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悪法を是正する義務 ―― 遵法義務と政治的責務の統合に向けて

国
悪
法
を
是
正
す
る
義
務

遵
法
義
務
と
政
治
的
責
務
の
統
合
に
向
け
て

横

濱

土嘔
　
也

悪
法
も
法
か
。
悪
法
に
も
服
従
す
べ
き
か
。
こ
の
問
い
は
遵
法
義
務

（３
語
ヒ
ｏ
●
８
３
Ｑ

，
２
”‘
）
―
あ
る
特
定
の
社
会
に
お
け
る

法

一
般
に
対
す
る
服
従
義
務
―
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
遵
法
義
務
問
題
を
問
う
た
め
の
前
提
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、　
一
つ
の

要
と
な
る
の
が
、
国
民
と
し
て
の
義
務
で
あ
る
政
治
的
責
務

（Ｂ
」
Ｆ
Ｌ
多
厨
〓
８
）
と
の
関
係
で
あ
る
。

遵
法
義
務
と
政
治
的
責
務
と
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
各
々
の
正
当
化
に
お
け
る
関
心
も
異
な
る
。
前
者
に
つ

い
て
遵
法
義
務
は
あ
く
ま
で
国
民
に
法
に
対
す
る
服
従
を
求
め
る
の
に
対
し
て
、
政
治
的
責
務
は
主
と
し
て
は
、
国
家
の
統
治

一
般
に
対

し
て
国
民
が
服
従
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
国
家
統
治
は
、
法
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が

一
般
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
法
以
外
の
統
治

手
段
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
国
家
に
よ
る
強
制
を
予
定
し
て
い
な
い
社
会
規
範
で
あ
る
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
が

市
場
取
引
や
国
際
関
係
の
規
制
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

よ
り
重
要
な
の
は
、
後
者
で
あ
る
。
政
治
的
責
務
の
正
当
化
は
、
基
本
的
に
国
家
と
国
民
あ
る
い
は
国
民
相
互
の
関
係
性
が
有
す
る
道
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徳
的
価
値
に
訴
え
て
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
同
意
理
論
は
、
個
々
人
が
国
民
と
な
る
こ
と
に
自
発
的
に
同
意
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
政
治

的
責
務
を
引
き
受
け
た
も
の
と
考
え
る
。
個
々
人
の
間
に
国
民
と
し
て
の
関
係
性
が
自
発
的
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
と

し
て
国
民
と
し
て
の
義
務
を
負
う
こ
と
、
例
え
ば
納
税
義
務
を
負
う
こ
と
が
道
徳
的
に
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
政
治
的
責
務
の
正
当

化
に
と
っ
て
肝
心
要
は
、
国
民
相
互
に
政
治
的
責
務
を
正
当
化
す
る
に
足
る
道
徳
的
関
係
性
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
遵
法
義
務
の
正
当
化
に
お
い
て
は
、
ま
ず
在
る
法

（一”‘
ｙ
〓
３̈
　
一
般
が
国
民
の
服
従
に
値
す
る
だ
け
の
価
値
を

有
し
う
る
か
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
。
不
正
な
法
―
在
る
べ
き
法

（【”ヨ
〓
〓
ｏ
ｃ

，
ｌ
ｏ
Ｆ
）
に
抵
触
す
る
法
―
で
あ
っ
て
も
、
法
で
あ

る
以
上
は
、
服
従
義
務
を
裏
付
け
る
に
足
る
内
実
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
国
民
が
在
る
法

一
般
に
服
従
す
る
こ
と
で
相
互

の
行
動
が
予
見
可
能
に
な
り
、
そ
の
分
将
来
に
対
す
る
よ
り
確
実
な
期
待
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
も
候
補
と
な
り
う
る
し
、

法
は
す
べ
か
ら
く
個
々
人
の
基
本
権
保
護
に
資
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
上
で
、
基
本
権
の
価
値
が
遵
法
義
務
に
裏
付
け
を
与
え
る
と

す
る
見
方
も
あ
り
う
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
法

一
般
が
遵
法
義
務
に
値
す
る
価
値
を
持
つ
か
ど
う
か
は
、
法
に
服
従
す
る
国
民
相
互
に

い
か
な
る
関
係
性
が
成
り
立

っ
て
い
る
か
と
は
別
個
に
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
政
治
的
責
務
の
正
当
化
根
拠
と
な
る

関
係
性
の
存
在
が
、
遵
法
義
務
の
正
当
化
を
補
助
す
る
と
考
え
る
余
地
は
存
在
す
る
が
、
政
治
的
責
務
論
で
遵
法
義
務
論
を
置
き
換
え
る

こ
と
は
で
き
な
い

（０
い
″
ヽ
こ
零
¨
ｏ
Ｆ
じ
。

こ
の
よ
う
に
、
遵
法
義
務
と
政
治
的
責
務
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
要
請
す
る
行
為
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
正
当
化
根
拠
に
お
い
て
も
、

異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
両
者
は
ど
の
よ
う
な
相
関
に
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、
両
者
の
相
関
に
つ
い
て
の
知
見
は
、
遵
法
義
務
論
と
政

治
的
責
務
論
双
方
に
ど
の
よ
う
な
合
意
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
記
さ
れ
る
。
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悪法を是正する義務―一 遵法義務と政治的貴務の統合に向けて

一　

悪
法
を
是
正
す
る
義
務
と
し
て
の
遵
法
義
務

（
一
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
運
法

な
ぜ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
逃
げ
な
か
っ
た
か

遵
法
義
務
問
題
に
実
際
に
直
面
し
、
こ
の
問
題
に
体
系
的
な
応
答
を
与
え
よ
う
と
し
た
最
初
期
の
事
例
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
、
プ
ラ

ト
ン
初
期
対
話
編

『弁
明
』
お
よ
び

『ク
リ
ト
ン
」
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
。
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
テ

ナ
イ
市
民
ア
ニ
ュ
ト
ス
ら
二
人
か
ら
告
発
さ
れ
、
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
告
発
が
不
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た

が
、
法
廷
に
お
い
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
の
ち
、
量
刑
判
断
に
お
い
て
死
刑
と
な
っ
た
。

『ク
リ
ト
ン
』
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
遵
法
義
務
の
正
当
化
根
拠
を
三
つ
示
し
て
い
る
。
感
謝
論
、
同
意
理
論
、
不
服
従
の
破
壊
的
帰
結
か

ら
の
議
論
で
あ
る
。
そ
の
成
否
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
別
の
問
い
を
立
て
た
い
。
な
ぜ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

逃
げ
な
か
っ
た
の
か
。
死
刑
判
決
を
受
け
た
彼
が
、
亡
命
と
い
う
選
択
を
す
る
余
地
は
、
極
め
て
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
ギ

リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
は
規
模
が
小
さ
い
た
め
、
現
在
の
主
権
国
家
よ
り
も
容
易
に
亡
命
で
き
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
で
は
死
刑
囚
が
他
の
ポ
リ

ス
に
亡
命
す
る
こ
と
は
稀
で
な
か
っ
た
。
『ク
リ
ト
ン
」
の
中
で
金
持
ち
の
ク
リ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
亡
命
を
促
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う

な
事
情
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
死
刑
を
甘
受
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
『ク
リ
ト
ン
」
に
あ
る
通
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
を
愛
し
て
い
て
、
他
国
に
亡
命
す
る
の
が
嫌
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
だ
け
で
逃
げ
な
い
動
機
と
し
て
は
十
分
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
こ
の
説
明
だ
け
で
は
腑
に
落
ち
な
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い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『弁
明
』
に
お
い
て
、
冤
罪
で
告
発
し
た
二
人
を
容
赦
な
く
、
と
き
に
挑
発
的
に
論
駁
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
『ク
リ
ト

ン
』
に
お
い
て
は
、
嘘
の
よ
う
に
静
か
で
、
冤
罪
で
死
刑
と
な
る
こ
と
を
淡
々
と
受
け
入
れ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
『弁
明
』
の
ソ
ク
ラ
テ

ス
と

『ク
リ
ト
ン
」
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
ど
う
す
れ
ば
両
者
を
整
合
的
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
行
動
を
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ツ
ク
ラ
テ
ス
が
そ
も
そ
も
遵
法
義
務
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
捉
え
て
い
た
か
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
遵
法
義
務
論
は

理
論
的
に
よ
り
魅
力
的
だ
と
我
々
は
考
え
る
。
遵
法
義
務
と
は
、
法
内
容
の
善
し
悪
し
を
よ
ら
ず
、
ま
た
そ
の
判
断
を
ま
じ
え
ず
、
従
う

こ
と
つ
ま
り
随
順
す
る
こ
と

（８
ュ
８
ュ
ａ
）
こ
と
で
は
な
い
。
法
内
容
を
裏
付
け
る
理
由
を
尊
重
し
、
自
ら
の
信
念
や
良
心
の
み
に
従

っ

て
行
動
す
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
、
そ
し
て
法
に
大
き
く
優
越
す
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
法
を
是
正
す
る
た
め
に
尽
力
す
る
こ
と
で

あ
る
。　
二
一口
で
い
え
ば
、
遵
法
義
務
と
は
、
悪
法
を
尊
重
し
つ
つ
、
是
正
す
る
義
務
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
『弁
明
』
と

『ク
リ
ト
ン
』
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
と
も
に
遵
法
義
務
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。

『弁
明
』
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
単
に
自
ら
の
信
念
や
良
心
の
み
を
貫
き
通
し
た
の
で
は
な
く
、
彼
の
哲
学
的
姿
勢
に
反
し
な
い
限
り

で
、
告
発
者
と
の
対
話
を
通
し
て
、
ア
テ
ナ
イ
市
民
に
正
し
い
判
断
を
求
め
て
い
た
。
そ
し
て

『ク
リ
ト
ン
」
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
法

内
容
の
書
し
悪
し
を
判
断
す
る
こ
と
を
止
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
か
し
法
を
尊
重
し
て
死
刑
を
甘
受
し
た
の
で
あ
る
。

遵
法
義
務
と
市
民
的
不
服
従

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
遵
法
義
務
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
遵
法
義
務
と
市
民
的
不
服
従
と
は
衝
突
せ
ず
、
む
し
ろ
後
者
は
前
者
の
遂
行
の
あ
り
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方
の
一
つ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
寺
島
俊
穂
は

『市
民
的
不
服
従
』
（寺
島
　
一一〇
〇
四
）
に
お
い
て
、
市
民
的
不
服
従
を

「自
ら

の
行
為
の
正
当
性
に
対
す
る
確
信
の
も
と
に
行
わ
れ
る
非
合
法
行
為
」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
非
合
法
行
為
が
、
単
な
る

違
法
行
為
で
な
く
、
市
民
的
不
服
従
で
あ
る
た
め
に
は
、
以
下
の
二
つ
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
る
。
①
不
服
従
の

対
象
の
特
定
性
　
市
民
的
不
服
従
は
、
法

一
般
に
対
す
る
敬
意
の
下
に
特
定
の
法
や
政
策
に
対
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
法

一
般
に
対

す
る
敬
意
を
示
す
た
め
に
不
服
従
者
は
違
法
行
為
に
対
す
る
処
罰
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
。
②
公
共
性
　
市
民
的
不
服
従
に
よ
る
異
議

申
し
立
て
は
、
人
民

一
般
の
公
共
的
利
益
に
関
わ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
全
て
の
人
民
に
開
か
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
隠
れ
て
行
う
不
服
従
は
市
民
的
不
服
従
と
は
い
え
な
い
。
③
非
暴
力
　
市
民
的
不
服
従
は
戦
争
や
差
別
の
暴
力
に
対
抗
す
る
も
の

で
あ
り
、
自
ら
暴
力
を
用
い
る
こ
と
を
拒
絶
す
る

（寺
島

二
〇
〇
四

¨
第

一
章
）。

寺
島
の
市
民
的
不
服
従
の
性
格
付
け
は
論
争
的
で
あ
る
。
と
り
わ
け
③
の
非
暴
力
の
条
件
を
加
え
る
こ
と
は
、
市
民
的
不
服
従
を
予
め

体
制
内
改
革
運
動
と
し
て
馴
化
す
る
点
で
不
当
で
あ
る
と
い
う
反
論
が
あ
り

（ｏ̈

酸
日
日
０日

８
８
）、
こ
の
反
論
に
十
分
に
応
答
す
る

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
我
々
は
ラ
ズ
と
同
様
、
革
命
運
動
と
市
民
的
不
服
従
と
の
間
に
線
引
き
を
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る

と
考
え
る

（″
ミ
８
８
¨
０
ロ
エ
）。
そ
し
て
線
引
き
す
る
上
で
の
肝
心
要
は
、
非
合
法
行
為
が
①
の
性
格
を
持
つ
か
否
か
に
あ
る
と
見
る
。

法

一
般
に
対
す
る
敬
意
に
基
づ
い
て
、
異
議
申
し
立
て
を
行
う
か
否
か
が
、
革
命
運
動
と
市
民
的
不
服
従
を
分
け
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
市
民
的
不
服
従
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
た
い
。
市
民
的
不
服
従
と
は

「特
定
の
法
を
是
正
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
違
法
行
為

を
行

っ
て
、
人
民
に
不
正
な
法
の
存
在
と
そ
の
改
革
の
必
要
を
訴
え
る
異
議
申
し
立
て
」
で
あ
る
。
そ
し
て
市
民
的
不
服
従
は
、
法
に
対

す
る
尊
重
の
下
で
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
違
法
行
為
に
対
す
る
法
的
制
裁
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
市
民
的

不
服
従
は
遵
法
義
務
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
不
正
な
法
を
無
視
す
る
の
で
も
放
置
す
る
の
で
も
な
く
、
積
極
的
に
是
正
す
べ
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く
、
違
法
行
為
を
行
い
そ
の
制
裁
を
引
き
受
け
る
点
で
、
法
が
正
義
志
向
的
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
信
頼
と
敬
意
に
基
づ
い
て
い
る
と
言

え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
市
民
的
不
服
従
は
遵
法
責
務
の
遂
行
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

含
一）
遵
法
義
務
問
題
の
核
心
―

法
秩
序
維
持
と
正
義
実
現
の
責
任
分
配

従
来
、
遵
法
義
務
論
に
お
い
て
は
、
在
る
法
に
対
し
て
服
従
す
べ
き
か
否
か
の
み
を
問
う
こ
と
が
支
配
的
傾
向
で
あ
っ
た

↑
¨

∽
ゴ
ロ
ｏ日

【Ｒ
ｐ
´
ヽ
８
８
¨
Ｏ
Ｆ

卜，０
。
し
か
し
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
遵
法
義
務
が
単
に
法
に
た
だ
随
順
す
る
の
で
は
な
く
、
法

へ
の
尊
重
の
下

で
悪
法
を
是
正
す
る
こ
と
を
も
求
め
て
い
る
と
捉
え
る
見
方
は
、
市
民
的
不
服
従
の
動
機
の
説
明
に
お
い
て
一
定
の
魅
力
を
有
し
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
見
方
を
と
る
場
合
、
遵
法
義
務
の
正
当
化
に
お
い
て
最
大
の
関
心
事
の
一
つ
は
、
特
定
の
状
況
で
遵
法
義
務
が

個
々
人
に
何
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
か
で
あ
る
。
単
に
唯
々
諾
々
と
法
に
従
う
の
で
も
、
法
の
言
い
分
を
何
ら
考
慮
す
る
こ
と
な
く
た
だ

た
だ
自
ら
の
信
念
と
良
心
に
従
っ
て
行
為
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
、
遵
法
義
務
の
下
で
、
不
正
な
法
に
対
し
て
人
々
は
い
か
に
対

応
す
べ
き
な
の
か
。

我
々
は
、
遵
法
義
務
の
正
当
化
に
お
い
て
間
わ
れ
る
べ
き
は
、
以
下
で
あ
る
と
考
え
る
。
我
々
は
遵
法
義
務
の
下
で
、
法
秩
序
維
持
と

正
義
実
現
の
責
任
を
負

っ
て
い
る
。
誰
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
責
任
を
分
担
す
べ
き
か
。
政
治
体
制
と
公
職
者
だ
け
が
責
任
を
負

っ
て
い
る

の
か
。
そ
れ
と
も
被
治
者
も
そ
の
責
任
を
分
担
す
べ
き
な
の
か
。
例
え
ば
、
あ
る
法
律
が
基
本
権
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判

が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
批
判
を
検
討
し
場
合
に
と
っ
て
は
法
律
を
是
正
す
る
責
任
は
、
基
本
的
に
議
会
が
負
う
べ
き
か
、
裁
判
所
が
負
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う
べ
き
か
。
人
民
が
社
会
で
法
改
正
の
機
運
を
高
ま
る
こ
と
を
企
図
し
て
市
民
的
不
服
従
を
行

っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
た
だ
そ
れ
に
制
裁

を
課
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
れ
と
も
遵
法
義
務
の
遂
行
と
し
て
何
ら
か
の
配
慮
を
す
べ
き
な
の
か
。
遵
法
義
務
の
正
当
化
は
、
こ
れ

ら
の
問
い
、
す
な
わ
ち
正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
分
配
の
あ
り
方
と
は
何
か
、
に
答
え
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
正
し
い
法
秩
序
を
作
る
の
は
誰
の
責
任
か

―

政
治
的
責
務
論
の
教
訓

（
一
）
政
治
的
費
務
論
に
お
け
る
責
任
分
配
の
説
明

そ
れ
で
は
正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
分
配
は
い
か
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
。
政
治
的
責
務
論
は
こ
の
問
い
に
応
答
す
る
手
が
か
り
を
得

る
た
め
に
、
極
め
て
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
同
意
理
論
の
場
合
、
個
々
人
は
同
意
に
よ
っ
て
の
み
政
治
的
責
務
を
引
き
受
け

る
も
の
と
考
え
る
が
、
政
治
的
責
務
が

「正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
」
を
含
む
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
邪
悪
な
政
治
体
制

に
対
し
て
も
、
同
意
し
た
以
上
は
服
従
す
る
義
務
を
負
う
と
い
う
考
え
方
は
、
同
意
理
論
と
し
て
無
理
の
あ
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。

他
方
で
、
正
義
の
自
然
的
義
務

（日

“́
【Ｌ
Ｏ
●
Ｃ
Ｒ
∵
３
８
）
か
ら
の
議
論

（以
下

「自
然
的
義
務
論
」
と
呼
ぶ
）
で
は
、
正
義
は
自

力
で
自
ら
を
実
現
で
き
ず
、
何
ら
か
の
政
治
体
制

（そ
の
下
で
の
法
形
成

・
法
執
行

・
法
適
用
）
が
不
可
欠
と
し
て
い
る
以
上
、
正
義
に

従
う
こ
と
は
、
正
義
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
政
治
体
制
に
支
持

・
協
力
を
与
え
る
こ
と
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら

一
定
の
政
治

的
責
務
が
正
当
化
で
き
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
社
会
に

（完
全
に
で
は
な
く
）
概
し
て
正
義
適
合
的
で
あ
る
よ
う
な
政
治
体
制
し
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か
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
な
し
で
は
正
義
の
実
現
は
果
た
さ
れ
え
な
い
以
上
、
そ
の
体
制
下
で
な
さ
れ
た
不
正
な
決
定
に
対
し
て

も
服
従
す
べ
き
で
あ
る
、
と
説
く
の
で
あ
る
。
自
然
的
義
務
論
に
拠
れ
ば
、
正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
は
、
ま
ず
は
政
治
体
制
の
形
成

と
運
営
に
携
わ
る
為
政
者
が
担
う
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
被
治
者
は
政
治
体
制
が
お
お
よ
そ
正
義
に
適

っ
て
い
る
限
り
、
為
政
者
に

よ
る
統
治
に
支
持

・
協
力
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る

（逆
に
言
え
ば
、
為
政
者
の
足
を
引
っ
張
る
べ
き
で
は
な
い
）。
し
か
し
、
政
治
体
制
の

存
立
を
脅
か
す
形
で
な
け
れ
ば
、
被
治
者
の
不
服
従
も
容
認
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
公
平
性
論
に
お
け
る
責
任
分
配

公
平
性
論
を
め
ぐ
る
攻
防

正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
分
配
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、
も
っ
と
も
興
味
深
い
の
は
公
平
性
論

（，
ｏ
ミ
”
８
９
［
貯
ｏ日
貯
８̈
ｏ一３

で
あ
る
。
公
平
性
論
は
以
下
の
よ
う
に
説
く
。
国
家
は
国
民
が
必
要
と
す
る
集
合
財

（８
庁
ａ
お

も
＆
３

を
供
給
す
る
社
会
的
協
働

↑
８
【，〓
８
Ｒ
【，Ｌ
Ｏ●
）
で
あ
る
。
国
家
が
供
給
す
る
集
合
財
に
は
、
国
防
、
警
察
、
国
民
の
生
命
と
身
体
と
財
産
の
保
護
、
道
路
や
鉄
道

や
水
道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
、
国
民
が
最
小
限
度
の
生
活
が
営
め
る
よ
う
に
保
障
す
る
こ
と
、
な
ど
が
含
ま
れ
う
る
。
集
合
財
に
は
、

い
わ
ゆ
る

「溢
出
効
果

（‘
【【一・ｏお
ら
ｏ語
ｏ^
と

（正
の
外
部
性
）
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。　
一
定
の
規
模
で
集
合
財
を
供
給
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
集
合
財
供
給
の
た
め
に
必
要
な
負
担
を
負

っ
て
い
な
い
人
々
に
ま
で
、
便
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
自
己
利
益
を
最
大
化
す
る
た
め
に
は
、
集
合
財
の
便
益
の
み
受
け
取
っ
て
お
い
て
負
担
を
免
れ
る

「た
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だ
乗
り
」
を
行
う
こ
と
が
、
も
つ
と
も
合
理
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、　
一
定
数
の
人
々
が

「た
だ
乗
り
」
し
て
も
社
会
的
協
働
の
枠
組
み
が

壊
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
数
ぎ
り
ぎ
り
ま
で

「た
だ
乗
り
」
を
す
る
の
が
、
社
会
全
体
の
利
益
を
増
や
す
と
い
う
意
味
で
、
道
徳
的

で
あ
る
と
も
言
い
う
る
。

公
平
性
論
の
目
標
は
、
「た
だ
乗
り
」
禁
止
の
道
徳
的
理
由
を
示
し
、
全
て
の
国
民
に
社
会
的
協
働
に
協
力
す
る
責
務
つ
ま
り
は
政
治
的

責
務
が
あ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
目
標
の
実
現
は
容
易
で
は
な
い
。
公
平
性
論
の
根
本
的
な
困
難
は
次
の

点
に
あ
る
。
国
家
が
集
合
財
供
給
を
行
う
場
合
、
大
半
の
国
民
は
意
図
的
に
そ
の
便
益
を
受
領

（営
８
●
一８
８
）
し
た
の
で
は
な
く
、
何

も
考
え
ず
享
受

（お
８
一ｏ
し

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
便
益
を
受
け
る
こ
と
を
意
図
的
に
是
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
国
家
が
集
合
財
供
給
の
た
め
に
必
要
な
負
担
を
国
民
に
求
め
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
集
合
財
の

「押
し
売
り
」

に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か

（０
い
∽
ゴ
ロ
ｏａ

お
お
¨
ｏ
Ｆ
ｅ
。

「押
し
売
り
」
で
あ

っ
て
も
、
国
民
が
負
担
を
負
う
べ
き

（
つ
ま
り
は
政
治
的
責
務
を
負
う
べ
き
）
と
す
る
議
論
も
存
在
す
る
。
も
し

「押
し
売
り
」
さ
れ
る
集
合
財
が
、
個
々
人
が
生
活
し
て
い
く
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
そ
も
そ
も
集
合
財
の

便
益
の
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
理
由
を
有
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
例
え
ば
国
防
や
治
安
維
持
や
裁
判
な
ど
、
国
民
の
生

命

・
身
体

・
財
産
の
安
全
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
財
を
国
家
が
供
給
し
、
そ
の
負
担
を
国
民
が
分
か
ち
合
う
こ
と
は
、
国
民

一
人

一
人

が
受
領
し
た
か
否
か
を
問
う
ま
で
も
な
く
、
正
当
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
必
要
不
可
欠
な
財
の
供
給
の
た
め
に
有
益
な
社
会

的
条
件
の
整
備

（イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
）、
そ
し
て
国
民
全
体
が
必
要
と
す
る
集
合
財
が
何
か
を
議
論
す
る
た
め
の
政
治
制
度

（
つ
ま
り
国

民
全
体
で
の
集
合
的
意
思
決
定
過
程
）
に
も
、
国
民
は
協
力
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か

（バ
ざ
∽ざ

３
Ｓ
¨
ｏ

，
い
，じ
。

し
か
し
こ
の
議
論
に
も
難
点
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
必
要
不
可
欠
な
財
を
供
給
す
る
上
で
い
か
な
る
政
策
が
望
ま
し
い
か
が
、
大
い
に
論
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争
的
で
あ
る
。
国
防
の
た
め
に
核
武
装
が
望
ま
し
い
か
否
か
ど
う
か
、
治
安
維
持
や
裁
判
を
ど
こ
ま
で
国
家
が
担
う
べ
き
か
、
国
家
が
ど

の
よ
う
な
イ
ン
フ
ラ
を
ど
れ
だ
け
整
備
す
べ
き
か
、
に
つ
い
て
、
様
々
な
立
場
が
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

自
ら
の
立
場
に
見
合
わ
な
い
形
で
集
合
財
が
供
給
さ
れ
た
場
合
で
も
、
国
民
は
社
会
的
協
働
に
協
力
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
敢
然
と

協
力
を
拒
む
こ
と
は
道
徳
的
に
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

公
平
性
論
の
魅
力
と
限
界

如
上
の
検
討
か
ら
す
れ
ば
、
公
平
性
論
は
政
治
的
責
務
の
正
当
化
に
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
未
だ
明
ら
か
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し

他
方
で
、
公
平
性
論
は
、
遵
法
義
務
の
正
当
化
の
勘
所
で
あ
る

「正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
」
の
分
配
に
つ
い
て
、
他
の
議
論
に
比
し

て
よ
り
多
く
の
含
意
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

前
述
の
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
お
り
、
公
平
性
論
の
核
心
は

「た
だ
乗
り
」
禁
止
に
あ
る
。
「た
だ
乗
り
」
と
し
て
も
っ
と
も

わ
か
り
や
す
い
の
は
、
社
会
的
協
働
に
他
人
は
協
力
し
て
い
る
の
に
自
ら
は
協
力
せ
ず
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
社
会
的
協
働
が
も
た
ら
す
利

益
だ
け
は
ち
や
っ
か
り
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
主
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
社
会
的
協
働
に
関
わ
る
利
益
と
負
担
が
不
公

平
に
分
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
公
平
性
論
が
問
題
と
し
う
る
の
は
、
利
益
分
配
だ
け
で
は
な
い
。
次
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
正
し
い
法
秩

序
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
国
民
相
互
の
間
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
国
民
Ａ
は
、
社
会
保
障
の
充
実
の
た
め
に
増
税
す
る
の
が
正

義
に
適
う
と
説
き
、
別
の
国
民
Ｂ
は
、
国
家
に
よ
る
再
分
配
は
、
個
人
の
財
産
権
を
侵
害
す
る
だ
け
で
な
く
、
資
源
の
不
効
率
な
分
配
を
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も
た
ら
す
の
で
、
極
力
避
け
る
べ
き
で
あ

っ
て
、
社
会
保
障
の
充
実
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
る
と
説
く
。
彼
ら
の
論
争
を
両
者
が
受
容

可
能
な
形
で
解
決
す
る
こ
と
は

（現
代
正
義
論
の
論
争
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
両
者
と
も
現
状
の
社
会
保

障
政
策
を
温
存
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
保
障
政
策
を
是
正
す
る
集
合
的
決
定
を
ど
こ
か
で
行
わ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
も
し
そ
の
集
合
的
決
定
が
Ａ
の
立
場
に
そ
く
し
て
行
わ
れ
た
場
合
、
Ｂ
は
そ
の
決
定
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
、
尊

重
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
Ｂ
は
い
か
に
振
る
舞
う
べ
き
か
。

公
平
性
論
か
ら
な
さ
れ
る
一
つ
の
応
答
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う

（０
い
井
上

一
一〇
〇
七
）。
集
合
的
決
定
過
程

（例
え
ば
国
会

に
お
け
る
民
主
的
立
法
過
程
）
に
お
い
て
は
、
（全
員

一
致
で
な
い
限
り
）
当
然
勝
者
と
敗
者
が
生
ま
れ
る
。
最
初
か
ら
勝
敗
が
決
ま
っ
て

い
て
、
勝
敗
を
決
め
て
い
る
条
件
が
所
与
で
変
え
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
敗
者
の
利
益
や
意
見
が

尊
重
さ
れ
る
可
能
性
が
全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば

（
つ
ま
り

「出
来
レ
ー
ス
」
で
あ
れ
ば
）、
正
し
い
法
秩
序
と
は
何
か
を
公
平
に
論

争
す
る
基
盤
が
存
在
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
敗
者
が
決
定
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
乏
し
い
で
あ
ろ
う

（敗
者
が
集
合
的
意
思
決

定
過
程
か
ら
受
け
取
る
便
益
が
、
勝
者
に
比
し
て
不
当
に
少
な
い
た
め
）。
従

っ
て
、
Ａ
が
、
Ｂ
が
正
し
い
法
秩
序
に
つ
い
て
論
争
す
る
余

地
を
奪
う
よ
う
な
決
定
を
し
た
場
合
は
、
Ｂ
は
決
定
に
従
わ
ず
と
も
よ
い

（市
民
的
不
服
従
に
訴
え
る
こ
と
も
せ
ず
、
た
だ
法
に
背
い
て

よ
い
）
。
し
か
し

「出
来
レ
ー
ス
」
で
は
な
い
条
件
で
論
争
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
集
合
的
意
思
決
定
過
程
が
も
た
ら
す

（あ
る
程

度
）
公
平
な
論
争
調
停
の
便
益
は
、
勝
者
と
敗
者
両
者
が
享
受
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
、
も
し
Ｂ
が
自
ら
の
立
場
を
貫

こ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ａ
も
受
容
す
べ
き
理
由
を
も
っ
て
、
集
合
的
意
思
決
定
を
是
正
す
べ
き
こ
と
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
政
治
的
論
争
の
勝
者
も
敗
者
も
正
し
い
法
秩
序
形
成
の
た
め
の
責
任
を
公
平
に
有
し
、
そ
の
責
任
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
権

利
が
公
平
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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こ
の
議
論
は
人
民
の
間
で
の
価
値
対
立
の
下
で
な
さ
れ
る
集
合
的
決
定
に
対
し
て
、
人
民
が
い
か
に
振
る
舞
う
べ
き
か
を
、
か
な
り
の

程
度
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
魅
力
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
平
性
論
に
よ
る
正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
分
配
の
あ
り
方
の

提
示
は
、
重
要
な
点
で
限
界
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
対
立
す
る
立
場
の
支
持
者
を
公
平
に
扱
わ
れ
る
べ
き
論
争
相
手
と

見
倣
す
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
相
手
を
公
平
に
扱
う
責
務
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
自
ら
と
相
手
と
の
間
に
、
社
会
的
協
働
か
ら
も
た
ら

さ
れ
る
双
方
の
利
益
や
負
担
を
比
較
衡
量
す
る
共
通
の
尺
度
が
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
尺
度
な
し
に
は
、
相
手
の
利
益
や
負

担
が
自
ら
に
比
べ
て
不
公
平
だ
と
非
難
す
る
こ
と
自
体
意
味
を
な
さ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
誰
に
何
を
分
配
す
べ
き
か
を
示
す
基
準
を

め
ぐ
っ
て
、
複
数
の
意
見
が
存
在
し
、
ど
の
基
準
が
正
し
い
か
を
争
い
あ
っ
て
い
る
状
況
で
、
国
民
相
互
の
尺
度
の
共
有
は
ど
の
よ
う
に

し
て
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
自
ら
の
意
見
の
反
映
や
他
の
意
見
の
尊
重
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
個
々
の
国
民
の
利
益
や
負

担
の
分
配
を
量
る
尺
度
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
尺
度
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ま
た
そ
れ
を
国
民
が
受
容
す
べ
き
理
由
は
何
か

を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
、
如
上
の
公
平
性
論
は
成
功
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
成
功

へ
の
道
の
り
は
か
な
り
険
し

い
。
集
合
的
決
定
に
お
い
て
国
民
個
々
人
の
意
見
を
ど
の
程
度
反
映

・
考
慮
す
べ
き
か
を
め
ぐ
つ
て
、
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
と
の
間
に

は
基
本
的
な
見
解
の
相
違
が
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
間
で
尺
度
を
共
有
す
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
看
て
取
れ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

-34-



悪法を是正する義務 ―一 遵法義務と政治的費務の統合に向けて

（
三
）
暫
定
的
結
論

―

「為
政
者

へ
の
敬
譲
」
へ

ま
と
め
れ
ば
、
正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
に
関
す
る
公
平
性
論
の
説
明
は
、
価
値
対
立
の
当
事
者
の
間
で
相
互
性
が
成
り
立
た
な
い

限
り
有
効
で
は
な
い
。
国
民
に
相
互
性
が
担
保
さ
れ
な
い
状
況
に
お
い
て
、
正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
分
配
を
論
じ
る
方
途
は
ど
こ
に

あ
る
か
。

私
見
に
拠
れ
ば
、
現
状
有
望
な
の
は
、
以
下
の
方
向
性
で
あ
る
。
正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
を
ま
ず
も
つ
て
担
う
の
は
、
為
政
者
で

あ
る
。
被
治
者
は
為
政
者
が
十
分
に
責
任
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
限
り
、
彼
に
対
し
て
一
定
の
敬
譲
を
払
う
責
務
を
有
す
る
。
こ
こ
で

い
う

「敬
譲
」
と
は
、
為
政
者
の
判
断
を
尊
重
し
、
よ
ほ
ど
強
い
理
由
が
な
い
限
り
は
こ
れ
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
被
治
者
が
為
政

者
に
敬
譲
を
払
う
べ
き
か
。
な
ぜ
な
ら
、
価
値
対
立
が
深
刻
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
正
し
い
法
秩
序
と
は
何
か
に
つ
い
て
何
ら
か
の
政
治

的
決
定
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
為
政
者
が
こ
の
不
可
欠
の
任
務
を
誠
実
に
遂
行
す
る
限
り
、
為
政
者
に
敬
譲
を
払

わ
な
い
態
度
は
、
そ
も
そ
も
正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
を
担
う
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
責
任
を
為
政
者
の
み
に
委
ね
て
お
け
ば
済
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
法
尊
重
義
務
が
法
に
対
す
る
随
順
で
な
い
こ
と
と
同

様
に
、
為
政
者

へ
の
敬
譲
の
責
務
も
、
為
政
者
の
判
断
に
、
正
当
な
手
続
に
基
づ
き
、
あ
る
い
は
市
民
的
不
服
従
に
よ
っ
て
、
異
議
申
し

立
て
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
被
治
者
が
為
政
者
に
責
任
を
押
し
付
け

「他
人
事
」
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
こ

そ
、
敬
譲
に
反
す
る
。

こ
の
よ
う
な
敬
譲
論
に
よ
り
、
正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
本
稿
冒
頭
の
問
い
に
対
し
て
一
つ
の
応
答
を
与
え
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る
こ
と
が
で
き
る
。
遵
法
義
務
の
正
当
化
の
主
題
は
、
正
し
い
法
秩
序
形
成
の
責
任
分
配
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
主
題
に
答
え
る
多
く

の
理
論
的
資
源
を
、
政
治
的
責
務
論
は
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
政
治
的
責
務
論
を
再
検
討
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
遵
法
責
務

論
と
政
治
的
責
務
論
、
さ
ら
に
は
法
と
政
治
の
相
関
を
解
明
す
る
最
も
有
望
な
道
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

［文
献
表
］

井
上
達
夫

（
二
〇
〇
七
）
「憲
法
の
公
共
性
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」、
井
上
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夫
編

『岩
波
講
座
　
憲
法
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エエ
憲
主
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の
哲
学
的
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地
平
』、
岩
波
書
店
、
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〇
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。
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〇
〇
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岩
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〇
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鐸
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げ
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Ｆ

目
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８
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Ｓ
」ヽ
ｅ
Ｓ

Ｓ

外

ヽ
き

、

卜
さ

」や

“

電

雷

０
あ
８

（注
）

．

本
稿
の
主
目
的
の
一
つ
は
、
「遵
法
責
務
論
序
説
―
統
治
者
に
対
す
る
敬
譲
と
法
の
内
在
的
価
値

（
一
と

（横
濱
　
二
〇

一
〇
）
第

一
章
の
議
論
を
、
そ
の
後
の

考
察
を
踏
ま
え
描
き
直
す
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
二
〇

一
一
年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
法
哲
学

。
社
会
哲
学
国
際
学
会
連
合
第
二
十
五
回
世
界
大
会

（於
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
大
学
）
・
政
治
的
責
務
諭
ス
ペ
シ
ャ
ル

・
フ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
け
る
報
告

ミ̈
♂
‘
鷺
Ｑ
”
の
し

げ
８̈
［と
９

８
Ｆ

”̈】
０
昌
”ａ
８

〓
Ｑ
ｓ
【̈
Ｆ
Ｌ

０
０
Ｆ零
Ｌ
ｏ
■
■
す
ｏ

，
ｏ“
一０
キ̈
の
０日
〓
夕

３
σｃ
マ̈Ｆ
¨
こ
５
¨
ｏａ
ｎ
や、
を
拡
大

・
発
展
さ
せ
る
形
で
、
議
論
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

２
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
告
発
さ
れ
た
理
由

（訴
因
）
は
二
つ
あ
る
。　
一
つ
は

「不
敬
神
」
の
罪

（「ソ
ク
ラ
テ
ス
は
不
正
を
行
い
、
ま
た
無
益
な
こ
と
に
従
事
す
る
、
彼

は
地
下
な
ら
び
に
天
上
の
事
象
を
探
究
し
、
悪
事
を
ま
げ
て
善
事
と
な
し
、
か
つ
他
人
に
も
こ
れ
ら
の
事
を
教
授
す
る
が
故
に
」
合
じ
、
岩
波
文
庫
版
十
九
頁
じ
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で
あ
る
。
も
う

一
つ
は

「若
者
を
堕
落
さ
せ
る
」
罪

（
「ツ
ク
ラ
テ
ス
は
罪
を
犯
す
者
で
あ
る
、
彼
は
青
年
を
腐
敗
せ
し
め
か
つ
国
家
の
信
ず
る
神
々
を
信
ぜ
ず

し
て
他
の
新
し
き
神
霊

（ダ
イ
モ
ニ
ア
）
を
信
ず
る
故
に
」
０
浄
、
岩
波
文
庫
版
三
十
頁
）

で
あ
る
。

３
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
の
中
身
を
ま
と
め
れ
ば
以
下
の
通
り
。
貧

）
「不
敬
神
」
の
罪
に
つ
い
て
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

「ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
」
を
信
じ
て
い
る
が
そ
れ
は

（
メ
ン
ト
ス
）
の
主
張
と
は
異
な
り
、
神
な
い
し
神
の
子
に
対
す
る
信
仰
に
他
な
ら
な
い

（だ
か
ら
彼
は
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
の
自
然
学
者
の
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ

る
神
の
存
在
を
否
定
す
る
無
神
論
者
で
は
な
い
）。
公
》
「若
者
を
堕
落
さ
せ
る
」
罪
に
つ
い
て
　
①
こ
の
罪
で
ノ
ク
ラ
テ
ス
を
告
発
す
る
か
ら
に
は
若
者
を
善
く

す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
「で
は
若
者
を
善
く
す
る
の
は
誰
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
外
の
全
て
の
ア
テ
ナ
イ
人
が

そ
れ
に
当
た
る
と
答
え
た
メ
ン
ト
ス
は
、
（
ツ
ク
ラ
テ
ス
を
伝
統
道
徳
の
破
壊
者
と
し
て
糾
弾
し
た
い
あ
ま
り
に
）
誤
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
馬
、
そ
し
て
人

間
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
善
く
す
る
心
得
の
あ
る
者
は
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
②

一
般
に
書
い
人
は
近
く
に
い
る
者
に
善
い
こ
と
を
し
、
悪
い
人
は
悪
い

こ
と
を
す
る
一
方
、　
一
緒
に
い
る
者
か
ら
利
益
を
受
け
る
こ
と
よ
り
害
悪
を
受
け
る
こ
と
を
望
む
人
は
い
な
い
。
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と

一
緒
に
い
る
友
人
た
ち
は

ど
う
な
る
の
か
。
さ
ら
に
メ
ン
ト
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
故
意
に
若
者
に
害
悪
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
う
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
そ
れ
は
ど
ま
で
に
愚
か
で
あ

る
と
説
く
の
は
不
自
然
で
あ
る
。

４

感
謝
論
と
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
国
家
は
人
民
が
安
寧
に
生
育
し
生
活
す
る
た
め
に
、
必
要
不
可
欠
な
あ
る
い
は
極
め
て
有
益
な
財
を
提
供
し
て
い

る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
人
民
は
国
家
に
対
し
て
感
謝
す
べ
き
で
あ
る
。
国
家

へ
の
感
謝
が
い
か
な
る
態
度
を
含
む
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
国
家
の
行
っ
た
決
定
を
全
く
無
視
し
て
行
動
し
た
り
、
決
定
に
違
背
す
る
際
に
相
応
の
強
い
理
由
を
示
さ
な
い
場
合
に
は
、
「忘
恩
」
と
誹
ら
れ
て
も
不

当
と
は
言
え
な
い

（ヨ
』
５
【
３
８
）
（■
』
履
【
お
８
）。

５
　
不
服
従
の
破
壊
的
帰
結
か
ら
の
議
論
と
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
民

一
人

一
人
の
不
服
従
は
、
社
会
秩
序
の
存
立
に
と
つ
て
さ
し
た
る
脅
威
と
は
な

ら
な
い

（交
通
法
規
違
反
や
脱
税
を
考
え
て
み
よ
）。
し
か
し
全
員
が
不
服
従
を
行
え
ば
、
社
会
秩
序
は
破
壊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、　
一
人

一

人
の
人
民
も
不
服
従
し
て
は
な
ら
な
い
。

６

『ク
リ
ト
ン
」
に
お
け
る
遵
法
義
務
論
の
批
判
的
検
討
と
し
て
優
れ
た
も
の
に
、
（■
８
Ｎ】ぐ

８
８
）
が
あ
る
。

７
　
さ
ら
に
も
う

一
つ
疑
間
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ツ
ク
ラ
テ
ス
が
告
発
さ
れ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
三
十
人
政
権
崩
壊
後
で
あ
る
。
前
四
〇
四
年
ア
イ
ゴ
ス
ポ

ダ
イ
モ
イ
海
戦
で
ア
テ
ナ
イ
は
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
同
盟
に
決
定
的
に
敗
北
し
、
降
伏
し
た
の
ち
、
ス
パ
ル
タ
の
後
押
し
に
よ
つ
て
で
き
た
の
が
、
三
十
人
政
権
で
あ
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る
。
三
十
人
政
権
は
民
主
派
の
富
裕
な
市
民
を
粛
清

（法
に
よ
り
処
刑
）
し
そ
の
財
産
を
奪

っ
た
た
め
、
多
く
の
民
主
派
が
国
外
に
亡
命
し
、
亡
命
民
主
派
と
二
十

人
政
権
と
の
間
で
戦
争
状
態
と
な
っ
た
。
結
局
前
四
〇
三
年
に
、
三
十
人
政
権
は
崩
壊
し
、
そ
の
後
亡
命
民
主
派
の
一
人
ア
ニ
ュ
ト
ス
を
指
導
者
と
し
て
民
主
制

が
回
復
さ
れ
た

（各
部
族
か
ら

一
名
ず

つ
選
出
さ
れ
た
十
人
に
よ
る
統
治

（十
人
会
し
。
十
人
会
は
三
十
人
政
権
の
恐
怖
政
治
を

一
掃
し
、
さ
ら
に
内
戦
中
の
行

為
の
責
任
を
問
わ
な
い

「大
赦
令

（ア
ム
ネ
ー
ス
テ
イ
ア
ー
協
約
ご

∩
旧
怨
を
忘
れ
よ
う
し

を
出
し
て
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
宥
和
を
図
ろ
う
と
し
た
。

ア
ニ
ュ
ト
ス
ら
に
と
っ
て
は
、
ツ
ク
ラ
テ
ス
は
い
わ
ば

「目
の
上
の
た
ん
瘤
」
で
あ
っ
た
。
民
主
制
に
対
し
て
批
判
的
と
も
捉
え
ら
れ
う
る
言
動
を
す
る
ツ
ク

ラ
テ
ス
は
、
十
人
会
政
権
の
正
統
性
を
動
揺
さ
せ
か
ね
な
い
存
在
と
見
え
た
。
ま
た
ア
ニ
ュ
ト
ス
は
思
想
的
に
保
守
的
で
あ
り
、
当
時
の
通
俗
道
徳
や
通
俗
宗
教

に
対
し
て
仮
借
な
き
批
判
的
検
討
を
行
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
相
容
れ
な
い
立
場
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
告
発
さ
れ
た
背
景
に
は
、
こ
れ
ら
の
政
治
的
、
思
想

的
状
況
が
あ
つ
た
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
裁
判
に
無
罪
判
決
を
勝
ち
と
る
見
込
み
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ

る

（
ン
ク
ラ
テ
ス
自
一身
そ
の
こ
と
を
あ
る
程
度
わ
か
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
）。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
「話
し
て
わ
か
る
」
相
手
で
な
い
以
上
、
裁
判
で
争
う
だ
け

無
駄
で
あ
っ
て
、
早
い
う
ち
に
逃
げ
出
し
た
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

８
　
例
え
ば
ロ
ー
ル
ズ
は
、
自
然
義
務
論
の
立
場
か
ら
市
民
的
不
服
従
を
以
下
の
よ
う
に
捉
え
る

（″
一ヨ
ぼ
８
８
¨
８

，
ω
Ｓ
・
３
ｏ，ω
曽
）。
市
民
的
不
服
従
の
意
義

は
、
正
義
と
実
際
に
実
現
可
能
な
立
法
過
程

（そ
れ
は
何
ら
か
の
形
態
の
多
数
決
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
）
の
成
果
と
が
饂
酷
を
起
こ
す
危
険
が
避
け
ら
れ
な
い

な
か
で
、
立
法
過
程
の
持
つ
限
界
を
補
完
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
は
、
市
民
的
不
服
従
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
以
下
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
場

合
に
限
ら
れ
る
。
①
法
の
定
め
る
救
済
手
続
を
使
い
尽
く
し
た
と
こ
ろ
で
、
最
後
の
手
段
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
。
②
ロ
ー
ル
ズ
の
提
唱
す
る
正
義
原
理
の
う
ち

格
差
原
理
を
除
い
た
基
準
に
抵
触
す
る
立
法
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
③
同
様
の
不
服
従
が
社
会
で
よ
り
広
く
行
わ
れ
た
と
し
て
も
政
治
体
制
が
揺
ら
が
な
い
こ

と
。
④
不
服
従
が
社
会
に
与
え
る
負
担
が
、
不
服
従
の
目
指
す
目
的
に
見
合
う
こ
と
。

悪法を是正する義務―― 遵法義務と政治的責務の統合に向けて
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