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カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
秩
序
論

─
完
成
論
に
支
え
ら
れ
た
憲
法
基
礎
づ
け
論

─福

島

涼

史

は
じ
め
に

一

憲
法
の
役
割

二

憲
法
の
何
性

三

秩
序
の
相
対
性

四

憲
法
基
礎
づ
け
論

お
わ
り
に

は
じ
め
に

ト
マ
ス
の
完
成
論
は
、
諸
々
の
理
論
の
相
互
関
係
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
公
法
理
論
研
究
に
、
再
検
討
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
ト
マ

ス
の
理
論
の
系
譜
と
さ
れ
て
き
た
理
論
も
問
題
と
な
る
一
方
、
ト
マ
ス
の
理
論
か
ら
の
変
位
と
さ
れ
て
き
た
理
論
が
そ
の
系
譜
に
再
定

位
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
一
般
に
ト
マ
ス
の
理
論
か
ら
の
変
位
と
し
て
、
そ
の
対
極
に
理
解
さ
れ
て
い
る
カ
ー
ル
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
理
論
が
ま
さ
に
そ
れ
に
あ
た
る
。
ト
マ
ス
の
理
論
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
と
の
関
係
は
こ
の
た
め
に
も
再
検
討
さ
れ
る
べ
き

（
１
）
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で
あ
る
が
、
そ
の
関
係
を
探
求
す
る
意
義
は
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。

両
理
論
が
そ
れ
ぞ
れ
典
型
的
に
、
公
法
を
枠
づ
け
る
、
二
つ
の
対
照
的
な
形
体
（
目
的
因
と
作
出
因
）
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
公
法
理
論
研
究
の
与
件
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、
両
理
論
の
相
互
補
完
性
も
ま
た
探
求
さ

れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
次
の
問
い
に
こ
た
え
る
憲
法
基
礎
づ
け
論
と
し
て
の
両
理
論
の
意
義
と
発
展
可

能
性
が
理
解
さ
れ
る
。
憲
法
と
は
何
か
。

一

憲
法
の
役
割

（
１
）
限
定
さ
れ
た
憲
法

公
法
の
何
性
を
、
例
え
ば
、
私
法
と
の
区
別
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
も
そ
の
試
み
に
は
限
界
が
あ
る
。
権
利
・
義
務
の
名
宛

人
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
例
え
ば
憲
法
前
文
の
よ
う
な
、
そ
の
名
宛
人
の
な
い
法
が
そ
の
射
程
か
ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
法
内
の
種
差
に
よ
る
把
握
は
有
効
な
手
が
か
り
と
な
る
。
憲
法
（
典
）
は
最
高
法
規
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
限

定
的
な
役
割
し
か
な
い
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
う
い
え
る
。

こ
こ
で
参
考
と
な
る
の
は
、
日
本
国
憲
法
が
定
め
る
生
存
権
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
そ
も
そ
も
憲
法
の
役
割
を
特
定

の
限
定
的
な
観
点
で
の
み
捉
え
、
そ
の
結
果
、
憲
法
の
保
障
す
る
生
存
権
の
意
義
を
相
対
化
す
る
、
と
い
う
形
の
議
論
」
が
あ
る
と
さ

れ
る
。
例
え
ば
、「
憲
法
は
、
本
来
、『
統
治
の
プ
ロ
セ
ス
と
国
民
の
政
治
参
加
の
プ
ロ
セ
ス
を
保
障
す
べ
き
文
書
』
で
あ
り
」、「
生
存

権
を
権
利
と
し
て
保
障
し
た
こ
と
は
、
…
本
来
『「
憲
法
」
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ
た
問
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
』」、
と
い
う
論
者
が

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
セ
ス
学
派
が
、
憲
法
自
体
に
つ
い
て
は
、
あ
る
種
の
自
然
法
論
の
よ
う
に
、
制
定
者
の
意
志
や
制
定
内
容
に
か

か
わ
ら
ず
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
特
定
の
本
性
を
備
え
る
べ
き
も
の
と
な
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
本
性
は
、
例

（
２
）
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え
ば
、
法
の
定
め
方
の
定
め
と
い
っ
た
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
限
定
し
な
い
憲
法

こ
の
生
存
権
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、「
生
存
権
保
障
規
定
」
を
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
」
で
し
か
な
い
と
い
う
説
を
批
判
し
つ
つ
、
こ

の
点
で
、
憲
法
に
い
わ
ば
積
極
的
な
役
割
を
認
め
る
学
説
が
登
場
し
た
。「
具
体
的
権
利
説
」
と
呼
ば
れ
る
代
表
的
な
学
説
が
こ
れ
で
あ

る
。
こ
の
学
説
は
、
生
存
権
が
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
を
追
究
し
、
そ
の
中
で
、
社
会
権
保
障
が
、
民
主
制
原
理
、
実

質
的
法
治
主
義
原
理
と
密
接
に
連
関
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、「
具
体
的
権
利
説
」
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
先
駆
者

と
し
て
、
こ
れ
ら
の
原
理
に
関
し
て
、
す
で
に
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
期
に
「
社
会
的
法
治
国
」
の
概
念
・
理
論
を
提
唱
し
て
い
た
ヘ
ル
マ

ン
・
ヘ
ラ
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
ヘ
ラ
ー
は
、「
法
律
は
高
め
ら
れ
た
実
質
的
妥
当
力
」
を
も
つ
と
し
、「
本
来
、『
社
会
的
』
な
も

の
の
促
進
と
民
主
制
・
法
治
国
家
と
を
一
体
の
も
の
と
と
ら
え
、
そ
こ
に
お
け
る
法
律
の
意
義
を
強
調
す
る
」
立
場
と
さ
れ
る
。

こ
の
ヘ
ラ
ー
は
、
真
正
の
議
会
主
義
者
で
あ
っ
て
、
民
主
制
、
と
り
わ
け
、
議
会
に
お
け
る
法
律
の
制
定
を
通
じ
た
、「
下
か
ら
上
へ

向
け
て
行
わ
れ
る
政
治
的
単
一
体
（E

inheit
）
の
形
成
」
を
と
ら
え
る
理
論
家
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
鍵
概
念
は
「
日
々
繰
り
返

さ
れ
る
国
民
投
票
」
で
あ
る
。
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
す
で
に
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
立
法
者
の
前
に
、
す
で
に
決
定
さ
れ
尽
く
し
て

い
る
確
定
的
所
与
と
い
う
も
の
は
、
ヘ
ラ
ー
の
理
論
に
は
存
在
し
な
い
。
ヘ
ラ
ー
は
も
ち
ろ
ん
立
法
者
の
上
に
あ
る
憲
法
を
認
め
る
の

で
あ
る
が
、
同
時
に
、「
単
純
法
は
、
原
則
と
し
て
、
憲
法
法
命
題
の
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

こ
の
上
で
、
耐
え
難
き
立
法
府
の
拡
大
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
憂
慮
や
議
会
絶
対
主
義
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
不
安
に
も
関
わ
ら
ず
、
法
的

に
捉
え
ら
れ
る
憲
法
に
則
し
た
立
法
の
限
界
は
、
二
つ
の
方
向
に
し
か
な
い
と
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
現
行
法
律
に
反
す
る
法
律
で

も
っ
て
す
る
個
別
決
定
の
禁
止
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
わ
ず
か
、
裁
判
と
行
政
の
た
め
の
、
憲
法
の
特
別
留
保
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

憲
法
の
役
割
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
方
で
、
立
法
の
役
割
が
憲
法
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
わ

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）
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け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
一
般
に
憲
法
が
何
ら
か
の
主
体
を
拘
束
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
法
律
が
そ
れ
を
執
行
す
る
主
体
を
拘
束

す
る
の
と
同
じ
構
図
に
お
い
て
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
は
、
メ
ル
ク
ル
の
段
階
理
論
（
法
段
階
説
）
を
自
分
の
も
の
と
し
た
と
認
め
て
い
る

が
、
本
人
が
問
題
に
し
て
い
る
「
ケ
ル
ゼ
ン
学
派
（K

elsensche
Schule

）」
と
の
異
同
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
お
い
て
、
憲
法
と

法
律
と
の
区
別
は
、
段
階
的
な
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

（
３
）
限
定
す
る
憲
法

こ
の
よ
う
な
ヘ
ラ
ー
と
は
対
照
的
に
、
無
論
、
全
く
の
法
段
階
説
を
と
る
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
と
も
対
照
的
に
、
憲
法
を
法
律
と
は

決
定
的
に
異
な
る
も
の
と
す
る
の
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
の
憲
法
は
決
定
的
憲
法
、
す
な
わ
ち
、
決
定
と
し
て
の
憲
法
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
で
も
、
プ
ロ
セ
ス
規
定
で
も
な
く
、「
具
体
的
な
全
体
決
定
」
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ま
た
、「
法
治
国
家
的
保
障
は
い
か
な
る
絶
対
主
義
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
。
シ
ュ

ミ
ッ
ト
に
あ
っ
て
は
、「
常
に
特
別
の
性
質
を
伴
っ
た
規
範
が
前
提
さ
れ
」、
そ
れ
に
よ
り
、
君
主
的
な
も
の
で
あ
れ
、
民
主
的
な
も
の

で
あ
れ
、
立
法
者
に
対
し
て
、「
実
質
的
諸
制
約
（sachliche

Schranken

）」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ヘ

ラ
ー
に
と
っ
て
は
克
服
さ
る
べ
き
自
由
主
義
的
な
国
家
と
社
会
の
二
元
論
を
堅
持
す
る
の
で
あ
る
が
、
憲
法
自
体
が
そ
の
よ
う
な
決
定

（
法
治
国
的
構
成
部
分
）
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
国
家
へ
の
妨
害
排
除
と
し
て
機
能
す
る
自
由
権
だ
け
」
を
憲
法
上
の

権
利
と
す
る
古
典
的
自
由
主
義
の
論
者
の
よ
う
に
、「
憲
法
典
の
存
在
理
由
は
自
由
の
保
障
」
に
あ
る
と
し
、
法
治
国
的
保
障
を
憲
法
の

憲
法
（
法
治
国
的
保
障
を
も
た
な
い
憲
法
は
憲
法
で
は
な
い
）
と
す
る
が
ゆ
え
に
で
は
な
い
。
事
実
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
社
会
主
義
的

憲
法
も
憲
法
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
は
、
立
法
は
憲
法
を
個
別
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
憲
法
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
考
え
は
全
く
な

い
。『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
議
会
主
義
の
制
度
は
討
論
と
公
開
性
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
獲
得
す

（
８
）

（
９
）

（

）
１０

（

）
１１

（

）
１２

（

）
１３
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る
と
し
、
そ
れ
は
民
主
主
義
で
は
な
く
、
自
由
主
義
に
属
す
、
と
議
会
を
理
論
化
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
議
会
を
憲
法
の
「
執

行
機
関
」
と
な
す
こ
と
は
、
議
会
を
貶
め
る
こ
と
で
あ
る
。
議
会
は
、
憲
法
を
個
別
化
、
具
体
化
す
る
と
い
う
役
割
、
機
能
の
ゆ
え
に

存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
憲
法
上
、
特
定
の
条
文
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
質
料
因
と
し
つ
つ
、
精
神
史
上
、
討
論
と
公

開
性
の
イ
デ
ー
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
形
相
因
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
議
会
の
地
位
は
、
憲
法
下
の
も
の
、
後
憲
法

的
な
も
の
と
し
て
限
定
さ
れ
、
憲
法
に
帰
属
す
る
（of

）、
憲
法
に
よ
る
（by

）
も
の
で
あ
る
が
、
憲
法
の
た
め
の
（for

）
も
の
で
は

な
い
。
ヘ
ラ
ー
は
、
憲
法
の
た
め
に
、
立
法
は
拘
束
さ
れ
て
、
そ
こ
に
す
で
に
あ
る
実
定
化
さ
れ
た
法
命
題
を
個
別
化
す
る
と
い
う
。

そ
れ
は
、
確
か
に
、
い
わ
ゆ
る
立
法
不
作
為
を
問
え
る
と
す
る
「
具
体
的
権
利
説
」
の
さ
き
が
け
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ

ト
に
は
こ
の
よ
う
な
構
成
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
そ
の
議
会
は
、
こ
の
よ
う
な
立
法
義
務
か
ら
も
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、

自
律
的
で
あ
る
。

二

憲
法
の
何
性

（
１
）
形
相
性

憲
法
が
何
ら
か
の
意
味
で
、
例
え
ば
、
立
法
や
そ
れ
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
法
律
に
優
位
す
る
こ
と
は
、
万
人
が
認
め
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
問
題
は
、
い
か
な
る
意
味
で
、
優
位
し
て
い
る
か
で
あ
る
。

憲
法
は
、「
諸
形
相
の
形
相
（form

a
form

arum

）」
で
あ
る
。
そ
の
優
位
性
は
、
質
料
に
対
す
る
形
相
の
優
位
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

法
律
に
対
す
る
形
相
で
は
な
い
。
憲
法
は
、
国
家
の
形
相
で
あ
る
。
こ
れ
が
憲
法
の
何
性
に
つ
い
て
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
こ
た
え
で
あ
る
。

こ
の
形
相
は
、
具
体
的
内
容
が
そ
れ
に
よ
っ
て
充
て
ん
さ
れ
る
べ
き
形
式
で
は
な
い
。
憲
法
が
形
式
な
ら
ば
、
そ
れ
は
抽
象
的
、
概

括
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
立
法
そ
の
他
の
活
動
に
、
十
分
な
自
由
を
用
意
す
る
枠
組
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
、

（

）
１４

（

）
１５

（

）
１６

（

）
１７
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こ
こ
で
の
憲
法
は
、「
具
体
的
な
全
体
決
定
」
に
し
て
、
国
家
の
「
魂
」
で
あ
る
。
魂
は
人
間
の
形
相
で
あ
っ
て
、
魂
の
具
体
化
な
ど

な
い
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
の
国
家
の
形
相
・
形
体
（Staatsform

）
を
説
明
し
て
、「
国
家
は
、
君
主
制
、
貴
族
制
、
民
主
制
で
あ
る

機

機

機

」
と
い

う
。
こ
こ
で
い
う
君
主
制
、
貴
族
制
、
民
主
制
は
、
誰
が
法
律
を
定
め
る
の
か
を
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
統
治
の
プ
ロ
セ

ス
の
あ
れ
こ
れ
で
は
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
市
民
的
自
由
の
諸
原
則
が
、「Staatsform

（
国
家
の
形
相
・
形
体
）
を
単
な
る
立
法
形

式
や
統
治
形
式
に
し
て
し
ま
う
」
と
い
い
、
両
者
を
判
然
と
区
別
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
官
僚
君
主
制
の
下
で
は
、
君
主
は
、
官
僚
組

織
の
長
、
第
一
の
執
政
官
（prem

ier
m
agistrat

）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
政
治
的
なForm

（
形
相
・
形
体
）
原
理
の
意
味

に
お
け
る
君
主
制
で
は
な
い
と
断
ぜ
ら
れ
る
。
真
正
の
君
主
制
と
は
、「
国
王
の
み
が
排
他
的
に
人
民
の
政
治
的
統
一
体
を
具
現
す
る
」

と
い
う
君
主
の
身
分
、
地
位
を
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
２
）
イ
デ
ア
性

憲
法
が
、
立
法
形
式
、
統
治
形
式
で
は
な
く
、
国
家
の
形
相
・
形
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
し
か
る
べ
き
意
味
内
容
が
あ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、
憲
法
（
概
念
）
の
イ
デ
ア
性
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
憲
法
と
は
、
何
が
そ
れ
か
を
任
意
に
決
定
で
き
る
名
目
的
概
念

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
積
極
的
な
意
味
内
容
を
も
つ
概
念
で
あ
る
。

憲
法
と
は
憲
法
制
定
権
力
が
定
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
は
、
憲
法
制
定
権
力
が
定
め
る
も
の
が
憲
法
で
あ
る
と
い
う
命
題

と
は
同
値
で
は
な
い
。
憲
法
制
定
権
力
と
い
え
ど
も
、
単
な
る
立
法
形
式
、
統
治
形
式
に
関
す
る
規
定
を
指
し
て
、
こ
れ
が
憲
法
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
、
任
意
の
法
命
題
の
集
ま
り
を
指
し
て
、
憲
法
で
あ
る
と
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
憲

法
（
概
念
）
は
、
憲
法
制
定
権
力
に
先
立
つ
。
憲
法
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
憲
法
の
イ
デ
ア
は
先
在
し
、
た
だ
、
あ
れ
こ
れ
の
憲
法

を
そ
れ
と
し
て
定
め
る
の
が
憲
法
制
定
権
力
で
あ
る
。

（

）
１８

（

）
１９

（

）
２０

（

）
２１
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憲
法
制
定
が
、
憲
法
概
念
自
体
の
制
定
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
、
憲
法
制
定
は
選
択
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

第
一
義
的
に
は
、
君
主
制
、
貴
族
制
、
民
主
制
と
い
う
三
つ
の
国
家
形
相
・
形
体
か
ら
の
選
び
取
り
で
あ
る
。
憲
法
制
定
権
力
の
担
い

手
に
よ
る
政
治
的
決
定
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
あ
っ
て
は
、
民
主
制
へ
の
決
定
で
あ
り
、
ま
た
、
共
和

制
と
反
君
主
制
へ
の
決
定
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
君
主
制
国
家
、
貴
族
制
国
家
、
民
主
制
国
家
と
い
う
イ
デ
ア
が
、
あ
り
え
る

国
家
の
イ
デ
ア
の
す
べ
て
と
し
て
予
め
あ
り
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
形
相
・
形
体
を
選
び
取
っ
て
い
な
い
「
憲
法
」
は
、
憲
法
で
は
な
く
、

そ
の
決
定
者
も
、
憲
法
制
定
権
力
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
３
）
具
体
性

憲
法
（
概
念
）
の
イ
デ
ア
性
は
、
憲
法
制
定
権
力
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
憲
法
に
、
そ
れ
と
は
逆
の
性
質
を
喚
起
す
る
。
憲
法
は
い
つ

ま
で
も
三
つ
の
国
家
の
形
相
・
形
体
を
め
ぐ
る
イ
デ
ア
に
留
ま
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
そ
れ
と
は
区
別
し
え
る
あ
れ
こ
れ
の

君
主
制
国
家
や
民
主
制
国
家
と
し
て
「
具
体
的
な
全
体
決
定
」
の
所
産
と
な
る
。

妥
当
し
て
い
る
あ
れ
こ
れ
の
憲
法
が
、
も
は
や
イ
デ
ア
で
は
な
い
の
は
、
そ
れ
が
、「
具
体
的
秩
序
と
い
う
存
在
的
要
素
」
を
も
つ
こ

と
に
よ
る
。
憲
法
が
、
全
体
的
に
し
て
限
界
を
伴
い
、
具
体
的
に
し
て
自
律
性
を
許
す
の
は
、
た
だ
こ
の
秩
序
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。

三

秩
序
の
相
対
性

（
１
）
動
態
性

秩
序
と
は
何
か
。
こ
れ
に
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
永
遠
の
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

「
す
べ
て
の
も
の
の
平
和
は
、
秩
序
の
静
寂
で
あ
る
。
秩
序
と
は
、
等
し
い
も
の
や
等
し
く
な
い
諸
々
の
も
の
の
、
各
々
に
そ

の
場
所
を
宛
が
う
と
こ
ろ
の
配
置
で
あ
る
」。

（

）
２２

（

）
２３

（

）
２４
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こ
こ
に
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
秩
序
は
静
寂
（traiquillitas

）
で
あ
る
平
和
と
の
対
比
に
お
い
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
秩
序
そ
の
も
の
は
、
動
態
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。

秩
序
は
、
異
な
る
主
体
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
画
一
的
な
塊
で
は
な
い
。
秩
序
は
、
諸
々
の
主
体
に
固
有
の
場
所
、
地
位
、

身
分
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
点
的
な
位
置
を
指
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
各
々
の
主
体
は
、
広
が
り
を
も
っ
た
自
ら
の
場
所
、

領
域
を
も
つ
。
そ
れ
ら
の
領
域
は
、
相
互
に
完
全
に
分
離
さ
れ
、
固
定
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
も
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
こ

に
は
、
も
は
や
秩
序
で
は
な
く
、
平
和
が
達
成
さ
れ
て
い
る
。

一
者
と
し
て
の
神
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
領
域
間
の
重
な
り
合
い
、
揺
ら
ぎ
は
出
て
こ
な
い
。
単
線
的
位
置
関
係
の
み
な
ら
ば
、

宇
宙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
者
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
が
指
示
さ
れ
る
巨
大
な
監
獄
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
一
者
の
観
点
か
ら
、
番
号
を
与
え
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
者
を
配
置
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
早
速
に
平
和
が
達
成
さ
れ
て
い
る
。
秩
序
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
秩
序
の

う
ち
に
あ
る
主
体
間
の
相
互
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
体
間
の
い
わ
ば
せ
め
ぎ
合
い
が
、
秩
序
を
秩
序
た
ら
し
め
る
動
態
性
を

も
た
ら
す
。

（
２
）
規
範
性

秩
序
の
う
ち
に
あ
る
主
体
間
の
相
互
関
係
と
い
う
こ
と
か
ら
、
規
範
が
出
て
く
る
。
神
＝
一
者
と
の
一
対
一
の
関
係
の
下
に
あ
る
の

は
服
従
で
あ
る
。
服
従
を
越
え
た
も
の
が
成
立
す
る
の
は
、
神
＝
三
位
に
お
け
る
「
ペ
ル
ソ
ナ
関
係
」
の
型
ど
り
と
し
て
の
、
そ
の
三

位
一
体
と
の
「
垂
直
的
ペ
ル
ソ
ナ
関
係
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
同
じ
く
そ
の
型
ど
り
と
し
て
の
被
造
物
間
の
「
水
平
的
ペ

ル
ソ
ナ
関
係
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
「
ペ
ル
ソ
ナ
関
係
」
か
ら
、
そ
の
者
の
規
範
が
出
て
く
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
『
法
学
的
思
考

の
三
種
類
』
に
お
い
て
こ
う
い
う
。

「
命
題
『
汝
が
母
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
母
の
権
利
・
法
（M

utterrecht
）
で
あ
る
こ
と
を
行
え
…
』
は
、
抽
象
的
規
範
性
に

（

）
２５
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対
す
る
与
え
ら
れ
た
具
体
的
秩
序
の
優
位
を
最
も
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
命
題
は
、
母
に
対
し
て
と
同
様
に
、
あ
ら
ゆ
る

身
分
（Stand

）、
皇
帝
、
諸
侯
、
裁
判
官
、
兵
士
、
農
民
、
夫
、
妻
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
者
の
権
利
・

法
（R

echt

）
は
…
具
体
的
自
然
的
秩
序
で
あ
り
…
具
体
的
身
分
の
場
所
（Standeslage

）
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ

る
」。

母
は
、
父
と
の
対
比
に
お
い
て
、
子
に
対
し
て
母
で
あ
り
、
そ
の
身
分
に
即
し
た
こ
と
を
行
う
。
裁
判
官
は
、
行
政
官
や
議
員
と
の

対
比
に
お
い
て
、
当
事
者
に
対
し
て
裁
判
官
で
あ
り
、
そ
の
身
分
に
即
し
た
こ
と
を
行
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
の
規
範
が
、

そ
の
場
所
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
秩
序
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
秩

序
と
の
一
対
一
の
垂
直
関
係
は
、
秩
序
で
は
な
い
。
秩
序
と
は
、
諸
々
の
も
の
の
水
平
的
配
置
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
我
々
は
、
規
範
が
、
ノ
ー
マ
ル
な
状
態
、
ノ
ー
マ
ル
な
型
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」。

秩
序
の
下
に
あ
る
、
特
定
の
重
な
り
合
い
、
せ
め
ぎ
合
い
を
伴
っ
た
水
平
的
配
置
は
、
ノ
ー
マ
ル
な
状
態
と
呼
ば
れ
る
。
あ
る
者
に

と
っ
て
の
規
範
は
、
秩
序
全
体
に
わ
た
る
ノ
ー
マ
ル
な
状
態
か
ら
出
て
く
る
の
で
は
な
い
。
秩
序
の
下
の
個
々
の
者
は
、
自
ら
が
観
念

し
え
る
自
ら
の
身
分
に
即
し
た
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
ノ
ー
マ
ル
な
状
態
を
前
提
と
し
、
そ
こ
か
ら
の
規
範
に
拘
束
さ
れ
る
。

（
３
）
単
位
性

「
中
世
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
─

ト
マ
ス
的
自
然
法
は
、
法
学
的
秩
序
思
考
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
一
七
、
一
八
世
紀
の
理

性
法
は
、
抽
象
的
規
範
主
義
で
も
あ
り
、
決
断
主
義
で
も
あ
る
」。

「
中
世
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

機

機

機

機

機

機

機

─機

ト
マ
ス
的
自
然
法

機

機

機

機

機

機

機

は
、
本
質
と
存
在
の
諸
段
階
の
う
ち
に
、
上
位
・
下
位
の
諸
秩
序
、
配
置
さ

れ
、
部
分
化
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
に
構
成
さ
れ
、
生
命
を
与
え
ら
れ
た
秩
序
統
一
体
で
あ
る
。
前
世
紀
に
こ
の
自
然
法
が
晒
さ

れ
た
規
範
主
義
的
誤
解
は
、
今
日
で
は
消
え
て
い
る
」。

（

）
２６

（

）
２７

（

）
２８

カール・シュミットの秩序論

（阪大法学）５８（２-193）447〔２００８．７〕



そ
の
『
法
学
的
思
考
の
三
種
類
』
に
お
い
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
こ
う
述
べ
た
と
き
、
そ
れ
は
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
─

ト
マ
ス
的
自
然

法
」
に
つ
い
て
全
く
正
し
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
誤
解
に
は
、
決
断
主
義
的
誤
解
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
だ
け
で

あ
る
。
そ
の
誤
解
は
、
神
の
命
令
に
よ
る
秩
序
維
持
を
語
る
。

「『
刑
罰
は
、
も
つ
ぱ
ら
不
正
を
処
罰
す
る
た
め
に
、
神
の
命
令
に
よ
つ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
』
と
観
念
さ
れ
た
。
か
く
し
て

主
権
国
家
が
み
づ
か
ら
他
の
主
権
国
家
の
不
正
を
処
罰
す
る
場
合
、
か
れ
は
そ
の
上
位
の
権
威
た
る
『
神
の
役
者
』M

inister

エ
キ
シ
ヤ

D
ei

と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
行
ふ
の
で
あ
つ
た
。
上
述
の
こ
と
に
よ
つ
て
、
ス
ア
レ
ス
の
、
従
つ
て
か
れ
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る

ス
コ
ラ
学
派
の
刑
罰
戦
争
に
関
す
る
理
論
の
構
成
が
す
く
な
く
と
も
主
要
な
論
点
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
お
も
ふ
」。

こ
のM

inister
D
ei

論
は
、
国
際
法
の
学
説
上
は
次
の
よ
う
に
発
展
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
『
戦
争
と
平
和
の
法
』（D

e
jure

belli
ac
pacis,

1625

年
）
に
お
い
て
提
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
の

１
つ
が
、
こ
の
世
俗
化
さ
れ
た
正
当
原
因
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
が
示
し
た
『
理
性
に
基
づ
い
た
戦
争
』
は
、
そ
れ
ま
で
法
王

の
権
力
を
背
景
に
し
て
唱
え
ら
れ
て
き
た
『
神
の
目
か
ら
み
た
正
戦
論
』
か
ら
の
大
転
換
を
意
味
し
た
」。

「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
強
力
な
普
遍
的
合
法
性
へ
の
パ
ト
ス
を
も
つ
が
、
確
た
る
、
法
学
的
問
題
意
識
は
も
っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、

ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
、
彼
の
長
続
き
す
る
人
気
に
関
与
し
て
い
る
」。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
こ
う
評
す
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
規
範
主
義
的
理

性
法
は
、
神
の
側
か
ら
の
決
断
、
そ
の
命
令
の
「
秩
序
」
か
ら
の
「
大
転
換
」
だ
っ
た
の
か
。

こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
神
の
代
理
と
し
て
な
さ
れ
る
、
神
の
目
か
ら
の
正
し
い
戦
争
に
抗
う
者
に
観
点
を
移
し
た
と
た
ん
に
破
綻
す

る
。
神
の
側
に
抵
抗
し
て
戦
争
を
遂
行
す
る
者
は
、
神
の
代
理
者
を
侵
害
す
る
こ
と
で
、
神
の
意
志
、
超
自
然
的
秩
序
に
も
背
く
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
他
国
を
侵
害
し
た
と
た
ん
に
自
ら
を
罰
し
な
け
れ
ば
、
二
つ
の
罪
を
重
ね
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ト
マ
ス
は
こ
の
よ
う
な
構
成
に
つ
い
て
、
人
間
の
意
志
は
神
の
意
志
に
合
致
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
立

（

）
２９

（

）
３０

（

）
３１

論 説

（阪大法学）５８（２-194）448〔２００８．７〕



て
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
、
断
罪
さ
れ
る
べ
き
大
罪
を
犯
し
た
者
は
、
神
の
意
志
に
自
ら
の
意
志
を
合
致
さ
せ
る
べ
く
、
自
ら
進
ん
で
、

自
ら
の
永
遠
の
断
罪
を
欲
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
喚
起
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
ト
マ
ス
の
答
え
は
、「
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
め

ぐ
っ
て
は
、
人
は
（
一
般
的
な
）
神
の
正
義
を
欲
し
、
自
然
的
秩
序
の
保
持
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
れ
ば
足
り
る
」
で
あ
り
、
自
ら
の
断

罪
を
意
志
す
る
義
務
と
い
う
も
の
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
前
後
の
ト
マ
ス
の
記
述
こ
そ
は
、M

inister
D
ei

論
を
、
決
断
主
義

的
誤
解
を
無
化
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
来
の
伝
統
を
強
化
す
る
秩
序
論
な
の
で
あ
る
。

「
あ
る
も
の
は
、
異
な
る
仕
方
で
理
性
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
根
拠
（ratio

）
の
下
で
は
善
で
あ
り
、
別

の
根
拠
（ratio
）
に
即
せ
ば
善
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
者
の
意
志
が
、
善
の
根
拠
（ratio

）
を
も
つ
と
こ
ろ
の
も
の

に
即
し
て
、
そ
の
存
在
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
善
で
あ
る
。
一
方
、
別
の
者
の
意
志
が
、
悪
の
根
拠
（ratio

）
を
も
つ
と
こ
ろ
の

も
の
に
即
し
て
、
同
じ
も
の
の
不
存
在
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
志
も
、
実
に
、
善
た
る
だ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
、
裁
判
官
は
、

強
盗
の
死
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
し
い
ゆ
え
に
、
善
い
意
志
を
も
つ
、
と
い
う
ご
と
く
で
あ
る
。
別
の
者
の
意
志
、
一

つ
に
は
、
同
じ
者
（
強
盗
）
が
死
な
な
い
こ
と
を
欲
す
る
、
妻
や
子
の
意
志
は
、
死
が
自
然
本
性
に
即
し
て
悪
で
あ
る
か
ぎ
り

で
、
実
に
善
な
の
で
あ
る
。

裁
判
官
は
、
正
義
と
い
う
共
通
善
を
配
慮
し
、
盗
賊
の
死
を
欲
す
る
が
、
そ
れ
は
、
公
共
体
（status

com
m
unis

）
と
の

関
係
に
即
し
て
、
善
の
根
拠
（ratio

）
を
も
つ
。
強
盗
の
妻
は
、
考
慮
す
べ
き
家
族
の
私
的
な
善
を
も
ち
、
こ
れ
に
即
し
て
、

配
偶
者
た
る
強
盗
が
殺
さ
れ
な
い
こ
と
を
欲
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
全
宇
宙
の
善
は
、
宇
宙
の
創
造
主
に
し
て
統
治
者
た
る
神
に

よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
当
の
も
の
で
あ
る
。
神
が
欲
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
何
で
あ
れ
、
全
宇
宙
の
善
で
あ
る
そ
の
善

性
で
あ
る
と
こ
ろ
の
共
通
善
の
根
拠
（ratio

）
の
下
に
、
欲
す
る
。
一
方
、
被
造
物
の
、
そ
の
自
然
本
性
に
即
し
た
把
握
と
い

う
も
の
は
、
あ
る
者
の
、
そ
の
自
然
本
性
に
相
応
す
る
特
殊
な
善
の
そ
れ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
普
遍
的
（
宇
宙
的
）
善
に
即
し
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て
は
善
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
が
、
特
殊
な
善
に
即
し
て
は
善
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
、
そ
の
逆
も
し
か
り
な

の
で
あ
る
」。

こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
家
庭
（fam

ilia

）
と
い
う
単
位
（status

）
と
公
共
体
・
国
家
と
い
う
単
位
（status

com
m
unis

）
と
の
区
別
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
と
全
宇
宙
や
神
と
の
区
別
で
あ
る
。
各
々
の
単
位
に
属
す
る
も
の
は
、
他
の
単
位
に
即
し

た
善
に
拘
束
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
全
宇
宙
の
善
は
、
た
だ
神
の
み
が
把
握
し
え
る
の
で
あ
っ
て
、
被
造
物
は
、
そ
の
自

然
本
性
に
即
し
た
把
握
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
神
の
目
か
ら
、
そ
の
全
宇
宙
的
善
の
た
め
に
、
神
の
代
理
と
し
て
死

刑
判
決
を
下
す
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
国
家
と
い
う
単
位
の
善
に
照
ら
し
て
、
国
家
の
代
理
と
し
て
死
刑
判
決
を
下
す
の
で
あ
る
。
家

庭
と
い
う
単
位
に
属
す
る
強
盗
の
妻
は
、
妻
た
る
こ
と
を
行
わ
ん
と
し
て
、
死
刑
に
反
対
す
る
が
、
そ
れ
は
何
ら
反
国
家
的
行
為
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
国
家
と
は
、
家
庭
と
い
う
区
分
さ
れ
た
下
位
の
単
位
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
自
律
性
を
許
す

か
ら
で
あ
る
。
国
家
は
秩
序
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
秩
序
の
本
義
を
捉
え
損
ね
る
と
き
の
み
、
国
家
は
自
然
的
秩
序
、
さ
ら
に
は
、
超
自
然
的
秩
序
の
従
属
物
に
、
そ
の
執
行
者

（M
inister

D
ei

）、
駒
に
な
り
、
反
対
側
の
者
に
、
神
の
名
に
お
け
る
、
刑
罰
戦
争
へ
の
降
伏
と
死
刑
判
決
へ
の
賛
意
が
説
か
れ
る
。
そ

れ
は
、
ヘ
ラ
ー
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
理
論
的
に
は
根
拠
が
な
く
、
実
践
的
に
は
無
意
味
で
あ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
、
危
険
で
あ

る
。

四

憲
法
基
礎
づ
け
論

（
１
）
コ
ス
モ
ス

「
憲
法
＝
政
治
的
、
社
会
的
秩
序
の
特
殊
な
あ
り
方
。
憲
法
は
こ
こ
で
は
、
上
位
と
下
位
の
秩
序
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
意
味
す
る
」。

（

）
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シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
憲
法
と
は
何
か
を
問
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
秩
序
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
命
令
の
系
統
で
も
、
単
な
る
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
で
も
な
く
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
─

ト
マ
ス
的
秩
序
で
あ
る
。「
国
家
は
、
憲
法
を
も
つ
の
で
は
な
く
、V

erfassung

で
あ
る
」

と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
強
調
が
こ
れ
を
、
疑
い
よ
う
も
な
く
示
し
て
い
る
。
国
家
は
一
つ
のstatus

で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
そ

の
う
ち
に
諸
々
のstatus

を
も
つ
秩
序
で
あ
る
。
こ
の
秩
序
の
具
体
的
な
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
形
相
（forum

）
が
憲
法
な
の

で
あ
る
。

お
よ
そ
秩
序
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
「
秩
序
と
し
て
の
憲
法
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
決
定
と

し
て
の
憲
法
」
と
整
合
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
公
法
理
論
の
難
問
で
あ
る
し
、
課
題
で
あ
る
。
ま
ず
、「
決
定
と
し
て
の
憲
法
」

を
全
面
的
、
か
つ
、
断
固
と
し
て
否
定
す
る
者
が
あ
る
。

「
人
は
憲
法
（constitution
）
を
作
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
か
な
る
正
当
な
憲
法
も
書
か
れ
る
こ
と
は
な
い
」。

「
す
べ
て
の
憲
法
は
そ
の
始
原
に
お
い
て
神
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
は
、
人
間
は
、
神
に
よ
り
た
の
み
、
そ
の
道
具
・

役
者
（instrum

ent

）
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
は
何
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。

「
そ
の
創
出
が
人
間
に
属
さ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
助
力
を
受
け
な
い

機

機

機

機

機

機

機

我
々
の
力
は
、
既
存
の
憲
法
制
度
を
よ
り
よ
い
も
の
に

変
え
る
こ
と
に
す
ら
及
ば
な
い
と
思
わ
れ
る
」。

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
（Joseph

de
M
aistre

）
は
、「
決
定
と
し
て
の
憲
法
」
を
完
全
に
否
定
す
る
。
憲
法
は
神
か
ら
与

え
ら
れ
て
、
不
文
の
う
ち
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
憲
法
制
定
権
力
の
主
体
に
関
し
て
、
そ
れ
が

人
で
は
な
く
て
、
神
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
通
常
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
シ
ェ
イ
エ
ス
（E

m
m
anuel

Joseph
Sieyés

）
が
持
ち
出
さ
れ
、
そ
の
主
体
が
神
か
ら
人
、
国
民
に
切
り
替
わ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
国
民

の
憲
法
制
定
権
力
主
体
性
を
論
じ
る
こ
と
は
、
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
に
対
抗
す
る
の
に
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、

（

）
３３

（

）
３４
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憲
法
が
次
々
に
制
定
さ
れ
て
、
転
換
さ
れ
て
い
く
こ
と
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
神
が
次
々
に
新
た
な
憲
法
を
制
定
し
続

け
る
こ
と
も
否
定
さ
れ
て
い
る
。

「
い
ず
れ
の
共
和
制
で
も
好
き
に
取
っ
て
く
る
が
よ
い
。
通
常
、
そ
こ
に
、
我
々
は
、
そ
の
う
ち
に
、
ふ
さ
わ
し
い
意
味
の
主

権
が
存
す
る
偉
大
な
議
院
（C

onseil

）
を
、
見
つ
け
る
だ
ろ
う
。
こ
の
議
院
は
誰
が
設
立
し
た
の
か
。
自
然
・
本
性
（la

nature
）、
時
間
・
歴
史
（le

tem
ps

）、
環
境
（les
circonstances

）、
す
な
わ
ち
、
神
で
あ
る
」。

「
歴
史
は
政
治
の
実
験
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
唯
一
の
よ
き
そ
れ
で
あ
る
。
物
理
学
に
お
い
て
、
思
弁
的
理
論
の
百
の
書
物
も
、

実
験
の
前
で
は
、
消
え
失
せ
る
の
と
同
様
、
政
治
学
（la

science
politique

）
に
お
い
て
も
、
十
分
に
確
証
さ
れ
た
事
実
に

よ
っ
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
立
証
可
能
な
帰
結
で
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
体
系
も
認
め
ら
れ
な
い
。

人
が
、
い
ず
れ
の
政
体
が
最
も
人
間
に
と
っ
て
自
然
本
性
的
で
あ
る
か
と
問
え
ば
、
歴
史
は
こ
う
こ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
君
主
制
で
あ
る
と
」。

憲
法
は
、
神
に
よ
っ
て
、
自
然
本
性
に
刻
印
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
歴
史
と
い
う
実
験
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

憲
法
は
、
そ
の
都
度
の
決
断
の
結
果
で
は
な
く
、
そ
れ
を
探
ろ
う
と
す
れ
ば
、
歴
史
の
中
に
あ
っ
て
不
変
の
も
の
を
あ
ぶ
り
だ
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
あ
る
憲
法
（
君
主
制
）
が
不
変
の
も
の
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
が
持
ち
出
す
当
の
歴
史
に
訴
え
て
、
異
な
る
帰
結
を
導
く
の
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
。

「
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
が
支
配
す
る
世
界
に
お
い
て
、
一
つ
の
政
治
的
宇
宙
、
す
な
わ
ち
、
静
寂
化
さ
れ
、
そ
れ
に

よ
り
非
政
治
化
さ
れ
た
『
コ
ス
モ
ス
（K

osm
os

）』
の
う
ち
に
、
生
ま
れ
た
。
こ
の
政
治
的
宇
宙
と
い
う
状
況
は
、
民
族
移
動

の
う
ち
に
瓦
解
し
た
時
に
終
焉
し
た
。
し
か
し
、
全
中
世
の
理
論
は
、
政
治
的
宇
宙
の
イ
デ
ー
を
堅
持
し
た
。
教
皇
と
皇
帝
が

こ
の
宇
宙
の
担
い
手
で
あ
っ
た
。
一
六
世
紀
に
な
る
と
、
政
治
的
宇
宙
の
理
論
、
そ
の
擬
制
で
さ
え
、
不
可
能
に
な
っ
た
。
今

（

）
３５

論 説

（阪大法学）５８（２-198）452〔２００８．７〕



や
形
作
ら
れ
、
承
認
さ
れ
た
多
数
の
国
家
の
主
権
が
存
在
し
、
世
界
は
、
も
は
や
明
ら
か
に
政
治
的
多
元
性
の
状
況
に
移
っ
た

か
ら
で
あ
る
」。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
基
本
権
（
自
由
権
）
の
基
礎
づ
け
論
と
し
て
、
こ
れ
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

こ
の
古
代
的
コ
ス
モ
ス
に
お
い
て
は
、
個
人
の
自
由
な
領
域
は
、
不
条
理
で
、
不
道
徳
的
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の

は
、
個
人
の
自
律
性
な
ど
な
い
固
定
化
さ
れ
た
全
体
国
家
（
帝
国
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
何
ら
欠
く
と
こ
ろ
、
隙
間
の
な
い
ま
っ

た
く
「
秩
序
化
」
さ
れ
た
完
成
体
で
あ
る
。

個
人
を
コ
ス
モ
ス
と
の
直
接
性
の
う
ち
に
捉
え
、
そ
の
規
範
を
、
す
な
わ
ち
、
自
律
性
な
き
規
範
を
導
い
た
の
が
、
ス
ト
ア
学
派
で

あ
っ
た
。
宇
宙
・
自
然
本
性
・
個
人
を
一
体
化
す
る
そ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
、
そ
れ
を
神
的
・
自
然
的
憲
法
と
み
な
す
ド
・
メ
ー
ス
ト

ル
と
同
様
、
コ
ス
モ
ス
の
崩
壊
な
ど
知
ら
な
い
。
で
は
、
コ
ス
モ
ス
の
崩
壊
と
い
う
も
の
は
い
か
に
し
て
理
論
化
さ
れ
、
基
礎
づ
け
ら

れ
る
の
か
。
ま
ず
も
っ
て
そ
れ
は
、
コ
ス
モ
ス
を
自
然
本
性
と
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

（
２
）
制
定

ス
ト
ア
学
派
的
自
然
本
性
論
と
ト
マ
ス
的
善
論
を
区
別
し
、
い
わ
ば
自
然
本
性
な
き
自
然
法
論
を
明
示
し
た
の
が
、
フ
ィ
ニ
ス
で

あ
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
具
体
的
秩
序
論
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
─

ト
マ
ス
的
自
然
法
論
は
、
そ
の
よ
う
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
否
定

の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
お
よ
そ
秩
序
論
に
と
っ
て
、
コ
ス
モ
ス
（
政
治
的
宇
宙
）
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
か
。
少
な
く
と
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
語
る
コ
ス
モ
ス
は
、
技
術
的
に
言
っ
て
、
自
然
本
性
と

は
無
関
係
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
コ
ス
モ
ス
は
そ
の
名
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
球
の
一
部
を
な
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
局
所
性
は
、
自
然
本
性
を
基
礎
と
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
遠
く
離
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
ロ
ー

マ
帝
国
は
、
神
に
よ
っ
て
そ
の
憲
法
＝
秩
序
を
与
え
ら
れ
たR

eich
G
ottes

（
神
の
国
）
で
は
な
い
。
神
の
帝
国
は
民
族
移
動
な
ど
に

（
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よ
っ
て
滅
ぶ
わ
け
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

コ
ス
モ
ス
（
政
治
的
宇
宙
）
と
い
う
の
は
、
イ
デ
ー
に
過
ぎ
な
い
。
ロ
ー
マ
帝
国
は
こ
の
コ
ス
モ
ス
を
ノ
ー
マ
ル
な
状
態
と
し
、
そ

れ
を
志
向
す
る
秩
序
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
秩
序
は
特
殊
な
秩
序
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
コ
ス
モ
ス
た
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ

の
秩
序
は
不
可
避
的
に
、
自
然
本
性
の
指
示
す
る
自
然
的
秩
序
、
も
し
く
は
、
神
に
与
え
ら
れ
た
神
的
秩
序
で
あ
る
と
の
擬
制
が
必
要

と
な
る
。

自
然
的
秩
序
、
神
的
秩
序
と
決
別
し
、
コ
ス
モ
ス
た
る
こ
と
を
断
念
す
る
と
こ
ろ
に
、「
決
定
と
し
て
の
憲
法
＝
秩
序
」
が
成
立
す
る
。

コ
ス
モ
ス
を
志
向
し
、
そ
の
擬
制
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
憲
法
＝
秩
序
は
所
与
の
も
の
、
恒
久
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ロ
ー
マ
帝
国
崩
壊
後
、
真
に
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
も
は
や
コ
ス
モ
ス
は
理
想
で
す
ら
な
く
、
政
治
的
多
元
性
が
是
認
さ

れ
、
ま
さ
に
そ
れ
と
し
てconstituer
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
主
張
と
は
反
対
に
、
人
は
個
別
国
家
を
自
覚
的
に

constituer

で
き
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
還
る
べ
き
コ
ス
モ
ス
が
な
い
と
す
れ
ば
、
憲
法
＝
秩
序
は
、
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
な

ん
ら
そ
れ
た
る
こ
と
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
、
次
々
に
制
定
さ
れ
て
、
転
換
さ
れ
て
い
く
憲
法
＝
秩
序
と
い

う
こ
と
が
出
て
く
る
。

（
３
）
秩
序
論
の
完
成

秩
序
論
は
完
成
論
に
支
え
ら
れ
た
理
論
で
あ
る
。
完
成
論
の
下
支
え
が
な
け
れ
ば
、
秩
序
論
は
、
そ
の
特
性
ゆ
え
に
、
ス
ト
ア
派
的

自
然
本
性
論
、
も
し
く
は
、
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
的
歴
史
本
性
論
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
秩
序
概
念
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
が
恒
久
の
コ

ス
モ
ス
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
う
で
あ
る
。
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
か
ら
秩
序
論
を
解
放
し
、
憲
法
＝
秩
序

の
制
定
行
為
、
そ
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
の
憲
法
の
転
換
を
基
礎
づ
け
る
の
は
、
完
成
論
で
あ
る
。

秩
序
論
と
完
成
論
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
こ
の
解
答
に
す
べ
て
が
懸
か
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
憲
法
の
完
全
な
基
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礎
づ
け
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
解
答
は
、
秩
序
論
を
幾
何
学
と
、
完
成
論
を
数
論
と
お
け
ば
、
数
学
が
与
え
て
く
れ
る
。
こ
こ
で
、
幾

何
学
は
量
に
定
位
す
る
も
の
と
し
、
秩
序
論
は
存
在
に
定
位
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
数
論
は
数
（
自
然
数
）
に
定
位
す
る
も
の
で

あ
り
、
完
成
論
は
善
に
定
位
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
量
と
存
在
、
及
び
、
数
と
善
は
完
全
に
同
義
で
あ
る
。

「
数
学
、
そ
れ
は
量
の
科
学
で
あ
る
」。
こ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
遡
る
古
典
的
観
念
で
あ
る
。
一
方
で
、「
数
学
は
科
学
の
女
王

で
あ
り
、
数
論
は
数
学
の
女
王
で
あ
る
」（K

arl
Friedrich

G
auss

）
と
言
わ
れ
、
そ
の
数
論
の
定
位
す
る
自
然
数
は
、
当
の
ガ
ウ
ス

に
と
っ
て
も
、
量
や
空
間
の
概
念
と
は
別
の
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
両
者
の
統
一
、
す
な
わ
ち
、
数
学
の
統
一
（l’unification

des
m
athém

atiques

）
は
、
早
く
も
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
に
よ
っ
て
夢
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀
後
半
に
つ
い
に

成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
両
者
の
い
わ
ば
対
等
合
併
で
は
な
く
、「
古
典
数
学
の
数
論
化
（l’arithm

étisation
des

m
athém

atiques
classiques

）」
と
い
う
形
で
な
さ
れ
た
。

量
（
幾
何
学
）
の
側
が
数
論
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
数
（
概
念
）
が
数
論
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
鍵
は
、
無

理
数
で
あ
っ
た
。
実
数
を
構
成
す
る
無
理
数
以
外
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、「
整
数
や
有
理
数
を
自
然
数
か
ら
定
義
す
る
の
は
簡
単
」
で

あ
っ
て
、
た
だ
無
理
数
だ
け
が
難
問
と
し
て
取
り
残
さ
れ
て
い
た
。
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
無
理
数
、
厳
密
に
は
、
無
理
量
の

存
在
そ
の
も
の
は
、
量
（
幾
何
学
）
的
概
念
と
し
て
早
く
か
ら
証
明
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ピ
タ

ゴ
ラ
ス
学
派
に
よ
っ
て
、
正
方
形
の
対
角
線
の
長
さ
（
量
）
は
、
そ
の
辺
の
長
さ
（
単
位
量
）
と
の
整
数
比
で
は
表
せ
な
い
こ
と
（
通

約
不
能
）
が
、
そ
の
学
派
の
夢
や
原
理
を
根
本
的
に
打
ち
砕
く
も
の
と
し
て
、
発
見
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。「
量
を
測
る
と
い

う
こ
と
は
お
よ
そ
、
実
数
の
漠
然
と
し
た
観
念
を
含
む
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
量
、
特
に
長
さ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
は
、
無
理

数
も
、
い
わ
ば
可
視
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
実
数
も
把
握
さ
れ
え
た
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
正
方
形
の
辺
の
長
さ
も
対

角
線
の
長
さ
も
同
じ
直
線
上
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
あ
る
単
位
長
を
「1

」
と
し
て
と
っ

（

）
３９

（

）
４０

（

）
４１

（

）
４２

（

）
４３

カール・シュミットの秩序論

（阪大法学）５８（２-201）455〔２００８．７〕



た
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
長
さ
（「√

2

」
な
ど
）
が
直
線
上
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
直
線
上
の
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
い
つ
ま
で
も
長
さ
と
し
て
存
在
す
る
に
留
ま
り
、
数
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
量
の
概
念
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
直
線
に
存
在
す
る
は
ず
の
も
の
を
、
数
と
し
て
構
成
し
直
す
こ
と
が
、
数
論
化
の

眼
目
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ブ
ル
バ
キ
（B

ourbaki

、
フ
ラ
ン
ス
の
数
学
者
グ
ル
ー
プ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
）
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
明
晰

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
の
量
の
理
論
（la

théorie
des
granduers

）
を
用
い
る
こ
と
は
、
確
か
に
、
公
理
的
に
直
線
の
点
の
集
合
（
ひ
い
て
は

実
数
の
集
合
）
を
定
義
す
る
こ
と
に
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
集
合
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
本
質
的
に
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
有
理
数
だ
け
か
ら
出
発
し
て
、
完
成
化
に
よ
っ
て
（par

com
plétion

）、

そ
こ
か
ら
実
数
を
導
き
出
す
方
が
、
明
ら
か
に
望
ま
し
い
の
で
あ
る
」。

こ
の
数
論
化
に
は
同
時
期
に
複
数
の
数
学
者
が
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
数
学
史
家
カ
ジ
ョ
リ
（Florian

C
ajori

）
は
特
に
こ

う
評
す
る
。「

Ｇ
・
カ
ン
ト
ー
ル
と
デ
デ
キ
ン
ト
に
、
我
々
は
、
中
世
の
教
父
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
に
遡
る
探
求
の
頂
点
を
具
現

す
る
線
形
連
続
体
（liner

continuum

）
の
重
要
な
理
論
を
負
っ
て
い
る
。
こ
の
近
代
連
続
体
に
よ
っ
て
、『
数
、
整
数
や
分
数

の
概
念
は
、
測
定
さ
れ
え
る
大
き
さ
と
は
全
く
独
立
な
基
礎
に
置
き
直
さ
れ
、
純
粋
解
析
は
、
数
の
み
を
扱
う
体
系
と
み
な
さ

れ
、
そ
れ
自
体
は
測
定
さ
れ
る
量
に
は
関
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
』」。

カ
ジ
ョ
リ
は
、
量
の
概
念
か
ら
の
独
立
性
を
強
調
す
る
が
、
カ
ー
ル
・
ボ
イ
ヤ
ー
（C

arl
B
.
B
oyer

）
は
、
こ
の
数
論
化
が
幾
何
学

に
負
っ
て
い
る
も
の
も
指
摘
し
て
い
る
。

「
デ
デ
キ
ン
ト
の
実
数
は
、
あ
る
意
味
で
、
人
間
精
神
の
創
造
物
で
あ
り
、
空
間
や
時
間
に
対
す
る
直
観
と
は
独
立
で
あ
る
。
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…
幾
何
学
が
、
あ
る
べ
き
連
続
性
の
定
義
へ
の
道
を
指
示
し
、
そ
れ
で
い
て
、
最
後
に
は
、
そ
の
幾
何
学
は
、
こ
の
連
続
性
の

概
念
の
正
式
な
数
論
的
定
義
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
」。

実
際
に
、
デ
デ
キ
ン
ト
（R

ichard
D
edekind

）
の
「
連
続
性
と
無
理
数
」
で
は
は
っ
き
り
と
、
連
続
性
の
概
念
（
そ
れ
は
公
理
と

さ
れ
る
）
は
、
直
線
の
イ
メ
ー
ジ
（V

orstellungen
von

einer
Linie

）
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
の
本
質
は
こ
う
説
明
さ
れ
る
。

「
デ
デ
キ
ン
ト
は
、
線
分
の
連
続
性
の
本
質
は
、
漠
然
と
し
た
近
接
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
全
く
そ
の
逆
の
性
質
に
よ
る

と
の
結
論
に
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
線
分
上
の
一
点
に
よ
る
線
分
の
二
つ
の
部
分
へ
の
分
割
と
い
う
性
質
で
あ
る
」。

連
続
性
は
直
線
の
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
に
直
観
、
予
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
、
そ
れ
は
、
数
論
的
に
の
み
後
づ
け
ら
れ
る
も

の
で
し
か
な
い
。
デ
デ
キ
ン
ト
は
い
う
。

「
空
間
が
現
実
的
存
在
で
あ
る
と
し
て
も
、
空
間
は
必
ず
し
も
連
続
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
不
連
続
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
数
え
切
れ
な
い
そ
の
特
質
は
、
そ
こ
に
残
り
続
け
る
だ
ろ
う
」。

古
典
的
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
、
現
実
の
存
在
を
そ
の
対
象
と
し
た
体
系
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
近
代
の
公
理
的
幾
何
学
と
の
対
照

に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
幾
何
学
（γεω

μετρία

）
は
、
大
地
（γη

）
を
測
る
こ
と
（μετρώ

）
を
語

源
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
幾
何
学
、
な
か
ん
ず
く
、
プ
ラ
ト
ン
学
派
の
モ
ッ
ト
ー
、「
神
は
い
つ
で
も
幾
何
学
す
」
の
向
こ
う
を
張
っ
て
、

デ
デ
キ
ン
ト
は
、「α ,εὶ

ο ‛
α ,́νθρω

πος
α ,ριθμητίζει

（
人
間
は
い
つ
で
も
数
論
す
）」
と
そ
の
著
作
「W

as
sind

und
w
as
sollen

die

Zahlen?

（
数
と
は
何
で
あ
り
、
何
で
あ
る
べ
き
か
）」
の
く
ち
び
を
切
る
の
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
が
す
で
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

数
と
は
、
空
間
や
量
が
そ
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
「
存
在
す
る
も
の
（is
）」
で
は
な
く
、「
あ
る
べ
き
も
の
（is-to-be

）」
な

の
で
あ
る
。
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こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
幾
何
学
と
秩
序
論
、
及
び
、
数
論
と
完
成
論
の
平
行
性
を
み
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
完
成
論
と
は
何
か
は

こ
う
要
約
で
き
る
。
そ
れ
は
、
数
論
と
と
も
に
、
あ
る
も
の
（
自
然
本
性
、
歴
史
事
実
）
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き
も
の
（
善
）
に
定
位

す
る
こ
と
を
求
め
る
。
自
然
法
の
基
礎
、
実
践
知
の
真
理
は
、
現
実
の
存
在
（
自
然
本
性
、
歴
史
事
実
）
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
す
べ
て
は
、
あ
る
べ
き
完
成
と
い
う
目
的
に
懸
か
っ
て
い
る
。

「
…
こ
の
完
成
を
発
展
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
完
成
─
第
一
の
実
践
的
諸
原
理
に
適
合
す
る
諸
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
実
現
が
可
能

と
な
る
─
を
予
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
践
知
は
真
と
な
る
」。

こ
の
「
予
見
さ
れ
た
完
成
」
が
直
線
、
厳
密
に
い
え
ば
、
直
線
の
連
続
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
予
見
さ
れ
た
完
成
」

概
念
そ
の
も
の
を
、
完
成
論
は
秩
序
論
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
つ
の
有
理
数
の
間
に
必
ず
有
理
数
が
あ
る
こ
と
は
、
両
者
の
差
を
等
分
し
、
前
者
に
加
え
れ
ば
、
第
三
の
数
が
出
て
く
る
こ
と
か

ら
す
ぐ
に
分
か
り
、
こ
の
操
作
を
繰
り
返
せ
ば
、
好
き
な
だ
け
始
め
の
二
つ
の
間
を
数
で
埋
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ

の
操
作
で
達
成
さ
れ
る
の
は
、
稠
密
（dense
）
で
あ
っ
て
、
連
続
（continuity

）
で
は
な
い
。「
稠
密
性
は
連
続
性
で
は
な
い
。
稠
密

は
連
続
に
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
し
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
完
成
論
に
い
う
完
成
は
こ
れ
を
も
っ
て
完
了
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
逆

か
ら
い
え
ば
、「
第
一
の
実
践
的
諸
原
理
に
適
合
す
る
諸
行
為
」
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
現
実
に
達
成
さ
れ
る
も
の
は
、
完
成
そ
の
も
の
に

及
ば
ざ
る
こ
と
遠
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
連
続
性
が
幾
何
学
に
よ
っ
て
直
線
の
そ
れ
と
し
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
、「
予
見
さ
れ
た
完

成
」
は
秩
序
論
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
っ
て
そ
れ
は
コ
ス
モ
ス
（
完
成
体
）
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
幾
何
学
と
秩
序
論
の
も
つ
二
重
性
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幾
何
学
が
そ
の
始
原
に
お
い
て
大
地
と
い
う
現
実

の
存
在
を
対
象
と
し
、
そ
の
測
量
に
関
わ
っ
た
よ
う
に
、
秩
序
論
も
そ
の
始
原
に
お
い
て
は
、
歴
史
を
対
象
と
し
、
そ
の
記
述
に
関

わ
っ
て
い
た
。
実
際
、「
存
在
」
概
念
を
強
調
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
特
定
の
時
代
の
歴
史
事
実
を
モ
デ
ル
と
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
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の
で
あ
る
。
一
方
で
、
幾
何
学
は
、
現
実
の
観
察
記
述
と
は
か
け
離
れ
た
要
素
も
も
つ
の
で
あ
る
。
連
続
性
に
関
し
て
、
こ
れ
を
ボ
イ

ヤ
ー
は
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
関
連
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
こ
の
事
実
を
と
ら
え
損
な
う
こ
と
の
結
果
で
あ
る
…
動
き
の
動
態
的
直
観
が
、
連
続
性
と
い

う
静
態
的
概
念
と
混
同
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
科
学
的
観
察
記
述
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
、
後
者
は
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
な
数
学
的
定
義
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
」。

連
続
性
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
、
直
線
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
予
見
さ
せ
た
の
は
幾
何
学
で
あ
る
。
ま
っ

た
き
完
成
は
、
実
践
行
為
に
は
遠
く
及
ば
な
い
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
、
ロ
ー
マ
帝
国
等
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て

予
見
さ
せ
た
の
は
秩
序
論
で
あ
る
。
コ
ス
モ
ス
は
、
神
や
自
然
本
性
を
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
容
易
に
は
説
明
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
所
与

的
な
も
の
で
あ
り
、
先
ど
ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
イ
デ
ア
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
完
成
体
（
連
続
体
）
が
提
示
さ
れ
、
予
見

さ
れ
な
け
れ
ば
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
実
践
行
為
は
、
動
機
も
目
標
も
な
い
特
定
の
基
準
に
則
っ
た
そ
の
都
度
そ
の
都
度
の
手
続
き

履
行
に
な
っ
て
し
ま
う
。
フ
ィ
ニ
ス
自
身
は
、
こ
の
完
成
が
、
開
か
れ
て
い
る
（open-ended

）
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
完
全
に
開
か

れ
た
も
の
は
目
的
に
な
り
え
な
い
。
そ
れ
は
何
ら
か
の
形
で
閉
じ
た
も
の
、
予
見
さ
れ
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、

秩
序
論
の
完
成
論
へ
の
貢
献
で
あ
る
。

完
成
論
の
秩
序
論
へ
の
貢
献
は
、
ま
ず
、
こ
の
コ
ス
モ
ス
、
完
成
体
が
神
与
の
も
の
、
自
然
本
性
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で
な
い

こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
な
き
コ
ス
モ
ス
）。
そ
れ
は
イ
デ
ア
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
憲
法
＝
秩
序
が
捉

え
る
こ
と
が
で
き
、
場
合
に
よ
っ
て
志
向
で
き
る
も
の
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
ま
さ
に
そ
れ
が
志
向
さ
れ
る
対
象
で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
憲
法
＝
秩
序
は
そ
こ
か
ら
演
繹
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
い
う
と
こ
ろ
に
反
し
て
、

憲
法
制
定
は
、
発
見
、
認
識
に
属
す
の
で
は
な
く
、
選
び
取
り
、
実
践
に
属
す
。
こ
の
こ
と
を
説
く
の
が
完
成
論
で
あ
る
。
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完
成
論
は
す
べ
て
を
完
成
と
い
う
目
的
の
下
に
置
く
。
そ
の
実
践
的
行
為
と
い
う
の
は
、
最
も
冷
徹
な
分
析
用
語
で
い
え
ば
、
目
的

に
対
す
る
手
段
と
な
る
。
実
定
法
の
制
定
は
、
完
成
と
い
う
目
的
に
至
る
た
め
の
段
階
、
手
段
で
あ
る
。
憲
法
の
制
定
も
ま
た
そ
う
置

か
れ
る
。
コ
ス
モ
ス
を
志
向
す
る
と
い
う
そ
の
擬
制
も
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
実
践
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
政
治
的
多
元
性
が
是
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
真
の
意
味
は
、
政
治
的
多
元
性
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
、
直
観
さ
れ
た
コ

ス
モ
ス
の
擬
制
よ
り
も
、
よ
り
よ
い
手
段
だ
と
自
覚
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
界
は
、
国
家
と
い
う
下
位
の
自
律
的
単
位

（status

）
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
迂
遠
な
が
ら
も
、
完
成
へ
の
道
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
幾
何
学
的
直
観
を
避
け
、

「
有
理
数
だ
け
か
ら
出
発
し
て
、
完
成
化
に
よ
っ
て
（par
com
plétion

）、
そ
こ
か
ら
実
数
を
導
き
出
す
」
と
い
う
こ
と
に
完
全
に
対
応

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
詳
論
で
き
な
い
が
、
各
々
の
単
位
は
、
善
が
ま
ず
も
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
単
位
で
あ
る
た
め
、
理
論

上
は
、
善
概
念
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
各
々
の
者
が
そ
の
属
す
る
単
位
に
即
し
て
把
握
す
る
善
（
有
理
善
）
か

ら
出
発
し
て
、
完
成
化
に
よ
っ
て
、
完
成
体
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。
憲
法
制
定
は
、
い
か
に
逆
説
的
に
響
こ
う
と
も
、
そ
の
出
発
点
（
単

位
）
を
定
め
る
と
い
う
実
践
、
手
段
・
中
間
項
（m

edium

）
選
択
な
の
で
あ
る
。
全
宇
宙
的
善
（
コ
ス
モ
ス
）
は
、
実
数
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
と
し
て
端
的
に
達
成
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
有
理
善
か
ら
出
発
し
て
、
個
別
の
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
完
成
化

に
よ
っ
て
漸
次
実
現
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
完
成
論
の
秩
序
論
へ
の
真
正
の
貢
献
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
制
定
を
手
段
と
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
い
わ
ば
試
行
錯
誤
と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
実
践
と
さ
れ
る
た
め
に
、

次
々
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
憲
法
が
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
の
流
れ
に
強
い
ら
れ
た
趨
勢
と
い
う
も
の
で

は
な
く
、
実
践
的
に
い
っ
て
、
正
し
い
選
択
で
あ
っ
た
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
は
あ
げ
て
、
他
な
ら
ぬ
神
が
、
そ
の
善

性
、
コ
ス
モ
ス
の
観
点
よ
り
直
接
に
世
界
に
命
令
を
下
す
こ
と
で
は
な
く
、
世
界
に
家
族
な
ど
の
単
位
を
設
け
て
、
そ
れ
ら
に
自
律
性

を
許
し
て
、
統
治
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
と
教
え
る
か
ら
で
あ
る
。
秩
序
論
と
完
成
論
の
そ
の
神
学
は
実
に
、
憲
法
基
礎
づ
け
論
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

生
存
権
に
つ
い
て
の
「
具
体
的
権
利
説
」
と
呼
ば
れ
る
高
田
敏
教
授
の
学
説
は
、「
福
祉
国
家
」
か
ら
「
社
会
国
家
」
へ
の
転
換
（
そ

の
憲
法
の
構
造
転
換
）
を
重
大
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
の
帰
結
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ヘ
ラ
ー
は
、
そ
の
先
駆

者
と
し
て
、
こ
の
転
換
を
説
い
た
の
で
あ
る
が
、「『
社
会
的
』
な
も
の
の
促
進
と
民
主
制
・
法
治
国
家
と
を
一
体
の
も
の
と
と
ら
え
、

そ
こ
に
お
け
る
法
律
の
意
義
を
強
調
す
る
」
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
ヘ
ラ
ー
的
理
論
構
成
に
お
け
る
、
憲
法
の
意
義
は
、
民
主
制
原
理
、

実
質
的
法
治
主
義
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
転
換
を
成
し
遂
げ
る
と
い
う
役
割
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
決
定
と
し
て
の
憲
法
」

で
は
あ
る
が
、「
具
体
的
な
全
体
決
定
」
と
は
い
え
な
い
。

そ
も
そ
も
「
具
体
的
権
利
説
」
は
、
ヘ
ラ
ー
の
よ
う
に
憲
法
に
対
し
て
、
限
定
さ
れ
た
役
割
し
か
認
め
な
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
そ
の
逆
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
今
一
度
、
憲
法
に
積
極
的
な
役
割
を
認
め
、
同
じ
く
「
警
察
国
家
」、「
福
祉
国
家
」
的
構
成
を
批
判

す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

「a

）『
公
共
の
安
全
と
秩
序
』
の
前
提
と
し
て
の
憲
法
。

…
憲
法
は
国
家
の
基
本
的
組
織
を
規
定
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
何
が
秩
序
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
。
…
憲
法
は
、
国
家
的
な
も

の
に
お
い
て
何
が
ノ
ー
マ
ル
な
秩
序
な
の
か
を
言
明
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
課
題
と
そ
の
意
義
は
、
何
が
公
共
の
利
害
、

公
共
の
安
全
と
秩
序
で
あ
る
か
を
め
ぐ
る
争
い
を
、
そ
の
基
礎
か
ら
決
着
し
た
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
存
す
る
。
公
共
の
安
全

と
秩
序
と
い
う
概
念
は
、
単
に
警
察
法
上
の
関
心
な
の
で
は
な
く
て
、
憲
法
の
範
疇
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
安
寧
と
安
全
に

つ
い
て
の
い
に
し
え
の
、
前
三
月
（
革
命
）
的
概
念
を
用
い
、
行
政
法
的
発
想
で
も
っ
て
、
警
察
に
対
す
る
法
治
国
家
的
制
限

を
念
頭
に
お
い
た
警
察
法
が
構
成
し
た
よ
う
に
、
全
国
家
を
包
括
す
る
独
裁
を
扱
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
に
は
ナ
イ
ー
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ブ
で
あ
り
、
法
的
に
は
誤
り
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
国
家
が
何
で
あ
る
か
は
、
ノ
ー
マ
ル
な
も
の
と
前
提
さ
れ
た
状
態
を
観
念

し
て
、
ま
さ
に
憲
法
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
」。

通
説
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
四
八
条
下
の
大
統
領
独
裁
の
「
根
拠
」
と
な
す
「
公
共
の
安
全
と
秩
序
」
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
の
箇

所
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
憲
法
＝
秩
序
論
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
憲
法
こ
そ
が
秩
序
だ
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
上
に
、「
ノ
ー
マ
ル
な
状

態
」
と
い
う
重
要
概
念
と
憲
法
と
の
関
係
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
は
っ
き
り
と
「
警
察
国
家
」、

「
福
祉
国
家
」
的
な
る
も
の
を
否
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
統
領
に
と
っ
て
も
、
他
の
い
か
な
る
行
政
主
体
に
と
っ
て
も
、
憲
法
の

外
に
、
依
る
べ
き
基
準
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
自
由
権
論
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
憲
法
＝
秩
序
論
上
、
次
の
よ
う
な
憲
法
に
よ
る
決
定
を
妨
げ

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
決
定
と
は
、「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
が
「
ノ
ー
マ
ル
な
も
の
と
前
提
さ
れ
た
状
態
」
と
し
て

観
念
さ
れ
、
国
民
は
そ
れ
を
保
障
さ
れ
る
身
分
、
地
位
に
あ
る
と
す
る
決
定
で
あ
る
。
従
来
、
個
人
に
そ
の
よ
う
な
身
分
、
地
位
を
保

障
す
る
こ
と
は
、
家
族
、
親
戚
、
あ
る
い
は
、
修
道
院
な
ど
、
一
言
で
言
っ
て
、
社
会
の
関
心
だ
っ
た
と
い
う
意
味
で
も
、
そ
れ
は
社

会
的
権
利
と
呼
び
え
る
の
で
あ
る
が
、
全
体
決
定
で
あ
る
憲
法
に
よ
っ
て
、
国
家
と
社
会
と
の
役
割
分
担
、
境
界
は
修
正
、
変
更
さ
れ

え
る
の
で
あ
る
。
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
は
、
国
家
の
状
態
に
組
み
込
ま
れ
（
秩
序
化
さ
れ
）

え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
憲
法
に
よ
っ
て
、「
社
会
的
な
も
の
の
促
進
」
一
般
が
、
国
家
に
、
そ
の
課
題
、
目
的
と

し
て
課
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
次
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
国
家
形
相
（
憲
法
）
の
記
述
を
確
認
し
、
諸
々
の
概
念
整
理
を
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

「
国
家
は
人
民
の
特
定
のStatus

で
あ
り
、
政
治
的E

inheit

のStatus

で
あ
る
。
国
家
形
体
（Staatsform

）
は
こ
のE

inheit

（

）
６１
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の
形
づ
く
り
（G

estaltung

）
の
特
殊
な
あ
り
方
で
あ
る
」。

ま
ず
質
料
と
し
て
の
人
民
の
ま
と
ま
り
、
す
な
わ
ち
、
社
会
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
憲
法
、
す
な
わ
ち
、
形
相
が
与
え
ら
れ
、
国
家

が
成
立
す
る
。
秩
序
は
、
こ
の
社
会
と
国
家
の
全
体
で
あ
る
。
国
家
は
、
点
的
、
連
続
的
に
そ
こ
を
独
占
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る

幅
を
も
っ
た
単
位
（status

）
で
し
か
な
い
。
こ
の
憲
法
制
定
は
、
ち
ょ
う
ど
あ
る
像
を
デ
ジ
タ
ル
画
像
化
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

デ
ジ
タ
ル
化
と
い
う
の
は
本
来
連
続
体
で
あ
る
像
を
有
限
の
ピ
ク
セ
ル
（
単
位
）
で
置
き
換
え
、
曲
線
を
も
た
な
い
い
わ
ば
ガ
タ
ガ
タ

し
た
ブ
ロ
ッ
ク
状
の
も
の
に
変
換
し
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
連
続
体
を
そ
れ
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
で
、

逆
に
、
そ
れ
に
明
確
な
形
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
断
念
と
い
う
の
は
、
そ
の
単
位
（
ピ
ク
セ
ル
）
を
漸
次
細
か
く
し
、
よ
り
緻
密
化

（「
無
限
小
解
析
」）
し
て
い
く
こ
と
の
断
念
で
あ
る
。
あ
るstatus

の
中
ま
で
さ
ら
に
画
定
、「
秩
序
化
」
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
こ

に
は
自
律
性
が
残
さ
れ
る
。

憲
法
＝
秩
序
の
制
定
と
は
、
社
会
と
い
う
連
続
体
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
社
会
と
い
う
連
続
体
が
、
複
数
の
単

位
に
画
定
、
配
置
さ
れ
た
後
の
そ
の
単
位
の
総
体
を
国
家
と
い
う
。
そ
の
際
、
未
だ
に
そ
の
単
位
の
中
に
あ
っ
て
、
画
定
さ
れ
て
い
な

い
領
域
は
社
会
と
し
て
残
り
続
け
る
。
完
全
共
同
体
（perfecta

com
m
unitas

）
と
い
う
の
は
、
国
家
と
い
う
形
を
も
ち
つ
つ
も
、
未

だ
に
社
会
で
あ
る
領
域
を
も
内
包
し
て
い
る
秩
序
全
体
で
あ
る
。
真
に
憲
法
を
も
つ
主
体
は
、
こ
の
完
全
共
同
体
で
あ
っ
て
、
国
家
で

は
な
い
。
国
家
自
体
は
完
成
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
完
成
に
向
か
う
当
の
も
の
で
は
な
い
。
憲
法
は
、
社
会
に
と
っ
て
こ
そ
憲
法

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
形
づ
く
ら
れ
た
社
会
が
国
家
な
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
国
家
と
遮
断
（
区
別
）
さ
れ
て
語
ら
れ
る
、
単
位

に
囲
ま
れ
た
い
わ
ば
小
さ
な
社
会
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
無
定
形
の
、
た
だ
自
律
的
な
、
自
由
の
領
域
で
あ
る
。

秩
序
論
と
完
成
論
か
ら
の
憲
法
基
礎
づ
け
論
は
、
対
峙
し
合
う
二
つ
の
領
域
と
い
う
意
味
で
の
国
家
と
社
会
の
二
元
論
を
否
定
す
る
。

完
成
論
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
局
部
性
、
閉
鎖
性
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
社
会
こ
そ
が
完
成
に
向
か
う
べ
き
主
体
な
の
で
あ
る
。

（

）
６２
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ま
た
こ
の
向
か
う
と
い
う
実
践
が
、
完
全
共
同
体
を
開
か
れ
た
も
の
に
す
る
。
一
方
で
、
秩
序
論
が
、
社
会
の
独
自
の
自
己
形
成
、
自

己
指
導
を
許
さ
な
い
。
国
家
と
は
ま
さ
に
そ
れ
を
め
ぐ
る
決
定
の
所
産
で
あ
っ
て
、
国
家
を
介
し
て
は
じ
め
て
何
が
社
会
に
と
っ
て
も

ノ
ー
マ
ル
な
状
態
か
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ノ
ー
マ
ル
な
状
態
と
い
う
基
準
が
、
完
全
共
同
体
に
座
標
を
与
え
る
。

こ
の
意
味
で
、
こ
の
憲
法
基
礎
づ
け
論
の
核
心
を
、extra

constitutionem
non

ordo

（
憲
法
の
外
に
秩
序
な
し
）
と
い
う
語
で
示

す
が
、
秩
序
論
と
完
成
論
と
の
相
互
補
完
性
に
つ
い
て
は
、
数
学
にignorabim

us

を
否
定
し
た
か
の
ヒ
ル
ベ
ル
ト
（D

avid
H
ilbert

）

と
と
も
に
こ
う
い
お
う
。

W
ir
m
üssen

w
issen.

W
ir
w
erden

w
issen.

（
１
）

福
島
涼
史
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
完
成
論
─
ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
ニ
ス
自
然
法
論
の
公
法
理
論
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
─
」
阪
大
法
学
第
五
七

巻
第
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
一
九
─
二
四
八
頁
。

（
２
）

高
田
篤
「
生
存
権
の
省
察
─
高
田
敏
教
授
の
『
具
体
的
権
利
説
』
を
め
ぐ
っ
て
─
」『
法
治
国
家
の
展
開
と
現
代
的
構
成

高
田
敏
先
生
古

稀
記
念
論
集
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
三
四
頁
。

（
３
）

高
田
・
前
掲
注（
２
）一
三
七
、
一
四
〇
頁
。

（
４
）

高
田
・
前
掲
注（
２
）一
四
一
─
一
四
二
頁
。

（
５
）

高
田
篤
「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ケ
ル
ゼ
ン
─
民
主
制
論
に
お
け
る
相
反
と
そ
の
意
義
」
初
宿
正
典
ほ
か
編
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
そ
の
時

代

シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
友
・
敵
の
座
標
』（
風
行
社
、
一
九
九
七
年
）
一
六
頁
。

（
６
）

H
erm
ann

H
eller,

D
er
B
egriff

des
G
esetzes

in
der
R
eichsverfassung,

in
:
ders.,

G
esam

m
elte
Schriften

2.
B
and,

A
.

W
.
Sijthoff,

1971,
S.229.

ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
（
大
野
達
司
・
山
崎
充
彦
訳
）『
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
に
お
け
る
自
由
と
形
式：

公
法
・
政
治

論
集
』（
風
行
社
、
二
〇
〇
七
年
）
九
五
頁
。

（
７
）

H
eller,

(A
nm
.
6),
S.231.

ヘ
ラ
ー
・
前
掲
注（
６
）九
七
─
九
八
頁
。
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（
８
）

H
eller,

(A
nm
.
6),
S.245-246.

ヘ
ラ
ー
・
前
掲
注（
６
）一
一
七
頁
。

（
９
）

C
arl
Schm

itt,
V
erfassungslehre,

8.
A
ufl.,

D
uncker

&
H
um
blot,

1993,
S.23.

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
阿
部
照
哉
・
村
上
義
弘

訳
）『
憲
法
論
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
）
四
一
頁
。

（

）
Schm

itt,
V
erfassungslehre,

S.75.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）九
八
頁
。

１０
（

）

Schm
itt,
V
erfassungslehre,

S.150.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）一
七
九
─
一
八
〇
頁
。

１１
（

）

高
田
・
前
掲
注（
２
）一
三
四
頁
。

１２
（

）

Schm
itt,
V
erfassungslehre,

S.233-234.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）二
七
一
─
二
七
二
頁
。

１３
（

）

C
arl
Schm

itt,
D
ie
geistesgeschichtliche

Lage
des
heutigen

Parlam
entarism

us,
7.
A
ufl.,

D
uncker

&
H
um
blot,

1991,
S.7,

１４13.

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
服
部
平
治
・
宮
本
盛
太
郎
訳
）『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』（
社
会
思
想
社
、
一
九
七
二
年
）
九
頁
。

（

）

H
eller,

(A
nm
.
6),
S.229.

ヘ
ラ
ー
・
前
掲
注（
６
）九
五
頁
。

１５
（

）

Schm
itt,
V
erfassungslehre,

S.5.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）一
九
頁
。

１６
（

）

和
仁
陽
『
教
会
・
公
法
学
・
国
家
─
初
期
カ
ー
ル=

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
公
法
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）
一
七
八
頁
。

１７
（

）

Schm
itt,
V
erfassungslehre,

S.4.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）一
八
頁
。

１８
（

）

Schm
itt,
V
erfassungslehre,

S.200.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）二
三
四
頁
。

１９
（

）

Schm
itt,
V
erfassungslehre,

S.284.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）三
三
一
頁
。

２０
（

）

Schm
itt,
V
erfassungslehre,

S.211.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）二
四
七
頁
。

２１
（

）

Schm
itt,
V
erfassungslehre,

S.23-24.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）四
一
頁
。

２２
（

）

Schm
itt,
V
erfassungslehre,

S.10.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）二
五
頁
。

２３
（

）

A
urelius

A
ugustinus,

D
e
C
ivitate

D
ei,
X
IX
,
ch.X
X
III,
1.
Sanctus

A
urelius

A
ugustinus,

O
pera

O
m
nia,

T
om
.
V
II,

２４Patrologiae
C
ursus

C
om
pletus

Series
Latina,

X
LI,
1900,

p.640.

（

）

山
田
晶
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
講
話
』（
新
地
書
房
、
一
九
八
七
年
）
一
一
〇
─
一
一
一
頁
。

２５
（

）

C
arl
Schm

itt,
Ü
ber
die
drei

A
rten

des
rechtsw

issenschaftlichen
D
enkens,

2.
A
ufl.,

D
uncker

&
H
um
blot,

1993,
S.35-36.

２６カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
加
藤
新
平
・
田
中
成
明
訳
）「
法
学
的
思
惟
の
三
種
類
」（
清
水
幾
多
郎
責
任
編
集
）『
危
機
の
政
治
理
論
』（
ダ
イ
ヤ
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モ
ン
ド
社
、
一
九
七
三
年
）
二
七
五
頁
。

（

）

Schm
itt,
Ü
ber
die
drei

A
rten,

S.19.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（

）二
五
七
頁
。

２７

２６

（

）

Schm
itt,
Ü
ber
die
drei

A
rten,

S.7,
34.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（

）二
四
五
、
二
七
三
頁
。

２８

２６

（

）

伊
藤
不
二
男
「
刑
罰
戦
争
の
観
念
と
そ
の
理
論
の
形
成
に
つ
い
て
」
法
文
論
叢
第
三
号
（
一
九
五
二
年
）
一
九
頁
。

２９
（

）

田
中
忠
「
第
４
部

武
力
規
制
法
の
基
本
構
造
」（
村
瀬
信
也
ほ
か
）『
現
代
国
際
法
の
指
標
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
二
七
七
頁
。

３０
（

）

C
arl
Schm

itt,
D
er
N
om
os
der
E
rde
im
V
ölkerrecht

des
Jus
Publicum

E
uropaeum

,
3.
A
ufl.,

D
uncker

&
H
um
blot,

３１1988,
S.106.

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
新
田
邦
夫
訳
）『
大
地
の
ノ
モ
ス

上
』（
慈
学
社
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
一
五
三
頁
。

（

）

T
hom
as
A
quinas,

Sum
m
a
T
heologiae,

IaIIae,
q.
19,
a.
10.
S.
T
hom
as
A
quinas,

Sum
m
a
T
heologiae

:
C
ura
et
Studio

３２Sac.
Petri

C
arm
ello

:
C
um
T
extu

ex
R
ecensione

Leonia
:
M
arietti,

Pars
Prim

a
et
Prim

a
Secundae,

Italy,
1952,

pp.104-

105.

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
（
高
田
三
郎
・
村
上
武
子
訳
）『
神
学
大
全

Ⅸ
』（
創
文
社
、
一
九
九
六
年
）
四
三
〇
─
四
三
二
頁
。

（

）

Joseph
de
M
aistre,

‘E
ssai

sur
le
principe

génératuer
des

constitutions
politiques’,

Œ
uvre

com
plètes,

I-II,
Slatkine

３３R
eprints,

1979,
pp.265-266,

277.

（

）

E
rnst-W

olfgang
B
öckenförde,

D
ie
verfassunggebende

G
ew
alt
des

V
olkes

-
E
in
G
renzbegriff

des
V
erfassungsrecht,

３４in:
Staat,

V
erfassung,

D
em
okratie

:
Studien

zur
V
erfassungstheorie

und
zum

V
erfassungsrecht,

1.
A
ufl.,

Suhrkam
p
1991,

S.95.
E
.
-W
.

ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
（
松
本
和
彦
訳
）「
国
民
の
憲
法
制
定
権
力
─
憲
法
の
限
界
概
念
」（
初
宿
正
典
編
訳
）『
現
代
国
家
と
憲

法
・
自
由
・
民
主
制
』（
風
行
社
、
一
九
九
九
年
）
一
六
八
─
一
六
九
頁
。

（

）

Joseph
de
M
aistre,

‘E
tude

sur
la
souveraineté’,

Œ
uvre

com
plètes,

I-II,
Slatkine

R
eprints,

1979,
p.356,

426.

３５
（

）

Schm
itt,
V
erfassungslehre,

S.158.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）一
八
九
─
一
九
〇
頁
。

３６
（

）

Schm
itt,
V
erfassungslehre,

S.158.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）一
八
九
頁
。

３７
（

）

John
Finnis,

N
atural

Law
and

N
atural

R
ights,

C
larendon

Press,
1980,

pp.374-377.

３８
（

）

Florian
C
ajori,

H
istory

of
M
athem

atics,
C
helsea

Publishing
C
om
pany,

1980,
p.285.

フ
ロ
リ
ア
ン
・
カ
ジ
ョ
リ
（
石
井
省

３９吾
訳
）『
数
学
史

下
』（
津
軽
書
房
、
一
九
七
四
年
）
一
〇
頁
。

（

）

C
ajori,

H
istory

of
M
athem

atics,
p.343.

カ
ジ
ョ
リ
・
前
掲
注（

）一
〇
〇
頁
。

４０

３９

論 説

（阪大法学）５８（２-212）466〔２００８．７〕



（

）

N
icolas

B
ourbaki,

E
lém
ents

d’histoire
des
m
athém

atiques,
Springer,

2007,
p.37.

ブ
ル
バ
キ
（
村
田
全
訳
）「
実
数
」（
村
田

４１全
・
清
水
達
雄
訳
）『
ブ
ル
バ
キ
数
学
史
』（
東
京
図
書
株
式
会
社
、
一
九
七
〇
年
）
三
四
頁
。

（

）

林
晋
・
八
杉
満
利
子
「
自
然
数
の
発
生
学
」
ゲ
ー
デ
ル
（
林
晋
・
八
杉
満
利
子
訳
・
解
説
）『
不
完
全
性
定
理
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七

４２年
）
一
一
〇
頁
。

（

）

B
ourbaki,

E
lém
ents

d’histoire
des
m
athém

atiques,
p.184.

ブ
ル
バ
キ
・
前
掲
注（

）一
六
八
頁
。

４３

４１

（

）

B
ourbaki,

E
lém
ents

d’histoire
des
m
athém

atiques,
p.195.

ブ
ル
バ
キ
・
前
掲
注（

）一
七
九
頁
。

４４

４１

（

）

C
ajori,

H
isotry

of
M
athem

atics,
pp.397-398.

カ
ジ
ョ
リ
・
前
掲
注（

）一
六
四
頁
。

４５

３９

（

）

C
arl
B
.
B
oyer,

T
he
C
oncepts

of
the
C
alculus,

H
afner

Publishing
C
om
pany,

1949,
p.292.

４６
（

）

R
ichard

D
edekind,

Stetigkeit
und

irrationale
Zahlen,

in
:
ders.,

G
esam

m
elte
m
athem

atische
W
erke,

B
d.
2,
C
helsea

４７Publishing
C
om
pany,

1969,
S.323.

デ
ー
デ
キ
ン
ト
（
河
野
伊
三
郎
訳
）『
数
に
つ
い
て
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
二
〇
頁
。

（

）

C
arl
B
.
B
oyer,

A
H
istory

of
M
athem

atics,
Second

E
dition,

John
W
iley

&
Sons.,

Inc.,
1989,

p.564.

４８
（

）

D
edekind,

Stetigkeit
und

irrationale
Zahlen,

S.323.

デ
デ
キ
ン
ト
・
前
掲
注（

）二
〇
頁
。

４９

４７

（

）

溝
上
武
實
『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
考
え
る
』（
ベ
ル
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
六
〇
頁
。

５０
（

）

D
edekind,

Stetigkeit
und

irrationale
Zahlen,

S.337.

デ
デ
キ
ン
ト
・
前
掲
注（

）四
五
頁
。

５１

４７

（

）

福
島
・
前
掲
注（
１
）二
一
九
─
二
四
八
頁
。

５２
（

）

John
Finnis,

A
quinas

:
m
oral,

political,
and

legal
theory,

O
xford

U
niversity

Press,
1998,

p.100.

５３
（

）

高
木
貞
治
「
数
学
雑
談
」『
復
刻
版

近
世
数
学
史
談
・
数
学
雑
談
』（
共
立
出
版
株
式
会
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
二
六
頁
。

５４
（

）

和
仁
・
前
掲
注（

）二
〇
六
─
二
五
一
頁
。

５５

１７

（

）

C
arl
B
.
B
oyer,

T
he
C
oncepts

of
the
C
alculus,

1949,
p.295.

５６
（

）

福
島
・
前
掲
注（
１
）二
四
〇
─
二
四
一
頁
。

５７
（

）

高
田
・
前
掲
注（
２
）一
四
〇
─
一
四
二
頁
。

５８
（

）

高
田
・
前
掲
注（
２
）一
四
二
頁
。

５９
（

）

高
田
・
前
掲
注（
２
）一
三
七
頁
。

６０

カール・シュミットの秩序論

（阪大法学）５８（２-213）467〔２００８．７〕



（

）

C
arl
Schm

itt,
D
ie
D
iktatur

des
R
eichspräsidenten

nach
A
rtikel

48
der

W
eim
arer

V
erfassung,

in
:
ders.,

D
ie

６１D
ictatur

von
den
A
nfängen

des
m
odernen

Souveränitätsgedankens
bis
zum

proletarischen
K
lassenkam

pf,
3.
A
ufl.,

D
uncker

&
H
um
blot,

1964,
S.242-243.

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
）「
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
独
裁
」（
田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
）

『
大
統
領
の
独
裁
』（
未
来
社
、
二
〇
〇
二
年
）
六
二
─
六
三
頁
。

（

）

Schm
itt,
V
erfassungslehre,

S.205.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）二
四
〇
頁
。

６２

論 説

（阪大法学）５８（２-214）468〔２００８．７〕


