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憲法学の課題としての国家論と侵略の問題

憲
法
学
の
課
題
と
し
て
の
国
家
論
と
侵
略
の
問
題

—
—

朝
鮮
植
民
地
支
配
を
め
ぐ
る
「
合
法
・
不
当
」
論
の
主
張
に
つ
い
て—

—

笹

川

紀

勝
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れ
ほ
ど
あ
る
か
で
あ
る
。
韓
国
側
の
日
韓
条
約
に
関
す
る
近
年
の
研
究
で
は
、
ソ

ウ
ル
大
学
教
授
た
ち
に
よ
る
「
韓
日
間
の
法
的
諸
問
題
」
の
論
文
が
あ
る
。
他
方
、

昨
年
、
日
本
国
憲
法
制
定
か
ら
五
十
年
を
祝
う
各
種
の
企
画
が
相
次
い
だ
が
、
地

理
的
に
き
わ
め
て
近
い
外
国
と
の
関
係
を
問
う
研
究
に
出
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

あ
れ
だ
け
論
議
さ
れ
た
日
韓
条
約
締
結
反
対
の
問
題
意
識
は
、
憲
法
制
定
五
十
年

に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
に
清
算
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
日
本
の
朝
鮮
植
民
地
支
配
は
、
過
去
の
出
来
事
で
あ
り
つ
つ
、
過
去
の

出
来
事
に
な
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
韓
国
基
督
教
長
老
会
牧
師
で
ア
ジ
ア
教
会

史
研
究
所
長
で
あ
る
朴
孝
生（
パ
ク
・
ヒ
ョ
セ
ン
）氏
は
、
長
老
の
金
基
柱（
キ
ム
・ 

キ

ジ
ュ
）氏
を
筆
者
に
紹
介
し
た
。
金
氏
は
、
日
本
の
内
閣
総
理
大
臣
宛
の
謝
罪
の
要

請
文
を
筆
者
に
み
せ
た
。
同
氏（
当
時
三
才
）の
父
親
の
金
京
三（
キ
ム
・
キ
ョ
ン
サ
ム
）

（
当
時
四
十
八
才
）は
、
一
九
一
九
年
の
三
・
一
運
動
の
弾
圧
か
ら
一
年
後
の
一
九
二

○
年
十
月
、
満
州
の
北
間
島
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
三
十
三
名
の
村
の
男
性
と
い
っ

は
じ
め
に

一

一
九
六
五
年
日
韓
基
本
条
約
と
そ
の
関
連
の
諸
条
約
が
締
結
さ
れ
た（
以
下

こ
れ
ら
一
連
の
条
約
を
「
日
韓
条
約
」
と
呼
ぶ
）。
長
い
交
渉
過
程
で
の
大
き
な
問
題

は
、
日
本
も
植
民
地
支
配
で
朝
鮮
に
よ
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
久
保
田
貫
一
郎
首

席
代
表
の
発
言
に
あ
っ
た
。
韓
国
代
表
は
激
怒
し
交
渉
は
中
断
し
た
。
し
か
し
、 

締

結
と
な
っ
た
が
、
日
本
で
も
韓
国
で
も
激
し
い
反
対
運
動
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
反
対
運
動
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
日
本
人
自
身
の
あ
り
方
と
し
て
、

日
韓
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
植
民
地
支
配
の
責
任
を
ど
う
担
う
の
か
、
に

つ
い
て
十
分
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
十
分
で
な
い
と
す
れ

ば
、
植
民
地
支
配
の
責
任
の
問
題
は
、
敗
戦
時
と
日
韓
条
約
の
締
結
時
を
超
え
て
、

今
日
ま
で
あ
い
ま
い
に
さ
れ
て
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

二

筆
者
の
気
が
か
り
は
、
日
韓
条
約
の
内
容
に
即
し
た
研
究
が
日
本
側
に
ど
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し
ょ
に
教
会
堂
に
集
め
ら
れ
、
日
本
軍
に
虐
殺
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
日
本
人
に
こ

の
事
実
を
広
く
知
ら
せ
て
欲
し
い
と
い
っ
た
。

ま
た
、
筆
者
の
所
属
す
る
日
本
基
督
教
会
は
、「
韓
国
・
朝
鮮
の
基
督
教
会
に
対

し
て
行
っ
た
神
社
参
拝
強
要
に
つ
い
て
の
罪
の
告
白
と
謝
罪
」
と
い
う
決
議
を
し

た
が
、
そ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
に
対
す
る
反
省
が
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
一
九
三
八
年
に
、
日
本
基
督
教
会
の
大
会
議
長
富
田
満
が
朝
鮮
の
キ
リ
ス

ト
者
に
神
社
参
拝
を
す
る
よ
う
に
説
得
し
た
。
朝
鮮
長
老
会
総
会
の
神
社
参
拝
決

議
に
反
対
し
て
逮
捕
さ
れ
た
教
会
指
導
者
が
二
千
名
、
獄
死
し
た
殉
教
者
が
五
十

名
い
た
。
二
百
あ
ま
り
の
教
会
と
神
学
校
が
閉
鎖
さ
れ
た
。
今
も
、
首
相
ら
が
靖

国
神
社
に
参
拝
す
る
と
き
、
こ
の
神
社
参
拝
強
制
の
史
実
は
、
想
い
起
こ
さ
れ
て

い
る
。

交
わ
り
を
深
め
る
こ
と
は
、
相
互
の
友
情
を
は
ぐ
く
む
と
と
も
に
、
日
本
の
植

民
地
支
配
に
対
す
る
負
い
目
を
い
っ
そ
う
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
従
軍
慰
安
婦

問
題
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
今
も
ぬ
ぐ
い
切
れ
な
い
過
去
を
引
き
ず
っ

て
生
き
て
い
る
人
々
が
い
る
。
戦
後
日
本
が
平
和
国
家
に
な
っ
た
と
い
っ
て
そ
の

戦
争
責
任
を
軽
視
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
深
刻
な
時
代
が
あ
っ
た
。
戦
争
責
任
の

軽
視
は
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
の
空
洞
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
一

国
家
論
の
再
構
築
の
必
要

一

 

問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

本
稿
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
場
合
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
基
本
的
な

問
題
点
を
と
り
あ
え
ず
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
点
の
ひ
と
つ

は
、
憲
法
学
者
と
国
際
法
学
者
の
専
門
領
域
の
関
係
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

国
家
論
で
あ
る
。

一

侵
略
の
深
刻
な
事
件
を
知
る
と
き
、
日
本
の
責
任
を
明
ら
か
に
し
て
謝
罪

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
う
思
う
の
は
一
市
民
の
素
直
な
感
覚
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
問
題
を
憲
法
学
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
議
論
す
る
か
と
な
る
と
、
話

し
は
簡
単
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
侵
略
責
任
の
よ
う
な
対
外
的
な
国
家
の
問

題
は
、
国
際
法
学
者
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
憲
法
学
者
の
仕
事
で
は
な
い
と
い
う
意

見
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
法
と
憲
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
性
を
認

め
つ
つ
も
、
そ
の
間
に
か
か
わ
り
あ
る
と
こ
ろ
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
学
際
的
研
究
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

二

国
際
法
で
あ
れ
、
憲
法
で
あ
れ
、
国
家
の
概
念
を
前
提
に
し
て
い
る
。
で

は
そ
の
国
家
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。

国
家
論
は
古
来
い
く
つ
も
あ
る
。
そ
し
て
、
筆
者
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
今
日
の

憲
法
の
教
科
書
の
傾
向
に
は
、
三
つ
あ
る
。
第
一
説
は
、
国
家
法
人
説
の
流
れ
に

立
つ
。
第
二
説
は
、
国
家
論
の
政
治
的
性
格
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
説
は
、

国
家
論
を
扱
わ
な
い
。
本
稿
は
、
第
一
説
と
第
二
説
を
扱
い
た
い
の
で
、
第
三
説

は
省
く
。二

 

国
家
論
の
整
理
の
た
め
に

1
（ 

）
国
家
法
人
説
の
源
流
に
つ
い
て

国
家
法
人
説
と
い
っ
て
も
、
今
日
の
国
家
法
人
説
は
、
か
っ
て
の
国
家
法
人
説

と
同
じ
で
は
な
い
。
で
は
、
国
家
法
人
説
の
ど
こ
が
変
わ
り
、
ど
こ
が
変
わ
っ
て

い
な
い
の
か
。
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憲法学の課題としての国家論と侵略の問題

1
〈 
〉
国
家
法
人
説
の
原
型
的
叙
述
と
し
て
美
濃
部
達
吉
を
み
て
み
よ
う
。
そ

の
叙
述
は
、
以
下
の
よ
う
に
二
点
に
わ
た
っ
て
検
討
す
る
の
が
便
宜
で
あ
る
。

第
一
に
、
美
濃
部
に
は
国
家
論
を
述
べ
る
方
法
論
が
あ
る
。
そ
の
方
法
論
は
、

法
と
事
実
の
区
別
に
基
づ
き
な
が
ら
、
法
と
事
実
の
相
互
規
定
的
な
関
係
を
認
め

る
。
そ
し
て
、
そ
の
相
互
規
定
的
な
関
係
を
成
り
立
た
せ
る
ひ
と
つ
と
し
て
、

法
・
統
治
権
・
国
家
の
淵
源
を
な
し
て
い
る
社
会
意
識
を
指
摘
す
る
。
な
お
、
こ

の
社
会
意
識
は
、
法
の
淵
源
と
し
て
、
社
会
の
人
心
を
支
配
す
る
「
事
実
の
力
」

と
「
社
会
的
正
義
の
感
情
」
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
と
し
て
は
、

人
々
で
あ
れ
国
家
で
あ
れ
自
ら
そ
の
行
動
を
規
律
す
る
自
己
制
限
の
発
想
を
認
め

qqqqq

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
方
法
論
の
根
底
に
は
、     

実
定
法
た
る
制
定
法
に
と
ら

わ
れ
な
い
イ
エ
リ
ン
グ
的
な
「
自
由
法
説
」
に
傾
斜
す
る
も
の
が
あ
る
と
と
も
に
、

wwwww

     

自
律
し
た
個
人
・
社
会
と
そ
れ
に
基
づ
く
国
家
論
が
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
に
立
っ
て
、「
社
会
現
象
と
し
て
の
国
家
」（=

社

会
的
国
家
概
念
）
と
「
国
家
の
法
律
的
方
面
」（=

法
学
的
国
家
概
念
）
が
述
べ
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
社
会
的
国
家
概
念
は
、
三
要
素（
領
土
、
国
民
、
統
治
組
織
）に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
る
。
こ
の
国
家
は
国
民
を
支
配
す
る
統
治
権
を
、「
自
ら
制
限
」
し
て
、
国

法
と
国
際
法
に
し
た
が
っ
て
行
使
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
統
治
権
は
、  

事
実
上
の

威
力
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
制
限
の
結
果
と
し
て
、
法
律（
国
法
と
国
際
法
）上

も
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
事
実
と
正
義
と
を
無
視
し
て
、

単
に
条
文
に
依
っ
て
」
法
を
見
出
す
の
は
「
最
も
忌
む
べ
き
法
学
の
邪
道
」
で

あ
っ
て
、
統
治
権
は
、
か
か
る
社
会
意
識
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、 

法
学
上

は
国
家
も
権
利
主
体
で
あ
り
人
格
を
有
す
る
。「
国
家
は
一
の
法
人
で
あ
る
」。
そ

れ
ゆ
え
に
、
国
家
は
、「
統
治
権
の
主
体
」
で
あ
る
。
こ
の
国
家
の
と
ら
え
方
が
国

家
法
人
説
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、
美
濃
部
は
、
方
法
論
的
に
明
確
に
事
実
と
法
を
区
別

し
つ
つ
、「
事
実
と
正
義
」
に
基
づ
く
社
会
意
識
に
立
つ
社
会
的
国
家
概
念
を
前
提

と
し
て
法
学
的
国
家
概
念
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。

2
〈 

〉
戦
後
の
傾
向
は
、
美
濃
部
の
国
家
法
人
説
の
意
義
を
、
上
杉
・
美
濃
部

論
争
の
流
れ
の
中
で
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
法
人
説
は
、
主

権
を
国
家
に
帰
属
さ
せ
天
皇
に
帰
属
さ
せ
な
か
っ
た
、
し
か
し
、
国
民
主
権
が
成

立
し
た
日
本
国
憲
法
の
下
で
は
、
そ
の
よ
う
な
国
家
法
人
説
の
歴
史
的
役
割
は
も

は
や
な
く
な
っ
た
と
。
そ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
の
関
心
は
、
天
皇
機
関
説
論
争
と

の
か
か
わ
り
か
ら
美
濃
部
を
検
討
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
論
争
以
前
の
美
濃

部
の
国
家
法
人
説
が
ど
の
よ
う
な
論
理
構
造
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

に
今
日
に
か
か
わ
っ
て
く
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

宮
沢
は
、
国
民
主
権
の
下
で
も
使
え
る
よ
う
に
国
家
法
人
説
の
再
構
成
を
企
て

る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
、
歴
史
的
な
社
会
形
体
と
し
て
の
団
体
す
な
わ
ち
国
家
に

三
要
素
を
認
め
、
他
方
で
、
国
家
の
法
人
格
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
法
人
格
は
二
種
に
区
別
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、「
法
概
念
と
と
も
に
当
然

に
与
え
ら
れ
て
あ
る
概
念
」（
本
質
概
念
）
で
あ
り
、
他
は
「
法
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
概
念
」（
技
術
概
念
）
で
あ
る
。

 
本
質
概
念
と
し
て
の
法
人
格
は
、「
法
規
範
の
統
一
的
複
合
体
」
で
あ
り
、
そ

の
意
味
は
、
法
秩
序
が
「
完
結
的
な
統
一
体
」
で
あ
る
こ
と
を
「
擬
人
的
に
」

表
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。「
国
家
も
、
そ
の
ほ
か
の
法
社
会
も
す
べ
て
法
人

で
あ
る
。」
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次
に
、
技
術
概
念
と
し
て
の
法
人
格
は
、「
歴
史
的
・
技
術
的
に
構
成
さ
れ
」
る

概
念
で
あ
る
。
国
家
が
そ
う
し
た
技
術
概
念
と
し
て
の
法
人
格
を
も
つ
か
ど
う
か

は
、
そ
の
国
の
「
実
定
法
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
う
る
」。
近
代
諸
国
の
法
に
、

個
人
主
義
的
な
権
利
の
概
念
が
前
景
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
技
術
概
念
と
し

て
の
法
人
格
の
考
え
方
に
よ
る
。

そ
の
よ
う
に
、
宮
沢
は
、
国
家
の
法
人
格
を
二
種
に
分
け
て
説
明
す
る
が（
以
下

そ
の
説
明
を
「
二
種
の
法
人
格
説
」
と
呼
ぶ
）、
美
濃
部
と
同
じ
く
、
方
法
論
と
し
て
事

実
と
法
、
社
会
的
国
家
概
念
と
法
学
的
国
家
概
念
を
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
叙
述
の
重
点
を
ケ
ル
ゼ
ン
に
な
ら
っ
て
圧
倒
的
に
法
秩
序
に
収
斂
さ
せ
て
い

る
。
そ
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
な
ら
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
美
濃
部
に
み
ら
れ
た
よ

う
な
、
法
的
国
家
概
念
を
規
範
的
に
規
定
す
る
社
会
的
国
家
概
念
の
主
張
が
宮
沢

に
み
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
国
家
論
を
め
ぐ
っ
て
、
美
濃
部
と
宮

沢
の
間
に
は
理
論
的
な
骨
格
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

も
し
そ
う
い
え
る
な
ら
、
宮
沢
は
、
法
的
国
家
概
念
か
ら
峻
別
さ
れ
た
社
会
的

国
家
概
念
に
属
す
る
三
要
素
説
を
否
定
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
肯

定
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
肯
定
す
る
の
か
。

ま
た
、
美
濃
部
の
国
家
法
人
説
の
根
底
に
あ
っ
た
社
会
的
概
念
と
し
て
の
国
家
の

歴
史
性（
社
会
意
識
）を
、
今
後
は
法
人
格
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
る
の
か
。
こ
れ
ら
の

疑
問
の
う
ち
、
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
質
概
念
と
し
て
の
国
家
の
法
人
格
に

歴
史
性
は
現
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
概
念
は
、
理
論
的
非
歴
史
的
で
あ
っ
て
、

法
秩
序
の
完
結
性
を
意
味
す
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
宮
沢
の
技
術

概
念
と
し
て
の
法
人
格
は
、
具
体
的
な
実
定
法
と
し
て
現
れ
る
か
ら
、
そ
の
実
定

法
に
は
そ
の
時
の
具
体
的
状
況
と
い
う
意
味
で
歴
史
性
が
反
映
し
て
い
る
。  

そ
の

よ
う
に
、
宮
沢
が
技
術
概
念
を
説
明
す
る
た
め
に
「
歴
史
的
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
た
理
由
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
時
々
の
実
定
法
に
は
そ
の
時
々
の
歴
史

性
が
反
映
し
て
い
て
、
実
定
法
が
変
わ
れ
ば
、
歴
史
性
の
理
解
も
変
わ
る
。  

だ
か

ら
こ
そ
、
宮
沢
は
次
の
よ
う
に
い
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
そ
れ
﹇
い
わ
ゆ
る
国
家
法
人
説
﹈
を
﹇
今
後
も
﹈
理
論
的
に
成
立
さ
せ
る
た
め

に
は
、
右
に
の
べ
た
よ
う
に
﹇
本
質
概
念
と
技
術
概
念
の
区
別
を
﹈
理
解
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
は
、
そ
の
理
論
が
歴
史
的
に
も
っ

た
政
治
的
意
味
は
、
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。」

宮
沢
に
あ
っ
て
は
実
定
法
の
歴
史
性
の
認
識
は
、
実
定
法
ご
と
に
異
な
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
美
濃
部
は
、
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
実
定
法（
明
治
憲
法
）し
か
知
ら
な

か
っ
た
が
、
宮
沢
は
、
い
わ
ば
二
つ
の
実
定
法（
明
治
憲
法
と
新
憲
法
）を
知
っ
て
い

る
。
歴
史
性
と
い
っ
て
も
、
も
は
や
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
異
な
っ
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
で
、
宮
沢
は
、
美
濃
部
の
国
家
法
人
説
が
本
質
概
念
と
技
術
概
念
の
区

別
を
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
が
、
筆
者
の
み

る
と
こ
ろ
、
美
濃
部
の
国
家
法
人
説
に
も
、
完
結
的
な
法
秩
序
と
し
て
の
法
人
格

の
概
念
や
統
治
権
の
行
使
を
自
己
制
限
す
る
国
法
・
国
際
法
と
い
う
主
張
が
あ
っ

て
、
こ
れ
ら
は
宮
沢
の
二
種
の
法
人
格
説
と
そ
れ
ほ
ど
異
な
る
と
は
思
え
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宮
沢
が
「
い
わ
ゆ
る
国
家
法
人
説
」
と
二
種
の
法
人
格
説
と

は
異
な
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
相
違
点
は
、
二
種
の
法
人
格
を
区
別
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
宮
沢
が
社
会
的
国
家
概
念
か
ら
遮
断
さ
れ
た
法
的
国
家
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憲法学の課題としての国家論と侵略の問題

概
念
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、

宮
沢
は
、
作
ら
れ
た
実
定
法
に
い
っ
そ
う
力
点
を
置
い
て
新
た
な
国
家
法
人
説
を

再
構
成
し
た
。
そ
れ
は
、
法
実
証
主
義
の
主
張
を
貫
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
再
構
成
さ
れ
た
二
種
の
法
人
格
説
す
な
わ
ち
「
国
家
法
人
説

亜
流
」
が
戦
後
の
憲
法
学
界
で
広
ま
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
、
美
濃
部

の
法
実
証
主
義
に
対
す
る
激
し
い
敵
意
と
対
照
的
な
主
張
が
、
国
家
論
を
め
ぐ
っ

て
、
宮
沢
の
二
種
の
法
人
格
説
に
顕
在
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

2
（ 

）
国
家
論
の
相
対
的
性
格
に
つ
い
て

1
〈 

〉
戦
後
、
憲
法
学
界
は
、
国
家
論
に
関
し
て
宮
沢
の
二
種
の
法
人
格
説
を

強
く
受
け
止
め
る
仕
方
で
、
実
定
法
と
し
て
の
憲
法
の
解
釈
を
推
し
進
め
て
き
た
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
宮
沢
が
意
味
を
も
た
せ
た
で
あ
ろ
う
実
定
法
と
し
て
の
憲
法

の
歴
史
的
制
約
の
認
識
を
あ
ま
り
重
視
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
疑
問
を
も
っ
て
国
家
論
を
み
る
と
、
国
家
論
の
歴
史
的
政
治
的
性
格
に
言
及
す

る
学
説
と
し
て
、
杉
原
泰
雄
と
吉
田
善
明
の
そ
れ
が
あ
る
。

杉
原
は
、
代
表
的
な
国
家
論
を
い
く
つ
か
紹
介
し
、
そ
う
し
た
「
国
家
の
法
概

念
﹇
は
﹈、
特
定
の
歴
史
段
階
に
お
け
る
特
定
の
階
級
あ
る
い
は
階
層
の
法
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
の
性
格
を
色
濃
く
も
っ
て
い
る
」、
そ
し
て
、
憲
法
科
学
は
、
そ
の

「
国
家
の
法
概
念
の
構
造
や
機
能
を
検
討
す
る
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
同
じ
趣
旨

で
、
次
の
よ
う
に
も
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
憲
法
科
学
の
問
題
と
し
て
み
る
な
ら

ば
、
統
治
権
の
主
体
と
し
て
の
国
家
の
概
念
が
、
超
歴
史
的
、
超
階
級
的
、
超
憲

法
的
な
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
発
展
段
階
、
社
会
経
済
的
立
場
、
お
よ
び
憲
法

原
理
と
相
対
的
で
あ
る
」。
そ
し
て
、
吉
田
も
ま
た
、
通
説
的
な
国
家
の
三
要
素
説

や
さ
ま
ざ
ま
の
国
家
論
の
ど
れ
も
、「
超
歴
史
的
、
超
階
級
的
、
超
憲
法
的
な
も
の

﹇
で
﹈
は
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
時
代
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
法
的
に
検
討

さ
れ
な
い
も
の
は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
法
学
的
に
把
握
さ
れ
る
国
家
論
は
、
日

本
国
憲
法
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
国
家
現
象
﹇
を
﹈
考
察
」
す
る
と
い

う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
家
論
は
、「
歴
史
の
発
展
段
階
を
ふ
ま
え
﹇
ず
﹈、
憲
法
原

理
を
無
視
し
て
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
も
の
だ
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
杉
原
・
吉
田
は
、
国
家
論
が
政
治
性
と
歴
史
性
を
帯
び
た
相
対

的
な
も
の
だ
と
主
張
す
る
か
ら（
以
下
こ
の
国
家
論
を
「
相
対
的
な
国
家
論
」
と
呼
ぶ
）、

美
濃
部
・
宮
沢
の
普
遍
妥
当
な
理
論
と
し
て
の
国
家
の
三
要
素
説
や
国
家
法
人
説

（
以
下
こ
の
国
家
論
を
、「
相
対
的
な
国
家
論
」
と
の
対
比
で
「
普
遍
的
な
国
家
論
」
と
呼
ぶ
）

を
認
め
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
宮
沢
は
な
お
国
家
の
三
要
素
説
を
肯
定
し
て
い
た

が
、
杉
原
・
吉
田
は
そ
れ
に
批
判
的
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
理
論
的
に
は
、
通

説
の
普
遍
的
な
国
家
論
と
相
対
的
な
国
家
論
と
の
間
に
は
重
要
な
相
違
が
あ
る
。

2
〈 

〉
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
国
家
が
、
三
要
素
か
ら
組
成
さ
れ
た
全
体
と
し

て
み
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
要
素
と
も
同
視
さ
れ
る
と
い
う
当
時
の
ド
イ

ツ
の
国
家
学
の
主
張
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
強
く
反
発
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

国
家
論
を
「
倫
理
的—

政
治
的
要
請
」
に
応
え
よ
う
と
す
る
自
然
法
論
で
あ
る
と

い
う
。
そ
う
す
る
と
、
杉
原
・
吉
田
は
、
宮
沢
が
法
的
国
家
概
念
か
ら
峻
別
し
て

と
っ
て
お
い
た
三
要
素
説
の
無
前
提
な
肯
定
を
批
判
し
、
さ
ら
に
、
普
遍
的
な
国

家
論
の
政
治
的
性
格
を
暴
露
し
て
、
そ
の
真
の
姿
を
実
証
的
科
学
的
に
捉
え
よ
う

と
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
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3
（ 

）
過
渡
期
の
国
家
論
に
つ
い
て

1
〈 
〉
ケ
ル
ゼ
ン
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
三
要
素
説
の
い
う
国
民
は
、
国

家
の
支
配
の
客
体
で
あ
る
だ
け
で
な
く
自
ら
支
配
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
国

家
論
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、「
国
家
に
所
属
す
る
植
民
地
に
固
有
な
人
民
は
、  

国

民
に
は
数
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
先
住
民
は
、
た
し
か
に
国
家
に
よ
っ
て

支
配
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
秩
序
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、

国
民
の
構
成
員
の
よ
う
に 
国
家
主
体
に
参
加
し
な
い
、
つ
ま
り
、
国
家
秩
序
の
創

設
に
参
与
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
そ
う
す
る
と
、
国
家
の
三
要
素
説
に
よ
れ
ば
、

植
民
地
化
さ
れ
た
元
の
国
家（
以
下
「
元
国
家
」
と
呼
ぶ
）の
国
民（
以
下
「
元
国
民
」
と

呼
ぶ
）は
、
自
ら
を
植
民
地
化
し
た
国
家
の
構
成
員
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
国
家
秩

序
を
能
動
的
に
創
設
す
る
立
場
を
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
国
家
の
三
要
素
説
を
前
提
と
す
る
憲
法
学
に
あ
っ
て
は
、
元
国
民
は
国

家
の
能
動
的
な
秩
序
形
成
に
か
か
わ
る
考
察
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。

次
に
、
普
遍
的
な
国
家
論
で
あ
れ
、
相
対
的
な
国
家
論
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
に
共

通
し
て
い
る
こ
と
は
、
な
ん
ら
か
の
統
治
権
力
の
存
在
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

植
民
地
化
さ
れ
た
元
国
家
に
あ
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
元
国
民
を
支
配
す
る
元
国
家

の
固
有
な
統
治
権
力
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
こ
れ
ま
た
国
家
の
三
要
素
説
を
前
提

と
す
る
憲
法
学
の
考
察
の
対
象
に
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
元
国
民
が
植
民
地
支
配
を
脱
し
て
新
国
家
の
建
設（
元
国
家
の

復
活
）を
目
指
す
こ
と
は
、
既
存
の
確
立
し
た
国
家
を
前
提
と
す
る
憲
法
学
の
考
察

の
範
囲
に
入
っ
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
国
家
論
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら

気
付
い
た
よ
う
に
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
一
般
的
な
国
家
の
定
義
は
存
在
し
な
い
。

視
点
を
変
え
れ
ば
、
相
対
的
な
国
家
論
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
そ
し
て
ケ
ル
ゼ
ン

が
は
し
な
く
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
元
国
民
が
主
体
と
な
る
国
家
を
形
成
し
よ
う

と
す
る
倫
理
的—

政
治
的
要
請
に
基
づ
く
国
家
論
も
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
も
し
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
こ
の
国
家
論
は
、
実
定
法
的
で
あ
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
、
自
ず
と
自
然
法
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
国
家
の
建
設
を
目

指
し
て
闘
う
元
国
民
の
行
動
を
、
植
民
地
化
し
た
国
家
に
対
抗
的
に
意
図
的
に
取

り
上
げ
て
考
察
す
る
こ
と
も
、
憲
法
学
の
課
題
た
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
い
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
新
国
家
を
目
指
し
た
プ
ロ
セ
ス
す
な
わ
ち
新

国
家
の
形
成
過
程
の
考
察
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う（
以
下
こ
の
形
成
過
程
の
国

家
の
考
察
を
便
宜
的
に
「
過
渡
期
の
国
家
論
」
と
呼
ぶ
）。

2
〈
　
〉
と
こ
ろ
で
国
際
法
上
国
家
承
認
の
対
象
に
な
り
う
る
も
の
を
掲
げ
る
と
、

qqqqq
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領
土
を
有
す
る
こ
と
、     

そ
の
領
土
に
人
が
住
ん
で
い
る
こ
と
、     

そ
の

rrrrr

領
土
と
人
と
を
実
効
的
に
統
治
で
き
る
政
府
が
あ
る
こ
と
、     

そ
の
政
府
が
外
交

能
力（
国
際
法
を
守
る
意
思
と
能
力
）を
有
す
る
こ
と
と
い
う
、
四
つ
の
要
件
が
満
た
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
基
準
を
適
用
す
る
う
え
で
、
さ
ま
ざ
ま

の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
外
国
の

侵
略
・
占
領
の
結
果
、
政
府
機
関
が
国
外
に
逃
れ
て
第
三
国
の
領
域
で
政
府
機
能

を
維
持
す
る
亡
命
政
府
が
あ
る（
第
二
次
大
戦
中
、
ロ
ン
ド
ン
に
脱
出
し
た
オ
ラ
ン
ダ
、

ノ
ー
ル
ウ
エ
ー
な
ど
の
例
）。
し
か
し
、
在
外
抵
抗
組
織
と
し
て
戦
争
中
、
敵
国
に
対

抗
す
る
た
め
に
本
国
の
外
で
設
立
さ
れ
た
団
体
は
、「
実
効
的
な
政
府
機
関
と
し
て

の
機
能
を
欠
く
」
た
め
に
国
際
法
上
の
亡
命
政
府
で
は
な
い（
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
が
設
立

し
た
フ
ラ
ン
ス
国
民
委
員
会
な
ど
）が
、
受
入
国
が
好
意
的
な
扱
い
を
与
え
る
こ
と
も
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あ
る
。
さ
ら
に
、
民
族
自
決
原
則
を
実
現
す
る
た
め
の
武
力
抗
争
を
展
開
す
る
民

族
解
放
団
体
も
あ
る
。「
今
日
で
は
、
こ
れ
ら
各
種
の
抵
抗
団
体
に
対
し
て
、
諸
国

ま
た
は
国
際
社
会
は
、
限
定
的
な
国
際
法
主
体
と
し
て
、
国
家
に
準
ず
る
一
定
の

能
力
を
み
と
め
る
」
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
の
み
と
め
る
根
拠
と
基
準
は
、
さ
ま
ざ

ま
だ
と
い
わ
れ
る
。
と
く
に
今
日
注
目
さ
れ
る
の
は
、
民
族
自
決
の
原
則
で
あ
る
。

「
植
民
地
支
配
下
の
人
民
に
と
っ
て
は
、
自
決
権
な
し
に
は
、
歴
史
的
・
伝
統
的
な

人
権
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
植
民
地
人
民
に
と
っ
て
、
自
決
権
は
、
基

本
的
人
権
中
の
基
本
権
と
い
え
よ
う
」
と
い
う
主
張
さ
え
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
憲
法
学
が
、
固
定
的
な
国
家
論
を
前
提
と
し
て
い
て
は
、
亡
命

政
府
や
民
族
解
放
団
体
ま
で
法
主
体
と
し
て
存
在
し
う
る
世
界
の
複
雑
な
状
況
を

把
握
で
き
な
い
。
相
対
的
な
国
家
論
よ
り
も
っ
と
動
的
な
過
渡
期
の
国
家
論
が
要

請
さ
れ
る
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
う
。

第
二 

朝
鮮
植
民
地
支
配
の
認
識
課
題

一

韓
国
憲
法
前
文
の
問
題
提
起

一

過
渡
期
の
国
家
論
を
も
っ
た
と
き
、
日
本
の
韓
国
併
合（
一
九
一
○
）前
後
か

ら
日
本
の
敗
戦（
一
九
四
五
）ま
で
の
朝
鮮
植
民
地
支
配
の
事
態
を
ど
の
よ
う
に
認
識

す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
韓
国
併
合
の
前
後
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
、

当
時
の
国
際
法
・
国
際
慣
習
法（
以
下
単
に
「
国
際
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
）に
照
ら

し
て
李
氏
朝
鮮
、
大
韓
帝
国
、
朝
鮮
民
族
に
対
す
る
日
本
の
対
応
を
判
定
す
る
こ

と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
見
方
は
、
朝
鮮
を
外
側
か
ら
み
る
。

そ
れ
で
は
朝
鮮
の
内
側
に
起
き
て
い
た
国
家
形
成
過
程
は
み
え
な
い
に
違
い
な
い
。

過
渡
期
の
国
家
論
の
見
方
は
、
朝
鮮
を
内
側
か
ら
み
る
も
の
に
な
る
。
そ
れ
は
、

当
然
、
民
族
解
放
運
動
の
系
譜
を
み
る
。

日
本
は
、
す
で
に
解
散
さ
れ
た
正
規
軍
の
メ
ン
バ
ー
を
主
力
と
し
て
朝
鮮
の
保

護
と
併
合
に
反
対
す
る
義
兵
闘
争
と
、
言
論
出
版
集
会
に
よ
っ
て
民
族
文
化
を
鼓

吹
す
る
愛
国
文
化
啓
蒙
運
動
を
、
武
力
で
弾
圧
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
朝
鮮
民
族

の
独
立
運
動
は
制
圧
さ
れ
た
か
に
み
え
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
鮮
民
族

は
、
韓
国
併
合
か
ら
九
年
後
に
、「
ふ
た
た
び
そ
れ
を
や
ぶ
っ
て
、
自
己
解
放
の
道

を
き
り
ひ
ら
い
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
九
一
九
年
の
三
・
一
運
動
で
あ
っ
た
。

運
動
自
体
は
、
日
本
軍
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
運
動

の
精
神
は
さ
ま
ざ
ま
な
朝
鮮
民
族
解
放
闘
争
を
解
放
の
日
ま
で
支
え
続
け
た
。
そ

し
て
、
三
・
一
運
動
の
結
実
と
し
て
国
民
主
権
政
府
を
樹
立
す
る
目
標
を
も
っ
た

上
海
臨
時
政
府
す
な
わ
ち
大
韓
民
国
臨
時
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
。
こ
の
上
海
臨
時

政
府
は
孫
文
や
国
民
党
政
府（
重
慶
）に
支
持
さ
れ
、
日
本
の
敗
戦
近
く
に
は
、
そ
の

積
極
的
な
後
援
を
受
け
て
光
復
軍
が
養
成
さ
れ
た
。
李
承
晩
の
い
る
ア
メ
リ
カ
の

欧
米
委
員
部
は
外
交
活
動
と
欧
米
に
お
け
る
臨
時
政
府
の
行
政
を
代
行
し
た
が
、

欧
米
列
強
の
承
認
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
間
島
・
沿
海
州
地

方
に
は
独
立
軍
と
そ
の
基
地
が
早
く
か
ら
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
日
本
軍
と
戦
闘

を
重
ね
、
大
勝
利
を
お
さ
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
勝
利
へ
の
報
復
が
前
述
し

た
金
京
三
ら
の
虐
殺
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
地
域
で
政
府
樹
立

運
動
が
推
進
さ
れ
、
中
日
戦
争
の
勃
発
後
の
一
九
四
○
年
代
に
は
、
民
族
革
命
党

系
の
朝
鮮
義
勇
隊
の
流
れ
と
、
上
海
臨
時
政
府
の
光
復
軍
の
流
れ
と
、
中
国
共
産

党（
延
安
）の
指
導
を
受
け
た
東
北
抗
日
革
命
軍
の
流
れ
と
、
三
つ
あ
っ
た
。
そ
し
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言
葉
自
体
は
、
た
び
た
び
の
憲
法
改
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
削
除
さ
れ

た
た
め
し
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
最
初
の
前
文
の
趣
旨
は
、
基
本
的
に
今

日
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
全
国
の
学
生
労
働
者
の
民
主
化
要
求
の

高
ま
り
に
よ
っ
て
、
一
九
八
七
年
第
九
回
の
憲
法
改
正
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。
そ

の
結
果
、
現
行
憲
法
前
文
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、「
三
・
一
運
動
に
基
づ
い
て
建
立

さ
れ
た
大
韓
民
国
臨
時
政
府
の
法
統
」
の
継
承
と
「
不
義
に
抗
拒
し
た
四
・
一
九

民
主
理
念
」
の
継
承
が
い
わ
れ
、
一
九
八
○
年
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
朴
大
統
領

の
削
除
し
た
四
・
一
九
の
学
生
革
命
の
継
承
が
復
活
し
た
。「
つ
い
に
大
統
領
直
選

制
改
憲
に
関
す
る
国
民
的
大
和
合
が
実
現
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
韓
国
の
歴
史
上
は

じ
め
て
の
与
野
合
意
に
基
づ
く
憲
法
改
正
案
を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。」

そ
の
よ
う
に
、「
大
韓
民
国
臨
時
政
府
」
が
三
・
一
運
動
の
歴
史
的
な
継
承
で

あ
っ
て
、
韓
国
は
そ
の
「
法
統
」
を
継
承
す
る
と
明
文
を
も
っ
て
宣
言
し
た
の
は
、

一
九
八
七
年
の
改
正
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
「
法
統
」
の
継
承
の
趣

旨
は
、
韓
国
が
一
九
一
九
年
以
来
の
臨
時
政
府
の
国
家
継
承
を
受
け
て
現
在
に

至
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
金
哲
洙（
キ
ム
・
チ
ョ
ル
シ
ュ
）が
、
こ
の
一
九
八
七
年

改
正
憲
法
の
主
要
内
容
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
前
文
に
お
け
る
「
大
韓
民
国
臨
時
政

府
の
法
統
と
四
・
一
九
民
主
理
念
の
継
承
」
を
解
説
す
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
い

う
の
は
臨
時
政
府
の
性
格
を
単
刀
直
入
に
示
し
て
い
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、

「
日
本
帝
国
の
植
民
統
治
に
抵
抗
し
た
一
九
一
九
年
の
三
・
一
独
立
運
動
を
契

機
と
し
て
樹
立
さ
れ
た
大
韓
民
国
臨
時
政
府
は
、
民
族
的
自
主
性
と
民
主
主
義

理
念
に
基
づ
い
た
最
初
の
政
府
」
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
一
方
で
は
、
今
日
の
韓
国
の
国
家
継
承
の
正
当
性 （legitim

acy

）

て
、
朝
鮮
義
勇
隊
と
光
復
軍
は
、
連
合
戦
線
の
強
化
を
図
り
中
国
各
戦
線
に
投
入

さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
軍
隊
と
も
接
触
し
、
日
本
の
敗
戦
に
直
接
的
な

影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
日
本
軍
に
対
し
て
成
果
を
上
げ
た
。

こ
の
よ
う
な
四
十
年
に
わ
た
る
独
立
運
動（
一
九
○
五—

一
九
四
五
）の
進
展
の
中
で
、

朝
鮮
民
族
は
日
本
の
敗
戦
を
向
か
え
た
。

二

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
三
・
一
運
動
の
歴
史
的
意
義
を
概
観
し
た
と
き
、

大
韓
民
国
憲
法（
一
九
四
八
・
七
・
一
七
）の
前
文
は
注
目
さ
れ
る
。

「
悠
久
な
る
歴
史
と
伝
統
に
輝
く
我
が
韓
国
人
民
は
、
三
・
一
革
命
の
偉
大
な

足
跡
と
尊
い
犠
牲
を
想
い
起
こ
し
、
不
屈
の
独
立
精
神
を
継
承
し
、
今
こ
こ
に

自
主
独
立
の
祖
国
を
再
建
す
る
に
お
い
て
、
我
ら
と
我
ら
の
子
孫
の
た
め
に
正

義
と
人
道
の
旗
幟
の
下
、
民
族
の
団
結
を
強
固
に
し
、
あ
ら
ゆ
る
封
建
的
因
習

を
打
破
し
、
世
界
の
進
運
に
お
く
れ
な
い
よ
う
、
進
取
的
な
民
主
主
義
の
諸
制

度
を
し
て
政
治
経
済
社
会
文
化
の
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
、
各
人
の
機
会
を

均
等
に
樹
立
し
各
人
の
能
力
を
最
高
度
に
発
揮
す
る
よ
う
に
し
て
、
勤
労
力
行

し
て
各
人
の
責
任
と
義
務
を
完
遂
さ
せ
、
内
に
お
い
て
は
人
民
の
福
祉
を
向
上

さ
せ
、
外
に
お
い
て
は
恒
久
的
な
国
際
平
和
の
維
持
に
努
力
し
、
あ
ら
ゆ
る
侵

略
と
専
制
と
貧
困
を
排
除
し
、
我
ら
の
子
孫
の
安
全
と
自
由
と
幸
福
を
永
遠
に

確
保
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
一
九
四
八
年
七
月
十
二
日
我
ら
の
自
由
に
選
挙
さ

れ
た
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
国
会
に
お
い
て
こ
の
憲
法
を
採
択
す
る
。」

（
公
布
一
九
四
八
年
七
月
十
七
日
）

こ
の
前
文
が
、
三
・
一
革
命
を
自
主
独
立
の
闘
い
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
独

立
精
神
の
継
承
を
誓
い
、
さ
ら
に
国
民
主
権
に
基
づ
く
国
家
創
設
を
謳
っ
て
い
る

の
は
、
ま
さ
に
三
・
一
運
動
の
精
神
の
歴
史
的
展
開
で
あ
る
。「
三
・
一
」
と
い
う
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が
、
上
海
臨
時
政
府
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
法
統
」
を
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
朝
鮮
民
族
が
、
韓
国
併
合
に
よ
っ
て
日
帝
植
民
地
支
配
下
に
あ
っ
た
と

し
て
も
、
な
お
臨
時
政
府
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
有
無
を
い
わ
せ
な
い
実
効
的
な
支
配
は
、
総
体
的
に
は
朝
鮮
総
督
府
に
あ
っ

て
臨
時
政
府
に
は
な
か
っ
た
か
ら
、
臨
時
政
府
は
支
配
の
合
法
性 （legality

） 

を
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
こ
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
な
ら
、
正
当
性
と
合
法
性

の
区
別
に
お
い
て
、
日
本
は
韓
国
憲
法
前
文
の
主
張
を
理
解
し
、
日
本
の
植
民
地

支
配
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
日
本
の
韓
国
併
合
は
合
法
的
で
有
効
で
あ
っ
た
と
い
う
意
見
に
、
韓
国
は
、

憲
法
前
文
に
よ
っ
て
正
当
性
の
欠
如
に
よ
る
無
効
の
反
論
を
提
出
し
て
い
る
に
等

し
い
。

第
三 

「
合
法
・
不
当
」
論
の
主
張
を
め
ぐ
っ
て

一

正
当
性
と
合
法
性
の
乖
離
と
統
合
の
見
方

1
（ 

）
筆
者
に
と
っ
て
、
正
当
性 

（legitim
acy

/
L

egitim
ität

） 
と
合
法
性

（legality
/

L
egalität

） 

は
重
要
な
分
析
概
念
で
あ
る
。
定
義
の
問
題
と
し
て
、

若
干
こ
こ
で
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。legality

/
legal 

と L
egalität

/

legal 

は
ラ
テ
ン
語
の legalis 

に
由
来
し
、
同
じ
く
、legitim

acy
/

legitim
ate 

と

L
egitim

ität
/

legitim
 

も
ラ
テ
ン
語
の legitim

us 

に
由
来
す
る
。
そ
し
て
、legalis

も legitim
us 

も
共
に lex （
法
） 

に
由
来
す
る
。
そ
の
た
め
に legalis 

も legitim
us

も
、
日
本
語
の
辞
書（
田
中
秀
央
編
『
増
訂
新
版
羅
和
辞
典
』）で
は
前
者
で
は
「
法

定
の
、
適
法
の
、
合
法
の
」、
後
者
で
は「
合
法
的
な
、
当
然
の
、
正
当
な
」
と
訳

さ
れ
、
共
通
し
て
「
合
法
的
な
」
と
訳
さ
れ
る
面
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
両

者
の
意
味
が
違
う
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、L

ew
is and S

hort 

に
よ
れ
ば
、

legalis 

は
「
法
規
に
属
す
る
」（of or belonging to the law

）、legitim
us 

は
「
法

に
従
っ
た
」（fi

xed or appointed by law
,  according to law

） 

と
い
う
よ
う
に
、

具
体
的
な
「
規
定
」（the law

） 

と
特
定
さ
れ
な
い
「
法
」（law

） 

と
が
区
別
さ
れ
て

考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
然
な
が
ら
、legitim

us 

の
方
が legalis 

を
含
む

ほ
ど
概
念
的
に
は
広
い
。

2

M

（ 

）

 

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
々
は
、「
正
当
な
秩
序
」 （legitim

e

O
rdnung

） 

が
存
在
す
る
と
信
じ
て
そ
の
観
念
に
方
向
を
合
わ
せ
て
行
動
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
「
正
当
な
秩
序
」
は
、
伝
統
、
情
緒
、
価
値
合
理
性
に
基
づ
い

て
「
純
粋
に
内
面
的
に
」 （rein innerlich

） 

支
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
利
害
状
況

に
基
づ
い
て
「
外
面
的
に
」（äußer

） 

に
も
支
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
正
当
な
」

（legitim

） 

と
は
、
な
に
か
の
法（
価
値
観
）に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て

い
る
か
ら
、「
合
法
的
な
」
と
訳
さ
れ
、
し
か
も
「
正
当
な
」
と
訳
さ
れ
る
の
だ
と

思
う
。
そ
こ
で
、legitim

acy
/

L
egitim

ität 

の
訳
語
と
し
て
「
正
当
性
」   

が
当
て

ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、legality

/
L

egalität 

を
い
う
と
き
に
は
、「
立
法
の
形

式
に
か
な
い （form

al korrekt

） 

通
常
の
仕
方
で
つ
く
ら
れ
た
諸
規
定 （Satzungen

）

に
服
従
す
る
こ
と
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
服
従
は
多
数
派
に
対
す

る
少
数
派
の
場
合
の
よ
う
に
事
実
的 （tatsächlich

） 

で
も
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ

て
、
服
従
は
、
規
定
の
形
式
的
合
法
性（
適
法
性
） （form

ale L
egalität

） 

に
よ
っ
て

お
こ
な
わ
れ
る
。
つ
ま
り
内
面
性
を
も
た
な
い
。
そ
こ
で
、legality

/
L

egalität 

の

訳
語
と
し
て
「
合
法
性
」
が
当
て
ら
れ
る
。
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3

M

（ 

）

そ
し
て
、 

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
た
し
か
に
、
正
当
性
と
合
法
性
の

「
等
置
」
な
い
し
統
合
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
し
か
も
、
別
な
機
会
に
次
の
よ
う

に
い
う
。
す
な
わ
ち
、

「
支
配
は
、  
支
配
者
と
被
支
配
者
と
に
お
い
て
、『
法
の
根
拠
』（R

echts-

gründe

）、
つ
ま
り
、
支
配
の
『
正
当
性
の
根
拠
』
に
よ
っ
て
、
内
面
的
に
支
え

ら
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
こ
の
正
当
性
の
信
念
を
動
揺
さ
せ
る
と
き
は
、
重
大

な
結
果
が
生
ず
る
の
が
常
で
あ
る
。」

こ
の
文
章
は
、
正
当
性
を
「
法
」 （R

echt

） 

と
の
か
か
わ
り
で
と
ら
え
て
い
る
。

そ
し
て
、「
法
」（R

echt

） 

に
は
正
し
さ
の
意
味
も
あ
る
か
ら
、
被
支
配
者
は
内
面

に
お
い
て
支
配
を
正
し
い
と
感
じ
な
い
と
支
配
者
に
は
正
当
性
は
な
く
深
刻
な
事

態
が
生
じ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
正
当
性
と
合
法
性
の
統
合
だ

け
で
な
く
、
常
識
的
で
は
あ
る
が
、
両
者
の
「
軋
み
」
な
い
し
乖
離
を
も
考
え
て

い
る
と
思
う
。
し
か
し
「
対
立
」
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。

4
（ 

）
正
当
性
と
合
法
性
の
関
係
を
理
論
的
枠
組
み
と
し
て
と
る
場
合
、
そ
の

乖
離
を
下
か
ら
の
人
々
の
内
面
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
視
点
は
重

要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
支
配
が
広
く
被
支
配
者
の
内
面
的
支
持
を
受
け
て
い
な
い

と
き
に
は
、
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の
間
で
激
し
い
葛
藤
の
生
ず
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
筆
者
の
関
心
で
い
え
ば
、
過
渡
期
の
国
家
論
は
、
人
々
の
内
面
的
支
持
を

受
け
た
民
族
解
放
闘
争
の
正
当
性
と
そ
の
正
当
性
に
基
づ
く
新
た
な
合
法
性
の
創

造
に
注
目
す
る
。
そ
れ
だ
け
、
被
支
配
者
の
内
面
的
支
持
を
受
け
て
い
な
い
植
民
地

支
配
は
、
暴
力
を
直
接
的
な
背
景
と
す
る
合
法
性
の
み
を
強
調
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
こ
で
、
図
式
的
に
課
題
を
整
理
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
韓
国
憲
法
前
文
に
よ
れ
ば
、
大
韓
民
国
臨
時
政
府
は
正
当
性
を
も
ち
え

た
が
、
実
際
に
は
合
法
性
を
も
ち
え
な
か
っ
た
、
他
方
、
日
本
は
強
権
に
よ
る
合

法
性
を
も
ち
え
た
が
、
独
立
運
動
の
正
当
性
の
主
張
の
ゆ
え
に
正
当
性
を
独
占
で

き
な
か
っ
た
、
言
い
換
え
れ
ば
、
植
民
地
の
朝
鮮
民
族
の
内
面
的
な
支
持
を
得
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
植
民
地
支
配
と
独
立
運
動
の
双
方
に
対

抗
的
に
存
在
す
る
正
当
性
と
合
法
性
の
乖
離
の
問
題
が
、
筆
者
の
認
識
の
根
底
に

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
双
方
に
と
っ
て
正
当
性
と
合
法
性
の
統
合
が
課
題
と
な
る
。

し
か
し
、
歴
史
的
に
は
、
日
本
側
で
は
朝
鮮
植
民
地
支
配
の
終
焉
に
よ
っ
て
課
題

そ
の
も
の
が
消
滅
し
、
朝
鮮
民
族
側
で
は
大
韓
民
国
・
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和

国
の
誕
生
に
よ
っ
て
統
合
が
実
現
さ
れ
る
。

二
「
合
法
・
不
当
」
論

と
こ
ろ
で
、
筆
者
の
合
法
性
と
正
当
性
の
分
析
視
角
に
近
い
も
の
に
、
海
野
福

寿
の
「
合
法
・
不
当
」
論
が
あ
る
。
期
せ
ず
し
て
似
た
問
題
の
と
ら
え
方
が
な
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
植
民
地
支
配
を
検
討
す
る
理
論
問
題
が
潜
ん
で
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

1
（ 

）
海
野
は
、
繰
り
返
し
「
合
法
・
不
当
」
論
と
い
う
問
題
提
起
を
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
歴
史
学
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
こ
の
問
題
提
起
は
、
あ
る
面
で

日
本
政
府
と
多
数
の
国
民
の
感
情
と
価
値
観
に
一
致
す
る
主
張
を
展
開
す
る
た
め

に
、
そ
の
主
観
的
な
意
図
と
は
別
に
、
大
韓
民
国
・
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

の
人
々
に
感
情
的
な
も
つ
れ
を
生
む
恐
れ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
問
題
提
起
は
、
率
直
に
い
っ
て
理
論
的
に
あ
い
ま
い
な
も
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憲法学の課題としての国家論と侵略の問題

の
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
海
野
の
問
題
提
起
を
学

問
的
に
理
解
し
批
判
的
に
検
討
す
る
必
要
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

2

qqqqq

（ 

）
海
野
の
問
題
提
起
の
内
容
は
、
四
点
か
ら
な
る
。
つ
ま
り
、     

「
韓

wwwww

国
併
合
は
形
式
的
適
法
性
を
有
し
て
い
た
」、     

「
合
法
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本

の
韓
国
併
合
や
植
民
地
支
配
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
い
さ
さ
か
も
意
味
し
な
い
」、

eeeee

     

合
法
と
は
帝
国
主
義
諸
国
の
「
国
際
法
・
国
際
慣
習
に
照
ら
し
て
、
適
法
で
あ

rrrrr

る
」、     

「
植
民
地
侵
略
」
の
「
非
合
法
」
は
「
不
当
」
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
べ

き
で
あ
る
。

rrrrr

wwwww

こ
の
問
題
提
起
の     

は
、「
不
当
」
の
意
味
付
け
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
は     

qqqqq

wwwww

eeeee

に
含
ま
れ
る
。     

と     

と     

は
「
合
法
」
な
い
し
「
適
法
」
と
い
う
点
で
重
な

る
。
そ
こ
で
、
正
当
性
と
合
法
性
に
焦
点
を
絞
る
と
、
問
題
提
起
は
次
の
よ
う
に

な
る
。「
韓
国
併
合
や
植
民
地
支
配
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
い
さ
さ
か
も
意
味
し
な

い
」
と
い
う
意
味
で
、
国
際
法
上
韓
国
併
合
は
「
形
式
的
適
法
性
」
を
有
し
て
い

た
と
。
こ
の
主
張
に
含
ま
れ
る
理
論
的
な
問
題
を
、
以
下
い
く
つ
か
検
討
し
て
み

た
い
。三

「
合
法
・
不
当
」
論
の
問
題
点

1
（ 

）
帝
国
主
義
的
な
国
際
法
の
正
当
性
を
め
ぐ
っ
て

海
野
の
「
合
法
・
不
当
」
論
は
、「
理
論
」
に
相
当
す
る
と
い
う
辻
弘
範
の
見
方

が
あ
る
。
す
な
わ
ち

当
時
の
国
際
法
は
、「
欧
米
列
強
が
み
ず
か
ら
の
利
害
関
係
を
調
整
す
る
た
め

に
結
ば
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
排
他
的
・
差
別
的
な
も
の
」
で

あ
っ
た
「
合
法
」
性
の
「
装
い
」
に
お
い
て
、
欧
米
列
強
が
「
暴
力
的
に
締
結

マ
マ

を
強
制
し
、
植
民
地
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
海
野
氏
の
『
合
法
・
不
正
』

論
は
、
世
界
史
的
な
意
味
で
の
『
近
代
』
が
も
つ
限
界
性
を
も
視
野
に
入
れ
つ

つ
、
日
本
に
お
け
る
近
代
化
の
過
程
を
批
判
的
に
検
証
す
る
た
め
の
理
論
に
他

な
ら
な
い
。」

た
し
か
に
海
野
も
辻
も
、
国
際
法
の
帝
国
主
義
的
性
質
と
合
法
性=

国
際
法
に

照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
適
法
性
に
言
及
し
、
そ
う
し
た
も
の
と
区
別
す
べ
き
も
の

と
し
て
正
当
と
か
不
当
と
か
を
い
っ
て
、「
正
当
視
」
で
き
な
い
国
際
法
の
帝
国
主

義
的
側
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
山
内
進
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の

優
越
を
基
準
と
す
る
帝
国
主
義
的
な
国
際
法
観
だ
け
で
な
く
、
国
際
法
を
守
る
こ

と
が
で
き
る
ほ
ど
に
安
定
的
で
、
外
国
人
の
生
命
、
自
由
、
財
産
を
守
る
意
思
と

能
力
を
有
す
る
こ
と
に
国
際
法
の
最
低
基
準
を
み
る
自
然
法
的
で
普
遍
的
な
国
際

法
観
も
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
文
明
国
を
ひ

た
す
ら
実
現
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
選
択
は
、「『
非
文
明
国
』
に
対
す
る
差
別
化

と
軍
事
的
侵
略
で
あ
っ
た
」。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
帝
国
主
義
的
な
国
際
法
か
ら
、
実
質
に
当
た
る
正
当
性
を

剥
ぎ
取
っ
て
、
合
法
と
不
当
を
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
相
談
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
優
越
性
は
、
帝
国
主
義
諸
国
に
お
い
て
恥
じ
る
こ
と
の

な
い
「
正
当
視
」さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
帝
国
主
義
的

な
合
法
性
と
正
当
性
は
不
可
分
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
海
野
の
「
合
法
・
不
当
」
論
は
、
帝
国
主
義
的
な
国
際
法
の
正
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当
性
に
否
定
的
な
価
値
評
価
を
下
し
て
、
帝
国
主
義
的
な
国
際
法
か
ら
そ
の
正
当

性
を
は
ぎ
取
り
、
残
っ
た
も
の
を
「
形
式
的
適
法
性
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
正
当
性
と
合
法
性
の
器
用
な
分
離
は
、
も
は
や

帝
国
主
義
的
な
国
際
法
の
本
質
の
喪
失
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
帝
国

主
義
的
な
国
際
法
に
お
い
て
合
法
性
と
正
当
性
を
分
離
す
る
こ
と
自
体
、
学
問
的

な
認
識
と
し
て
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
分
離
を
図
る

こ
と
は
帝
国
主
義
に
対
す
る
「
道
義
的
拒
否
」 （die sittliche A

blehnung

） 

に
す

ぎ
な
い
疑
い
が
あ
る
。
正
当
性
の
概
念
は
、
ま
さ
に
論
争
的 （polem

isch

） 

で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
合
法
・
不
当
」
論
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
認
識
と
し

て
は
、
帝
国
主
義
的
な
正
当
性
は
合
法
性
と
と
も
に
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
（ 

）
実
質
と
形
式
に
つ
い
て

海
野
は
、
国
際
法
上
韓
国
併
合
は
「
形
式
的
適
法
性
」
を
有
し
て
い
た
と
い
う

の
で
、
こ
こ
で
は
、
法
の
形
式
性
に
着
目
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

十
九
世
紀
中
葉
よ
り
二
十
世
紀
前
半
ま
で
、
ド
イ
ツ
の
法
実
証
主
義
は
、
実
質

と
形
式 （m

ateriell-form
ell

） 

の
区
別
に
た
っ
て
、
実
質
的
な
意
味
の
法
律
と
形
式

的
な
意
味
の
法
律
の
違
い
を
強
調
し
た
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
自
由
主
義
的
な
立

憲
君
主
制
の
影
響
を
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
代
表
の
議
会
の
制
定
す
る

法
律
の
形
式
を
備
え
た
法
規 （R

echtsverordnungen

） 

に
よ
っ
て
の
み
国
民
の
権

利
は
制
限
さ
れ
、
国
民
に
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
君
主
に
基
盤
を
も
つ
政
府
の

命
令
で
そ
う
し
た
こ
と
は
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
。
こ
の
よ
う
な
法
が
、
形
式

的
な
意
味
の
法
律
で
あ
っ
た
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
法
律
の
留
保 （V

orbehalt des

G
esetzes

） 

と
法
治
国
家 （R

echtsstaat

） 

の
論
理
も
形
式
的
な
意
味
の
法
律
の
概
念

に
な
ら
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
実
質
的
な
意
味
の
法
律
は
、
内
容
に
だ
け

か
か
わ
る
規
定
で
あ
っ
て
、
法
の
形
式
が
法
律
で
あ
る
か
命
令
で
あ
る
か
に
関
係

な
く
、
そ
の
内
容
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
実
質
と
形
式
と

の
間
に
は
論
理
必
然
的
な
関
係
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
適
法
性

（G
esetzm

äßigkeit

） 

は
、
形
式
的
な
意
味
の
法
律
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
と
同
義

語
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
興
味
あ
る
こ
と
に
、
こ
う
し
た
温
和
な
法
実
証
主
義
は
、
実

質
と
形
式
の
あ
る
結
合
を
図
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
立
憲
主
義
を
前
提
と
し
た

場
合
、
国
民
代
表
た
る
議
会
が
法
律
の
内
容
す
な
わ
ち
実
質
的
な
意
味
の
法
律
を

決
定
し
、
そ
れ
を
形
式
的
な
意
味
の
法
律
と
し
て
発
布
す
る
。
形
式
的
な
意
味
の

法
律
は
、
国
家
に
お
け
る
最
高
の
意
思
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
実
質
と
形
式
の

区
別
の
主
張
は
、
法
制
定
に
携
わ
る
機
関（
議
会
）の
実
践
的
な
働
き
と
他
の
機
関

（
政
府
と
裁
判
所
）に
優
越
す
る
権
威
の
付
与
と
い
う
理
論
構
造
に
立
っ
て
い
る
。

政
府
と
裁
判
所
の
権
力
を
制
限
し
つ
つ
国
民
代
表
の
議
会
の
立
法
権
限
の
優
位
を

図
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
実
質
と
形
式
の
区

別
と
関
連
に
よ
っ
て
、
自
由
主
義
と
民
主
主
義
の
実
現
が
意
図
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

穏
和
な
法
実
証
主
義
に
対
し
て
、
概
念
法
学
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
実
定
法
の
形

式
と
実
定
法
の
内
在
的
な
論
理
的
意
味
関
連
を
徹
底
し
た
の
が
ケ
ル
ゼ
ン
を
代
表

と
す
る
純
粋
法
学
で
あ
っ
た
。
純
粋
法
学
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
い
う
。
す
な

qqqqq

わ
ち
、     
方
法
論
上
当
為
と
存
在
の
峻
別
に
基
づ
い
て
法
と
事
実
を
峻
別
す
べ
き

wwwww

で
あ
る
。     
従
う
べ
き
最
高
の
要
請
と
し
て
根
本
規
範 （G

rundnorm

） 

が
あ
り
、

49
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そ
の
下
に
憲
法
、
法
律
、
命
令
と
い
う
よ
う
に
法
規
範
の
効
力
は
上
下
関
係
の
階

eeeee

層
を
な
し
て
い
る
。     

法
秩
序
は
全
体
と
し
て
相
互
に
矛
盾
の
な
い
ひ
と
つ
の
体

系
を
な
し
て
い
る
。
徹
底
し
た
法
実
証
主
義
の
純
粋
法
学
は
、
実
定
法
が
ど
の
よ

う
に
規
定
し
て
い
る
か
を
形
式
的
論
理
的
に
考
察
し
、
実
質
と
い
う
法
以
外
の
社

会
学
的
要
素
を
法
概
念
か
ら
い
っ
さ
い
排
除
し
た
。
法
と
法
以
外
の
社
会
学
的
要

素
と
の
峻
別
は
、
両
者
の
混
交
に
よ
っ
て
法
の
装
い
を
し
て
い
る
政
治
的
要
請
を

暴
露
す
る
た
め
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
に
役
立
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
法（
国
家
）

は
、
社
会
学
的
な
搾
取
集
団
の
被
搾
取
集
団
に
対
す
る
、
ま
た
征
服
民
の
被
征
服

民
に
対
す
る
支
配
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
法
以
外
の
社
会
学
的

要
素
に
基
づ
く
も
の
で
、「
断
然
、
拒
否
さ
れ
」
た
。
と
い
う
の
は
、
法（
国
家
）は
、

法
以
外
の
社
会
学
的
要
素
と
か
か
わ
り
な
く
、
支
配
の
道
具
と
し
て
働
く
だ
け
で

な
く
、
そ
の
支
配
を
制
限
す
る
よ
う
に
も
働
く
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
法
実
証
主
義
で
も
、
温
和
な
も
の
か
ら
徹
底
し
た
も
の
ま

で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
海
野
を
か
え
り
み
る
と
、「
正
当
で
あ
る
こ
と
」
と
「
形
式
的
適
法
性
」

と
は
明
ら
か
に
分
離
的
な
い
し
対
立
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、    「
正

当
で
あ
る
こ
と
」
と
「
形
式
的
適
法
性
」
の
関
係
は
、
ド
イ
ツ
の
法
実
証
主
義
の

法
の
形
式
と
実
質
の
区
別
に
対
応
し
た
理
論
構
造
に
あ
る
。
し
か
も
、「
形
式
的
適

法
性
」
は
「
正
当
で
あ
る
こ
と
」
は
な
い
か
ら
、
ま
っ
た
く
法
の
実
質
と
は
か
か

わ
り
な
い
。
こ
う
考
え
る
と
、「
形
式
的
適
法
性
」
は
、
法
と
事
実
を
峻
別
し
た
ケ

ル
ゼ
ン
の
発
想
に
近
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
的
に
考
え
る
と
、
法
は
、

形
式
的
に
は
一
般
的
規
範
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
法
が
帝
国
主
義
的

な
性
質
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
は
関
係
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
帝
国
主
義
的

な
性
質
と
は
、
法
以
外
の
社
会
学
的
要
素
、
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、「
形
式
的
適
法
性
」
は
、
温
和
な
法
実
証
主
義
の
形
式
的
な
意
味

の
法
の
考
え
方
に
近
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
温
和
な
法
実
証
主
義
の
場
合
、

実
質
と
形
式
と
は
、
区
別
さ
れ
つ
つ
も
、
相
互
的
な
関
連
性
に
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
実
質
つ
ま
り
正
当
性
の
か
か
わ
ら
な
い
形
式
的
な
法
と
い
う
も
の
は
、

そ
も
そ
も
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
「
正
当
で
あ
る
こ
と
」
を
意
味

し
な
い
「
形
式
的
適
法
性
」
の
考
え
方
は
、
穏
和
な
法
実
証
主
義
の
実
質
と
形
式

の
区
別
の
考
え
方
と
も
違
う
。

も
し
そ
う
い
え
る
な
ら
、
海
野
の
理
論
構
成
上
、
実
質
に
あ
た
る
「
正
当
で
あ

る
こ
と
」
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
「
形
式
」
の
意
味
内
容
は
何
だ
ろ
う
か
。

3
（ 

）
実
定
法
の
解
釈
問
題
に
つ
い
て

海
野
は
、
韓
国
併
合
が
「
形
式
的
適
法
性
」
を
有
し
て
い
た
と
い
っ
て
い
る
が
、

し
か
し
、
第
二
次
日
韓
協
約
も
「
形
式
的
適
法
性
」
を
有
し
て
い
た
と
い
っ
て
い

る
。と

こ
ろ
で
、
第
二
次
日
韓
協
約
の
「
原
本
」
に
は
韓
国
皇
帝
の
署
名
捺
印
が
な

い
こ
と
が
同
協
約
の
無
効
原
因
に
な
る
と
い
う
主
張
に
反
論
し
て
、
海
野
は
、
日

本
側
が
批
准
を
必
要
と
し
な
い
形
式
の
国
家
間
協
定
の
方
式
を
採
用
し
て
い
た
か

ら
、
批
准
書
が
な
く
て
も
法
的
欠
陥
は
な
く
、
無
効
に
な
ら
な
い
と
い
う
。
同
協

約
の
発
効
の
た
め
に
批
准
書
が
あ
る
か
な
い
か
は
、
た
し
か
に
「
法
手
続
上
」
の

問
題
で
あ
る
か
ら
、
批
准
を
必
要
と
し
な
い
方
式
を
選
ん
だ
こ
と
は
、「
形
式
的
適

54
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法
性
」
に
か
な
う
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
海
野
は
、
第
二
次
日
韓
協
約
の
効
力
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
、
国
の

代
表
者
個
人
に
対
す
る
強
迫
か
国
家
に
対
す
る
強
制
か（
国
際
慣
習
法
上
前
者
な
ら
無

効
、
後
者
な
ら
有
効
）の
問
題
を
検
討
し
た
坂
元
茂
樹
を
引
用
し
て
、
坂
元
は
「
日
本

側
が
韓
国
側
に
加
え
た
強
制
を
個
人
に
対
す
る
強
制
と
断
定
す
る
国
際
法
上
の
基

準
は
不
明
確
で
あ
る
と
し
て
、
無
効
説
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
」
と
紹
介
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
次
日
韓
協
約
の
無
効
を
主
張
し
た
レ
イ
が
「
条
約
の
無

効
原
因
と
し
て
の
強
迫
を
テ
ー
マ
に
し
て
も
い
な
か
っ
た
」
と
そ
の
論
じ
方
を
消

極
的
に
と
ら
え
る
。
し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、
坂
元
も
レ
イ
も
、
同
協
約
を
無

効
と
す
る
強
制
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
、
形
式
的
で
は
な
く
実
質
的
に
論
じ
て
い

る
。そ

う
す
る
と
、
批
准
を
必
要
と
し
な
い
方
式
の
問
題
と
強
制
の
判
断
基
準
の
不

明
確
さ
の
問
題
と
は
、
実
定
法
が
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
か
だ
け
の
解
釈
問

題
で
あ
っ
て
、
国
際
法
の
帝
国
主
義
的
本
質
の
認
識
問
題
と
は
直
接
に
は
関
係
が

な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
実
定
法
の
解
釈
問
題
と
帝
国
主
義
的
性
格
と
い
う
法
の

本
質
の
認
識
問
題
と
は
別
次
元
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
海
野
が
、
帝

国
主
義
的
な
国
際
法
に
照
ら
し
て
第
二
次
日
韓
協
約
と
韓
国
併
合
の
適
法
性
を
判

断
す
る
と
い
う
と
き
、
実
際
に
は
解
釈
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
上

に
法
の
本
質
問
題
を
被
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
混
乱
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

4
（ 

）
挙
証
責
任
に
つ
い
て

坂
元
は
、
海
野
の
傾
向
を
照
ら
し
だ
す
う
え
で
参
考
に
な
る
の
で
、
そ
の
論
文

の
骨
子
を
述
べ
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、

北
朝
鮮
は
、
武
力
に
よ
る
強
制
的
な
条
約
締
結
の
ゆ
え
に
第
二
次
日
韓
協
約

の
無
効
を
主
張
す
る
。
た
し
か
に
、
国
家
代
表
者
に
対
す
る
強
制
が
無
効
で
あ

る
と
の
慣
習
法
規
則
が
当
時
成
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
理
は
無
効
に

な
る
国
家
代
表
者
に
対
す
る
強
制
と
無
効
に
な
ら
な
い
国
家
そ
の
も
の
に
対
す

る
強
制
の
区
別
に
立
ち
な
が
ら
も
、
第
二
次
日
韓
協
約
の
事
例
を
考
え
た
場
合
、

二
つ
の
強
制
の
場
合
の
「
峻
別
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
判
断
基
準
を
国
際
法
が

十
全
に
用
意
し
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
」。
そ
し
て
、
第
二
次
日

マ
マ

韓
協
約
の
締
結
に
よ
っ
て
、
韓
国
民
に
条
約
と
い
う
「
法
的
外
被
を
ま
と
っ
た

『
侵
略
』」
が
行
わ
れ
た
「
事
実
」
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、 

日

本
政
府
は
同
協
約
の
「
有
効
」
な
締
結
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
協
約
の

効
力
問
題
は
、
過
去
の
清
算
と
の
関
係
か
ら
、
日
本
政
府
の
軽
々
に
結
論
を
出

せ
な
い
問
題
で
あ
っ
て
、
無
効
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
韓
国
併
合
条

約
の
無
効
と
違
法
な
植
民
地
支
配
に
対
す
る
賠
償
の
議
論
、
さ
ら
に
は
日
韓
基

本
条
約
と
の
関
係
な
ど
の
問
題
も
で
て
く
る
「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
を
開
け
る
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
」。
理
性
と
現
実
主
義
の
精
神
を
も
っ
て
双
方
が
満
足
行
く
解

決
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
条
約
法
の
領
域
を
越
え
る
。

筆
者
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
は
、
坂
元
が
第
二
次
日
韓
協
約
の
無
効
の
主
張
を
か

な
り
丁
寧
に
検
討
し
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
思
考
の
枠
組
み
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
ひ
と
つ
は
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
が
無
効
を
申
し
立
て
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
二
つ
は
、
無
効
の
申
し
立
て
を
判
断
す
る
国
際
法
の
基
準
が
不
明
確

で
あ
っ
て
、
日
本
政
府
の
有
効
論
は
崩
せ
な
い
と
い
う
結
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

坂
元
は
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
日
本
政
府
の
論
争
を
裁
判
所
の
イ
メ
ー

ジ
の
中
で
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
告
の
申
し
立
て
を
受
け
止
め
、
そ
の

申
し
立
て
の
言
い
分
を
根
拠
付
け
る
国
際
法
の
基
準
が
不
明
確
で
あ
る
か
ら
判
断
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で
き
な
く
、
無
効
の
申
し
立
て
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
民
事
訴
訟
で

は
、
裁
判
所
は
、
事
実
の
存
否
の
判
断
を
で
き
な
い
と
き
で
も
、
真
偽
不
明 （non

liquet

） 

に
よ
っ
て
裁
判
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
証
明
で
き
な
け
れ
ば
、

請
求
に
は
理
由
は
な
い
と
い
っ
て
、
申
立
人
を
敗
訴
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
申

立
人
の
側
に
、
証
明
の
負
担
す
な
わ
ち
立
証
責
任
な
い
し
挙
証
責
任 （burden of

proof; B
ew

eislast

） 

を
、
い
わ
ば
ハ
ン
デ
イ
と
し
て
負
わ
せ
て
お
く
の
で
あ
る
。

こ
の
ハ
ン
デ
イ
は
実
定
法
毎
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け

れ
ば
、
一
般
的
に
は
法
律
効
果
を
主
張
す
る
側
に
課
せ
ら
れ
る
。

で
は
、
条
約
の
無
効
が
提
起
さ
れ
て
い
る
第
二
次
日
韓
協
約
の
事
例
の
場
合
に
、

な
ぜ
、
証
明
の
負
担
は
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
に
あ
っ
て
、
日
本
政
府
に
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
政
府
に
な
い
と
い
う
場
合
は
、
場
面
が
民
事
訴
訟
に
お
い

て
と
同
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
国
際
関
係
に
お
い

て
は
、
対
等
な
存
在
を
前
提
に
、
古
来
の
格
言
「
挙
証
責
任
は
主
張
者
に
存
し
否

定
者
に
存
せ
ず
」
が
生
き
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
自
動
車
損
害
賠
償
法
は
、
証
明
の
負
担
を
申
立
人
た
る
被
害
者
で
は

な
く
、
加
害
者（
第
三
条
）に
負
わ
せ
る
。
医
療
事
故
・
公
害
な
ど
の
訴
訟
で
は
、
当

事
者
間
の
資
料
収
集
能
力
に
著
し
い
差
が
あ
る
か
ら
、
申
立
人
か
ら
そ
の
相
手
方

へ
実
質
的
に
挙
証
責
任
の
転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
弱
者
保
護
の
実
質

的
な
現
れ
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
挙
証
責
任
の
転
換
を
図
る
国
際
法
は
な
い
と
し
て
も
、
挙
証
責

任
の
転
換
を
図
る
考
え
方
が
あ
る
こ
と
は
参
考
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
法
の
一

般
原
則
で
あ
る
衡
平
と
事
物
の
蓋
然
性
と
信
義
則
か
ら
す
れ
ば
、
つ
ね
に
申
立
人

に
挙
証
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
は
言
い
難
い
。
た
と
え
ば
、
レ
イ
が
第
二

次
日
韓
協
約
の
無
効
を
い
っ
た
と
き
に
は
、
い
わ
ば
対
等
な
当
事
者
間
に
お
け
る

強
制
を
問
題
に
し
て
無
効
を
い
っ
た
が
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
が
い
う
と

き
に
は
、
そ
の
立
場
は
、
第
二
次
日
韓
協
約
の
締
結
時
に
枠
外
に
置
か
れ
て
い
た

朝
鮮
民
族
の
そ
れ
に
属
す
る
。
そ
う
し
た
側
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
抵
抗
し
、
民
族
解

放
闘
争
を
実
践
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
実
践
に
大
い
に
味
方
す
る
の
が
国
連

憲
章（
一
九
四
五
）、
植
民
地
独
立
付
与
宣
言（
一
九
六
○
）、
そ
し
て
市
民
的
及
び
政

治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約（
一
九
六
六
）で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
民
族
自

決
権
の
尊
重
を
謳
い
、「
近
代
の
植
民
地
支
配
の
克
服
な
し
に
は
、
人
間
の
生
活
や

権
利
の
真
の
尊
重
は
あ
り
え
な
い
」
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、  

こ
の

精
神
か
ら
し
て
、
民
族
の
独
立
を
主
張
し
続
け
植
民
地
支
配
を
脱
し
た
側
の
言
い

分
に
一
層
の
負
担
を
課
す
の
は
、
衡
平
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
酷
と
い
う
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
か
ら
、
挙
証
責
任
を
申
立
人
た
る
朝
鮮
民
主
主
義
人

民
共
和
国
に
課
す
と
す
れ
ば
、
い
ま
な
お
帝
国
主
義
的
な
性
格
の
国
際
法
が
生
き

て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

た
し
か
に
、
自
決
権
行
使
の
た
め
の
民
族
解
放
戦
争
が
、
植
民
地
国
家
と
自
決

権
行
使
主
体
の
人
民
と
の
二
つ
の
国
際
法
主
体
間
の
闘
争
と
い
う
国
際
的
性
質
を

も
つ
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
○
年
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
第
二
十
五
回
国
連
総
会
は
、「
植
民
地
主
義
は
国
連
憲
章
、
植
民
地
独
立

付
与
宣
言
お
よ
び
国
際
法
に
違
反
す
る
犯
罪
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
植
民
地

人
民
は
植
民
国
家
の
抑
圧
に
対
し
て
『
自
己
の
と
り
う
る
あ
ら
ゆ
る
必
要
な
手
段

に
よ
っ
て
』
闘
争
す
る
権
利
を
再
確
認
し
た
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
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九
七
○
年
代
以
降
世
界
の
歴
史
は
植
民
地
支
配
を
犯
罪
と
い
う
ほ
ど
に
大
き
く
転

換
し
て
い
る
か
ら
、
今
日
で
も
帝
国
主
義
的
な
国
際
法
の
有
効
性
が
か
っ
て
と
同

じ
よ
う
に
機
能
す
る
と
い
う
主
張
を
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
だ
か
ら
、
歴

史
上
の
出
来
事
の
法
的
再
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
事
情
の
変
化
に
し
た
が
っ
て
、

挙
証
責
任
の
転
換
が
図
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
日
本
が
証

明
の
負
担
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
、
海
野
が
、
次
の
よ
う
に
い
う
と
き
に
は
、
坂
元
と
同
じ
く
、
挙

証
責
任
を
申
立
人
に
課
す
る
前
提
の
上
で
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

 

第
二
次
日
韓
協
約
の
「
無
効
論
は
、
法
律
的
に
も
歴
史
学
的
に
も
無
効
を
立

証
す
る
に
は
、
な
お
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
無
効
論
は
日
本
の
歴
史

学
界
に
は
な
じ
ん
で
い
な
い
。『
第
二
次
日
韓
協
約
』
も
『
韓
国
併
合
条
約
』
も

と
も
に
国
際
的
に
承
認
さ
れ
、
日
本
は
韓
国
を
保
護
国
と
し
、
つ
い
で
植
民
地

と
し
て
支
配
し
た
、
と
す
る
の
が
一
般
的
な
見
方
だ
ろ
う
。」

た
し
か
に
、
無
効
論
の
中
に
は
、
実
際
単
純
な
誤
解
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

問
題
は
、
そ
う
し
た
誤
解
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
な

ぜ
挙
証
責
任
が
申
し
立
て
の
側
に
課
さ
れ
る
か
に
あ
る
。

5
（ 

）
法
の
欠
缺
と
解
釈
に
つ
い
て

第
二
次
日
韓
協
約
の
強
制
調
印
が
国
の
代
表
者
個
人
に
対
す
る
強
迫
に
よ
っ
て

行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
の
判
断
に
際
し
、
国
際
法
上
の
基
準
は
不
明
確
で
あ
る
と

い
う
こ
と
の
中
に
は
、
挙
証
責
任
の
問
題
と
は
別
に
、
判
断
基
準
が
不
明
確
だ
と

い
う
問
題
も
潜
ん
で
い
る
と
思
う
。
事
柄
を
証
明
で
き
る
か
で
き
な
い
か
は
、
事

実
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
挙
証
責
任
の
法
理
が
機
能
す
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
判
断
基
準
の
不
明
確
さ
は
、
法
規
範
の
構
造
理
解
の
問
題
で
あ
っ
て
、
証
明

問
題
と
は
関
係
が
な
い
。
筆
者
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
二
つ
の
問
題
を
区
別
し
た

い
。法

規
範
の
構
造
理
解
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
の
テ
ー
マ
に
は
従
来
理
論
的
な
争

い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
は
実
定
法
に
は
法
の
欠
缺 （L

ücken

） 

が

あ
る
と
い
い
、「
法
体
系
の
完
結
性
の
ド
グ
マ
」
に
反
対
す
る
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
は

「
法
律
の
欠
缺
は
理
論
的
に
は
存
在
し
な
い
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、  

法
理
論
と

し
て
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
主
張
を
認
め
つ
つ
、
実
際
問
題
と
し
て
は
法
の
欠
缺
を
認
め

る
中
間
説
も
あ
る
。
日
本
で
も
同
様
の
状
況
に
あ
る
。

た
し
か
に
、
穏
和
な
法
実
証
主
義
と
徹
底
し
た
法
実
証
主
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

法
の
欠
缺
の
問
題
に
関
し
て
理
論
上
異
な
っ
た
認
識
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ど

ち
ら
も
「
欠
缺
の
充
足
と
解
釈
の
相
互
補
完
」
を
肯
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、 

ど

ち
ら
も
、
判
断
基
準
が
不
明
確
だ
か
ら
判
断
で
き
な
い
あ
る
い
は
立
証
は
不
十
分

だ
と
は
い
わ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
条
約
の
締
結
に
関
す
る
強
制
が
個
人
に
対

す
る
強
迫
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
強
迫
を
め
ぐ
る
国
内
法
の
規
定
や
法
の
一
般

原
則
の
徹
底
し
た
解
釈
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
徹

底
し
た
解
釈
を
展
開
し
な
い
で
手
前
に
立
ち
止
ま
る
坂
元
と
海
野
の
判
断
基
準
の

不
明
確
さ
の
主
張
は
、
朝
鮮
民
主
主
義
共
和
国
の
無
効
論
に
対
し
て
十
分
理
由
の

あ
る
も
の
で
は
な
い
。

6
（ 
）
国
際
法
適
用
に
お
け
る
日
本
の
特
殊
性
に
つ
い
て

海
野
の
「
国
際
法
・
国
際
慣
習
に
照
ら
し
て
、
適
法
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な

い
」
と
い
う
主
張
に
は
、
欧
米
と
日
本
と
は
帝
国
主
義
的
あ
り
方
に
お
い
て
同
じ
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憲法学の課題としての国家論と侵略の問題

で
あ
っ
た
と
い
う
含
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
欧
米
の
帝
国
主
義
的
な
判
断

に
し
た
が
っ
た
と
し
て
も
、
な
お
違
い
が
あ
る
と
い
う
指
摘
は
無
視
で
き
な
い
。

と
い
う
の
は
、
荒
井
信
一
は
、
す
で
に
述
べ
た
穏
和
な
法
実
証
主
義
の
立
場
と
同

じ
よ
う
に
、
条
約
の
形
式
と
内
容
と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
い

う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

 

フ
ラ
ン
ス
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
保
護
国
化
の
バ
ル
ド
条
約
が
批
准
を
明
記
し
た

の
は
、「
保
護
条
約
の
内
容
に
応
じ
た
当
時
の
国
際
法
上
の
慣
行
と
手
続
き
に

従
っ
た
」
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
内
容
上
同
じ
保
護
条
約
で
あ
り
な
が
ら
、
日
韓

協
約
は
、
明
示
的
な
批
准
の
条
項
を
欠
き
、「
正
式
条
約
の
体
裁
」
を
と
ら
な
い

の
は
奇
異
で
あ
る
。
帝
国
主
義
的
な
国
際
法
秩
序
の
「
外
皮
で
す
ら
ほ
と
ん
ど

か
な
ぐ
り
捨
て
た
と
形
容
し
て
も
誇
張
と
は
い
え
な
い
」。

さ
ら
に
、
か
り
に
当
時
の
国
際
法
は
帝
国
主
義
的
な
国
家
間
で
通
用
し
、
一
般

的
に
日
本
も
そ
れ
を
適
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
な
お
日
本
の
適
用
の
暴

力
性
の
特
殊
性
は
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
考
え
方
と
し
て
、
一

方
で
は
、
日
本
は
、
一
国
を
保
護
国
化
す
る
の
に
大
臣
ら
に
よ
る
「
平
日
の
職
権
」

で
調
印
し
た
「
同
文
通
牒
の
形
式
」（
簡
略
形
式
に
よ
る
条
約
）を
と
っ
て
、
批
准
書
交

換
を
伴
わ
な
い
条
約
の
「
形
式
」
を
備
え
た
の
で
あ
り
、「
形
式
的
適
法
性
」
が
あ

る
。
も
う
一
方
に
は
、
十
年
前
に
は
日
本
軍
の
朝
鮮
王
宮
の
占
領
と
三
浦
梧
楼
公

使
に
よ
る
王
妃
殺
害
の
事
実
が
あ
っ
た
、
今
回
の
第
二
次
日
韓
協
約
の
締
結
に
際

し
て
は
、
朝
鮮
王
宮
前
で
日
本
軍
は
演
習
し
市
中
巡
回
し
て
威
圧
し
た
、
し
か
も
、

特
派
大
使
に
す
ぎ
な
い
伊
藤
博
文
は
朝
鮮
皇
帝
と
そ
の
大
臣
に
対
し
て
強
迫
的
言

動
を
弄
し
た
、
そ
う
し
た
事
実
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、「
形
式
的
適
法
性
」
と
、

身
体
へ
の
不
安
を
呼
び
起
こ
す
軍
隊
の
行
動
や
強
迫
的
言
動
の
事
実
と
の
比
較
衡

量
は
不
可
欠
に
思
う
。
そ
れ
な
の
に
、「
形
式
的
適
法
性
」
に
よ
る
協
約
締
結
の
有

効
性
に
重
い
評
価
が
与
え
ら
れ
、
行
動
の
暴
力
性
に
著
し
く
軽
い
評
価
が
加
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
ら
、
こ
の
判
断
基
準
は
何
か
が
問
わ
れ
る
。

四

以
上
、
海
野
の
問
題
提
起
を
参
考
と
し
て
、
六
点
に
わ
た
っ
て
第
二
次
日

韓
協
約
や
韓
国
併
合
の
合
法
性
の
根
拠
付
け
を
探
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
主
張
に
は

い
く
つ
も
の
あ
い
ま
い
さ
と
矛
盾
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
な
お
そ

れ
を
争
い
う
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

結
び
に
か
え
て

一

第
二
次
日
韓
協
約
や
韓
国
併
合
の
無
効
論
を
外
側
か
ら（
つ
ま
り
日
本
の
植

民
地
支
配
の
立
場
か
ら
）批
判
す
る
の
は
、
学
問
の
方
法
論
と
し
て
は
成
り
立
つ
が
、

そ
れ
に
は
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
に
植
民
地
支
配
の
正
当
性
が
問
わ
れ
て

い
る
の
に
、
そ
の
正
当
性
を
論
証
す
る
の
は
、
問
う
側
を
は
な
は
だ
し
く
傷
つ
け

る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
つ
ま
り
、
正
当
性
の
問
い
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
論

争
的
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
当
性
の
争
い
を
め
ぐ
っ
て
中

立
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
無
効
論
に
対
す
る
批
判
の
論
拠
が
十
分
で
な
け
れ
ば
、

そ
れ
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
無
効
を
主
張
し
て
い
る
か

を
そ
の
内
側
か
ら（
つ
ま
り
日
本
の
植
民
地
支
配
に
抵
抗
し
た
立
場
か
ら
）理
解
す
る
努
力

も
大
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
内
側
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
視
点
に
あ
っ
て
は
、
植
民
地
支
配
が
、
元

国
家
の
元
国
民
に
と
っ
て
内
面
的
に
支
持
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
最
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)

70

( 
)
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大
の
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、
当
然
な
が
ら
、
植
民
地
支
配
の
実
態（
そ
の
発

端
を
含
む
）に
即
し
て
提
起
さ
れ
る
か
ら
、
今
後
植
民
地
支
配
の
実
態
の
解
明
が
課

題
で
は
な
い
か
と
思
う
。

二

植
民
地
支
配
の
実
態
の
解
明
作
業
は
、
諸
学
問
の
協
同
な
く
し
て
は
実
現

不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
つ
つ
、
筆
者
は
、
固
定
し
た
国
家
論
の

思
考
の
枠
を
取
り
払
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
に
即
し
た
国
家
論
の
再
構
築
を
試

み
、
あ
え
て
過
渡
期
の
国
家
論
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
、
植
民
地
支
配
の
課
題
を

扱
え
る
道
を
開
く
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
専
門
領
域
で
同
じ
よ
う

な
試
み
が
な
さ
れ
る
の
を
期
待
し
た
い
。

そ
し
て
、
日
本
の
植
民
地
支
配
の
全
貌
解
明
の
た
め
に
、
国
際
的
な
学
問
的
場

が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
、
日
本
と
大
韓
民
国
・
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
学
者

に
呼
び
か
け
た
い
。

注

1
（ 

）
一
九
九
四
年
突
然
召
天
さ
れ
た
金
宗
秀（
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ス
）大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会

釜
山
鎮
教
会
長
老
を
深
く
心
に
と
め
本
稿
を
合
わ
せ
て
記
念
と
し
た
い
。

2
（ 

）
真
崎
光
晴
『
日
韓
交
渉—

—

そ
の
経
緯
と
問
題
点—

—

』
国
際
問
題
シ
リ
ー
ズ
第
二

七
号
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所（
一
九
六
二
）、
九—

一
○
頁
。

3
（
　
）
全
国
憲
法
研
究
会
は
声
明（
法
律
時
報
第
三
八
巻
一
号（
一
九
六
六
）、
九
二
頁
）を
出

し
た
。

4
（ 

）

載

 

（P
ae, Jae-S

hick

）・
白
忠
鉉 

（P
aik, C

hoong-H
yun

）・
李
相
冕 

（R
hee,

S
ang-M

yon

） （
祖
父
江
潤
訳
）「
韓
日
間
の
法
的
諸
問
題—

—

一
九
六
五
年
諸
条
約
の

施
行
上
の
問
題
点
」
ソ
ウ
ル
大
学
校
『
法
学
』
三
五
巻
二
号（
一
九
九
四
・
一
○
）一—

四
四
頁
。

5
（ 

）
な
お
、
こ
の
一
九
二
○
年
の
事
件
を
研
究
し
た
朴
孝
生
「
間

岩
洞（
セ
ン
ノ
ル
バ
ウ

イ
）村
の
虐
殺
事
件

も
う
ひ
と
つ
の
『
堤
岩
里（
チ
ェ
ア
ム
リ
）事
件
』」
福
音
と
世
界

一
九
九
三
年
十
一
月
号
五
三
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、『
朝
鮮
統
治
史
料
』
第
二
巻
二

七
○—

二
七
三
頁
に
詳
し
い
資
料
が
で
て
い
る
。
朴
慶
植（
パ
ク
・
キ
ョ
ン
シ
ク
）『
日

本
帝
国
主
義
の
朝
鮮
支
配
』
上
、
青
木
書
店（
一
九
七
三
）一
三
七
頁
以
下
参
照
。

6
（ 

）
第
四
一
回
日
本
基
督
教
会
大
会
記
録（
一
九
九
一
）一
五
九
頁
。

7
（ 

）
閔
庚
培（
ミ
ン
・
キ
ュ
ン
バ
エ
）『
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
史
』（
澤
正
彦
訳
）
日
本
基
督
教

団
出
版
局（
一
九
七
四
）一
四
三
頁
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柳
東
植（
リ
ュ
ウ
・
ト
ン
シ
ク
）『
韓
国
の
宗
教
と

キ
リ
ス
ト
教
』（
金
忠
一
訳
）
洋
々
社（
一
九
七
五
）一
三
一
頁
。

8
（ 

）
第
三
説
に
当
た
る
憲
法
の
教
科
書
が
、
憲
法
と
は
な
に
か
を
肯
定
的
に
論
じ
る
こ
と

は
当
然
と
し
て
も
、
そ
の
教
科
書
が
国
家
と
は
な
に
か
を
扱
わ
な
い
理
由
を
述
べ
て
い

な
い
の
に
そ
の
理
由
を
探
る
こ
と
は
難
し
い
。

9
（ 

）
主
要
な
個
所
は
、
美
濃
部
達
吉
『
日
本
憲
法
』
有
斐
閣（
一
九
二
一
／
一
九
二
四
）、

一
四—

一
五
、
二
一
、
三
五
、
四
六—

四
七
、
五
○
、
一
七
四
、
一
八
○
頁
参
照
。

10
（ 

）
美
濃
部
、
前
掲
、
六
九
頁
。

11
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）
主
要
な
個
所
は
、
美
濃
部
、
前
掲
、
六
九
、
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○
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一
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二
、
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四
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一
四
六
、
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七
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七
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、
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二
一
六
、
二
三
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四
、
二
五
五
、
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六
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二
六
七
頁
。

12
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）
宮
沢
俊
義
『
憲
法
』
有
斐
閣（
一
九
六
二
）一—

四
頁
。

13
（ 

）
な
お
、
戦
前
の
宮
沢
『
憲
法
略
説
』
岩
波
書
店（
一
九
四
二
）は
、
国
家
の
三
要
素
に

言
及
し
て
い
な
い
。

14
（ 

）
宮
沢
『
憲
法
』
五
頁
。

15
（ 

）
宮
沢
、
前
掲
。

16
（ 

）
杉
原
泰
雄
『
憲
法
』
有
斐
閣（
一
九
八
七
）七
九
頁
。

17
（ 

）
杉
原
、
前
掲
、
六
八
頁
。
そ
し
て
、「
憲
法
解
釈
論
上
、
国
家
に
つ
き
い
ず
れ
か
の
法

概
念
を
当
然
に
措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
憲
法
解
釈
論
に
お
い
て

は
、
基
本
的
に
は
、
憲
法
の
立
場
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
解
釈
者
の
立
場
に
適
合
的
な
国
家

の
法
概
念
を
規
定
す
れ
ば
足
り
る
」（
同
、
六
八—

六
九
頁
）。

18
（ 
）
杉
原
、
前
掲
、
八
○
頁
。

19
（ 

）
吉
田
善
明
『
日
本
国
憲
法
論
新
版
』
三
省
堂（
一
九
九
五
）四
八
二—

四
八
六
頁
参

照
。

20
（ 

）
杉
原
、
前
掲
、
七
三
頁
と
吉
田
、
前
掲
、
四
八
四
頁
。
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憲法学の課題としての国家論と侵略の問題

21
（ 
）

K
elsen, H

ans, A
llgem

eine S
taatslehre, 1925, S

. 96, 146 und 160.

ケ
ル
ゼ
ン

『
一
般
国
家
学
』
岩
波
書
店（
一
九
三
六
／
一
九
七
一
）一
五
八—

一
五
九
、
二
四
三
、

二
六
七
頁
。

22
（ 

）

A
 a.O

., S
. 161. 

ケ
ル
ゼ
ン
、
前
掲
、
二
六
九
頁
。

23
（ 

）
波
多
野
里
望
「
国
家
承
認
」『
国
際
関
係
法
辞
典
』
三
省
堂（
一
九
九
五
）三
四
二
頁
。

24
（ 

）
山
本
草
二
『
国
際
法（
新
版
）』
有
斐
閣（
一
九
九
四
）一
三
六
頁
以
下
。

25
（ 

）
波
多
野
里
望
『
国
際
法
講
義
﹇
新
版
﹈』
有
斐
閣（
一
九
九
三
）九
一
頁
。

26
（ 

）
以
下
主
に
、
姜
萬
吉（
カ
ン
・
マ
ン
ギ
ル
）『
韓
国
現
代
史
』
高
崎
宗
司
訳
、
高
麗
書

林（
一
九
八
五
）四
三—

八
九
頁
参
照
。
な
お
、
楠
原
利
治
「
近
代
に
お
け
る
民
族
解
放

闘
争
」
朝
鮮
史
研
究
会
・
旗
田
魏
編
『
朝
鮮
史
入
門
』
太
平
出
版
社（
一
九
七
三
） 

三

一
五
頁
以
下
参
照
。

27
（ 

）
楠
原
、
前
掲
、
三
三
一
頁
。

28
（ 

）
独
立
軍
は
日
本
軍
と
遭
遇
し
て
、
そ
の
連
隊
長
を
含
む
千
二
百
名
を
射
殺
し
、
自
ら

は
六
十
名
の
戦
死
者
を
出
し
た
。
こ
れ
が
一
九
二
○
年
十
月
の
青
山
里（
チ
ョ
ン
サ
ル

リ
）の
勝
利
。

29
（ 

）
ソ
ン
・
ウ
ー
『
韓
国
憲
法
改
正
史
』
集
文
堂（
一
九
八
○
）六
六—

六
七
頁（
日
本
語
訳

は
崔
龍
基（
チ
ェ
・
ヨ
ン
キ
）氏
に
よ
る
）。

30
（ 

）
崔
龍
基
〈
大
韓
民
国
憲
法
、
解
説
〉
樋
口
陽
一
・
吉
田
善
明
編
『
解
説 

世
界
憲
法
集

第
三
版
』
三
省
堂（
一
九
九
四
）二
九
○
頁
参
照
。

31
（ 

）
金
哲
洙
『
大
韓
民
国
憲
法
』
一
橋
大
学
冬
期
講
義
資
料
集（
一
九
九
五
）三
七
頁
。

32
（ 

）　
金
、
前
掲
、
四
五
頁
。

33
（
　
）

legitim
acy 

の
訳
語
と
し
て
、「
正
統
性
」
を
当
て
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
、「
正
当

性
」
を
当
て
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
、
ど
ち
ら
で
も
同
じ
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
訳
語
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
日
本
に
固
有
で
あ
る
。
英
語
で
も
ド
イ
ツ
語

（L
egitim

ität

） 

で
も
、
日
本
の
よ
う
な
争
い
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
の

légitim
ité 

の
発
明
者
は T

alleyrand 

だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
は
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
後
の
王
朝
の
復
古
を
合
法
性
に
対
し
て
弁
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
併
合

や
革
命
に
よ
っ
て
も
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
支
配
の
要
求
権
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
そ

の
後
の
革
命
に
よ
っ
て
、
憲
法
上
、
王
朝
の legitim

acy 

と
議
会
の
民
主
的 legiti-

m
acy 

と
の
結
合
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
様
子
が
変
わ
っ
た
。
さ
ら
に
、
イ
タ

リ
ー
や
ド
イ
ツ
で
は
、
国
民
国
家
的
一
体
性
の legitim

acy 

の
理
念
が
王
朝
の legiti-

m
acy 

に
対
立
し
、
結
局
、
王
朝
の leigitim

acy 

は
敗
れ
た 

（Q
uaritsch, H

elm
ut,

L
egitim

ität, in: E
vangelisches S

taatslexikon, 3. neu bearbeitete A
ufl

., 1987, S
.

1990; [L
egitim

ität], in: D
er neue B

rockhaus, 1985, B
d. 3, S

. 355; [L
egalität], in:

D
ie R

eligion in G
eschichte und G

egenw
art, 3. A

ufl
age, 1986, B

d. 4, 264

）。
以

上
の
よ
う
な
経
過
を
考
え
る
と
、
王
朝
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
血
の
継
承
に
力
点
が
あ

M

る
か
ら
、leigitim

acy 

の
訳
語
と
し
て
「
正
統
性
」
が
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
た
、 

・
ウ

エ
ー
バ
ー （W

eber, M
ax, W

irtschaft und G
esellschaft, 5. A

ufl
age, 1972, S

. 16f

）

が
「
正
当
な
秩
序
」
を
も
と
に
し
て
支
配
の
類
型
化
を
図
っ
た
こ
と
を
参
考
に
す
る

と
、
王
朝
の
支
配
は
、
伝
統
的
な
も
の
へ
の
信
頼
に
よ
る
支
配（
伝
統
的
な
支
配
）で
あ

る
の
で
、「
正
統
性
」が L

egitim
ität 

に
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
も
、
合
理
的
な
合
法
性

へ
の
信
頼
に
よ
る
支
配（
合
法
的
な
支
配
）や
カ
リ
ス
マ
的
な
も
の
へ
の
信
頼
に
よ
る
支

配（
カ
リ
ス
マ
的
な
支
配
）で
は
、
支
配
に
服
従
す
る
根
拠
を
述
べ
る L

egitim
ität 

に
か

か
わ
っ
て
、
歴
史
的
血
の
継
承
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
法
や
カ
リ

ス
マ
が
問
題
に
な
り
、
そ
れ
ら
に
合
致
し
て
い
る
あ
る
い
は
か
な
っ
て
い
る
こ
と
が
重

要
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
支
配
を
も
っ
と
も
で
あ
る
、
当
た
っ
て
い
る
、
適
切
で

あ
る
、
正
し
い
、
と
受
け
止
め
る
か
ら
、「
正
統
性
」
よ
り
も
「
正
当
性
」
の
方
が
よ

い
。
そ
の
た
め
に
、legitim

acy
/

L
egitim

ität 

の
訳
語
と
し
て
は
、「
正
統
性
」
よ
り

も
幅
広
い
意
味
内
容
を
表
す
「
正
当
性
」
の
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

34
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L
ew

is and S
hort, A

 latin dictionary, O
xford （1879

/1966

）, p.1046 –1047.

35
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）

W
eber, a. a. O

., S
. 16f. und 19.

36
（ 
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A
.a.O

., S
. 19f.

37
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）
な
お
、
合
法
性
と
正
当
性
の
哲
学
的
な
位
置
づ
け
は
問
い
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

カ
ン
ト 

（K
ant, M

etaphysik der S
itten, 1798, Im

m
anuel K

ant W
erke in zehn

B
änden, hrsg. von W

ilhelm
 W

eischedel, B
and 7, S

chriften zur E
thik und

R
eligionsphilosophie, Z

w
eiter T

eil, 1968, S
.324. 

カ
ン
ト
『
人
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の
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而
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学
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吉
澤
傳
三
郎
・
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田
幸
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訳
、
カ
ン
ト
全
集
第
十
一
巻
、
理
想
社（
一
九
六
九
）四
○

頁
）は
、
合
法
性 

（L
egalität

） 

に
対
す
る
も
の
を
道
徳
性 

（M
oralität

） 

と
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

38
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）

O
tto K

irchheim
er 

の
言
葉
。S

chm
itt, C

., L
egalität und L

egitim
ität （1932

）, in:
V

erfassungsrechtliche A
ufsätze （1958

）, S. 269. C
. 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
合
法
性
と
正

当
性
』
未
来
社（
一
九
八
三
）一
六
頁
参
照
。
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39
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W
eber, a.a.O
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「
今
日
最
も
知
ら
れ
た
正
当
性
の
形
態
は
、『
合
法
性
』
の
信

念
で
あ
る
。」

40
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W
eber, M
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ie drei T

ypen der legitim
en H

errschaft, eine soziologische

S
tudie, P

reußishe Jahrbücher, B
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L
X

X
X

V
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eft 1 

（1922

）, S
.1ff.  

マ
ッ
ク

I
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・
ウ
ェ
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の
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学
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世
良
晃
志
郎
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創
文
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九
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二
頁
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41
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小
林
直
樹
『
法
・
道
徳
・
抵
抗
権
』
日
本
評
論
社（
一
九
八
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頁
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法

性
と
正
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性
は
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し
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激
し
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軋
み
あ
う
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と
い
う
。

42
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S
chm

itt, a. a. O
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シ
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ミ
ッ
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前
掲
、
一
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頁
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43
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シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
有
名
な
合
法
性
と
正
当
性
の
対
立
の
問
題
提
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は
、
た
し
か
に
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議

会
制
度
の
立
法
国
家
の
合
法
性
を
批
判
し
て
、
司
法
・
統
治
・
行
政
国
家
の
「
決
断
す

る
政
治
的
意
思
」の
正
当
性
を
対
立
的
に
述
べ
る
。
し
か
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
正
当
性

と
合
法
性
の
関
係
の
理
論
的
枠
組
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け

で
な
い
の
で
、
本
文
で
は
独
自
な
正
当
性
と
合
法
性
の
関
係
の
論
述
と
し
て
扱
わ
な

か
っ
た （S

chm
itt, a.a.O

., S
.263 –274.C

. 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
前
掲
、
五—

二
三
頁
参

照
）。

44
（ 

）
こ
の
正
当
性
の
信
念
は
、
三
・
一
運
動
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
朝
鮮
民
族
の
歴
史
的

文
化
的
思
想
的
に
蓄
積
さ
れ
た
自
然
法
と
し
て
、
人
々
の
内
面
に
凝
集
さ
れ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

45
（ 

）
海
野
「
一
九
○
五
年
日
韓
協
約
無
効
論
に
つ
い
て

条
約
の
形
式
か
ら
み
た
」
季
刊

青
丘
、
一
九
九
三
年
秋
第
一
七
号
、
同
「『
韓
国
併
合
条
約
』
無
効
論
を
め
ぐ
っ
て
」

季
刊
戦
争
責
任
研
究
第
一
二
号（
一
九
九
六
年
夏
季
号
）二
九
頁
。

46
（ 

）
な
お
、
海
野
「『
韓
国
併
合
条
約
』
無
効
論
を
め
ぐ
っ
て
」
二
五
頁
は
、
白
忠
鉉

「
韓
日
併
合
の
国
際
法
的
評
価
」
コ
リ
ア
・
フ
ォ
ー
カ
ス
一
九
九
五
、vol. 3

、N
o.6

、

七
八
頁
以
下
に
依
拠
し
な
が
ら
、
合
法
性
と
実
効
性
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
独
立
に
論
ず
べ
き
重
要
な
テ
ー
マ
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
本
稿
は
扱
わ
な
い
。

47
（
　
）
辻
弘
範
〔
書
評
〕「
海
野
福
寿
編
『
日
韓
協
約
と
韓
国
併
合—

—

朝
鮮
植
民
地
支
配
の

合
法
性
を
問
う—

—

』（
明
石
書
店
、
一
九
九
五
年
）」
季
刊
戦
争
責
任
研
究
第
一
二
号

（
一
九
九
六
年
夏
季
号
）七
五
頁
。

48
（ 

）
山
内
進
「
明
治
国
家
に
お
け
る
『
文
明
』
と
国
際
法
」
一
橋
論
叢
第
一
一
五
巻
第
一

号（
一
九
九
六
）一
月
号
一
九
頁
以
下
参
照
。

49
（ 

）

K
elsen, a. a. O

., S
. 25. 

ケ
ル
ゼ
ン
、
前
掲
、
四
二
頁
。

50
（ 

）

M
eyer

=
A

nschütz, L
ehrbuch des deutschen S

taatsrechts, 1919, S
. 637–643

und 672.

51
（ 

）

 M
eyer

=
A

nschütz, a. a. O
., S

. 644.

52
（ 

）

 A
. a. O

., S
. 647.

53
（ 

）

K
elsen, a. a. O

., S
. 25f.

ケ
ル
ゼ
ン
、
前
掲
、
四
二—

四
四
頁
。

54
（ 

）

K
elsen, a. a. O

., S
. 231f und 235. 

ケ
ル
ゼ
ン
、
前
掲
、
三
八
五
ー
三
八
六
、
三
九

二
頁
。

55
（ 

）
海
野
「
研
究
の
現
状
と
問
題
点
」
海
野
福
寿
編
『
日
韓
協
約
と
韓
国
併
合
』
明
石
書

店（
一
九
九
五
）一
七
頁
。

56
（ 

）
海
野
「『
韓
国
併
合
条
約
』
無
効
論
を
め
ぐ
っ
て
」、
二
六
頁
。

57
（ 

）
坂
元
茂
樹
「
日
韓
保
護
条
約
の
効
力
」
関
西
大
学
法
学
論
集
第
四
四
巻
第
四
・
五
号

（
一
九
九
五
）三
一
三
頁
以
下
。

58
（ 

）
フ
ラ
ン
シ
ス
・
レ
イ
「『
韓
国
の
国
際
状
況
』—

—

国
際
法
か
ら
み
た
韓
国
保
護
条
約

無
効
論—

—

」
海
野
福
寿
解
説
、
日
本
の
戦
争
責
任
資
料
セ
ン
タ
ー
訳
、
季
刊
戦
争
責

任
研
究
第
二
号（
一
九
九
三
年
冬
期
号
）八
○
頁
以
下
。

59
（ 

）
坂
元
、
前
掲
、
三
一
七
、
三
四
二
、
三
四
三
ー
三
四
五
、
三
四
五
ー
三
四
六
頁
。

60
（ 

）
例
え
ば
、
東
大
ル
ン
バ
ー
ル
事
件
最
高
裁
判
決
一
九
七
五
年
十
月
二
四
日
民
集
二
九

巻
九
号
一
四
一
九—

一
四
二
○
頁
。

61
（ 

）
高
野
雄
一
『
教
養
国
際
法
／
明
日
の
国
際
社
会
と
日
本
』
東
京
大
学
出
版
会（
一
九
八

三
）六
三
頁
。

62
（ 

）
宮
崎
繁
樹
『
新
訂
・
国
際
法
』
日
本
評
論
社（
一
九
七
七
）七
三
頁
。
な
お
、
高
野
、

前
掲
、
三
三
八
頁
以
下
参
照
。

63
（ 

）

Jellinek, G
eorg, A

llgem
eine S

taatslehre, S
. 353, 356, 358 und 378. 

イ
エ
リ
ネ
ッ

ク  『
一
般
国
家
学
』
二
八
七
、
二
八
九
、
二
九
○
、
三
○
二
頁
。

64
（ 

）

K
elsen, H

ans, R
eine R

echtslehre, 1934, S
. 104. 

ケ
ル
ゼ
ン
『
純
粋
法
学
』
横
田

喜
三
郎
訳
、
岩
波
書
店（
一
九
三
五
）一
六
三
頁
。
な
お
、
概
念
法
学
の
主
張
は
法
の
無

欠
缺
性 （L

ückenlosigkeit des G
esetzes

） 

と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

65
（ 

）

E
vers, H

ans-U
lrich, ﹇R

echtsanw
endung

﹈, in: E
vangelisches S

taatslexikon, B
d.

2, 3. neu bearbeitete A
ufl

age, 1987, S
.2714.

66
（ 

）
自
由
法
論
の
立
場
か
ら
概
念
法
学
を
批
判
し
て
、
法
の
欠
缺
の
意
義
を
詳
し
く
論
じ



121

憲法学の課題としての国家論と侵略の問題

て
い
る
の
は
、
尾
高
朝
雄
『
国
家
構
造
論
』
岩
波
書
店（
一
九
三
六
）五
二
一—

五
二
四

頁
、
同
『
法
哲
学
』
学
生
社（
一
九
五
三
）一
○
三—

一
○
五
頁
、
井
上
茂
〔
概
念
法

学
、
自
由
法
論
〕
尾
高
朝
雄
編
『
法
学
概
論
』
青
林
書
院（
一
九
五
四
）二
二
一
、 

二
二

二—
二
二
三
、
二
二
五
頁
。
と
こ
ろ
が
、
井
上
『
法
規
範
の
分
析
』
有
斐
閣（
一
九
六

八
）二
六
○
頁
以
下
、
三
四
二
頁
以
下
、
三
五
八
頁
以
下
は
、
か
っ
て
批
判
し
た
概
念

法
学
の
立
場
に
立
っ
て
、
伝
統
的
な
考
え
方
が
法
の
欠
缺
と
理
解
す
る
も
の
は
法
の
病

理
と
し
て
の
と
ら
え
方
だ
と
い
い
、
欠
缺
と
み
ら
れ
る
も
の
は
法
の
「
ひ
ら
か
れ
た
構

造
」
に
属
す
る
事
態
で
あ
っ
て
そ
れ
を
生
理
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
い
う
。
次

に
、
実
定
法
学
で
は
、
美
濃
部
達
吉
『
行
政
法
撮
要
』
上
巻
、
改
訂
第
四
版
有
斐
閣

（
一
九
三
三
）八
○—

八
一
頁
、
田
中
二
郎
『
新
版
行
政
法
』
上
全
訂
第
二
版
五
六
頁
、

兼
子
仁
『
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
行
政
法
』
二
九
、
四
一
頁
は
、
理
法
な
い
し
条
理
を
も
っ
て

法
の
欠
缺
を
満
た
そ
う
と
し
、
伊
藤
正
巳
・
加
藤
一
郎
編
『
現
代
法
学
入
門
』
第
三
版

（
有
斐
閣
）六
四
頁
と
団
藤
重
光
『
法
学
入
門
』
現
代
法
学
全
集
一
、
筑
摩
書
房（
一
九

七
三
）一
四
五—

一
四
六
、
三
一
二—

三
一
三
頁
は
、
条
理
を
法
源
と
認
め
ず
、
法
の

欠
缺
と
は
解
釈
の
問
題
だ
と
い
う
。

67
（ 

）

E
vers, a. a. O

., S
.2715.

68
（ 

）
荒
井
信
一
「
第
二
次
日
韓
協
約
の
形
式
に
つ
い
て

批
准
の
問
題
を
中
心
に
」
季
刊

戦
争
責
任
研
究
第
一
二
号（
一
九
九
六
年
夏
季
号
）一
二
、
一
六—
一
七
頁
。

69
（ 

）
海
野
「
研
究
の
現
状
と
問
題
点
」
海
野
福
寿
編
『
日
韓
協
約
と
韓
国
併
合—

—

朝
鮮

植
民
地
支
配
の
合
法
性
を
問
う—

—

』
明
石
書
店（
一
九
九
五
）一
三—
一
七
頁
。

70
（ 

）
海
野
『
韓
国
併
合
』、
九
一
頁
以
下
、
一
○
○
頁
以
下
、
一
五
七
頁
以
下
。
中
塚
明

「『
日
清
戦
史
』
か
ら
消
え
た
朝
鮮
王
宮
占
領
事
件—

—

参
謀
本
部
の
『
戦
史
草
案
』
が

見
つ
か
る—

—

」
み
す
ず
三
九
九
号（
一
九
九
四
）三
九
頁
以
下
、
同
「
第
二
次
日
韓
協

約（
乙
巳
条
約
）の
今
日
的
問
題
」
寿
岳
章
子
・
祖
父
江
孝
男
編
『
無
答
責
と
答
責

戦

後
五
十
年
の
日
韓
関
係
』
御
茶
の
水
書
房（
一
九
九
五
）八
八
頁
以
下
、
同
「
韓
国
併
合

の
歴
史
的
位
置
」
季
刊
戦
争
責
任
研
究
第
一
二
号（
一
九
九
六
年
夏
季
号
）五
頁
以
下
。

付
記

脱
稿
後
に
海
野
福
寿
・
坂
元
茂
樹
・
高
崎
宗
司
・
伊
藤
成
彦
共
著
『
日
本
の
朝
鮮
侵

略
と
国
際
法—

—

歴
史
学
か
ら
再
考
す
る
』「
朝
鮮
問
題
」
学
習
・
研
究
シ
リ
ー
ズ
第

五
十
号
「
朝
鮮
問
題
」
懇
話
会（
関
東
学
院
大
学
文
学
部
大
内
憲
昭
研
究
室
気
付
）、

一
九
九
六
・
七
に
接
し
た
。
本
稿
の
か
か
わ
り
で
は
、
坂
元
「
時
際
法
」
へ
の
言
及
が

重
要
だ
が
、
国
際
私
法
を
越
え
て
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
深
め
る
余
裕
が
な

か
っ
た
。
ま
た
、
日
韓
基
本
条
約
第
二
条
の
「
も
は
や
無
効
」
と  already  hull  and

void 

の
関
係
に
つ
い
て
も
今
後
の
研
究
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
。


