
序
に
代
え
て

国
民
が
政
治
的
判
断
を
下
す
に
あ
た
っ
て
、
私
た
ち
は
意
識
的
・
無
意
識
的
に

「
世
論
」
の
動
向
を
参
考
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
政
治
に
関
し
て
巷
間
交

わ
さ
れ
る
「
世
論
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
も
そ
も
信
用
に
足
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
国
民
は
本
当
に
「
世
論
」
を
把
握
で
き
る
の
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
法
の
哲
学
要
綱
』（
以
下
、『
要
綱
』
と
略
記
）
に
お
い
て
、「
世
論
」

（Ö
ffen

tlich
e

M
ein

u
n

g

）
を
規
定
す
る
に
あ
た
り
、
国
民
の
言
論
・
出
版
の
自
由
と

の
関
連
で
登
場
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
世
論
」
が
、
国
民
の
精
神
か
ら
発
し

て
い
る
積
極
面
と
、
世
論
の
言
説
自
体
は
信
用
に
た
り
得
な
い
よ
う
な
危
う
さ
が
あ

る
こ
と
の
両
面
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
学
生
に
直
に
語
っ
た
講
義
を
筆
記

録
し
た
法
哲
学
関
連
の
「
講
義
録
」
群
（
以
下
、「
講
義
録
」
と
略
記
）
で
も
、
ヘ
ー

ゲ
ル
が
「
世
論
」
を
い
か
な
る
存
在
と
捉
え
て
い
る
か
を
示
す
補
足
を
多
数
行
っ
て

い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
世
論
」
論
に
つ
い
て
は
色
々
な
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
補
遺
」

で
世
論
が
本
質
を
見
誤
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
登
場
す
る
「
英
雄
」（
世
界
史
的
個
人
）

を
持
ち
出
し
た
り
、「
尊
重
に
も
軽
蔑
に
も
値
す
る
」
な
ど
と
い
う
表
現
を
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
世
論
」
が
世
界
を
認
識
し
実
現
す
る

力
を
信
用
し
て
お
ら
ず
、
世
論
を
表
明
す
る
国
民
は
真
理
を
認
識
し
得
な
い
無
力
な

存
在
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
評
論
も
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ

う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
世
論
」
論
に
対
す
る
解
釈
も
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
か
く
て
世
論
は
、
一
方
の
国
家
次
元
で
は
、
そ
の
非
有
機
性
を
主
に
公
開
の
議
会

を
介
し
て
理
性
的
非
有
機
的
な
る
も
の
に
匡
正
せ
し
め
ら
れ
、
他
方
の
世
界
史
的
次

元
で
は
み
ず
か
ら
の
な
か
に
本
質
的
な
る
も
の
を
認
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
力
で
認
識
し
実
現
す
る
力
を
ま
っ
た
く
も
た
ず
、
あ
げ
て
そ
れ

を
洞
察
し
う
る
偉
人
を
介
し
て
間
接
的
に
時
代
に
作
用
し
時
代
を
成
就
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
こ
こ
に
お
い
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
民
衆
は
、
な

に
が
真
で
あ
り
何
が
最
善
で
あ
る
か
を
み
ず
か
ら
理
解
し
え
な
い
存
在
な
の
で
あ

る
」。q

こ
こ
ま
で
断
定
し
て
い
な
く
て
も
、
例
え
ば
数
少
な
い
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
概
説

書
の
一
つ
『
古
典
入
門
　
ヘ
ー
ゲ
ル
法
の
哲
学w

』
の
中
で
は
「
世
論
自
身
は
遺
憾
に

も
そ
の
本
質
的
基
礎
を
自
覚
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
見
抜

き
実
現
し
て
い
く
の
は
政
治
的
指
導
者
の
使
命
と
な
る
で
あ
ろ
う
。」（
二
五
八
ペ
ー

ジ
）
と
、
い
わ
ば
世
論
の
「
無
能
」
と
、「
政
治
的
指
導
者
」
の
使
命
に
言
及
し
て

い
る
。

果
た
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
世
論
」
の
議
論
を
通
じ
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
主
張

し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
の
目
的
は
第
一
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
世
論
」
が
国
民
の
意
志
や
精
神

を
反
映
し
て
い
る
存
在
な
の
か
ど
う
か
、
そ
の
関
係
を
含
め
て
「
講
義
録
」
で
の
発

言
も
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
み
出
さ
れ
た
「
世
論
」
が
国
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民
が
信
用
す
る
に
足
り
う
る
存
在
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
第
二
に

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
国
民
は
世
論
を
認
識
で
き
る
存
在
だ
と
考
え
て
い
た
の
か

ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
二
点
を
検
討
し
た
い
。

日
本
国
内
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
『
要
綱
』
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
議
論
の
殆

ど
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
死
後
に
出
版
さ
れ
た
『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
』
の
編
者
に
よ
っ
て
各
節

ご
と
に
付
加
さ
れ
た
「
補
遺
」（Z

u
satz

）
と
一
緒
に
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
現
在

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
講
じ
た
法
哲
学
関
連
の
講
義
ノ
ー
ト
の
大
半
が
活
字
化
さ
れ
て
い

る
。
だ
か
ら
私
た
ち
は
全
年
代
の
講
義
録
を
読
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

そ
の
た
め
ま
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
世
論
に
つ
い
て
『
要
綱
』
で
行
っ
た
議
論
の
み
に

注
目
す
る
た
め
に
「
補
遺
」
を
除
い
た
本
文
の
み
の
議
論
の
流
れ
を
見
て
い
き
た
い
。

次
に
『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
』
の
『
要
綱
』
の
「
補
遺
」
部
分
に
何
が
書
か
れ
て
い
た
か

を
確
認
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
評
論
を
生
み
出
し
た
原
因
を
検
討
し
た
い
。
あ
わ
せ

て
「
講
義
録
」
で
の
「
世
論
」
に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
世
論
」

に
つ
い
て
ど
う
い
う
見
解
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
総
合
的
に
判
断
し
た
い
。

一

国
民
の
声
を
集
約
す
る
も
の
と
さ
れ
る
「
世
論
」e

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
上
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
夜
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
世
論
が
国
家

や
国
政
に
与
え
る
役
割
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
の
は
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
知

性
論
』
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
るr

。
ロ
ッ
ク
は
「
三
つ
の
法
」（
神
の
法
、
市
民
法
、

世
論
あ
る
い
は
世
評
の
法
）
を
提
示
し
、
三
つ
の
う
ち
世
論
の
法
が
最
重
要
だ
と
し
たt

。

し
か
し
ロ
ッ
ク
は
世
論
を
、
政
治
が
「
徳
か
悪
徳
か
」
を
市
民
が
判
断
す
る
た
め
の

法
と
し
て
提
示
し
て
お
り
、
世
論
に
従
わ
な
け
れ
ば
ど
う
い
う
不
利
益
が
生
じ
る
か

と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
世
論
を
「
世
間
の
評
価
」（
世
評
）

と
言
い
換
え
る
の
は
妥
当
で
あ
る
。

ま
た
、
ル
ソ
ー
も
社
会
契
約
論
の
思
想
家
と
し
て
世
論
の
役
割
と
機
能
に
言
及
し

た
。
彼
は
『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
へ
の
手
紙
』
の
な
か
で
、
法
で
習
俗
は
規
制
さ
れ
得
な

い
が
、
世
論
で
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
で
は
、

ど
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
は
習
俗
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
世
論
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
私
は
答
え
ま
す
。
私
た
ち
の
習
性
は
、
世

間
を
離
れ
た
生
活
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
私
た
ち
自
身
の
考
え
か
ら
生
ま
れ
て
き

ま
す
が
、
社
会
に
あ
っ
て
は
、
他
人
の
意
見
か
ら
生
ま
れ
て
き
ま
すy

」。
こ
の
ル
ソ

ー
の
立
場
も
、
政
治
が
民
衆
へ
影
響
を
も
た
ら
す
媒
体
と
し
て
世
論
を
捉
え
て
い
る
。

そ
し
て
ル
ソ
ー
の
場
合
、
社
会
生
活
を
送
る
民
衆
は
他
人
の
意
見
に
影
響
を
受
け
や

す
い
こ
と
も
捉
え
、
世
論
と
い
う
大
き
な
意
思
の
塊
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
見
据
え

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
政
治
を
左
右
す
る
「
世
論
」
と
い
う
力
に
為
政
者
や
民
衆
が

従
う
こ
と
を
求
め
、「
世
論
」
が
実
際
の
政
治
を
動
か
し
て
い
る
と
い
う
立
場
で
評

価
す
る
議
論
と
言
え
る
。
普
通
選
挙
権
の
無
い
時
代
に
、
国
民
の
動
向
を
知
る
重
要

な
道
具
と
し
て
「
世
論
」
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
こ
れ
ら
の
議
論
に
は
、「
世
論
」
が
国
民
の
意
志
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る

か
ど
う
か
、
つ
ま
り
国
民
の
意
志
と
し
て
信
ず
る
に
足
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
ま

た
そ
の
「
世
論
」
を
私
た
ち
は
認
識
し
う
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
さ

し
あ
た
り
考
慮
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
国
民
の
意
志
は
精
神
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
る
以
上
、
世
論
に

対
す
る
態
度
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
生
身
の
諸
個
人
の
「
声
」
を
ど
う
扱
う
か
、
と
い
う

問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
諸
個
人
の
身
体
を
通
し
て
発
せ
ら
れ
る
「
世
論
」
の
概

念
規
定
を
、
そ
し
て
世
論
と
国
民
の
精
神
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
を
考
察
し

て
い
る
。

ま
ず
、『
要
綱
』
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
主
張
し
た
、
三
一
六
節
か
ら
三
一
八
節
ま
で
の

「
世
論
」
に
対
す
る
議
論
の
要
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
前
述
し
た
通
り
、

352

一
二
二



『
第
五
回
講
義
』
と
『
第
六
回
講
義
』
の
講
義
録
か
ら
一
部
を
半
ば
恣
意
的
に
編
集

し
て
付
加
さ
れ
て
い
る
「
補
遺
」
は
、
さ
し
あ
た
り
『
要
綱
』
の
議
論
と
は
見
な
さ

ず
、
議
論
の
流
れ
を
追
う
こ
と
と
す
る
。

『
要
綱
』
三
一
六
節
は
国
民
の
「
形
式
的
主
体
的
自
由
」
に
つ
い
て
の
規
定
と
い

う
形
で
「
世
論
」
の
規
定
を
行
っ
て
い
る
。

「
形
式
的
主
体
的
自
由
と
は
、
個
々
人
が
個
々
人
と
し
て
普
遍
的
要
件
た
る
公
事

に
か
ん
し
て
自
分
自
身
の

、
、
、
、
、

判
断
と
意
見
と
提
言
を
持
ち
、
そ
し
て
こ
れ
を
発
表
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
形
式
的
主
体
的
自
由
は
、
世
論
、
、

と
呼
ば
れ
る
総
括
的
な

か
た
ち
を
と
っ
て
現
象
す
る
」（『
要
綱
』
三
一
六
節
。
著
者
に
よ
る
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク

体
は
傍
点
と
し
た
。
以
下
同
じ
）。

「
普
遍
的
要
件
た
る
公
事
」
に
「
自
分
自
身
の
判
断
と
意
見
と
提
言
」
を
持
ち
、

そ
し
て
「
発
表
す
る
」
と
は
、
現
代
で
は
「
思
想
信
条
の
自
由
」「
言
論
・
出
版
の

自
由
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
形
式
的
主
体
的
自
由
が
「
世
論
」
と

な
っ
て
現
象
す
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
規
定
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
そ
の
「
世
論
」
は
個
々
人
の
意
識
を
通
っ
て
そ
の
口
か
ら
語
ら
れ

る
現
象
で
あ
る
と
い
う
制
限
を
あ
ら
か
じ
め
持
つ
が
ゆ
え
に
、「
私
見
」
と
い
う

「
特
殊
的
な
も
の
」
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
。

「
世
論
に
お
い
て
は
、
即
か
つ
対
自
的
に
普
遍
的
な
も
の
、
実
体
的
に
し
て
真
な

、
、
、
、
、
、
、
、

る
も
の

、
、
、

が
、
そ
の
反
対
の
も
の
と
、
す
な
わ
ち
多
く
の
人
々
の
私
見
、
、

と
い
う
そ
れ
自

身
と
し
て
は
個
人
独
自
の
特
殊
的
な
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
結
び
つ
い
て
い
る
。
だ
か
ら
現
実
に
現

れ
た
世
論
は
、
そ
れ
自
身
の
現
存
す
る
矛
盾
、
現
象
、
、

と
し
て
の
認
識
で
あ
り
、
そ
の

本
質
性
は
非
本
質
性
と
ま
っ
た
く
同
様
に
直
接
的
で
あ
る
」（
同
節
）。

現
実
に
現
れ
た
世
論
が
「
現
存
す
る
矛
盾
」
だ
と
い
う
表
現
で
、
本
質
性
が
非
本

質
性
と
同
様
に
直
接
的
だ
と
い
う
こ
と
は
、
現
れ
た
世
論
そ
れ
自
体
を
そ
の
ま
ま
国

民
の
精
神
を
反
映
し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
諸
個
人
の
特
殊

性
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
過
す
る
た
め
に
世
論
が
す
べ
て
「
即
か
つ
対
自
的
に
普
遍
的

な
も
の
、
実
体
的
に
し
て
真
な
る
も
の
」
と
は
言
え
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。次

の
三
一
七
節
で
は
、
三
一
六
節
で
の
規
定
に
基
づ
い
て
「
世
論
」
の
積
極
面
と

消
極
面
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
ず
積
極
面
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
だ
か
ら
世
論
は
、
正
義
の
永
遠
の
実
体
的
諸
原
理
を
、
そ
し
て
ま
た
全
国
家
体

制
と
立
法
と
全
般
的
状
態
一
般
と
の
真
の
内
容
と
成
果
と
を
、
常
識
、
、

の
形
式
で
、
す

な
わ
ち
全
て
の
人
に
先
入
見
の
形
態
を
と
っ
て
浸
透
し
て
い
る
人
倫
的
基
礎
の
形
式

で
含
ん
で
お
り
、
同
じ
く
ま
た
現
実
社
会
の
真
の
欲
求
と
正
し
い
方
向
と
を
含
ん
で

い
る
」（『
要
綱
』
三
一
七
節
）。

世
論
は
「
正
義
の
永
遠
の
実
体
的
諸
原
理
」、「
全
国
家
体
制
と
立
法
と
全
般
的
状

態
一
般
」
と
の
「
真
の
内
容
と
成
果
」
を
含
む
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
ま
さ
に

最
上
級
の
賛
辞
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
論
は
正
義
論
的
に
も
国
家
論

的
に
も
真
理
を
把
握
す
る
資
格
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
常
識
の
形
式
」

で
、
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
人
に
先
入
見
の
形
態
を
と
っ
て
浸
透
し
て
い
る
人
倫
的
基

礎
の
形
式
」
で
含
む
と
い
う
。
そ
れ
は
同
じ
く
「
現
実
社
会
の
真
の
欲
求
と
正
し
い
方

向
」
を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
は
世
論
が
憲
法
体
制
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使
す
る

に
あ
た
っ
て
憂
慮
す
べ
き
点
は
何
も
な
い
。
こ
こ
ま
で
が
世
論
の
積
極
面
、
つ
ま
り
国

家
や
議
会
を
国
民
の
精
神
に
添
っ
た
方
向
に
向
か
わ
せ
る
側
面
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
か
ら
消
極
面
の
規
定
へ
移
行
す
る
。「
な
ぜ
世
論
は
誤
り
を
含
ん
で
現
れ
る

の
か
」
を
説
明
し
て
い
る
。

「
│
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
世
論
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
う
し
た
も
の
が

そ
れ
自
身
の
た
め
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
国
家
の
事
件
、
指
令
、
状
態
、
お
よ
び
痛
切

な
欲
求
に
つ
い
て
具
体
的
に
小
理
屈
を
こ
ね
る
た
め
に
せ
よ
、
意
識
の
表
面
に
の
ぼ

っ
て
き
て
一
般
的
な
命
題
の
か
た
ち
で
表
象
さ
れ
る
段
に
な
る
と
、
私
見
の
ま
っ
た

き
偶
然
性
、
そ
の
無
知
と
錯
誤
、
そ
の
間
違
っ
た
知
識
と
評
価
が
現
れ
て
く
る
の
で

あ
る
」（
同
節
）。
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「
意
識
の
表
面
」
に
の
ぼ
り
「
一
般
的
な
命
題
」
で
表
象
さ
れ
る
段
階
で
、
言
説

と
し
て
目
に
見
え
る
形
で
現
れ
た
途
端
に
、「
私
見
の
ま
っ
た
き
偶
然
性
、
そ
の
無

知
と
錯
誤
、
そ
の
間
違
っ
た
知
識
と
評
価
」
が
現
れ
る
。
前
節
で
展
開
し
た
、
世
論

が
人
々
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
が
ゆ
え
の
宿
命
と
も
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か

ら
、
現
実
に
私
見
と
私
見
が
対
立
し
て
い
る
状
況
を
想
定
し
た
話
に
入
る
。
つ
ま
り

世
論
が
「
私
見
」
と
い
う
形
式
で
表
明
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
か
ら
く
る
問
題

点
に
言
及
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
私
見
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
、
見
方
や
知
識
の
一
般
と
は
異
な
っ
た
独
自
性

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の

意
識
で
あ
る
か
ら
、
私
見
は
そ
の
内
容
が
悪
け
れ
ば
悪
い
ほ
ど
そ
れ
だ
け
独
自
的
な

の
で
あ
る
」（
同
節
）。

個
々
人
が
好
き
勝
手
に
色
ん
な
意
見
表
明
を
す
る
。
そ
れ
で
は
確
か
に
「
無
知
と

錯
誤
」
な
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
し
か
も
他
の
人
と
違
う
こ
と
を
言
え
ば
言
う
ほ
ど

「
私
見
」
の
存
在
意
義
が
あ
る
か
ら
、「
悪
け
れ
ば
悪
い
ほ
ど
」、
つ
ま
り
真
理
か
ら

離
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
私
見
と
い
う
扱
い
を
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。「

と
い
う
の
は
、
悪
い
も
の
は
そ
の
内
容
が
ま
っ
た
く
特
殊
的
で
独
自
な
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
、
理
性
的
な
も
の
は
即
か
つ
対
自
的
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
独
自
的
な
も
の

、
、
、
、
、
、

こ
そ
私
見
が
自
慢
す
る

、
、
、
、

と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」

（
同
節
）。

私
見
が
独
自
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
他
者
と
は
異
な
る
私
見
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
声
高
に
叫
ば
れ
る
。「
声
な
き
声
」
は
、
私
見
の
世
界
で
は
ま
さ
に
「
声
で

は
な
い
」
の
で
あ
る
。

三
一
七
節
の
後
半
は
、
世
論
に
対
す
る
賛
否
は
第
三
者
の
主
観
的
見
解
の
相
違
で

は
な
い
と
い
う
議
論
を
進
め
、
有
名
な
諺
で
あ
る
「
民
の
声
は
神
の
声
」
と
、「
無

知
な
民
衆
と
き
た
ら
だ
れ
か
れ
と
な
く
非
難
し
／
ろ
く
に
分
か
り
も
し
な
い
こ
と
に

つ
い
て
ほ
ど
／
よ
り
多
く
意
見
を
述
べ
る
」
と
い
う
イ
タ
リ
ア
の
詩
人
ア
リ
オ
ス
ト

の
詩
を
引
用
し
て
い
る
。

「
両
面
と
も
、
と
り
わ
け
世
論
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
│
世
論
の

な
か
で
は
、
真
理
と
限
り
な
い
誤
謬
と
が
き
わ
め
て
直
接
に
結
合
し
て
い
る
か
ら
、

真
理
に
せ
よ
誤
謬
に
せ
よ
、
ほ
ん
と
う
に
本
気
で

、
、
、

（E
rn

st

）
言
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
」（
同
節
）
と
し
て
い
る
。
何
が
本
気
か
が
見
分
け
に
く
い
の
は
当
然
で
、

「
世
論
の
直
接
そ
と
に
現
れ
た
姿

、
、
、
、
、
、
、
、
、

（die
u

n
m

ittelbare
Ä

u
ßeru

n
g

）」（
同
節
）
に
か

か
ず
ら
っ
て
い
る
限
り
は
そ
う
だ
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。

「
し
か
し
実
体
的
な
も
の
こ
そ
世
論
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
核
心
な
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
だ
け
は
ほ
ん
と
う
に
本
気
で
言
わ
れ
て
い
る
」
が
、「
こ
の
実
体
的
な
も

の
は
世
論
か
ら
は
認
識
さ
れ
え
な
い
」（
同
節
）
と
い
う
。
や
は
り
世
論
が
、
現
象

し
た
私
見
で
あ
る
限
り
、
ど
ん
な
情
熱
を
込
め
た
私
見
で
も
、
ど
ん
な
論
争
が
展
開

さ
れ
て
も
「
本
当
に
大
事
な
こ
と
が
ら
を
識
別
す
る
基
準
で
は
な
い
」（
同
節
）。

こ
の
後
、
こ
の
議
論
を
念
押
し
す
る
形
で
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
問
い
か
け

（
と
さ
れ
る
も
の
）、「
国
民
を
欺
く
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

」
と
い
う
問
い

を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
人
々
が
、「
国
民
は
お
の
れ
の
実
体
的
基
礎
に
関

し
て
は
、
す
な
わ
ち
お
の
れ
の
精
神
の
本
質
と
一
定
の
性
格
に
か
ん
し
て
は
、
欺
か

れ
は
し
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
を
知
る
方
法
と
、
こ
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
お
の
れ

の
行
動
や
出
来
事
な
ど
を
評
価
す
る
方
法
に
関
し
て
は
、
│
お
の
れ
自
身
に
よ
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、

欺
か
れ
る
」（
同
節
）
と
答
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
話
で
こ
の
節
を
締
め

く
く
っ
て
い
る
。

実
体
的
な
も
の
を
秘
め
な
が
ら
も
、
外
に
現
れ
る
段
階
で
含
ま
れ
る
誤
謬
ゆ
え
に
、

世
論
に
欺
か
れ
て
し
ま
う
国
民
の
姿
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
描
い
て
い
る
。
こ
れ
で
は
国
民

は
到
底
、
世
論
を
信
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
三
一
八
節
で
は
、
前
節
の
議
論
を
一
部
繰
り
返
し
て
い
る
。

「
だ
か
ら
世
論
は
、
尊
重
に
も
、
軽
蔑
に
も
値
す
る
。
軽
蔑
に
値
す
る
の
は
、
そ

の
具
体
的
な
意
識
と
外
に
現
れ
た
姿
か
ら
み
て
の
こ
と
で
あ
り
、
尊
重
に
値
す
る
の
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は
、
そ
の
本
質
的
基
礎
か
ら
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
基
礎
は
、
多
か
れ
少

な
か
れ
曇
ら
さ
れ
て
、
先
の
具
体
的
な
も
の
の
な
か
に
た
だ
映
現
す
る
だ
け
で
あ
る
」

（『
要
綱
』
三
一
八
節
）。

「
軽
蔑
に
値
す
る
」
の
は
、「
具
体
的
な
意
識
と
外
に
現
れ
た
姿
」
か
ら
み
て
で

あ
っ
て
、「
尊
重
に
値
す
る
」
の
は
、
そ
の
「
本
質
的
基
礎
」
か
ら
み
れ
ば
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
本
質
的
基
礎
は
「
多
か
れ
少
な
か
れ
曇
ら
さ
れ
て
」、

具
体
的
な
意
識
の
な
か
に
た
だ
映
現
す
る
だ
け
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
ま
ま
で

は
、
私
た
ち
が
知
り
得
る
現
象
面
の
世
論
は
、
軽
蔑
に
し
か
値
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
世
論
は
外
に
現
れ
た
姿
に
お
い
て
は
、
こ
の
基
礎
を
明
別
す
る
基
準
を
持
っ
て

い
な
い
し
、
ま
た
実
体
的
な
面
を
明
確
な
知
へ
と
己
の
う
ち
で
高
め
る
能
力
を
も
っ

て
い
な
い
か
ら
、
世
論
に
従
属
し
な
い
こ
と
が
、
偉
大
に
し
て
理
性
的
な
も
の
へ
至

る
第
一
の
形
式
的
条
件
な
の
で
あ
る
」（
同
節
）。

世
論
が
外
に
現
れ
た
姿
で
は
、
本
質
的
基
礎
を
「
明
別
す
る
基
準
を
持
っ
て
い
な

い
」
し
、
ま
た
「
実
体
的
な
面
を
明
確
な
知
へ
と
己
の
う
ち
で
高
め
る
能
力
を
も
っ

て
い
な
い
」
と
い
う
理
由
で
、
現
実
で
も
学
で
も
「
偉
大
に
し
て
理
性
的
な
も
の
」

へ
至
る
「
第
一
の
形
式
的
条
件
」
は
、「
世
論
に
従
属
し
な
い
こ
と
」
だ
と
し
て
い

る
。
こ
こ
で
明
確
に
、
世
論
に
流
さ
れ
る
こ
と
は
理
性
的
で
な
い
こ
と
を
表
明
し
て

い
る
。
こ
の
文
脈
で
は
、
到
底
世
論
を
信
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
読
め
る
。

し
か
し
三
一
八
節
の
最
後
に
、
明
示
的
で
は
な
い
が
、
今
後
世
論
が
現
象
と
し
て

も
尊
敬
さ
れ
う
る
可
能
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
こ
と
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
も

良
い
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
世
論
に
従
属
し
な
い
の
が
「
偉
大
に
し
て
理
性
的
な

も
の
」
に
至
る
第
一
の
形
式
的
条
件
だ
と
述
べ
た
続
き
で
、
以
下
の
様
に
書
い
て
い

る
。「

だ
が
こ
の
偉
大
に
し
て
理
性
的
な
も
の
の
側
で
は
、
世
論
が
や
が
て
自
分
を
是

認
し
承
認
し
て
く
れ
て
、
世
論
の
も
つ
も
ろ
も
ろ
の
先
入
見
の
な
か
の
一
つ
に
し
て

く
れ
る
だ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
い
わ
け
で
あ
る
」（
同
節
）。

な
ぜ
理
性
的
な
も
の
の
側
で
「
世
論
が
や
が
て
自
分
を
是
認
し
承
認
」
す
る
、
と

ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
世
論
が
現
象
し
て
い
る
限
り
、
誤
謬
に
満
ち
て

国
民
は
欺
か
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
世
論
が
な
ぜ
、
理
性
的
な
も
の
を
認

め
る
こ
と
が
出
来
る
様
に
な
る
と
確
信
し
て
よ
い
の
か
。
こ
の
変
化
の
根
拠
を
何
に

求
め
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
の
確
信
の
た
め
に
は
、「
現
象
し
て
い
る
世
論
」
が
理
性

的
な
も
の
に
よ
っ
て
誤
謬
を
克
服
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
。

世
論
が
理
性
的
な
も
の
を
承
認
す
る
過
程
に
つ
い
て
是
非
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
次
の
三
一
九
節
に
こ
の
議
論
の
続
き
は
な
く
、
世
論
が
歴
史
的
に
自
ら
が
持

つ
誤
謬
性
を
克
服
す
る
契
機
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
世
論
に
対
し
て
、
三
一
六
節
で
は
賛
辞
を
、
三
一
七
節

で
は
私
見
に
伴
う
限
界
を
、
そ
し
て
三
一
八
節
で
の
世
論
へ
の
不
信
と
同
時
に
、
変

化
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。

二

そ
れ
で
は
、
三
一
六
節
か
ら
三
一
八
節
ま
で
の
「
補
遺
」
に
ど
の
よ
う
な
内
容
が

書
か
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
各
種
の
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
研
究
書
・

解
説
書
類
で
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
引
用
さ
れ
る
の
は
、
三
一
八
節
の
「
補
遺
」

で
あ
る
。
こ
の
補
遺
で
は
、
世
界
史
上
に
現
れ
る
「
偉
人
（d

er
G

roß
e

M
an

n

）」

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
「
偉
人
」
に
関
す
る
議
論
は
、

記
録
が
残
っ
て
い
る
限
り
『
第
五
回
講
義
』
か
ら
登
場
す
る
。
そ
し
て
現
在
私
た
ち

が
目
に
す
る
『
要
綱
』
に
付
け
ら
れ
た
「
補
遺
」
は
、
こ
の
『
第
五
回
講
義
』
か
ら

取
ら
れ
て
い
る
。

「
世
論
の
な
か
に
は
い
っ
さ
い
の
虚
偽
と
真
実
（F

alsch
e

u
n

d
W

ah
re

）
が
含
ま

れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
の
真
実
の
も
の
を
見
つ
け
る
の
が
偉
人
の
仕
事
で
あ
る
。
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時
代
が
意
志
し
て
い
る
も
の
を
、
言
い
表
し
、
時
代
に
告
げ
、
そ
し
て
成
就
す
る
者
、

こ
れ
が
時
代
の
偉
人
で
あ
る
。
彼
は
時
代
の
心
髄
（In

n
ere

）
に
し
て
本
質
で
あ
る

と
こ
ろ
の
も
の
を
行
っ
て
、
時
代
を
表
現
す
る
。
こ
こ
か
し
こ
で
耳
に
す
る
よ
う
な

世
論
の
軽
蔑
す
べ
き
こ
と
を
心
得
て
い
な
い
者
は
、
決
し
て
大
事
を
な
し
と
げ
る
こ

と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」（『
要
綱
』
三
一
八
節
補
遺
）。

主
に
こ
の
記
述
を
根
拠
に
し
て
、
本
稿
「
序
に
代
え
て
」
で
紹
介
し
た
よ
う
な
否

定
的
解
説
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
こ
だ
け
を
見
れ
ば
、
世
論
の
真

偽
を
見
極
め
る
の
は
国
民
一
般
に
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、「
偉
人
」
に
頼
る
ほ
か
は

な
い
、
と
い
う
流
れ
な
の
か
と
読
者
が
思
っ
て
も
仕
方
が
な
い
。
こ
の
補
遺
を
掲
載

し
た
版
を
文
章
の
流
れ
通
り
に
理
解
す
れ
ば
、
国
民
と
は
何
が
真
で
あ
り
な
に
が
最

善
で
あ
る
か
を
み
ず
か
ら
理
解
し
え
な
い
存
在
だ
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え
て
い
た
と

思
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
国
民
と
は
そ
の

よ
う
な
蒙
昧
な
存
在
で
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

『
要
綱
』
三
一
八
節
の
補
遺
に
は
『
第
五
回
講
義
』
の
講
義
録
が
使
用
さ
れ
て
い

た
が
、『
第
六
回
講
義
』
に
も
、
こ
の
「
偉
人
」
に
関
す
る
発
言
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。「

国
民
の
本
当
の
意
志
を
識
別
す
る
の
は
難
し
い
。
国
民
が
自
分
の
意
志
だ
と
思

っ
て
い
る
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
。
国
民
の
真
の
意
志
を
感
じ
取
り
、
そ
れ
を
意
識

に
も
た
ら
す
の
は
、
偉
大
な
精
神
の
持
ち
主
に
限
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
天
才
の
予

感
が
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
偉
人
は
時
代
の
意
志
を
実
現
し
て
き
た
の
で
す
。
国
民
は

本
当
の
意
志
を
知
ら
ず
、
偉
人
ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
た
ず
、
本
当
の
意
志
を
意

識
に
も
た
ら
す
だ
け
の
教
養
を
持
た
ず
、
た
だ
偉
人
の
行
動
を
承
認
す
る
だ
け
で
す
」

（『
第
六
回
』
三
一
八
節
注
解
）。
こ
の
後
、
ゲ
ー
テ
の
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』

が
賞
賛
を
得
た
の
は
時
代
の
精
神
が
現
れ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
当
時

の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
偉
人
」
と
は
例
え
ば
ゲ
ー
テ
の
よ
う
な
人
物
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

「
世
界
史
的
個
人
」
と
は
『
歴
史
哲
学
講
義
』
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
有
名
な
用
語
で

あ
る
が
、
少
数
の
諸
個
人
に
、
世
論
の
不
十
分
さ
を
克
服
す
る
だ
け
の
特
別
な
能
力

を
認
め
て
い
る
発
言
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
用
語
で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
国
民
は

精
神
と
し
て
本
質
存
在
し
、
そ
の
国
民
精
神
が
憲
法
体
制
を
形
成
し
て
い
く
（『
要

綱
』
二
七
四
節
）
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
憲
法
体
制
が
国
民
精
神
に
と
っ
て
相
応
し
く

成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
（
同
節
）。
し
か
し
な
が
ら
現
実
の
世
界
で
は
そ
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
世
論
が
議
会
を
動
か
し
、
ひ
い
て
は

国
家
を
動
か
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、
そ
の
世
論
を
指
揮
し
、
世
論
の
求
め
る
方
向
へ

導
く
た
め
の
、
象
徴
的
な
生
身
の
人
物
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
国
民
精

神
が
憲
法
体
制
を
形
成
す
る
と
い
え
ど
も
、
生
身
の
人
間
を
担
い
手
と
し
て
利
用
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
偉
人
」
と
し
て
歴
史
に
名
を
残
す
の
で
あ
る
。
た
だ
し

こ
の
偉
人
も
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
個
人
は
「
時
代
の
子
」
で
あ
り
、
歴
史
を
飛
び
越
え

る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
結
局
は
国
民
精
神
以
上
の
卓
見
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
、
こ
の
「
世
論
」
論
が
こ
の
節
で
語
ら
れ
て
い
る
理
由
に
も
触
れ
て
お
き
た

い
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
前
の
節
ま
で
何
が
語
ら
れ
て
い
た
か
を
振
り
返
っ
て
お
く
。

こ
の
世
論
に
関
す
る
議
論
が
始
ま
る
『
要
綱
』
三
一
五
節
ま
で
に
何
が
議
論
さ
れ

た
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
世
論
」
を
論
点
に
取
り
上
げ
る
前
に
、「
立
法
権
」
の
議

論
の
う
ち
、
身
分
制
議
会
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
議
会
の
公

開
は
政
治
に
関
わ
ら
な
い
市
民
の
権
利
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
た
（
三
一
四
節
）。

そ
し
て
そ
れ
が
世
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
言
う
。

「
知
識
を
持
つ
た
め
の
こ
う
し
た
機
会
を
公
衆
に
与
え
る
こ
と
は
、
も
っ
と
一
般

的
な
面
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
て
世
論
が

、
、
、

、
は
じ
め
て
真
実
の
思
想

、
、
、
、
、

に
達
し
、

国
家
の
状
態
と
概
念
と
要
件
と
を
洞
察
、
、

す
る
よ
う
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
は
じ
め
て
、

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
い
っ
そ
う
理
性
的
に
判
断
す
る
能
力

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
得
る
と
と
も
に
、

つ
ぎ
に
は
ま
た
、
官
庁
や
官
吏
の
職
務
、
才
能
、
徳
、
技
能
を
よ
く
知
っ
て
、
こ
れ

を
尊
ぶ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）〔
議
会
の
公
開
は
〕
個
々
人
や
多
数
の
衆

356

一
二
六



の
慢
心
に
対
す
る
矯
正
手
段
で
あ
り
、
彼
ら
の
た
め
の
陶
冶
手
段
、
し
か
も
最
大
の

陶
冶
手
段
の
一
つ
で
あ
る
」（『
要
綱
』
三
一
五
節
）。

こ
の
よ
う
に
、「
世
論
」
に
関
す
る
議
論
に
進
む
前
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
議
会
の
公

開
が
「
世
論
」
を
、
い
わ
ば
陶
冶
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

議
会
の
内
容
が
広
く
国
民
に
知
ら
さ
れ
る
な
ら
ば
、
世
論
も
公
事
の
全
容
を
正
確
に

知
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
た
だ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
同
時
に
「
官
庁
や
官
吏
」
の
「
才

能
、
徳
」
を
「
尊
ぶ
よ
う
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
た
り
、「
多
数
の
衆
の
慢
心
に
対

す
る
矯
正
手
段
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
議
会
の
公
開
が
一
方
的
に
公
事
の

問
題
点
を
認
識
す
る
の
に
貢
献
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
に
議
会
や
官
吏

の
活
動
の
正
当
性
の
認
識
も
可
能
に
す
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
し
て
世
論
の
議
論
を
終
え
た
直
後
の
『
要
綱
』
三
一
九
節
で
は
、
無
条
件
で
は

な
い
に
せ
よ
、
言
論
の
自
由
の
保
障
が
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、

「
議
会
の
公
開
」
と
「
言
論
の
自
由
」
に
は
さ
ま
れ
て
「
世
論
」
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
の
関
連
の
中
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

三

さ
て
こ
こ
か
ら
、『
要
綱
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
「
講
義
録
」
内
で
の
ヘ
ー
ゲ

ル
の
発
言
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
中
に
は
時
に
『
要
綱
』
で
の
議
論
構
成
で
は
積
極

的
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
世
論
に
対
す
る
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
憲
法
体
制

の
形
成
問
題
を
国
民
精
神
と
の
関
連
で
論
じ
た
二
七
三
節
│
二
七
四
節
と
同
様
で
あ

る
が
、
議
論
の
対
象
と
な
る
も
の
（
憲
法
体
制
、
世
論
な
ど
）
が
あ
る
条
件
下
で
ど
う

変
化
し
う
る
か
を
、『
要
綱
』
で
は
積
極
的
に
論
じ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
『
要
綱
』
ゆ
え
の
簡
略
性
に
由
来
す
る
と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

『
要
綱
』
で
は
世
論
の
問
題
点
に
踏
み
込
ん
で
い
る
が
、
要
綱
出
版
前
の
『
第
二

回
講
義
』
で
も
世
論
を
一
面
的
に
肯
定
的
に
受
け
取
っ
て
良
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て

言
及
し
て
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
法
哲
学
関
連
講
義
を
始
め
た
頃
か
ら
「
世
論
」
の
一

般
と
異
な
る
扱
い
方
に
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
ず
は
、『
要
綱
』
執

筆
以
前
の
講
義
録
を
参
照
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

『
第
一
回
講
義
』
と
『
第
二
回
講
義
』
に
目
を
通
し
て
分
か
る
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
が
世
論
に
つ
い
て
は
『
要
綱
』
ほ
ど
多
く
触
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で

も
、
議
会
の
公
開
が
世
論
を
陶
冶
す
る
こ
と
と
、
世
論
は
現
実
の
政
治
に
必
ず
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
第
一
回
講
義
』
で
は
、
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「〔
議
会
の
公
開
に
よ
っ
て
〕
と
り
わ
け
世
論
自
身
が
、
国
家
の
現
実
の
業
務
お

よ
び
状
態
と
同
様
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
理
性
的
な
概
念
と
正
当
な
判
断
に
つ
い
て

の
洞
察
も
、
同
様
に
大
臣
た
ち
、
政
府
官
庁
、
そ
し
て
諸
身
分
の
成
員
自
身
の
個
人

的
な
こ
と
に
つ
い
て
の
洞
察
を
も
行
う
の
で
あ
る
」（『
第
一
回
』
一
五
四
節
）。

「
身
分
制
議
会
の
中
に
は
国
民
の
も
っ
と
も
品
位
の
あ
る
こ
と
お
よ
び
最
善
の
こ

と
が
存
在
し
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
ま
す
。
身
分
制
議
会

は
国
民
の
世
論
の
最
大
の
陶
冶
で
す
。
そ
れ
は
格
率
と
な
り
、
そ
の
格
率
は
直
接
に

妥
当
し
、
健
全
な
常
識
と
な
る
の
で
す
。
も
し
も
国
民
が
国
民
の
自
由
、
国
民
の
権

利
と
い
う
自
己
意
識
に
か
ん
が
み
て
、
こ
の
教
養
を
獲
得
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と

は
あ
ら
ゆ
る
国
民
の
徳
の
根
源
で
す
」（
同
節
注
解
）。

以
上
の
よ
う
に
、
議
会
の
理
性
的
論
議
が
国
民
世
論
の
陶
冶
を
す
る
点
に
つ
い
て

は
、『
要
綱
』
三
一
五
節
と
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、「
非
常
に
多
く
の
人
々
が
、
日
夜
、
他
の
人
々
に
対
し
て
辛
辣
な
意
見
表

明
を
目
論
ん
で
い
ま
す
。
か
く
し
て
こ
れ
ら
の
新
聞
に
よ
れ
ば
世
論
は
内
閣
に
対
し

て
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
真
の
世
論
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
が

妥
当
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
も
し
も
真
の
世
論
が
内
閣
に
対
立
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す
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
国
家
に
お
い
て
は
内
閣
は
自
分
を
維
持
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
か
ら
で
す
。」（『
第
一
回
』
一
五
五
節
注
解
）
と
述
べ
て
い
る
。
現
在
の
政
治
状

況
は
世
論
と
内
閣
が
対
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
世
論
が
本
当
の
世
論

で
あ
る
な
ら
ば
現
実
に
内
閣
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
か
ら
、
新
聞
を
に
ぎ
わ
せ
て
い
る

内
閣
批
判
は
世
論
で
は
な
い
と
い
う
。
い
わ
ば
「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
」

に
も
通
ず
る
見
解
を
す
で
に
『
第
一
回
』
の
段
階
で
語
っ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
彼
の
法
哲
学
の
最
初
期
は
「
誤
謬
」
が
「
政
府
に
対
し
て
辛
辣
な

意
見
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
極
論
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
学
生
に
呼
び
か
け

て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。

『
第
二
回
講
義
』
で
は
、
議
会
の
公
開
と
「
世
論
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
世
論
。
国
家
の
要
件
に
関
す
る
一
般
大
衆
の
考
え
方
と
共
同
の
討
論
へ
の
参
加

は
、
身
分
制
議
会
の
公
開
性
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
し
っ
か
り
と
し
た
根
拠
と
真
の
方

向
性
を
獲
得
す
る
。
同
様
に
ま
さ
に
そ
の
公
開
性
に
よ
っ
て
良
く
な
い
見
解
の
重
要

で
な
い
こ
と
、
そ
し
て
政
府
お
よ
び
公
的
な
諸
人
格
の
無
関
心
性
が
こ
れ
ら
に
反
対

し
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
」（『
第
二
回
』
一
二
九
節
）。
こ
こ
で
も
『
要
綱
』
三
一

五
節
と
同
様
に
、
世
論
と
議
会
の
公
開
が
は
っ
き
り
と
直
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
。さ

ら
に
「
世
論
は
出
版
の
自
由
と
直
接
に
連
関
し
て
い
ま
す
。
身
分
制
議
会
は
世

論
の
陶
治
手
段
で
す
。
従
っ
て
議
会
は
公
開
で
〔
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
〕。」（『
第

二
回
』
一
二
九
節
注
解
）
と
述
べ
、
国
民
の
言
論
の
自
由
の
保
障
が
世
論
に
影
響
を
与

え
て
お
り
、
だ
か
ら
会
議
は
公
開
で
な
け
れ
ば
、
と
い
う
論
理
で
、
出
版
と
言
論
と

世
論
の
三
者
の
相
互
連
関
を
提
示
し
て
い
る
。

一
方
で
立
法
や
行
政
の
側
は
世
論
に
ど
う
い
う
態
度
で
臨
む
べ
き
か
と
言
え
ば
、

「
世
論
は
過
ち
を
犯
す
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
し
、
唆
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

政
府
と
議
会
は
世
論
を
軽
蔑
す
る
の
と
同
じ
く
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
政
治
的
な
教
育
は
主
に
身
分
制
議
会
に
よ
っ
て
〔
生
ま
れ
ま
す
〕。」

（
同
節
）
と
述
べ
、
世
論
は
他
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
誤
り
を
含
み
う
る
か
ら
こ
そ
、

単
に
軽
蔑
す
る
の
で
は
な
く
、
尊
重
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
要
望
し
て
い
る
。

こ
の
表
現
は
『
要
綱
』
三
一
八
節
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
『
第
一
回
』『
第
二
回
』
の
両
講
義
と
も
、
議
会
の
公

開
や
言
論
の
自
由
が
世
論
を
陶
冶
す
る
、
と
い
う
側
面
に
早
く
か
ら
注
目
し
、
指
摘

を
繰
り
返
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
世
論
の
根
本
的
な
規
定
や
矛
盾
点
な

ど
に
触
れ
る
の
は
『
第
三
回
講
義
』
以
降
で
あ
る
。

四

『
要
綱
』
と
講
義
録
を
比
較
対
照
し
て
た
だ
ち
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、「
法
哲
学
」

に
つ
い
て
の
他
の
記
述
と
同
様
、『
第
三
回
講
義
』
か
ら
大
幅
に
記
述
内
容
が
増
え
、

そ
し
て
『
要
綱
』
に
匹
敵
す
る
構
成
を
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
さ
て
、
す
べ
て
の
人
の
意
見
や
判
断
は
一
般
に
世
論
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
い
わ
ば
、
全
体
的
な
こ
と
が
身
分
制
議
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

を
補
完
す
る
も
の
で
す
。
世
論
は
た
い
て
い
大
変
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
大
き

な
作
用
を
持
つ
も
の
で
す
。
す
べ
て
の
も
の
が
こ
の
世
論
の
中
で
話
題
に
な
り
ま
す
。

身
分
制
議
会
も
政
府
も
君
主
も
で
す
」（『
第
三
回
』S

.271

）。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
ず
、
身
分
制
議
会
の
補
完
的
役
割
と
し
て
世
論
が
作
用
し
、
世
論

の
名
の
も
と
に
す
べ
て
が
話
題
に
さ
れ
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
こ
の
「
議
会
の
審

議
を
補
完
す
る
」
世
論
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
続
い
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
世
論
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
そ
れ
自
身
の
中
に
正
義
の
実
体
的
な
原
理
を
含
ん

で
い
ま
す
。
世
論
は
国
家
の
心
情
（G

esin
n

u
n

g

）、
国
民
一
般
の
心
情
で
あ
り
、
こ

う
し
て
す
べ
て
の
公
的
な
情
勢
の
結
果
を
含
ん
で
い
る
の
で
す
。
世
論
は
、
こ
の
よ
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う
な
側
面
か
ら
は
、
国
民
の
中
に
お
け
る
常
識
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
す
。

中
国
人
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
や
ド
イ
ツ
人
と
は
全
く
異
な
る
常
識
を
も
っ
て
い
ま
す
」

（『
第
三
回
』S

.271-272

）。

こ
の
、
世
論
が
「
国
民
一
般
の
心
情
」
だ
と
い
う
発
言
は
重
要
で
あ
る
。『
要
綱
』

の
良
心
論
で
、「
真
実
の
良
心
は
、
即
か
つ
向
自
的
に

、
、
、
、
、
、
、

善
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を

意
志
す
る
心
情
（G

esin
n

u
n

g

）」（『
要
綱
』
一
三
七
節
）
だ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

ま
だ
こ
こ
で
は
個
人
の
道
徳
に
お
け
る
心
情
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
世
論
が
「
国
民

一
般
」
の
持
つ
心
情
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
世
論
を
国
民
か
ら
発
せ
ら
れ

て
い
る
存
在
と
し
て
信
ず
る
に
足
る
と
考
え
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
こ
か
ら
、
世
論
の
「
矛
盾
」
と
い
う
問
題
に
議
論
を
進
め
て
い
る
。

「
さ
て
、
さ
ら
に
世
論
に
お
い
て
は
、
個
々
人
そ
の
も
の
が
、
そ
の
独
自
性
と
特

殊
性
に
お
い
て
話
題
に
な
り
ま
す
。
個
々
人
は
彼
ら
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て
自
ら
の

意
見
を
述
べ
る
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
非
常
に
多
く
の
個
人
の
こ
の
よ
う
に
膨
大
な

意
見
や
観
念
を
含
む
世
論
は
、
そ
れ
自
身
、
完
全
に
矛
盾
し
た
も
の
で
す
」（『
第
三

回
』S

.272

）。『
要
綱
』
で
の
議
論
と
同
様
、
私
見
で
あ
る
が
ゆ
え
の
問
題
点
を
挙
げ

て
い
る
。

続
い
て
、「
意
見
を
表
明
す
る
人
々
は
、
事
態
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
自
分
が

よ
く
知
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
沈
黙
す
る
で
し
ょ
う
。」
と
述
べ
、「
沈

黙
は
金
」
と
で
も
言
う
べ
き
言
葉
と
と
も
に
、
世
論
を
把
握
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を

語
っ
て
い
る
。

「
そ
の
限
り
で
、
世
論
は
、
把
握
す
る
の
が
き
わ
め
て
困
難
な
現
象
の
一
つ
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
世
論
は
対
立
を
直
接
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。
か
く
し
て
、

世
論
は
、
全
く
つ
ま
ら
な
い
も
の
、
空
し
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
完
全
に
実
質

的
な
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
」（E

bd.

）。

そ
の
続
き
で
、
世
論
に
対
す
る
「
尊
重
と
軽
蔑
」
と
い
う
議
論
が
現
れ
る
。

「
国
民
の
意
識
の
普
遍
的
な
も
の
は
神
の
声
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
『
民
の
声
は
神

の
声
』
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
ま
っ
た
く
正
し
い
の
で
す
。
し
か
し
ま
た
同
様
に
、
国

民
の
判
断
や
声
に
関
し
て
は
相
反
す
る
こ
と
が
根
拠
を
も
っ
て
語
ら
れ
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
世
論
は
一
方
で
尊
重
さ
れ
、
だ
が
他
方
で
は
軽
蔑
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
言
え
ま
す
」（E

bd.

）。

こ
の
後
、
意
見
は
独
自
な
ほ
ど
声
高
に
叫
ば
れ
る
、
と
い
う
『
要
綱
』
三
一
七
節

と
同
様
の
話
を
し
た
後
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

「
同
じ
こ
と
が
哲
学
の
中
に
も
み
ら
れ
ま
す
。
か
く
し
て
、
哲
学
者
た
ち
は
、
直

接
に
知
覚
し
た
も
の
が
真
理
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
ど
ん
な
農
民

も
、
直
観
の
中
で
思
い
違
い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
や
、
直
接
に
生
じ
る
も
の
は

た
い
て
い
は
か
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
ほ
ど
、
愚
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
」（『
第
三
回
』S

.272-273

）。

思
弁
を
尊
ば
な
い
哲
学
の
潮
流
に
対
す
る
批
判
を
交
え
な
が
ら
、
ど
ん
な
農
民
も

愚
か
で
は
な
い
、
と
い
う
言
い
方
で
国
民
の
認
識
に
対
す
る
信
頼
を
語
っ
て
い
る
箇

所
だ
と
言
え
る
。

こ
の
話
の
後
に
、
世
論
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
結
論
が
語
ら
れ
る
。

「
世
論
の
中
に
何
が
本
当
に
含
ま
れ
て
い
る
か
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
深
い
洞

察
力
が
必
要
で
す
。
た
と
え
ば
、
も
し
国
民
の
中
で
あ
る
普
遍
的
な
不
満
が
支
配
的

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
解
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
必
要
が
存
在
し
て
い
る
と
想
定
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
世
論
を
問
題
に
し
た
ら
、
ま
さ
に
逆
の

こ
と
が
考
え
ら
れ
、
提
案
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
起
こ
る
の
で
す
」（『
第
三

回
』S

.273

）。
世
論
は
直
線
的
で
は
な
く
多
面
的
で
あ
る
の
だ
か
ら
深
い
洞
察
力
が

必
要
だ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
講
義
録
」
で
語
っ
て
い
る

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
か
ら
、
世
論
や
、
世
論
を
認
識
す
る
国
民
に
対
す
る
絶
望
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
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五

で
は
最
後
に
『
要
綱
』
出
版
後
の
議
論
を
代
表
し
て
『
第
六
回
講
義
』
を
見
て
い

き
た
い
。『
要
綱
』
出
版
以
後
は
、『
要
綱
』
の
本
文
を
補
足
す
る
形
式
で
説
明
が
加

え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
文
と
全
く
同
じ
内
容
は
語
っ
て
い
な
い
。
そ
の
分
、『
要

綱
』
の
様
々
な
言
い
換
え
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
『
要
綱
』
出
版
以
後
の
講
義

録
の
特
徴
で
あ
る
。

『
要
綱
』
の
う
ち
、「
補
遺
」
に
収
録
さ
れ
た
箇
所
以
外
で
特
徴
的
な
の
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
世
論
が
「
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
」、「
神
聖
な
も
の
」
だ
と
し
て
、
そ
の

肯
定
的
意
義
に
触
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
世
論
を
「
精
神
の
自
己
主
張
」
だ
と

述
べ
て
お
り
、『
要
綱
』
で
の
議
論
と
比
べ
、
そ
の
積
極
面
の
記
述
の
多
さ
が
目
立

つ
。ま

ず
議
会
の
公
開
と
世
論
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
議
会
が
公
開
さ
れ
て
い
る
国
の

世
論
と
そ
う
で
な
い
国
の
世
論
と
の
決
定
的
な
差
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

「
世
論
に
と
っ
て
は
、
国
家
の
利
益
を
考
え
る
最
大
の
陶
冶
手
段
で
す
。
そ
の
点
、

議
会
が
公
開
の
国
の
国
民
は
、
議
会
が
存
在
し
な
か
っ
た
り
、
公
開
さ
れ
な
か
っ
た

り
す
る
国
の
国
民
と
は
、
国
家
の
利
益
に
か
ん
し
て
全
く
違
う
洞
察
力
と
見
解
を
持

ち
ま
す
」（『
第
六
回
』
三
一
五
節
注
解
）。

そ
し
て
世
論
が
本
来
持
つ
有
用
性
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
世
論
は
、
国
民
の
意
志
や
意
見
の
認
識
を
与
え
る
非
有
機
的
な
仕
方
で
す
。
国

家
が
現
実
に
ど
う
あ
る
べ
き
か
は
、
有
機
的
な
仕
方
の
な
か
で
確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら

ず
、
そ
れ
を
行
う
の
が
憲
法
体
制
で
す
。
世
論
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
大
き
な
力
を
持

つ
が
、
主
観
的
自
由
が
大
き
な
価
値
と
意
味
を
持
つ
近
代
に
あ
っ
て
は
、
と
り
わ
け

大
き
な
力
を
持
ち
ま
す
」『
第
六
回
』
三
一
六
節
注
解
）。

さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
世
論
の
「
神
聖
」
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
の
強
調
は
最

後
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
。「
世
論
は
、
も
っ
と
も
尊
敬
す
べ
き
も
の
、
も
っ
と
も

神
聖
な
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
中
に
、
個
人
で
あ
れ
、
国
民
で
あ
れ
、
人
間
を

導
き
統
率
す
る
、
す
べ
て
の
精
神
的
な
規
定
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
格
率
を
分
か
っ
て
い

る
の
で
す
か
ら
」（『
第
六
回
』
三
一
七
節
注
解
）。

そ
し
て
、
国
民
が
ど
こ
ま
で
世
論
に
「
だ
ま
さ
れ
る
」
の
か
は
、
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

「
国
民
が
だ
ま
さ
れ
る
の
は
、
事
件
や
行
動
や
日
常
活
動
の
た
ぐ
い
」
だ
け
で
あ

っ
て
、
い
つ
も
他
の
こ
と
を
創
作
す
る
「
三
流
政
治
家
」
に
は
彼
の
隣
人
の
よ
う
に

利
口
で
あ
る
（『
第
六
回
』
三
一
八
節
注
解
）。
つ
ま
り
簡
単
に
は
騙
さ
れ
な
い
と
述
べ

て
い
る
。
こ
こ
に
も
国
民
の
判
断
力
に
対
す
る
根
本
的
な
信
頼
が
表
明
さ
れ
て
い
る

と
言
っ
て
も
良
い
。
国
民
は
他
者
に
易
々
と
騙
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し

『
要
綱
』
本
文
と
同
様
、
国
民
は
自
分
に
、
「
自
分
の
反
省
の
利
口
さ
（d

ie

G
esch

eu
th

eit
ih

rer
R

eflexion

）」（
同
節
）
に
だ
ま
さ
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

「
反
省
の
利
口
さ
」
と
は
、
反
省
力
を
過
信
す
る
国
民
の
未
熟
さ
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
講
義
上
で
「
世
論
」
に
対
す
る
見
方
を
考
察
す
る
際
、『
要
綱
』

出
版
前
で
は
議
会
の
公
開
や
言
論
・
出
版
の
自
由
に
よ
る
世
論
の
陶
冶
に
専
ら
関
心

を
持
ち
、『
第
三
回
講
義
』
で
世
論
の
概
念
規
定
を
確
立
さ
せ
、
そ
れ
が
『
要
綱
』

に
受
け
継
が
れ
た
後
の
講
義
で
は
繰
り
返
し
「
世
論
」
へ
の
肯
定
的
見
解
を
行
い
、

世
論
自
体
は
神
聖
な
の
だ
が
、
私
見
と
し
て
現
れ
る
内
容
が
問
題
な
の
で
あ
る
こ
と

の
区
別
を
強
調
し
た
。

必
ず
し
も
議
会
の
公
開
や
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
世
論
が

全
面
的
に
信
頼
に
足
る
状
況
で
は
な
く
、
国
民
も
ま
た
世
論
と
同
様
、
国
家
や
議
会

を
理
性
的
に
認
識
し
て
い
る
と
言
え
な
い
当
時
の
状
況
下
で
は
、
偉
人
の
登
場
も
ま

た
不
可
避
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
今
後
も
偉
人
に
よ
っ
て
の
み
歴
史
が
進
歩
す

る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
偉
人
に
よ
る
進
歩
に
よ
っ
て
憲
法
体
制

が
確
立
・
発
展
さ
れ
、
議
会
の
公
開
、
言
論
・
出
版
の
自
由
に
よ
っ
て
、
世
論
は
誤

謬
を
克
服
し
て
い
く
道
が
開
か
れ
て
い
る
。『
要
綱
』
三
一
八
節
の
最
後
に
示
唆
し
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た
こ
と
は
そ
れ
に
あ
た
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
意
味
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
世
論
に
対
す
る
態
度
は
、
当
時
の
国
民
の
知
性

に
対
し
て
い
わ
ば
「
建
設
的
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。『
第
二
回
講
義
』
で

す
で
に
、
世
論
に
は
積
極
面
と
消
極
面
、
肯
定
面
と
否
定
面
の
そ
れ
ぞ
れ
両
面
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
が
、
こ
の
観
点
は
、
世
論
が
理
性
的
に
成
長
し
う
る
存
在

だ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
必
然
的
に
、

世
論
が
よ
り
理
性
的
に
信
頼
す
る
に
足
る
存
在
に
な
る
た
め
の
方
法
が
提
示
さ
れ

る
。
そ
れ
が
議
会
の
公
開
で
あ
り
、
言
論
・
出
版
の
自
由
で
あ
る
。
市
民
社
会
論
か

ら
の
繋
が
り
で
見
れ
ば
、
市
民
社
会
内
で
の
民
主
主
義
の
発
展
が
身
分
制
議
会
を
構

成
し
、
国
民
精
神
を
体
現
す
る
世
論
は
そ
れ
を
よ
り
理
性
的
に
優
れ
た
も
の
に
成
長

さ
せ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
は
、
極
端
な
私
見
を
世
論
と
称
し
て
振
り
ま
い
て
い
る
者

に
対
す
る
警
戒
は
窺
え
て
も
、
国
民
精
神
を
認
識
し
得
な
い
愚
か
な
存
在
に
国
民
を

固
定
す
る
要
素
は
見
出
し
得
な
い
。

結
論

「
世
論
」
と
は
、
国
民
が
公
の
世
界
の
真
理
を
認
識
す
る
た
め
の
媒
体
で
あ
り
、

逆
に
国
民
が
陶
冶
さ
れ
る
た
め
の
媒
体
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
現
瞬
間
、
あ
る
世
論

に
対
し
て
国
民
が
「
そ
れ
は
誤
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
思
っ
た
な
ら
ば
、
そ

れ
は
現
在
の
国
民
の
だ
れ
か
が
愚
か
な
認
識
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の

愚
か
さ
を
克
服
し
て
い
く
た
め
に
議
会
の
討
論
は
も
っ
と
公
開
さ
れ
、
出
版
・
言
論

の
自
由
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
世
論
の
理
性
性
は
民
主
化
の

バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
な
る
。
た
と
え
現
状
の
世
論
が
愚
か
な
も
の
を
含
ん
で
い
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
将
来
的
に
克
服
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
国
民
自
身
が
認
識
し

て
実
践
し
て
い
く
こ
と
で
、
世
論
は
鋭
さ
を
鍛
え
、
議
会
を
制
御
可
能
な
も
の
と
す

る
。「
世
論
」
に
関
す
る
議
論
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
説
い
た
の
は
「
理
性
的
世
論
形
成
へ

の
道
」
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
世
論
や
国
民
が
無
力
、
無
能
で
は
あ
り

得
な
い
の
で
あ
る
。

【
原
典
及
び
邦
訳
、
参
考
文
献
】

ヘ
ー
ゲ
ル
は
生
涯
で
計
七
度
、
法
哲
学
関
連
の
講
義
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
で
使

用
し
た
原
典
名
及
び
参
照
し
た
翻
訳
、
お
よ
び
訳
出
の
参
考
に
し
た
文
献
名
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
邦
訳
引
用
の
際
は
、
訳
語
や
文
体
の
統
一
の
た
め
必
要
に

応
じ
て
改
め
て
い
る
。「
第
四
回
講
義
」
は
国
家
論
の
ノ
ー
ト
が
欠
如
し
て
い
る
た
め

割
愛
し
た
。「
第
七
回
講
義
」
は
開
講
し
て
程
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
が
急
死
し
た
た
め
途
中

で
終
了
し
て
い
る
。

・
『
法
の
哲
学
要
綱
』：

G
.W

.F
.H

egel,
G

ru
n

d
lin

ien
d

er
P

h
ilosop

h
ie

d
es

R
ech

ts
od

er
N

atu
rrech

t
u

n
d

S
taatsw

issen
sch

aft
im

G
ru

n
d

risse,
m

it

H
egels

eigen
h

ä
n

d
igen

N
otizen

u
n

d
d

en
m

ü
n

d
lich

en
Z

u
sä

tzen
,

F
ran

kfu
rt

am
M

ain
,
1970,

B
d.7.

（
参
照
し
た
邦
訳
）
藤
野
渉
・
赤
沢
正
敏

訳
『
法
の
哲
学
』、『
世
界
の
名
著
四
四
　
ヘ
ー
ゲ
ル
』
中
公
バ
ッ
ク
ス
、
一
九
七
八

年
。
上
妻
精
・
佐
藤
康
邦
・
山
田
忠
彰
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
　
法
の
哲
学
』（
上
・
下

巻
）
岩
波
書
店
、
二
○
○
○
、
二
○
○
一
年
。

・
一
八
一
七
│
一
八
年
『
第
一
回
講
義
』：

G
.W

.F
.

H
egel,

D
ie

P
h

ilosoph
ie

d
es

R
ech

ts,
d

ie
M

itsch
riften

W
an

n
en

m
an

n

（H
eid

elberg
1817/

18)
u

n
d

H
om

eyer

（B
erlin

1818/
19),

h
erau

sgegeben
,

ein
geleitet

u
n

d
erläu

tert

von
K

arl-H
ein

z
Iltin

g,
S

tu
ttgart,

1983.

（『
第
一
回
講
義
』
に
つ
い
て
は
、

尼
寺
義
弘
訳
『
自
然
法
お
よ
び
国
家
学
に
関
す
る
講
義
　
一
八
一
七
／
一
八
冬
学
期

講
義
　
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
　
一
八
一
八
／
一
九
冬
学
期
序
説
（
付
録)

ベ
ル
リ
ン

法
学
部
学
生
Ｐ
・
ヴ
ァ
ン
ネ
ン
マ
ン
手
稿
』
晃
洋
書
房
、
二
○
○
二
年
、
を
参
考
に

し
た
。）

361

一
三
一

ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
に
お
け
る
「
世
論
」
と
は
何
か



・
一
八
一
八
│
一
九
年
『
第
二
回
講
義
』：

G
.W

.F
.H

egel,
D

er
objektive

G
eist,

a
u

s
d

er
H

eid
elb

erg
er

E
n

zyk
lop

ä
d

ie
1

8
1

7
,

m
it

H
eg

els

V
orlesu

n
gsn

otizen
1818-1819,

N
atu

rrech
t

u
n

d
S

taatsw
issen

sch
aft

n
a

ch
d

er
V

orlesu
n

g
sn

a
ch

sch
rift

von
C

.G
.H

om
eyer

1
8

1
8

/
1

9
,

Z
eitgen

ossisch
e

R
ezen

sion
en

d
er

“R
ech

tsph
ilosoph

ie”,
h

erau
sgegeben

von
K

arl-H
ein

z
Iltin

g,
S

tu
ttgart-B

ad
C

an
n

statt,
1973,

B
d.1.

（『
第
二

回
講
義
』
に
つ
い
て
は
、
尼
寺
義
弘
訳
『
自
然
法
お
よ
び
国
家
法
『
法
の
哲
学
』
第

二
回
講
義
録
一
八
一
八
／
一
九
年
、
冬
学
期
・
ベ
ル
リ
ン
　
Ｃ
・
Ｇ
・
ホ
ー
マ
イ
ヤ

ー
手
稿
』
晃
洋
書
房
、
二
○
○
三
年
、
を
参
考
に
し
た
。）

・
一
八
一
九
│
二
〇
年
『
第
三
回
講
義
』（
本
稿
は
主
に
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
編
を
用
い
た
が
、

リ
ン
ギ
ア
に
よ
る
筆
記
ノ
ー
ト
も
参
照
し
た
）：

G
.W

.F
.H

egel,
P

h
ilosop

h
ie

d
es

R
ech

ts,
d

ie
V

orlesu
n

g
von

1
8

1
9

/
2

0
in

ein
er

N
a

ch
sch

rift,

h
erau

sgegeben
von

D
ieter

H
en

rich
,

F
ran

kfu
rt

am
M

ain
,
1983.

（
邦
訳
）

中
村
浩
爾
・
牧
野
広
義
・
形
野
清
貴
・
田
中
幸
世
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
講
義
録

1819/20

』
法
律
文
化
社
、
二
○
○
二
年

・
一
八
二
二
│
二
三
年
『
第
五
回
講
義
』
（
ホ
ト
ー
・
ノ
ー
ト
を
用
い
た
）：

G
.W

.F
.H

egel,
P

h
ilosoph

ie
d

es
R

ech
ts,

n
ach

d
er

V
orlesu

n
gsn

ach
sch

rift

von
H

.G
.

H
oth

o
1822/

23,
h

erau
sgegeben

von
K

arl-H
ein

z
Iltin

g,

S
tu

ttgart-B
ad

C
an

n
statt,1974,B

d.3.

・
一
八
二
四
│
二
五
年
『
第
六
回
講
義
』：

G
.W

.F
.H

egel,
P

h
ilosop

h
ie

d
es

R
ech

ts,
n

ach
d

er
V

orlesu
n

gsn
ach

sch
rift

K
.G

.v.G
riesh

eim
s

1824/
25,

D
er

objektive
G

eist
au

s
d

er
B

erlin
er

E
n

zyklopäd
ie

zw
eite

u
n

d
d

ritte

A
u

fla
g

e
(1

8
2

7
u

n
d

1
8

3
0

),
P

h
ilosop

h
ie

d
es

R
ech

ts
n

a
ch

d
er

V
orlesu

n
g

sn
a

ch
sch

rift
von

D
.F

.S
tra

u
ss

1
8

3
1

m
it

H
eg

els

V
orlesu

n
gsn

otizen
,

h
erau

sgegeben
von

K
arl-H

ein
z

Iltin
g,

S
tu

ttgart-

B
ad

C
an

n
statt,

1974,
B

d.4.

（
邦
訳
）
長
谷
川
宏
訳
『
法
哲
学
講
義
』
作
品
社
、

二
〇
〇
〇
年
。

注q

柴
田
高
好
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
理
論
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
六
年
、
一
八
〇
ペ

ー
ジ
。

w

上
妻
精
・
小
林
靖
昌
・
高
柳
良
治
著
、
有
斐
閣
新
書
、
一
九
八
〇
年
。

e

手
元
に
あ
る
『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』（
小
学
館
）
に
は
「
あ
る
公
共
の
問
題
に
つ
い

て
社
会
の
大
多
数
の
賛
同
を
得
て
い
る
意
見
」
と
あ
り
「
多
数
派
」
説
で
あ
る
。
広

辞
苑
〔
第
五
版
〕
で
も
世
論
と
は
「
国
民
多
数
の
意
見
」
と
説
明
さ
れ
、
同
じ
立
場

で
あ
ろ
う
。『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
（
小
項
目
電
子
辞
書
版
）』
で
は
「
世

論
調
査
で
測
定
さ
れ
る
が
、
世
論
は
社
会
を
構
成
す
る
成
員
個
々
の
意
見
の
総
和
で

あ
る
と
み
る
か
、
そ
れ
を
こ
え
た
力
を
も
つ
実
体
と
み
る
か
に
つ
い
て
は
意
見
が
分

か
れ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

r

阪
上
孝
『
近
代
的
統
治
の
誕
生
　
人
口
・
世
論
・
家
族
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九

年
、
一
一
九
ペ
ー
ジ
以
下
。

t

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
『
人
間
知
性
論
』。
訳
は
岩
波
文
庫
（
第
二
巻
）、
大
槻
春
彦
訳
、

一
九
七
四
年
、
三
四
三
ペ
ー
ジ
以
下
。

y

ル
ソ
ー
『
演
劇
に
つ
い
て
　
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
へ
の
手
紙
』
今
野
一
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、

一
九
七
九
年
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
。

（
関
西
大
学
非
常
勤
講
師
）
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