
音

0

0

は
〈
補
遺
〉
の
中
に
み
ら
れ
る
、
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
全
般
的
に
問
題
提
起
し
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
カ
ー
ル
＝
ハ
イ
ン
ツ
・
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
業
績
で
あ
る
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
各
種
の
「
法
の
哲
学
」
を
整
理
し
て
『
法
哲
学
講
義
集
―
―
一
八
一
八
～
一
八
三
一
年
―
―
』（
全
六
巻
、
第
四
巻
で

中
断
）
を
出
版
し
た
。
そ
の
第
二
巻
に
は
教
科
書
と
し
て
の
『
法
の
哲
学　

要
綱
』（
一
八
二
一
年
）
も
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

他
の
巻
に
は
学
期
ご
と
の
講
義
筆
記
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

詳
細
は
避
け
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
法
哲
学
の
講
義
を
合
計
七
学
期
分
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
っ
た
。
す
べ
て
冬
学
期
に
お
い
て
で
あ
る
。

イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
こ
の
う
ち
、
①
一
八
一
八
／
一
九
年
冬
学
期
の
法
哲
学
講
義
に
お
い
て
は
、
Ｃ
・
Ｇ
・
ホ
ー
マ
イ
ヤ
ー
の
講
義
筆
記

録
か
ら
、
②
一
八
二
二
／
二
三
年
分
に
お
い
て
は
Ｈ
・
Ｇ
・
ホ
ト
ー
の
筆
記
録
か
ら
、
③
一
八
二
四
／
二
五
年
分
は
Ｋ
・
Ｇ
・
ｖ
・
グ

リ
ー
ス
ハ
イ
ム
の
筆
記
録
か
ら
、
そ
し
て
④
一
八
三
一
／
三
二
年
分
に
つ
い
て
は
Ｄ
・
Ｆ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
筆
記
録
か
ら
採
録
し
て
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い
る
。

　

以
下
で
は
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
版
に
他
の
版
を
も
付
け
加
え
て
、
そ
の
概
要
を
示
し
て
お
く
。

①　

一
八
一
八
／
一
九
年
（
ホ
ー
マ
イ
ヤ
ー
筆
記
）

　
　

Ilting, Bd. 1;　

尼
寺
訳
あ
り
。

②　

一
八
二
二
／
二
三
年
（
ホ
ト
ー
筆
記
）

　
　

Ilting, Bd. 3;　

尼
寺
訳
あ
り
。

③　

一
八
二
四
／
二
五
年
（
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
筆
記
）

　
　

Ilting, Bd. 4;　

長
谷
川
訳
あ
り
。

④　

一
八
三
一
／
三
二
年
（
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
筆
記
）

　
　

Ilting, Bd. 4

　

も
っ
と
も
、
例
の
《
点
》
問
題
の
検
討
対
象
と
し
て
は
、
お
の
ず
か
ら
②
の
ホ
ト
ー
筆
記
録
と
③
の
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
筆
記
録
に
限

ら
れ
る
。
①
は
そ
も
そ
も
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
の
公
刊
以
前
の
講
義
で
あ
る
し
、
④
は
肝
心
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
急
死
に
よ
っ
て
、
序
論

的
な
部
分
に
も
と
づ
い
た
講
義
で
中
断
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

迂
遠
に
過
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
よ
う
や
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
点
》
問
題
を
検
討
す
る
準
備
が
整
っ
た
。
こ
れ
以
降
は
、『
法
の
哲

学　

要
綱
』
第
二
八
〇
節
と
、
こ
れ
に
対
応
す
る
〈
補
遺
〉
の
関
係
に
迫
っ
て
い
く
。
ま
ず
は
、
ホ
ト
ー
に
よ
る
筆
記
録
と
グ
リ
ー
ス

ハ
イ
ム
に
よ
る
筆
記
録
か
ら
対
応
す
る
箇
所
を
を
引
用
し
て
み
る
。

（
2
）

（
3
）
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し
た
が
っ
て
君
主
制
に
必
要
な
も
の
は
、「
然
る
べ
く
」
と
言
っ
て
、“
Ｉ
”
の
文
字
に
《
点
プ
ン
ク
ト》
を
打
つ
人
物
を
、
君
主
制
が
有
す

る
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
も
、
最
高
位
は
性
格
の
特
性
が
重
要
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
存
在
す
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。

（
ホ
ト
ー
筆
記
録
）

こ
の
国
家
意
志
の
最
終
的
な
自
我
と
は
、
こ
う
し
た
自
我
の
抽
象
性
に
お
い
て
単
純
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
直
接
的

な
個
別
性
な
の
で
す
。
自
我
の
概
念
そ
れ
自
体
に
は
、
そ
れ
と
と
も
に
自
然
性
と
い
う
規
定
が
み
ら
れ
ま
す
。
君
主
と
は
、
そ
れ

ゆ
え
に
こ
う
し
た
個
人
と
し
て
本
質
的
な
の
で
あ
っ
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
内
容
か
ら
抽
象
さ
れ
て
お
り
、
直
接
的
か
つ
自
然
的
な

仕
方
で
存
在
す
る
個
人
な
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
自
然
的
な
生
ま
れ
に
よ
っ
て
、
君
主
の
尊
厳
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。（
グ

リ
ー
ス
ハ
イ
ム
筆
記
録
）

　

右
の
二
箇
所
の
引
用
と
も
、
前
後
の
文
脈
か
ら
離
れ
て
抽
出
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
相
互
の
繋
が
り
が
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
検
討
を
加
え
る
。
さ
し
あ
た
り
、
し
か
も
明
確
に
断
言
で
き
る
の
は
、“
Ｉ
”
の
文
字
に
《
点
》
を
打
つ
こ
と

に
象
徴
さ
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
君
主
論
は
、
ホ
ト
ー
の
筆
記
録
に
は
見
出
せ
る
が
、
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
の
筆
記
録
に
は
見
当
た
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一
八
二
二
／
二
三
年
の
冬
学
期
の
講
義
で
は
言
及
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
一
八
二
四
／
二
五
年

冬
学
期
に
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
君
主
の
意
志
決
定
が
、“
Ｉ
”
の
文
字
に
《
点
》
を
打
つ
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
言
明
は
、
そ
も
そ
も
両
義
的
に
受
け
止
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
君
主
の
意
志
決
定
な
る
も
の
は
、
単
な
る
形
式
的
な

0

0

0

0

手
続
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
む
し
ろ
実0

質
的
な

0

0

0

決
定
の
側
面
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
形
式
的
に
“
Ｉ
”
に
《
点
》
を
打
つ
程
度
の
「
然
る
べ

（
4
）

（
5
）
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く
」
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
実
質
的
な
決
定
は
た
と
え
ば
政
府
が
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
君
主
の
存
在
は
お
飾
り
で
あ
っ
て
、

《
点
》
を
打
つ
な
ど
と
い
う
手
続
は
政
治
的
に
は
な
ん
の
意
味
も
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
仮
に
、《
点
》
を
打
つ
君
主
の
行
為

が
国
家
意
志
の
最
終
的
決
定
に
深
く
関
わ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
単
純
に
形
式
的
と
は
い
え
ず
、
こ
の
《
点
》
が
な
け
れ
ば
国
家

意
志
は
確
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
研
究
者
た
ち
の
評
価
は
、
概
ね
《
点
》＝
形
式
説
で
一
致
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、“
Ｉ
”
の
文
字
の
《
点
》

に
の
み
着
目
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
立
憲
君
主
制
論
と
切
り
離
し
て
評
価
し
た
こ
と
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
は
以
上
の
確
認
作

業
を
《
点
》
に
固
執
し
て
お
こ
な
っ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
問
題
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
憲
君
主

制
論
を
再
評
価
す
る
た
め
の
準
備
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
憲
君
主
制
論
は
、
君
主
を
た
と
え
ば
象
徴
的
存
在
と
す
る
、
民
主
主
義
と
の
妥
協
の
産
物
で
は
な
い
。
民
主
主
義
は
、

『
法
の
哲
学　

要
綱
』
で
論
じ
ら
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
公
的
な
立
場
と
も
、
実
は
必
ず
し
も
適
合
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
時
代
に
あ
っ
て
も
、《
点
》
問
題
に
凝
縮
さ
れ
る
よ
う
な
彼
の
君
主
論
は
、
同
意
を
得
る
と
い
う
よ
り
も
批
判
に
晒

さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
死
か
ら
八
年
後
に
、
古
典
学
者
の
シ
ュ
ー
バ
ル
ト
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論
と
プ
ロ
イ

セ
ン
国
に
お
け
る
至
高
の
生
命
お
よ
び
発
展
の
原
理
と
の
両
立
不
可
能
性
に
つ
い
て
』
を
公
表
し
た
。
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
表
現
が

み
ら
れ
る
。

彼
〔
ヘ
ー
ゲ
ル
〕
は
、
三
七
二
頁
以
下
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
完
成
し
た
組
織
（
国
家
）
に
お
い
て
は
、
形
式
的
な

0

0

0

0

決
定
の
最

高
位
の
み
が
肝
心
で
あ
る
。
ま
た
君
主
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、『
然
り
』
と
言
っ
て

0

0

0

、“
Ｉ
”
の
文
字
に
点
を
打
つ
よ
う
な
人
物
の
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み
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
（
国
家
の
）
最
高
位
は
、
性
格
の
特
性
な
ど
重
要
で
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
の
よ
う
に
在
る
べ
き
だ
か
ら
だ
」。

　

シ
ュ
ー
バ
ル
ト
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
点
》
記
述
に
典
型
的
で
あ
る
よ
う
な
、
君
主
の
意
志
決
定
論
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
批
判
的
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
君
主
の
決
定
が
単
な
る
形
式
に
留
ま
る
こ
と
に
、
シ
ュ
ー
バ
ル
ト
は
我
慢
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
君
主
の
決
定
は
実
質
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
は
、
右
の
引
用
箇
所
に
先
立
っ
て
、
シ
ュ
ー
バ
ル
ト
は
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
立
憲
君
主
制
論
に
対
し
て
も
、
実
に
興
味
深
い
非

難
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
な
ん
と
、
変
則
的
な
が
ら
日
本
の
天
皇
制
に
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

立
憲
君
主
と
は
、
い
わ
ば
大
昔
の
時
代
の
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
の
国
王
、
あ
る
い
は
大
首
長
の
時
代
の
一
種
の
カ
リ
フ
、
あ
る
い
は

宗
教
的
な
日
本
の
皇
帝
、
等
々
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
非
難
に
値
す
る
の
は
、
君
主
の
決
定
を
形
式
的
な
も
の
に
貶
め
て
い
る
こ
と
、
そ
の
う
え
立
憲
君
主
と
は
い

い
な
が
ら
、
近
代
的
な
君
主
制
ど
こ
ろ
か
、
前
近
代
的
な
宗
教
的
指
導
者
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
擁
護
す
る
見
解
も
当
初
か
ら
み
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
代
表
と
し
て
、
シ
ュ
ー
バ
ル
ト
に
直
ち
に

反
論
し
た
ガ
ン
ス
の
見
解
を
挙
げ
て
お
く
。
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
ガ
ン
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
死
後
に
そ
の
全
集
を
編
集
し
、『
法
の

哲
学　

要
綱
』
の
編
集
を
担
当
し
て
、
こ
こ
に
学
生
の
筆
記
録
か
ら
〈
補
遺
〉
と
呼
ば
れ
る
部
分
を
追
加
し
て
挿
入
し
た
当
事
者
で
あ

る
。
ガ
ン
ス
は
、
例
の
《
点
》
問
題
つ
ま
り
は
君
主
論
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ー
バ
ル
ト
に
反
論
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
6
）

（
7
）

153

ヘーゲルの《点》、あるいは立憲君主制について（堅田）

― ―



越
え
よ
う
の
な
い
最
高
位
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
よ
く
語
ら
れ
る
の
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
高
位
は
、
す
べ
て

の
逸
脱
を
防
ぐ
よ
う
に
し
て
振
る
舞
い
、
い
わ
ば
、
彼
へ
の
密
告
を
、
お
説
の
と
お
り
、
彼
の
た
め
に
本
来
の
領
域
へ
と
導
く
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
哲
学
の
三
七
二
頁
に
即
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
君
主
に
あ
っ
て
は
然
り
と
言
う
だ
け
の
領
域
で
あ

り
、
結
局
は
、“
Ｉ
”
の
文
字
に
《
点
》
を
打
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
最
高
位
は
、
性
格
の
特
性
な
ど
重
要
で

な
い
か
の
よ
う
に
在
る
べ
き
だ
か
ら
だ
。

　

二
人
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学　

要
綱
』（
ガ
ン
ス
版
）
か
ら
の
要
約
な
の
だ
か
ら
、
シ
ュ
ー
バ
ル
ト
と
ガ
ン
ス
の
言
明
の
基

本
線
が
一
致
す
る
こ
と
は
当
然
で
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
そ
れ
以
上
の
共
通
の
前
提
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　

両
人
と
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
君
主
の
意
志
決
定
が
「
形
式
的
」
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
シ
ュ
ー
バ
ル
ト
は
君
主
権
を

冒
涜
す
る
も
の
と
批
判
し
、
ガ
ン
ス
は
実
質
的
な
性
格
を
も
た
な
い
の
だ
か
ら
、
立
憲
君
主
制
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
を
擁
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
節
を
変
え
て
更
に
検
討
す
る
。

二　
「
我
、
意
志
す
」
の
二
面
性

　
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
第
二
八
〇
節
〈
補
遺
〉
の
翻
訳
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
岩
波
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
の

該
当
箇
所
で
は
、「
君
主
に
は
『
よ
し
』
と
い
い
、
最
後
の
仕
上
げ
を
行
う
人
間
の
み
が
必
要
で
あ
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

“
Ｉ
”
の
文
字
に
《
点
》
を
打
つ
と
い
う
君
主
の
行
為
が
、
訳
文
か
ら
消
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
二
十
巻
著
作
集
に
基
づ

い
た
翻
訳
と
し
て
は
、
い
か
に
も
不
可
解
で
あ
る
。
下
手
に
「
最
後
の
仕
上
げ
を
行
う
」
な
ど
と
い
う
意
訳
を
な
し
た
結
果
と
し
て
、

（
8
）

（
9
）
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君
主
の
意
志
決
定
と
い
う
重
要
な
要
素
の
意
味
を
抹
消
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
一
種
の
誤
訳
と
い
う
し
か
な
い
。

　

こ
の
和
訳
の
思
想
的
背
景
は
、
こ
の
翻
訳
の
訳
注
で
表
明
さ
れ
る
。
そ
の
ま
ま
、
全
文
を
引
用
す
る
。

み
ず
か
ら
の
前
に
提
出
さ
れ
た
決
定
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
た
だ
「
よ
し
」
と
い
う
の
が
君
主
の
仕
事
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
君
主
は
、「
否
」
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
君
主
の
位
置
が
一
種
の
虚
焦
点
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
果
た
し
て
君
主
は
「
虚
焦
点
」
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
君
主
の
仕
事
は
「
よ
し
」
と
応
え
る
だ
け
な
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
君
主
の
意
志
表
明
を
形
式
的
な
も
の
と
解
す
る
か
、
そ
れ
と
も
実
質
を
伴
う
も
の
と
す
る
か
の
、
ヘ
ー
ゲ
ル
君

主
論
の
二
重
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
例
の
《
点
》
問
題
を
取
る
に
足
ら
な
い
「
最
後
の
仕
上
げ
」
と
一
方
的
に

断
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
あ
る
種
の
不
遜
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。
肝
心
な
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
君
主
論
の
本
質
な
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
が
〈
補
遺
〉
の
《
点
》
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
だ
。
要
す
る
に
、「
我
、
意
志
す
」
の
二
重
性
を
あ
ら
た
め
て

検
討
し
て
み
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
作
業
の
前
提
を
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
の
へ
ん
で
《
点
》
問
題
か
ら
し
ば
ら
く
離
れ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
君
主
論
の
基
本
的
構
造
に

つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。『
法
の
哲
学　

要
綱
』
第
二
八
〇
節
に
先
行
す
る
が
、
す
で
に
第
二
七
三
節
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
政
治
的

国
家
の
実
体
的
区
別
項
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
分
類
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
周
知
の
こ
と
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、「
政
治
的

国
家
」
と
は
「
市
民
社
会
」
に
対
す
る
上
位
概
念
で
あ
る
が
、
政
治
的
国
家
の
実
体
的
区
別
項
（substantielle U

nterschiede

）
と

は
い
わ
ゆ
る
国
権
の
分
立
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
10
）（

11
）

155

ヘーゲルの《点》、あるいは立憲君主制について（堅田）

― ―



政
治
的
国
家
は
、
次
の
実
体
的
区
別
項
に
区
分
さ
れ
る
。

ａ
．
普
遍
的
な
も
の
を
規
定
し
確
定
す
る
権
力
―
―
立
法
権

0

0

0

。

ｂ
．
特
殊
的
な

0

0

0

0

諸
領
域
圏
と
個
別
的
な
出
来
事
と
を
普
遍
的
な
も
の
の
も
と
に
包
摂
す
る
こ
と
―
―
統
治
権

0

0

0

。

ｃ 
．
最
終
意
志
決
定
と
し
て
の
主
体
性
、
君
主
権

0

0

0

。
―
―
君
主
権
に
お
い
て
は
区
別
さ
れ
た
諸
権
力
は
個
人
的
一
体
性
に
統
合
さ

れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
君
主
権
は
、
全
体
つ
ま
り
立
憲
君
主
制

0

0

0

0

0

の
、
最
高
位
で
あ
り
始
原
な
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
権
力
分
立
論
は
、
立
法
権
・
執
行
権
・
司
法
権
か
ら
成
る
三
権
分
立
論
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
各
々
の
最
高
の
担

い
手
と
し
て
、
連
邦
議
会
・
大
統
領
・
最
高
裁
判
所
を
想
定
し
、
国
権
の
相
互
の
監
視
と
均
衡
を
図
る
よ
う
な
定
型
的
な
三
権
分
立
制

は
、
現
代
世
界
に
お
い
て
も
主
要
国
と
し
て
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
統
領
は
国
家
統
合
の
象
徴

的
存
在
に
留
ま
り
、
内
閣
の
長
と
し
て
の
首
相
が
執
行
権
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
場
合
の
ほ
う
が
多
い
し
、
そ
も
そ
も
日
本
の
よ
う
な

議
院
内
閣
制
の
採
用
国
は
三
権
分
立
を
基
礎
と
す
る
国
家
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
首
相
の
執
行
権
は
立
法
権

の
担
い
手
で
あ
る
議
会
も
し
く
は
与
党
の
意
志
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
司
法
権
を
担
う
裁

判
所
は
国
民
主
権
の
下
に
お
い
て
さ
え
、
肝
心
の
国
民
か
ら
最
も
遠
い
位
置
に
あ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
三
権
分
立
の
思
想
史
的
起
源
と
さ
れ
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
で
す
ら
、司
法
権
は
対
内
的
執
行
権
の
一
部
を
な
す
に
す
ぎ
ず
、

「
法
律
の
言
葉
を
語
る
口
」（la bouche qui prononce les paroles de laloi

）
と
性
格
づ
け
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

権
力
分
立
論
に
お
い
て
、
司
法
権
が
基
本
的
要
素
で
は
な
い
と
し
て
も
、
と
く
に
奇
異
な
こ
と
と
は
い
え
な
い
の
だ
。
結
局
、
近
代
国

家
に
お
い
て
も
、
国
権
の
中
心
軸
は
、
立
法
権
と
執
行
権
の
二
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
立
法
権
（gesetzgebende Gew

alt

）
と
は
、
普
遍
的
な
も
の
の
規
定
も
し
く
は
確
定
と
定
義
づ
け
ら
れ

（
12
）
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る
が
、
彼
独
自
の
哲
学
用
語
は
と
も
か
く
と
し
て
、
法
律
を
定
立
す
る
権
能
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
く
に
目
新

し
い
見
解
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
統
治
権
と
君
主
権
と
を
、
立
法
権
と
横
並
び
に
配
置
し
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
は
、
是
非
は
と
も
か
く
違
和
感

を
覚
え
る
向
き
も
多
い
だ
ろ
う
。

　

統
治
権
（Regierungsgew

alt

）
と
は
、
特
殊
的
な
領
域
で
出
来
し
た
個
別
的
な
出
来
事
を
普
遍
的
な
法
律
に
包
摂
す
る
こ
と
で

あ
る
。
通
常
の
言
葉
遣
い
で
い
え
ば
、
法
律
の
具
体
的
な
適
用
の
こ
と
で
あ
る
。
君
主
国
に
あ
っ
て
も
、
君
主
の
権
能
は
法
律
に
よ
る

統
治
権
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
限
り
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
、「
法
の
支
配
」
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
実
は
君
主
権
（fürstliche Gew

alt

）
が
統
治
権
と
は
単
な
る
横
並
び
で
は
な
く
別
立
て
で
登
場

す
る
。
そ
の
う
え
君
主
権
こ
そ
が
、
国
家
の
最
終
的
な
意
志
決
定
の
担
い
手
な
の
で
あ
る
。
最
終
的
意
志
決
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

実
は
君
主
権
が
統
治
権
の
み
な
ら
ず
、
立
法
権
を
も
凌
駕
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
立
憲
君
主
制
」

（konstitutionelle M
onarchie

）
は
、
こ
こ
に
内
実
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

近
・
現
代
の
憲
法
学
や
政
治
学
に
お
い
て
、
立
憲
君
主
制
は
立
憲
主
義
と
君
主
主
義
、
あ
る
い
は
民
主
政
と
君
主
政
の
妥
協
的
産
物

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
君
主
主
義
（
君
主
政
）
よ
り
は
立
憲
主
義
（
民
主
政
）
の
ほ
う
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
だ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
君
主
主
義
が
基
本
で
あ
っ
て
、
立
憲
主
義
は
そ
れ
に
加
味
さ
れ
た
便
宜
上

の
付
属
物
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
第
二
八
〇
節
の
〈
補
遺
〉
に
先
立
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
第
二
七
九
節
の
〈
補
遺
〉
で
は
、
君
主
の
署
名

の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
国
家
が
お
の
れ
自
身
を
規
定
す
る
、
完
全
に
主
権
的
な
意
志
で
あ
り
、
最
終
的
な
主
体
的
な
決
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
っ
と
厄
介
な
の
は
、
こ
の
「
我
、
意
志
す
」
が
人
格
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
君
主
は
恣
意
的
に
振
る
舞
っ
て
も
よ
い
、
と
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
君
主
は
助
言
の
具
体
的
内
容
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
国
制
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
君
主
に
は
し
ば
し
ば
署

名
す
る
以
上
に
な
す
べ
き
こ
と
は
な
い
も
の
な
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
名
前

0

0

が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
乗
り
越
え
え
な
い

最
高
位
な
の
で
す
。

　
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
の
〈
主
文
〉
お
よ
び
〈
注
解
〉
に
比
し
て
、〈
補
遺
〉
部
分
は
趣
が
異
な
る
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
前
二
者
が

ヘ
ー
ゲ
ル
の
公
的
な
見
解
で
あ
る
の
に
対
し
て
、〈
補
遺
〉
は
教
室
で
の
講
義
の
際
に
学
生
を
前
に
語
ら
れ
た
非
公
式
の
見
解
で
あ
る

こ
と
に
よ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
公
的
な
見
解
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
建
前
で
あ
り
、
非
公
式
の
見
解
は
彼
の
本
音
と
し
て
受
け
止
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、〈
補
遺
〉
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
口
述
を
学
生
の
筆
記
録
が
正
確
に
再
現
し
て
い
る
か
と
か
、
ガ
ン
ス
が
〈
補
遺
〉

を
採
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、恣
意
が
紛
れ
込
ん
で
い
な
い
か
と
い
っ
た
疑
問
は
残
る
。に
も
拘
わ
ら
ず
、概
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の〈
主
文
〉・

〈
注
解
〉
と
ガ
ン
ス
に
よ
る
〈
補
遺
〉
と
の
あ
い
だ
に
、
な
ん
ら
か
の
論
調
の
違
い
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　

と
り
わ
け
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
の
君
主
権
に
関
わ
る
〈
補
遺
〉、
さ
ら
に
い
え
ば
第
二
七
九
節
や
例
の
第
二
八
〇
節
を
中
心
と
し

た
君
主
の
裁
定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
反
対
に
さ
え
解
釈
で
き
る
よ
う
な
二
面
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
一
方
で
は
、
君
主
の
署
名
は
純
然
た
る
形
式
で
あ
っ
て
、
政
府
が
決
裁
し
た
「
助
言
」
に
従
っ
て
、
君
主
は
書
類
に
名

前
を
記
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
が
み
ら
れ
る
。
い
わ
ば
署
名
＝
形
式
説
で
あ
る
。
だ
が
他
方
で
は
、
君
主
の
決
裁
は
対
内
的
に
も

対
外
的
に
も
国
家
の
意
志
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
君
主
の
署
名
行
為
そ
の
も
の
が
一
連
の
意
志
決
定
過
程
の
最
終
手
続
と
し
て

（
13
）
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不
可
欠
で
あ
る
と
の
考
え
も
み
ら
れ
る
。
い
う
な
れ
ば
署
名
＝
実
質
説
で
あ
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
、
署
名
問
題
に
留
ま
ら
ず
、《
点
》
問
題
に
お
い
て
い
っ
そ
う
端
的
に
現
れ
る
。“
Ｉ
”
の
文
字
に
《
点
》
を
打
つ
君

主
の
行
為
は
、
ど
う
で
も
い
い
君
主
の
手
す
さ
び
と
す
る
見
方
も
あ
る
し
（《
点
》＝
形
式
説
）、
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
《
点
》

を
打
た
な
け
れ
ば
“
Ｉ
”
の
文
字
が
完
成
し
な
い
と
い
う
見
方
（《
点
》＝
実
質
説
）
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

君
主
権
の
性
格
に
限
定
す
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
の
解
釈
と
し
て
、
従
来
よ
り
、〈
主
文
〉・〈
注
解
〉
と
、〈
補

遺
〉
と
の
微
妙
な
相
違
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
文
章
と
、
口
述
さ
れ
た
〈
補
遺
〉
と
の
食
い
違
い
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
政
治
的
立
場
と
連
動
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
煎
じ
つ
め
れ
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
「
御
用
哲
学

者
」
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
君
主
主
義
に
同
調
す
る
保
守
派
と
し
て
批
判
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
思
想
家
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
立
憲
主

義
を
標
榜
す
る
進
歩
派
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
視
点
が
大
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
立
憲
君
主
制
論
は
、
立
憲
主
義
を
理0

想0

と
し
て
目
標
に
し
な
が
ら
も
、
現
実
0

0

の
君
主
主
義
と
の
妥
協
の
産
物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
刊
さ
れ
た
『
法
の

哲
学　

要
綱
』
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
建
前
に
す
ぎ
ず
、
教
室
で
の
講
義
内
容
こ
そ
が
本
音
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
図
式
を
ま
っ
た
く
逆
転
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
だ
。
む
し
ろ
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
の
〈
主
文
〉・〈
注
解
〉

に
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
本
音
が
あ
り
、〈
補
遺
〉
は
若
い
学
生
を
前
に
し
て
の
建
前
で
あ
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
本
来
保

守
派
で
あ
っ
て
、
必
要
に
応
じ
て
進
歩
派
的
な
姿
勢
を
採
っ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

奇
妙
な
こ
と
に
、
一
流
の
思
想
家
ほ
ど
進
歩
的
で
あ
り
、
保
守
的
な
思
想
家
は
二
流
の
存
在
だ
と
の
思
い
込
み
が
、
学
界
に
は
蔓
延

し
て
い
る
。
そ
の
際
、
進
歩
な
り
保
守
な
り
の
内
実
が
問
わ
れ
な
い
こ
と
が
殆
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
生
涯
を
通
じ
て
思
想
が
一
貫
し
て

い
る
の
が
あ
る
べ
き
学
者
の
態
度
で
あ
っ
て
、
途
中
で
思
想
が
揺
ら
い
だ
り
転
向
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
学
者
失
格
だ
と
も
い
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
評
価
に
お
い
て
、
当
該
の
学
者
を
取
り
囲
む
時
代
状
況
の
分
析
や
、
さ
ら
に
は
学
者
の
生
活
者
と
し
て
の
側
面
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は
、
本
質
的
な
意
味
で
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

　

思
わ
ず
一
般
論
に
走
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
君
主
論
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
彼
を
進
歩
派

と
し
た
い
者
た
ち
は
、
署
名
や
《
点
》
に
凝
縮
さ
れ
る
君
主
の
裁
定
を
形
式
的
な
手
続
と
し
て
軽
く
捉
え
た
い
よ
う
だ
し
、
反
対
に
彼

を
保
守
派
と
し
た
い
者
た
ち
は
、
署
名
や
《
点
》
は
実
質
的
な
意
味
を
有
し
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
国
家
意
志
は
確
定
し
な
い
と
重
く
解

し
た
い
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、《
点
》（
署
名
）＝
形
式
説
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
本
音
で
あ
る
と
進
歩
派
は
考
え
、《
点
》（
署
名
）＝
実
質
説
こ
そ
彼
の
本
音

で
あ
る
と
保
守
派
は
解
し
た
が
る
。
同
じ
こ
と
だ
が
、
進
歩
派
は
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
の
〈
主
文
〉・〈
注
解
〉
は
建
前
に
す
ぎ
な
い

と
解
読
し
、
保
守
派
は
む
し
ろ
〈
補
遺
〉
こ
そ
が
建
前
だ
と
解
読
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
水
掛
け
論
は
、
進
歩
派
と
保
守
派
の
双
方
と
も
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
の
好
む
ヘ
ー
ゲ
ル
像
を
描
き
た
い
と
の
願
望

の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
袋
小
路
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
は
、
あ
ら
た
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
時
代
に
立
ち
返
っ
て
、
実

証
的
に
時
代
状
況
を
確
認
し
て
い
く
し
か
な
い
。
今
さ
ら
な
が
ら
の
話
だ
が
、
そ
も
そ
も
第
二
八
〇
節
を
め
ぐ
る
〈
補
遺
〉
が
議
論
の

対
象
に
な
っ
た
の
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
も
と
で
の
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
の
出
版
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
死
後
に
遺
さ
れ
た
法
哲
学
講
義

筆
記
録
の
扱
い
方
に
端
を
発
し
て
い
た
か
ら
だ
。

　

こ
う
し
た
袋
小
路
か
ら
脱
す
る
た
め
に
も
、
次
節
で
は
あ
ら
た
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
だ
が
そ
の
前
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
君
主
」
の
三
要
素
に
関
し
て
、
最
小
限
の
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
君
主
の
三
要
素
と
は
、
主
権

性
・
人
格
性
・
自
然
性
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
主
権
性
（Souveränität

）
に
つ
い
て
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
『
ヘ
ー
ゲ

ル
と
国
家
』（
全
二
巻
、
一
九
二
〇
年
）
の
中
で
こ
う
要
約
し
て
い
る
。
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以
上
論
じ
て
き
た
君
主
権
の
「
三
つ
の
」
要
素
―
―
国
家
の
主
権
性
、
人
格
的
偶
然
性
、
自
然
的
出
生
性
―
―
は
、
本
人
自
身
と

の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
つ
ま
り
各
々
の
「
自
己
規
定
」
に
お
い
て
の
み
、
書
き
換
え
ら
れ
る
。
だ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
権
力
概
念
に

よ
れ
ば
、
君
主
権
は
、
や
は
り
他
の
二
つ
の
権
力
、
つ
ま
り
執
行
権
と
立
法
権
と
の
関
係
に
お
い
て
有
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
君
主
権
に
備
わ
る
三
要
素
も
、
三
権
分
立
も
、
と
も
に
相
対
的
な
相
互
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
君
主
は
国
家
主
権
の
必
然
的
な
担
い
手
で
あ
る
し
、
君
主
権
は
他
の
二
権
に
対
し
て
超
然

的
な
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

　

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
も
と
よ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
明
確
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
た
と
え
国
家
に
と
っ
て
君

主
が
形
式
的
な
存
在
で
あ
る
と
し
て
も
、
当
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
と
っ
て
は
、
君
主
な
し
に
は
国
家
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
今
日
の
国

民
主
権
論
な
ど
か
ら
す
れ
ば
時
代
錯
誤
的
に
み
え
る
だ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
う
し
た
理
解
の
ほ
う
が
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な

国
法
論
の
主
流
で
あ
っ
た
。
端
的
に
い
え
ば
、「
君
主
機
関
説
」
の
憲
法
お
よ
び
政
治
思
想
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
商
法
学
上
の
「
代
表

取
締
役
」
が
会
社
を
代
表
す
る
よ
う
に
、
君
主
も
ま
た
、
国
家
を
対
内
的
・
対
外
的
に
代
表
す
る
の
で
あ
る
。
次
節
以
降
で
、
そ
の
一

端
を
検
証
す
る
。

三　

二
人
の
ヘ
ー
ゲ
ル

　

す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
講
義
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
に
開
始
さ
れ
た
。
だ
が
間
も
な
く
、
彼
は
プ
ロ
イ

（
14
）
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セ
ン
王
国
に
一
八
一
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
、
新
設
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
招
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
ベ
ル
リ
ン
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国

の
首
都
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
下
で
シ
ュ
タ
イ
ン
＝
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
改
革
を
お
こ
な
い
、
全
ド
イ
ツ
の
中
で
率

先
し
て
近
代
化
を
成
し
遂
げ
た
王
国
の
知
的
中
心
地
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
就
任
講
義
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
一
八
一
八
年
十
月
二
十
二
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
引
用
す
る

の
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
政
治
的
意
義
と
哲
学
の
役
割
に
関
わ
る
部
分
だ
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
講
義
用
の
下
書
き
で
あ
る
し
、
形
式
上
は

冬
学
期
の
「
哲

エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー

学
体
系
」
講
義
の
際
の
前
置
き
と
な
る
原
稿
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
内
容
と
い
う
か
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
ち
位
置
は
、

む
し
ろ
法
哲
学
に
関
連
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
も
っ
て
、
講
義
を
開
始
し
た
。

本
日
私
は
、
陛
下
の
御
仁
慈
を
も
っ
て
任
命
さ
れ
た
哲
学
の
教
員

0

0

0

0

0

と
し
て
初
め
て

0

0

0

本
学
に
出
講
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
に
よ
り
陛
下
は
、
私
に
次
の
よ
う
な
序
言
を
述
べ
る
こ
と
を
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
こ
の
時
代

0

0

に
し
か
も
こ
の
場
所
0

0

で
進
展
中
の
学
問
的
活
動

0

0

0

0

0

に
向
け
て
出
講
す
る
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
と
り
わ
け
望
ま
し
く
喜
ば
し
い
も
の

と
思
う
こ
と
に
つ
い
て
の
序
言
を
、
で
あ
り
ま
す
。

　
「
プ
ロ
イ
セ
ン
の
官
吏
」に
な
っ
た
身
と
は
い
え
、プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
に
向
け
ら
れ
た
挨
拶
は
、

あ
ま
り
に
追
従
に
満
ち
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
初
講
義
に
当
た
っ
て
の
雇
い
主
に
対
す
る
儀
礼
で
あ
る
か
ら
、
さ
ほ
ど
特
異
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
冒
頭
部
分
を
聴
い
て
、
哲
学
体
系
を
聴
講
目
的
の
若
い
学
生
た
ち
と
、
そ
こ
に

立
ち
会
っ
た
か
も
し
れ
な
い
国
王
な
り
政
府
の
関
係
者
は
、
あ
る
い
は
失
望
し
、
あ
る
い
は
安
心
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

置
か
れ
た
危
う
い
政
治
的
立
場
は
、
招
聘
の
経
緯
に
続
い
て
初
講
義
の
段
階
か
ら
試
練
に
晒
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
と
も
か

（
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く
、
冒
頭
で
こ
う
述
べ
た
あ
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
。

今
や
現
実
と
い
う
潮
流

0

0

が
出
現
し
て
、
ド
イ
ツ
国
民

0

0

0

0

0

が
総
じ
て
そ
の
国
民
性

0

0

0

を
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
生
き
生
き
と
し
た
生
命
の
根

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠0

を
明
ら
か
に
し
た
あ
と
に
は
、
国
家
0

0

に
は
現
実
的

0

0

0

世
界
の
統
治
と
並
ん
で

0

0

0

、
思
考
の
自
由
な
王
国

0

0

0

0

0

0

0

0

が
花
咲
く
時
代
が
到
来
し
た

の
で
す
。
総
じ
て
精
神
の
力

0

0

0

0

は
時
代
の
中
で
有
効
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
理
念
的
な
も
の
だ
け

0

0

0

0

0

0

0

0

が
存
在
し
、
つ
ま
り
理
念
的

0

0

0

な
も
の

0

0

0

に
適
う
も
の
が
維
持
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
有
効
で
あ
る
べ
き
も
の
が
、
洞
察

0

0

や
思
考

0

0

に
先
立
っ

て
正
当
化

0

0

0

さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
な
の
で
す
。
そ
し
て
今
や
、
と
り
わ
け
私
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
こ
の
国
家
0

0

は
、
そ
の
重
要
性

0

0

0

に
対
す
る
精
神
的

0

0

0

優
位
に
よ
っ
て
現
実
性

0

0

0

や
政
治
的
な
事
柄

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
支
持
さ
れ
、
国
力
0

0

と
自
立
性

0

0

0

と
に
関
し
て
、
こ
の
国
家
に

外
的
な
手
段
を

0

0

0

0

0

0

行
使
し
て
き
た
諸0

国
家
群

0

0

0

に
匹
敵
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
で
は
諸
学
問

0

0

0

の
形
成
や
開
花
は
、
国
家
の

0

0

0

生
命
0

0

に
お
け
る
本
質
的
な
契
機
0

0

そ
の
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
大
学
で
は
、
つ
ま
り
中
心
に
あ
る
こ
の
大
学
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
精
神

形
成
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
学
問
や
真
実
の
中
心

0

0

も
、
す
な
わ
ち
哲
学
0

0

も
、
そ
の
居
場
所
が
特
に
保
護
さ
れ
る
の
で
す
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軛
を
脱
し
て
躍
進
著
し
い
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
哲
学
教
員
に
招
聘
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
中
心
（M

ittelpunkt

）
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
い
て
、
諸
学
問
の
中
心
た
る
哲
学
の
担
当
者
に
な
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
し
て
も
《
点
》（Punkt

）
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
直
ち
に
本
稿
の
主
題
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
プ

ロ
イ
セ
ン
王
国
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
思
考
の
自
由
な
王
国
」（das freie Reich des Gedankens

）
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
が
、
や
が
て
ベ
ル
リ
ン
大
学
を
席
巻
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
ば
か
り
か
全
ド
イ
ツ
の
哲
学
の
発
信
源
に
な

る
こ
と
と
い
う
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
り
の
矜
恃
も
働
い
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
す
で
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
信
過
剰
を
嫌

（
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う
学
者
た
ち
、
た
と
え
ば
神
学
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
や
法
学
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
も
い
た
が
、
彼
ら
と
の
学
問
的
か
つ
政
治
的
な
対

立
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
言
及
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ベ
ル
リ
ン
で
法
哲
学
講
義
を
再
開
し
、
教
科
書
と
し
て
の
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
を
執
筆
し
て
い
た
時
期

に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
は
い
っ
そ
う
の
近
代
化
を
進
め
る
か
、
そ
れ
と
も
反
動
勢
力
に
屈
服
す
る
か
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
着
任
前
年
の
一
八
一
七
年
十
月
十
八
日
に
、宗
教
改
革
三
百
周
年
と
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
会
戦
四
周
年
を
祝
う
と
の
名
目
で
、

ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
祭
が
催
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
学ブ

ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト

生
組
合
に
所
属
す
る
学
生
や
、
い
わ
ゆ
る
進
歩
的
な
知
識
人
た
ち
な
ど
が
全
国
か

ら
結
集
し
た
。一
八
一
九
年
三
月
二
十
三
日
に
は
学
生
組
合
員
の
神
学
生
ザ
ン
ト
に
よ
る
、ロ
シ
ア
の
諜
報
員
と
疑
わ
れ
た
劇
作
家
コ
ッ

ツ
ェ
ブ
ー
の
暗
殺
事
件
が
起
き
た
。
同
年
五
月
二
日
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
郊
外
で
お
こ
な
わ
れ
た
学
生
組
合
の
集
会
に
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
や
神
学
者
の
デ
・
ヴ
ェ
ッ
テ
と
と
も
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
知
己
や
弟
子
が
逮
捕

さ
れ
、
彼
と
の
関
係
が
当
局
に
調
査
さ
れ
て
も
い
た
。

　

ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
主
導
者
で
あ
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
宰
相
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
は
、
学
生
組
合
運
動
の
進
展
に
対
処
し
て
、
同
じ
く

一
八
一
九
年
の
八
月
六
日
に
ド
イ
ツ
連
邦
を
構
成
す
る
主
要
国
の
政
府
代
表
者
を
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
に
集
め
て
、
大
学
法
・
検
閲
法
・

審
問
法
を
含
む
決
議
案
を
提
示
し
た
。
次
い
で
九
月
二
十
日
に
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
で
い
わ
ゆ
る
「
カ
ー
ル
ス

バ
ー
ト
の
決
議
」
を
採
択
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
こ
の
連
邦
決
議
が
発
効
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
ド
イ
ツ
全
土
に
お
け
る
、
進

歩
派
の
学
生
や
学
者
へ
の
思
想
統
制
が
取
り
決
め
ら
れ
た
の
で
、
当
然
な
が
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
も
、
こ
の
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
は
デ
・
ヴ
ェ
ッ
テ
教
授
が
国
王
に
よ
り
罷
免
さ
れ
た
。
ザ
ン
ト
の
母
親
に
同
情
的
な
手
紙
を
書

い
た
こ
と
が
、
直
接
の
解
任
理
由
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
事
件
に
関
し
て
、
デ
・
ヴ
ェ
ッ
テ
の
生
活
費
の
た
め
に
年
俸
相
当
額
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の
募
金
に
応
ず
る
一
方
で
、
国
王
に
よ
る
罷
免
措
置
そ
の
も
の
は
是
認
し
な
が
ら
宗
教
哲
学
者
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
対
立
す

る
な
ど
、
政
治
的
に
ど
っ
ち
付
か
ず
の
態
度
に
終
始
し
た
と
い
う
。

　

さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
は
、
こ
う
し
た
騒
動
と
並
行
し
て
刊
行
が
準
備
さ
れ
た
。
同
じ
一
八
一
九
年
の
三
月

二
十
六
日
付
の
手
紙
に
は
、
友
人
ニ
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
に
宛
て
て
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
見
本
市
に
向
け
た
同
書
の
刊
行
を
予
告
し
て
い
る
。

ま
た
十
月
三
十
日
付
の
手
紙
で
は
、
同
じ
く
友
人
の
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
に
こ
う
書
き
送
っ
て
い
る
。「
法
哲
学
の
若
干
の
全ボ

ー
ゲ
ン紙
分
の
わ
ず

か
に
残
っ
た
節
と
一
緒
に
返
信
す
る
た
め
に
、
お
返
事
を
延
ば
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
貴
方
と
同
様
に
勤
勉
か
つ
き
っ
ぱ
り
と
仕
事
に

取
り
組
み
ま
し
た
。
―
―
連
邦
議
会
の
結
論
が
到
着
す
る
の
と
同
じ
頃
に
は
、
印
刷
を
始
め
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
我
々
は
今
や
、

検
閲
の
自
由
と
相
ま
っ
て
何
処
に
向
か
う
か
を
知
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
間
も
な
く
残
り
の
節
を
印
刷
に
付
す
つ
も
り
で
す
」。

　

一
連
の
政
治
状
況
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
の
執
筆
状
況
を
踏
ま
え
て
、『
法
の
哲
学　

要
綱
』
が
一
応
の
完
成
を
み
た
の
は
、
一
八
二
〇

年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
六
月
二
十
五
日
に
は
序
文
部
分
が
出
来
あ
が
り
、
十
月
十
日
に
は
文
化
相
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
、

ま
た
同
月
中
旬
に
は
首
相
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
に
、『
法
の
哲
学　

要
綱
』
の
見
本
刷
り
が
献
呈
さ
れ
た
。
検
閲
を
無
事
通
過
し
て
政
府

の
お
墨
付
き
を
得
る
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
十
二
月
末
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
ベ
ル
リ
ン
の
ニ
コ
ラ
イ
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
る
運
び

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。そ
れ
に
し
て
も
奇
妙
な
の
は
、実
際
に
公
刊
さ
れ
た
の
は「
一
八
二
〇
年
」な
の
に
、扉
に
は
発
行
年
が「
一
八
二
一

年
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
出
版
社
側
に
お
け
る
慣
習
等
の
都
合
な
の
か
、
そ
れ
と
も
何
か
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義
と
教
科
書
の
齟
齬
、
要
す
る
に
《
点
》
問
題
が
、
そ
も
そ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治

的
立
場
を
解
明
す
べ
く
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

公
刊
さ
れ
た
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
と
、
折
々
に
こ
れ
を
聴
講
し
た
学
生
に
よ
る
筆
記
録
と
を
、
い
わ
ば
横
並
び
に
扱
っ
て
、
ヘ
ー

（
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ゲ
ル
の
政
治
的
立
場
を
詳
細
に
検
討
し
た
の
は
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
全
四
巻
に
及
ぶ
法
哲
学
研
究
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
綿
密
な
わ

り
に
は
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
見
解
は
単
純
な
も
の
で
、要
す
る
に
二
人
の
ヘ
ー
ゲ
ル

0

0

0

0

0

0

0

が
お
り
、『
法
の
哲
学　

要
綱
』の
著
者
と
し
て
の
ヘ
ー

ゲ
ル
は
進
歩
派
で
あ
っ
た
が
、
検
閲
を
恐
れ
て
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
の
著
者
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
検
閲
を
警
戒
し
て
保
守
的
な
側

面
を
見
せ
て
い
る
。
法
哲
学
講
義
を
お
こ
な
っ
た
教
師
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
進
歩
的
な
側
面
を
露
わ
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
当

の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
教
室
で
講
義
を
お
こ
な
っ
た
ほ
う
の
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

　

こ
の
本
当
の
ヘ
ー
ゲ
ル
問
題
を
最
も
凝
縮
し
た
箇
所
が
、『
法
の
哲
学　

要
綱
』
第
二
八
〇
節
の
〈
主
文
〉・〈
注
解
〉
と
、
こ
れ
に

対
応
す
る
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
の
講
義
筆
記
録
、
つ
ま
り
の
ち
に
〈
補
遺
〉
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
部
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
実
態

は
、
活
字
と
口
述
と
の
内
容
的
齟
齬
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
が
君
主
主
権
の
本
質
を
論
じ
た
節
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
さ
ら
確
認
す
る
ま

で
も
な
い
。
活
字
部
分
で
は
君
主
権
の
実
権
性
に
肯
定
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
口
述
部
分
で
は
君
主
権
の
形
式
的
性
格
を
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
立
場
を
象
徴
す
る
の
が
、
例
の
《
点
》
と
し
て
の
君
主
論
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

け
れ
ど
も
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
視
点
は
、
教
科
書
の
著
者
ヘ
ー
ゲ
ル
こ
そ
が
実
像
で
あ
っ
て
、
講
義
の
ヘ
ー
ゲ
ル
教
授
こ
そ
が
虚
像

で
あ
る
と
い
う
可
能
性
に
は
ま
っ
た
く
向
け
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
実
像
や
虚
像
と
い
っ
て
も
、
さ
ほ
ど
変
わ
り
は
な
い
と
ま
で

は
言
わ
な
い
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
保
守
的
進
歩
派

0

0

0

0

0

0

も
し
く
は
進
歩
的
保
守
派

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
顧
み
ら
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
崇
拝
者
に
は
刺
激
が
強
す
ぎ
る
だ
ろ
う
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
思
想
家
で
あ
る
と
同
時
に
生
活
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
妻
子
の
た

め
だ
け
で
な
く
浪
費
家
の
妹
や
己
の
庶
子
を
養
う
た
め
、
ま
た
ベ
ル
リ
ン
で
大
学
教
授
と
し
て
の
体
面
を
保
つ
た
め
に
も
、
慢
性
的
な

金
欠
状
態
に
あ
り
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
の
倍
も
す
る
俸
給
を
得
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
通

じ
て
国
家
か
ら
の
経
済
的
援
助
を
懇
請
し
て
い
る
。
進
歩
派
と
し
て
の
嫌
疑
を
受
け
て
教
授
職
を
失
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
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あ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
大
学
教
授
の
地
位
と
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
例
外
的
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
同
僚
の
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
の
よ
う
に
貴
族
階
級
出
身
の
大
学
教
授
の
優
雅
な
生
活
と
は
自
ず
か
ら
別
世
界
の
観
を
呈
し
て
い
た
。

　

再
び
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
基
本
的
立
場
に
戻
ろ
う
。た
と
え
ヘ
ー
ゲ
ル
が
著
書
と
講
義
で
趣
旨
の
異
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
と
し
て
も
、

国
王
の
監
視
網
は
講
義
内
容
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
点
》
発
言
に
関
し
て
国
王
自
身
の
対

応
を
紹
介
し
て
い
る
。

君
主
は
、
そ
う
し
た
「
第
三
の
」
権
力
と
し
て
、
他
方
で
体
系
的
に
は
ま
さ
に
最
高
の
権
力
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
国
王
の
任
務

を
単
な
る
「“
Ｉ
”
の
文
字
に
《
点

プ
ン
ク
ト》
を
打
つ
こ
と
」
と
し
て
説
明
し
た
、
と
の
密
告
を
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
受

け
た
と
き
に
は
、
こ
う
応
え
た
と
い
う
。「
け
れ
ど
も
国
王
が
《
点
》
を
打
ち
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
教
授
は
国
王
に
よ
っ
て
ま
っ

た
く
正
し
く
理
解
さ
れ
た
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
ま
い
」。
そ
れ
で
も
君
主
が
「
最
終
的
な
」
権
力
で
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
統
治
の
起
源
で
あ
る
以
上
、
最
も
下
劣
で
「
単
な
る
」
空
虚
な
個
人
で
さ
え
、
や
は
り
君
主
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
個
人

の
中
身
、
つ
ま
り
《
点
》
を
必
要
と
す
る
“
Ｉ
”
と
し
て
の
例
の
逸
話
は
、
彼
の
場
合
に
は
差
し
当
た
り
客
観
的
か
つ
歴
史
的
に

提
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
〔
ヘ
ー
ゲ
ル
教
授
〕
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
君
主
権
は
国
家
の
必
然
性
の
資
産

か
ら
有
効
で
力
強
い
も
の
だ
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
立
法
権
お
よ
び
執
行
権
に
次
い
で
君
主
権
は
「
第
三
の
」
権
力
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
権
力
は
単
に
《
点
》

を
打
つ
だ
け
の
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
王
の
《
点
》
な
く
し
て
は
、
国
家
の
意
志
は
完
結
し
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
君
主
権
は
「
最
終
的
な
」
権
力
な
の
だ
。
こ
の
場
合
、
国
王
個
人
の
品
性
や
能
力
と
は
関
わ
り
な
く
、
国
王
と
し

（
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て
生
ま
れ
た
者
は
国
王
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
王
室
の
資
産
な
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
強
固
な
君
主
制
を
覆
す
た
め
に
は
、
隣
国
フ
ラ
ン
ス
に
倣
っ
て
革
命
を
起
こ
し
共
和
制
に
移
行
す
る
し
か
な
い
。
だ
が
、

そ
の
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
い
う
新
し
い
国
王
が
出
現
し
た
こ
と
を
、
同
時
代
の
ド
イ
ツ
人
は
経
験
し
て
い
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
現
実
的
な
国
家
改
革
と
し
て
は
立
憲
君
主
制
を
選
択
す
る
し
か
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
首
相
は
、

そ
れ
を
「
君
主
制
的
統
治
に
お
け
る
民
主
制
的
原
則
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
型
君
主
制
の
こ
と
だ
。
こ
こ
で
は

君
主
制
か
共
和
制
（
民
主
政
）
か
の
二
者
択
一
で
は
な
く
て
、
両
者
の
現
実
的
な
組
み
合
わ
せ
が
第
一
の
基
本
政
策
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
こ
れ
を
法
哲
学
な
い
し
国
家
哲
学
と
し
て
論
理
化
し
た
の
が
、「
御
用
哲
学
者
」
ヘ
ー
ゲ
ル
教
授
で
あ
っ
た
。
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
に

せ
よ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
せ
よ
、
彼
ら
の
国
家
像
に
お
い
て
核
と
な
る
の
は
、
君
主
権
の
特
性
で
あ
る
。

　

君
主
権
の
《
点
》
的
性
格
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
は
進
歩
も
保
守
も
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
「
二
人
の
ヘ
ー
ゲ
ル
」
な
ど
幻
想
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
、
時
の
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
は
、
た
と
え
本
能
的
に
で
は
あ
れ
、
誰
よ
り
も
理
解
し
て
い
た
。
君
主

の
《
点
》
は
、
彼
に
は
ま
さ
に
玉
璽
に
見
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
立
憲
君
主
制
に
と
っ
て
、
君
主
の
御
名
御
璽
は
お
飾
り
で
あ
る
ど
こ

ろ
か
、
国
家
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
不
可
欠
の
道
具
な
の
で
あ
る
。

四　

君
主
主
義
と
立
憲
主
義

　

そ
れ
に
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学　

要
綱
』
は
、
標
題
か
ら
し
て
奇
妙
な
書
物
で
あ
る
。
こ
の
書
物
の
正
式
な
標
題
は
、

実
は
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
法
の
哲
学　

要
綱
」（Grundlinien der Philosophie des Rechts

）
と
、
②
「
自

然
法
と
国
家
学　

綱
要
」（N

aturrecht und Staatsw
issenschaft im

 Grundrisse

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
か
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ら
の
名
称
の
異
な
っ
た
講
義
科
目
名
を
引
き
継
い
だ
結
果
と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
こ
の
二
つ
の
標
題
こ
そ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲

学
の
全
貌
を
示
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
全
体
像
は
、「
抽
象
的
法
」
と
し
て
の
自
然
法
が
近
代
「
国
家
」
建
設
の
必
然
性
を
証
明
す
る
、
論
理
的
か
つ

歴
史
的
な
過
程
を
叙
述
し
て
い
る
。
こ
れ
を
国
家
の
視
点
か
ら
展
望
す
れ
ば
、
人
倫
的
理
念
の
実
現

0

0

0

0

0

0

0

0

の
必
然
性
で
あ
る
し
、
法
の
視
点

か
ら
眺
め
れ
ば
、
抽
象
的
法
が
道
徳
の
段
階
を
経
て
実
定
法
へ
と
至
る
、
法
の
成
長
の
過
程
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
と
法
の
物

語
を
端
的
に
表
現
す
る
に
は
、
一
つ
の
標
題
で
は
足
り
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
大
枠
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論
の
中
核
た
る
君
主
権
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。
す
で
に
紹
介

し
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
に
独
自
の
権
力
分
立
論
を
展
開
し
て
、
立
法
権
と
統
治
権
に
続
く
第
三
の
権
力
と
し
て
君
主
権
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
し
て
君
主
権
こ
そ
が
「
立
憲
君
主
制
」
の
源
泉
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
立
憲
君
主
制
」（konstitutionelle M

onarchie

）
の
真
意
を
理
解
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
た

と
え
ば
彼
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
は
「
君
主
制
的
統
治
に
お
け
る
民
主
制
的
原
則
」（dem

okratische Grundsätze 

in einer m
onarchischen Regierung

）
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
厳
密
に
は
「
君0

主
制
の
中
の

0

0

0

0

0

民
主
制
的
も
し
く
は
貴
族
制
的
な
要
素
」（dem

okratisches, aristokratisches Elem
ent in der M

onarchie

）
は
、

本
質
的
に
は
純
然
た
る
君
主
制
で
あ
っ
て
民
主
制
と
も
貴
族
制
と
も
相
容
れ
な
い
と
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
見
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
憲
君
主
制
は
、
貴
族
制
は
論
外
と
し
て
も
、
民
主
制
に
軸
足
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
だ
と

す
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
君
主
制
は
真
の
意
図
を
隠
す
た
め
の
偽
装
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。〈
注
解
〉
に

は
そ
う
記
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
応
す
る
〈
補
遺
〉
部
分
で
は
、
近
代
国
家
の
原
則
は
主
体
性
の
自
由
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
抜

き
に
す
れ
ば
「
よ
り
ま
し
な
形
態
は
君
主
制
な
の
か
民
主
制
な
の
か
、
と
い
っ
た
く
だ
ら
な
い
問
い
を
立
て
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
」

（
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と
も
述
べ
て
い
る
の
だ
。こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
単
な
る
民
主
主
義
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。ち
ょ
う
ど《
点
》問
題
と
は
逆
に
、

こ
こ
で
は
〈
主
文
〉
に
直
結
し
た
〈
注
解
〉
の
ほ
う
が
進
歩
的
で
、
む
し
ろ
〈
補
遺
〉
の
ほ
う
が
保
守
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

よ
う
や
く
、
本
稿
で
主
題
に
し
て
き
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
君
主
論
に
戻
っ
て
き
た
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
国
家
意
志
は
個
人
と
し
て
の
君
主
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
君
主
が
政
治
的
実
権
を
有

す
る
か
否
か
は
問
わ
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
民
主
制
と
は
た
だ
ち
に
共
存
可
能
な
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
法
の
哲
学

　

要
綱
』
の
〈
主
文
〉
で
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
君
主
の
「
自
然
的
出
生

0

0

」（natürliche Geburt

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ

そ
が
、
君
主
の
尊
厳
性

0

0

0

（M
ajestät

）
を
担
保
し
、
ひ
い
て
は
国
家
の
現
実
的
一
体
性

0

0

0

0

0

0

（w
irkliche Einheit des Staats

）
を
成
り

立
た
せ
る
と
い
う
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
明
ら
か
に
世
襲
の
君
主
を
想
定
し
て
お
り
、
一
方
で
は
「
選
挙
君
主
国
」（W

ahlreich

）
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

民
主
制
と
の
両
立
の
み
を
考
え
る
な
ら
ば
、
世
襲
の
君
主
よ
り
は
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
選
挙
さ
れ
た
君
主
の
ほ
う
が
、
受
け
入
れ
ら
れ

易
い
と
思
い
が
ち
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
真
っ
向
か
ら
こ
の
選
挙
君
主
を
否
定
す
る
。「
多
数
者
の
好
み

0

0

0

0

0

0

、
つ
ま
り
意
見
や
恣
意
、
と
し

て
の
意
志
か
ら
出
発
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　

蛇
足
な
が
ら
、
世
襲
君
主
に
せ
よ
選
挙
君
主
に
せ
よ
、
そ
も
そ
も
君
主
の
存
在
を
是
認
す
る
こ
と
こ
そ
が
時
代
錯
誤
的
だ
と
す
る
見

解
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
現
実
政
治
を
知
ら
な
い
者
の
妄
言
に
す
ぎ
な
い
。
現
代
の
主
要
国
に
限
っ
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
と

日
本
に
は
世
襲
君
主
が
存
在
す
る
し
、
ア
メ
リ
カ
や
ド
イ
ツ
に
も
中
国
に
も
選
挙
君
主
が
存
在
す
る
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
後
者

の
場
合
、
ア
メ
リ
カ
や
ド
イ
ツ
の
君
主
は
大
統
領
と
呼
ば
れ
、
中
国
の
君
主
は
国
家
主
席
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
現
代

に
も
「
君
主
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
の
一
体
性
を
国
内
的
に
も
国
外
的
に
も
表
明
す
る
た
め
に
は
、
一
人
の
個
人
の
存

在
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
念
の
た
め
に
い
え
ば
、
現
代
の
君
主
は
「
元
首
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の

（
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だ
が
。

　

以
上
、
君
主
権
の
項
目
の
概
要
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
前
提
に
、
統
治
権
と
立
法
権
に
つ
い
て
論
述
す
る
。

　

ま
ず
は
、
統
治
権
で
あ
る
。
と
く
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
も
の
の
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
統
治
権
に
は
「
司
法
権
」（richterliche 

Gew
alten

）
と
「
福
祉
行
政
権
」（polizeiliche Gew

alten

）
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
司
法
権
は
行
政
権
の
一
部
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
珍
し
く
な
い
国
権
と
し
て
、
統
治
権
の
担
い
手
た
る
政
府
な
り
官
庁
な
り
の
組
織
が
、

分
業
（T

eilung der A
rbeit

）
と
い
う
経
済
学
的
な
視
野
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
法
学
的
・
政
治
学
的
な
権
力
分
立
論

の
範
囲
で
は
、
そ
れ
は
経
済
学
的
な
立
場
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
君
主
権
と
統
治
権
と
の
間
の
上
下
関
係
を
前
提
と
し
て

の
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
君
主
権
と
統
治
権
、
そ
し
て
統
治
権
内
部
の
管
轄
の
問
題
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
と
も
関
わ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
政
府
と
官
庁
の
構
成
員
た
る
大
臣
や
官
僚
を
、
中
間
身
分
（M

ittelstand

）
と
位
置
づ
け
て

い
る
。政

府
の
構
成
員
や
官
吏
た
ち
は
、
国
民
大
衆
の
内
の
教
養
あ
る
知
性
と
法
的
な
意
識
と
が
属
す
る
中
間
身
分

0

0

0

0

の
主
要
部
分
を
構
成

す
る
。
こ
の
中
間
身
分
が
貴
族
制
の
よ
う
な
孤
立
し
た
立
場
を
採
る
こ
と
な
く
、
ま
た
教
養
と
手
腕
を
恣
意
の
手
段
や
支
配
の
手

段
に
し
な
い
こ
と
は
、
上
か
ら
下
に
向
か
う
主
権
と
、
下
か
ら
上
に
向
か
う
団
体
権
と
い
う
制
度
と
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
想
定
す
る
統
治
権
は
、
権
力
分
立
と
い
う
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
も
中
間
身
分
を
介
し
て
の
君
主
権
の
貫
徹

0

0

に
あ
る
。
そ

の
恰
好
の
事
例
を
示
し
て
お
く
。

（
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時
代
は
前
後
す
る
け
れ
ど
も
、
第
二
九
五
節
の
〈
注
解
〉
に
は
、
統
治
権
の
枠
組
み
の
中
で
の
君
主
の
裁
定
に
関
し
て
、
製
粉
屋
ア
ー

ノ
ル
ト
事
件
に
触
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
一
七
七
〇
年
に
起
き
た
も
の
で
、
水
車
に
よ
る
製
粉
業
を
営
ん
で
い
た
ア
ー
ノ
ル
ト
に
関

わ
る
訴
訟
事
件
で
あ
る
。
郡
長
が
上
流
に
池
を
造
っ
た
た
め
に
川
の
水
量
が
減
り
、
水
車
を
用
い
て
の
製
粉
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、

ア
ー
ノ
ル
ト
は
領
主
へ
の
賃
料
が
支
払
え
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
領
主
裁
判
所
や
地
方
裁
判
所
・
高
等
裁
判
所
に
訴
え
出
た
の
だ
が
、

い
ず
れ
も
敗
訴
し
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
最
後
の
手
段
と
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
（
大
王
）
に
直
訴
し
た
。
国
王
は
そ
の
主
権
に
も
と
づ

い
て
裁
判
に
干
渉
す
べ
く
、
勅
令
を
発
し
て
裁
判
官
た
ち
を
罷
免
し
、
ア
ー
ノ
ル
ト
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

国
王
に
よ
る
裁
定
は
、《
点
》
た
る
役
割
を
も
越
え
て
、
ま
さ
に
主
権
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

立
法
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
格
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

総
体
と
し
て
の
立
法
権
の
内
に
は
、
差
し
当
た
り
二
つ
の
異
な
っ
た
契
機
が
働
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
最
高
の
決
定
を
司
る
君0

主
制
の

0

0

0

契
機
と
、
―
―
と
り
わ
け
助
言
す
る
契
機
と
し
て
の
統
治
権

0

0

0

と
で
あ
る
。
後
者
は
、
多
様
な
側
面
を
有
す
る
全
体
に
つ
い

て
の
具
体
的
な
知
識
と
洞
察
を
も
っ
て
、
ま
た
そ
の
中
で
確
立
し
た
現
実
的
な
諸
原
則
を
も
っ
て
、
さ
ら
に
は
国
家
権
力
の
要
求

に
つ
い
て
の
知
識
を
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
―
―
そ
し
て
最
後
に
身
分
的
な

0

0

0

0

要
素
が
現
れ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
は
、
国
家
権
力
を
分
割
し
相
互
に
監
視
す
る
と
い
っ
た
発
想
は
み
ら
れ
な
い
。
国
家
権
力
は
あ
く
ま
で
も
君
主

が
独
占
的
に
担
う
の
で
あ
っ
て
、
統
治
権
も
立
法
権
も
そ
の
限
り
で
の
国
家
機
能
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
統
治
権
は
君
主
に
対

し
て
全
体
的
な
洞
察
と
現
実
的
な
諸
原
則
に
も
と
づ
い
て
助
言
す
る
（beratend

）
機
関
な
の
で
あ
っ
て
、
国
事
に
関
し
て
独
立
し
て

審
議
す
る
機
関
で
は
な
い
。

（
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そ
し
て
こ
の
立
法
権
な
る
も
の
は
、
国
民
の
多
様
な
意
志
を
統
治
権
を
通
じ
て
濾
過
す
る
装
置
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
が
こ
こ
で
立
法
権
に
関
し
て
身
分
的
（ständisch

）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
中
世
の
身
分
制
議
会
の

在
り
方
を
示
唆
し
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
古
代
の
民
主
制
批
判
に
ま
で
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
君バ

シ
レ
イ
ア

主
制
と
貴ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ
ア

族
制
と
民デ
ー
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア

主
制
と
い
う
三
種
の
国
制
を
論
じ
て
、「
こ
れ
ら
の
う
ち
、
最

善
な
の
は
君
主
制
で
あ
り
、
最
低
な
の
は
民
主
制
で
あ
る
」
と
断
じ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
君
主
制
は
僭
主
制
に
、
貴
族
制
は
寡
頭
制
に
、

民
主
制
は
衆
愚
制
へ
と
堕
落
す
る
傾
向
を
有
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
に
も
拘
わ
ら
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
君
主
制
を
支
持
す
る
の
で
あ
る
。

　

あ
え
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
遡
及
す
る
ほ
ど
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
近
代
批
判
に
は
根
強
い
も
の
が
あ
る
。
近
代
民
主
主
義
は
、
ル
ソ
ー

の
思
想
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
結
果
で
あ
る
が
、
民
主
主
義
な
る
も
の
が
実
は
全
体
主
義
で
あ
り
、
衆
愚
制
的
な
要
素
を
当
初
よ
り
秘
め

て
い
た
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
同
時
代
人
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
経
緯
を
眺
め
な
が
ら
体
感
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
君
主
を

弑
逆
し
た
も
の
の
、
市
民
た
ち
は
や
が
て
新
た
な
君
主
と
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
君
主
と
政
府
を
政
治
的
国
家
に
、ま
た
農
民
や
職
業
団
体
や
官
吏
な
ど
多
様
な
身
分
を
市
民
社
会
に
振
り
分
け
て
い
る
。

議
会
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
市
民
社
会
の
多
様
性
、
つ
ま
り
私
的
欲
望
の
体
系
を
、
政
治
的
国
家
の
一
体
性
、
つ
ま
り
公
共
性
へ
と
纏
め

あ
げ
て
い
く
た
め
の
媒
介
装
置
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
媒
介
な
し
に
は
、
市
民
社
会
の
多
様
な
私
的
利
益
は
、
多
数
決
に
よ
る
と
し

て
も
暴
力
的
に
優
劣
を
定
め
る
か
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
市
民
社
会
さ
え
あ
れ
ば
政
治
的
国
家
な
ど
無

用
の
長
物
だ
と
す
る
、
無
責
任
な
反
国
家
論
に
逸
脱
す
る
の
で
あ
る
。

　

近
代
は
永
遠
に
続
く
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
古
代
に
遡
っ
た
り
中
世
を
顧
み
な
が
ら
、
と
か
く
普
遍
的
な
政
治
思
想
と
さ
れ

が
ち
な
近
代
民
主
主
義
を
相
対
化
す
る
。
こ
う
し
て
、
少
な
く
と
も
十
九
世
紀
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
最
も
相
応
し
い
国
制
と
し
て
立
憲
君

主
制
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。『
法
の
哲
学　

要
綱
』
の
本
当
の
狙
い
も
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
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で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
固
有
の
「
立
憲
君
主
制
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
、
あ
ら
た
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た

い
の
は
、
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
と
は
、
少
な
く
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
直
接
の
歴
史
的
・
論
理
的
な
関
係
が
な
い
こ
と
だ
。
無
関

係
な
の
に
、
立
憲
主
義
と
は
政
府
の
権
力
に
対
す
る
議
会
側
か
ら
の
民
主
主
義
的
な
監
視
だ
と
す
る
素
朴
な
思
い
込
み
が
、
無
前
提
的

に
瀰
漫
し
て
い
る
。

　

概
念
の
本
来
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
立
憲
主
義
と
は
、
憲
法
の
存
在
を
前
提
と
し
た
う
え
で
の
、
憲
法
に
よ
る
支
配
を
国
家
の
構
造

そ
の
も
の
に
及
ぼ
す
統
治
原
理
と
定
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
立
憲
君
主
制
に
つ
い
て
、
前
に
触
れ
た
シ
ュ
ー
バ
ル
ト
は
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、「〔
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〕

君
主
主
義
は
衣
を
被
っ
た
共
和
主
義
で
あ
る
」
か
ら
、
現
実
の
プ
ロ
イ
セ
ン
と
は
相
容
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
以
上
の
深
入

り
は
自
制
す
る
が
、
シ
ュ
ー
バ
ル
ト
の
次
の
言
明
だ
け
は
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
立
憲
的
君
主
と
は
、〔
…
…
〕

精
神
的
な
日
本
皇
帝
で
あ
る
」
と
の
言
明
で
あ
る
。

　

立
憲
君
主
制
に
は
前
提
と
し
て
の
近
代
憲
法
が
不
可
欠
だ
と
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
存
命
中
は
も
と
よ
り
、
シ
ュ
ー
バ
ル
ト
の
論
文

が
公
表
さ
れ
た
一
八
三
九
年
に
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
に
も
徳
川
日
本
に
も
憲
法
は
ま
だ
存
在
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
の

一
八
四
〇
年
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
、
一
八
八
九
年
に
は
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
て
、
両
国
は
名
実
と
も
に
立
憲
君
主
制
を
採

用
し
た
。

　

便
宜
上
、
明
快
な
実
例
と
し
て
、
こ
こ
で
明
治
日
本
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
大
日
本
帝
国
憲
法
に
は
「
天
皇
ハ
国
ノ

元
首
ニ
シ
テ
統
治
権
ヲ
総
攬
シ
此
ノ
憲
法
ノ
条
規
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ
」（
第
四
条
）
と
の
規
定
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の
君
主
権

は
法
の
外
部
に
あ
る
と
ま
で
は
断
定
で
き
な
い
に
せ
よ
、
実
質
的
な
権
力
で
あ
る
か
ら
、
近
代
的
な
君
主
制
と
い
う
よ
り
前
近
代
的
な

（
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絶
対
君
主
制
の
様
相
を
残
し
て
い
る
。

　

で
は
、
現
行
の
日
本
国
憲
法
（
一
九
四
六
年
公
布
）
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
詳
論
は
避
け
る
が
、
い
わ
ゆ
る
象
徴
天
皇
制
も
君
主
制
で

あ
る
し
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
想
定
し
た
近
代
的
君
主
制
そ
の
も
の
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。「
天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事

に
関
す
る
行
為
の
み
を
行
ひ
、
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
」（
第
四
条
第
一
項
）
な
ど
と
い
う
規
定
は
、
君
主
権
を
形
式
的
な

権
力
に
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
近
代
的
な
立
憲
的
君
主
制
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
も
、
法
律
の
公
布
を
は
じ
め
、
衆
議
院
の
解
散
、
内
閣
総
理
大
臣
の
任
命
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
、
等
の
重
要
な
国
事
行

為
は
形
式
的
と
は
い
え
実
質
的
で
も
あ
る
天
皇
の
「
認
証
」
が
最
終
的
手
続
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
認
証
行
為
に
は
、
天
皇

の
「
御
名
・
御
璽
」
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
天
皇
ノ
の
「
我
、
意
志
す
」
の
具
体
化
と
し
て
御
名
と
御
璽
が
登
場
す
る
こ
と
に
な

る
。
と
く
に
こ
こ
で
の
御
璽
こ
そ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
“
Ｉ
”
の
文
字
に
打
た
れ
た
《
点

プ
ン
ク
ト》
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
図
ら

ず
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
点
》
問
題
は
、
こ
う
し
て
現
代
日
本
の
憲
法
に
ま
で
飛
び
火
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
の
主
題
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
立
憲
主
義
を
共
和
制
や
民
主
制
に
置
き
換
え
た
い
と
真
面
目
に
願
う
な
ら
、
君
主
の
地
位
を
物

理
的
に
除
去
す
る
な
ど
し
て
、
法
体
系
の
外
部
に
移
行
さ
せ
る
し
か
な
い
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
で
も
ド
イ
ツ
で
も
ロ
シ
ア
で
も
、
政
治

的
革
命
と
し
て
実
践
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
、
立
憲
君
主
制
と
い
う
政
治
形
態
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
体
系
の
内
部
の
君
主
制
は
、
憲
法
学
的
・
政
治
学
的
に
は

君
主
機
関
説
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
照
応
関
係
に
つ
い
て
、
詳
細
な
学
説
史
的
研
究
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
研
究
は
、
本
稿
で
の
問
題
提
起
の
延
長
上
の
、
き
わ
め
て
地
道
な
作
業
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
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注（
１
）　Georg W

ilhelm
 Friedrich H

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

issenschaft im
 

Grundrisse, in: Säm
tliche W

erke, Jubiläum
sausgabe in zw

anzig Bänden (hrsg. v. H
erm

ann Glockner), Bd. 7, hrsg. v. Eduard 
Gans, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1964, 

§280, Zusatz; W
erke in zw

anzig Bänden, Bd. 7, Frankfurt am
 M

ain, 1970, 

§280, 
Zusatz.　

右
の
二
種
類
の
全
集
版
と
著
作
集
版
と
は
実
質
的
に
は
同
内
容
で
あ
る
の
で
、本
稿
で
は
、基
本
的
に
は
二
〇
巻
著
作
集
版
を
用
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
―
―
自
然
法
と
国
家
学
の
要
綱
―
―
』
上
妻
精
・
佐
藤
康
邦
・
山
田
忠
彰
訳
、
全
集
、
第9b

巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一

年
、
四
八
八
～
四
八
九
頁
（
補
遺
）
参
照
。

　

な
お
、ヘ
ー
ゲ
ル
的
君
主
の《
点
》問
題
に
言
及
し
た
研
究
と
し
て
、た
と
え
ば
次
の
も
の
が
あ
る
。Shlom

o A
vineri, H

egelʼs T
heory of the 

M
odern State, London, 1972, pp. 187f.　

ア
ヴ
ィ
ネ
リ
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
近
代
国
家
論
』
高
柳
良
治
訳
、未
來
社
、一
九
七
八
年
、
二
九
〇
頁
。
滝

口
清
栄
『
ヘ
ー
ゲ
ル「
法（
権
利
）
の
哲
学
」
―
―
形
成
と
展
開
―
―
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
二
一
六
、二
二
五
頁
。

　
《
点
》の
箇
所
は
ガ
ン
ス
の
死
後
、シ
ュ
ル
ツ
ェ
と
マ
ー
ル
ハ
イ
ネ
ケ
に
よ
り
、新
全
集
版
で
は
削
除
を
予
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に

つ
き
、ガ
ン
ス
『
法
哲
学
講
義　

一
八
三
二
／
三
三
―
―
自
然
法
と
普
遍
法
史
―
―
』、マ
ン
フ
レ
ッ
ド
・
リ
ー
デ
ル
編
、中
村
浩
爾
他
訳
、法
律
文

化
社
、二
〇
〇
九
年
、二
二
頁（
編
者
注
）
参
照
。
本
書
の
注
の
付
け
方
は
、
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
。

　

V
gl., Carl Ludw

ig M
ichelet, W

ahrheit aus m
einem

 Leben, Berlin, 1884, S. 171.

（
２
）　H

egel, V
orlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, Edition und K

om
m

entar von K
arl-H

einz Ilting, Stuttgart-Bad 
Cannstatt, 1973-74, Bd. 1, 3, 4.

（
３
）　

①N
atur- und Staatsrecht nach dem

 V
ortrage des Professors H

egel im
 W

interhalbjahr 1818/1819 von G. H
om

eyer 

（Staatsbibliothek zu Berlin/Preußischer K
ulturbesitz

所
蔵
）. 

ヘ
ー
ゲ
ル
『
自
然
法
お
よ
び
国
家
法
―
―
Ｃ
・
Ｇ
・
ホ
ー
マ
イ
ヤ
ー
手

稿
―
―
』
尼
寺
義
弘
訳
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
三
年
。　

②Philosohie des Rechts nach dem
 V

ortrage des H
errn Prof. H

egel im
 

W
inter 1822/23 von H

einrich Gustav H
otho 

（Staatsbibliothek zu Berlin/Preußischer K
ulturbesitz

所
蔵
）. 『
ヘ
ー
ゲ
ル
教
授
殿

の
講
義
に
よ
る
法
の
哲
学
―
―
Ｈ
・
Ｇ
・
ホ
ト
ー
手
稿
―
―
』
Ⅰ
・
Ⅱ
、
尼
寺
訳
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
八
年
。　

③

Philosophie des Rechts nach der V
orlesungsnachschrift K

.G.v. Griesheim
s 1824/25. 

ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
講
義
』
長
谷
川
宏
訳
、

作
品
社
、
二
〇
〇
〇
年
。　

④Philosophie des Rechts nach der V
orlesungsnachschrift von D

.F. Strauß 1831.
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（
４
）　Ilting, a.a.O

., Bd. 3, S. 764. 『
ヘ
ー
ゲ
ル
教
授
殿
の
講
義
に
よ
る
法
の
哲
学
』
尼
寺
訳
、
Ⅱ
、
四
六
八
頁
参
照
。

（
５
）　Ilting, a.a.O

., Bd. 4, S. 677. 

ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
講
義
』
長
谷
川
訳
、
五
四
一
頁
参
照
。

（
６
）　

K
.E

. Schubarth, Ü
ber die U

nvereinbarkeit der H
egelschen Staatslehre m

it dem
 obersten Lebens- und 

Entw
icklungsprinzip des Preußischen Staats, Breslau, 1839, in: M

aterialien zu H
egels Rechtsphilosophie, hrsg. v. M

anfred 
Riedel, Bd. 1, Frankfurt am

 M
ain, 1975, S. 253. 

滝
口
、
前
掲
書
、
二
一
六
頁
参
照
。

（
７
）　Riedel, a.a.O

., S. 252.　

滝
口
、
二
一
六
頁
参
照

（
８
）　Eduard Gans, Erw

iderung auf Schubarth, in: Riedel, a.a.O
., S. 271.

（
９
）　

上
妻
他
訳
、
前
掲
書
、
四
八
八
頁
。

（
10
）　

同
書
、
六
〇
五
頁
。
他
に
、
六
六
四
頁
の
象
徴
君
主
論
（
解
説
）
も
参
照
。

（
11
）　H

egel, a.a.O
., 

§273.　

上
妻
他
訳
、
四
七
〇
～
四
七
一
頁
。V

gl., A
vineri, a.a.O

., p. 288.

（
12
）　M

ontesquieu, D
e l, Esprit des Lois, éd. de R. D

erathé, T
om

e I, Paris, 1973, p. 168f., p. 176. 

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
『
法
の
精
神
』

上
巻
、
野
田
良
之
他
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
二
九
一
頁
、
三
〇
二
頁
。

（
13
）　H

egel, a.a.O
., 

§279, Zusatz.　

上
妻
他
訳
、
四
八
六
頁
参
照
。

（
14
）　Franz Rosenzw

eig, H
egel und der Staat, Bd. 2, N

eudruck, A
alen, 1982, S. 146f. V

gl., ebd., S. 142, 144, 145.

（
15
）　H

egel, K
onzept der Rede beim

 A
ntritt des philosophischen Lehram

tes an der U
niversität Berlin 

（Einleitung zur 
Enzyklopädie-V

orlesung

）, 22. O
kt. 1818, in: ders., W

erke in zw
anzig Bänden, Bd. 10, S. 399.　

ヘ
ー
ゲ
ル『
改
訳　

小
論
理
学（
哲

学
体
系
Ⅰ
）』
全
集
、
１
巻
、
真
下
信
一
・
宮
本
十
蔵
訳
、
一
頁
（
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
け
る
哲
学
教
官
就
任
に
さ
い
し
て
の
告
辞
）。

（
16
）　Ebd., S. 399f.　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
小
論
理
学
』
真
下
・
宮
本
訳
、
二
頁
。V

gl., K
uno Fischer, H

egels Leben, W
erke und Lehre, Erster 

T
eil, N

achdruck, 3. A
uflage, D

arm
stadt, 1963, S. 142.　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
涯
』
玉
井
茂
・
磯
江
景
孜
訳
、
勁
草
書
房
、

一
九
七
一
年
、
一
八
三
～
一
八
四
頁
参
照
。

（
17
）　Günther N

icolin 

（hrsg.

）, H
egel in Berichten seiner Zeitgenossen, Philosophische Bibliothek, Bd. 245, 1970, N

r. 307b, S. 
199. V

gl., Ilting, a.a.O
., Bd. 1, S. 60 （Einleitung

）.

（
18
）　N

icolin, a.a.O
., S. 450 （A

nm
erkung

）.
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（
19
）　Johannes H

offm
eister 

（hrsg.

）, Briefe von und an H
egel, Bd. 2, N

achdruck, Philosophische Bibliothek, Bd. 236, 3. A
ufl., 

1969, H
am

burg, S. 213.
（
20
）　Ebd., S. 220.

（
21
）　

福
吉
勝
男
『
現
代
の
公
共
哲
学
と
ヘ
ー
ゲ
ル
』
未
來
社
、
二
〇
一
〇
年
、
二
六
五
～
二
六
七
頁
参
照
。

（
22
）　Rosenzw

eig, a.a.O
., S. 141f. V

gl., Jacques D
ʼH

ondt, H
egel en son T

em
ps, Berlin 1818-1831, Paris, 1968, p. 100. 

ド
ン
ト
『
ベ

ル
リ
ン
の
ヘ
ー
ゲ
ル
』
花
田
圭
介
監
訳
／
杉
山
吉
弘
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
三
年
、
九
五
頁
参
照
。

（
23
）　H

egel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 

§273 （A
nm

erkung

）. 

ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
上
妻
他
訳
、
四
七
二
頁
（
注
解
）。

（
24
）　Ebd., 

§273, Zusatz （H
otho

）. 

上
妻
他
訳
、
四
七
五
頁
。『
ヘ
ー
ゲ
ル
教
授
殿
の
講
義
に
よ
る
法
の
哲
学
』
Ⅱ
、
四
五
九
頁
参
照
。

（
25
）　Ebd., 

§280. 
上
妻
他
訳
、
四
八
七
頁
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
君
主
制
的
国
制
は
、
世
襲
に
加
え
て
「
長
子
相
続
」（Prim

ogenitur

）
に
よ
っ
て
確

定
さ
れ
る
と
記
し
て
い
る
。Ebd., 

§286 （A
nm

erkung

）. 

上
妻
他
訳
、
四
九
四
頁
。

（
26
）　Ebd., 

§281. 

上
妻
他
訳
、
四
八
九
頁
。

（
27
）　Ebd., 

§281

（A
nm

erkung
）.　

上
妻
他
訳
、
四
九
〇
頁
。

（
28
）　Ebd., 

§287. 

上
妻
他
訳
、
四
九
六
頁
。

（
29
）　Ebd., 

§290. 

上
妻
他
訳
、
四
九
八
頁
。

（
30
）　Ebd., 

§297. 

上
妻
他
訳
、
五
〇
四
頁
。

（
31
）　

ア
ー
ノ
ル
ト
事
件
に
み
ら
れ
る
国
王
大
権
に
よ
る
裁
定
（M

achtspruch

）
と
裁
判
官
た
ち
の
法
に
よ
る
判
決
（Rechtsspruch

）
に
つ
い
て
、

村
上
淳
一
『
ド
イ
ツ
の
近
代
法
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
、
八
六
～
一
一
一
頁　

ま
た
、「
主
権
の
上
か
ら
の
介
入
」
に
よ
る
「
司
法
の

破
局
」
な
る
見
解
に
つ
い
て
、Rolf K

. H
ocevar, H

egel und der Preußische Staat, M
ünchen, ein K

om
m

entar zur Rechtsphilosophie 
von 1821, 1973, S. 32-36.　

ホ
ッ
チ
ェ
ヴ
ァ
ー
ル
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
』
寿
福
真
美
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
二
年
、

三
六
～
四
四
頁
参
照
。

（
32
）　H

egel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 

§300. 

上
妻
他
訳
、
五
〇
九
頁
。

（
33
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
高
田
三
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
三
年
、
九
二
～
九
三
頁
。

（
34
）　H

egel, a.a.O
., 

§301 （A
nm

erkung

）. 

上
妻
他
訳
、
五
一
一
頁
。
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（
35
）　Schubarth, a.a. O

., S. 252.　

滝
口
、
前
掲
書
、
二
一
六
頁
参
照
。

本
稿
の
著
者
で
あ
る
堅
田
剛
教
授
は
、原
稿
提
出
後
の
二
〇
一
五
年
二
月
に
逝
去
さ
れ
た
た
め
、堅
田
智
子
氏　

（
上
智
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）
が
校
正
を
担
当
し
ま
し
た
。　　
　
　
　
　
　
　

堅
田
剛
教
授
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
（
獨
協
法
学
編
集
委
員
注
記
）
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