
二
、
二
、
四　

第
二
次
大
戦
後
の
新
し
い
始
ま
り

　

歴
史
的
経
験
は
、
古
典
的
な
自
然
法
論
も
古
典
的
な
法
実
証
主
義
も
無

力
を
曝
け
出
し
た
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
そ
の
硬
直
し
た
規
範
体
系
を
伴

う
自
然
法
は
、
き
わ
め
て
単
純
な
構
造
を
伴
う
社
会
で
は
機
能
す
る
で
も

あ
ろ
う
が
、
き
わ
め
て
繊
細
な
経
済
シ
ス
テ
ム
を
伴
う
現
代
の
高
度
に
複

雑
な
社
会
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
十
分
で
は
あ
り
得
な
い
。
他
方
で
法
実

証
主
義
は
、
当
時
の
立
法
者
を
な
お
強
い
道
徳
意
識
が
導
い
て
い
た
と
い

う
理
由
か
ら
、
確
か
に
終
わ
り
つ
つ
あ
る
十
九
世
紀
の
偉
大
な
立
法
諸
作

品
を
も
た
ら
し
た
が
、
し
か
し
現
代
の
独
裁
で
は
こ
の
前
提
が
も
は
や
直

ち
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
汚
濁
法
は
も
は
や
教
壇
事
例
に
す
ぎ
な
い

の
で
は
な
く
、
現
実
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
純
形
式
的
な
法
律
概
念

は
無
能
を
曝
け
出
し
た
の
で
あ
る�
。

二
、
二
、
四
、
一　

自
然
法
の
ル
ネ
サ
ン
ス

　

法
が
そ
こ
で
識
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
に
ま
で
転
倒
さ
せ
ら
れ
た�
ナ
チ
ズ

ム
の
恐
る
べ
き
恣
意
的
支
配
の
後
で
は
、
も
ち
ろ
ん
多
く
の
人
が
第
二
次

世
界
大
戦
後
の
ゼ
ロ
時
点
に
お
い
て
再
び
自
然
法
に
立
ち
帰
る
べ
き
で
あ

る
と
信
じ
た
。
す
で
に
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
が
ど
の
ミ
サ
も
、
ど
の
戦
争
も

新
し
い
自
然
法
を
提
供
す
る
と
嘲
笑
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
あ
の
年
々

の
法
的
窮
迫
状
態
に
あ
っ
た
諸
々
の
裁
判
所
は
、
ナ
チ
ス
不
法
国
家
に

「
自
然
法
的
な
」
諸
考
慮
を
手
助
け
と
し
て
反
応
し
、
正
義
に
適
っ
て
い

（　

）
１８９

（　

）
１９０

一
六
九

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
七
五
）

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン

法
哲
学
の
問
題
史
②

上

田

健

二
（
訳
）

翻　
　

訳



一
七
〇

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
七
六
）

な
い
か
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
法
律
諸
規
範
を
除
去
し
、

「
超
実
定
的
な
本
質
法
」
を
援
用
し
て
事
件
に
判
定
を
下
す
よ
り
他
に

も
、
い
っ
た
い
何
を
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
か
。「
自
然
法
の

�

�

�

�

ル
ネ
サ
ン

�

�

�

�

ス�

」�
は
大
い
に
難
詰
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
確
か
に
実
際
に
も
合

理
性
と
理
性
性
の
産
物
で
は
な
か
っ
た
の
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
非
難
は

本
来
、
判
例
に
「
法
律
上
の
不
法
」
に
対
す
る
心
構
え
を
全
く
さ
せ
て
い

な
か
っ
た
法
学
、
と
く
に
法
哲
学
に
当
て
は
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い

う
わ
け
で
や
は
り
、
裁
判
所
の
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
「
自
然
法
上
の
」
誤
判

も
宥
恕
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
自
然
法
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
そ
れ
自
体
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
っ

た
。
し
か
し
何
か
が
引
っ
掛
か
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
婚
姻
前

の
性
交
の
猥
褻
性
を
め
ぐ
る
事
件
に
お
け
る
一
九
五
四
年
二
月
一
七
日
の

連
邦
通
常
裁
判
所
決
定�
の
よ
う
な
奇
怪
な
判
定
は
、
少
な
く
と
も
言
葉
の

う
え
か
ら
は
も
は
や
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
裁
判
所
の
刑
事
部
は
、「
倫
理

法
則
の
諸
規
範
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
性
格
づ
け

た
。「
単
な
る
習
俗
」、「
単
な
る
儀
礼
」
の
「
弱
い
拘
束
性
」
と
は
違
っ

て
、）
そ
の
（
強
い
）
拘
束
性
は
、「
諸
価
値
と
人
間
の
共
同
存
在
を
支
配

し
て
い
る
当
為
諸
命
題
の
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
、
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
秩
序
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
が
服
従
へ
の
要
求
を

も
っ
て
立
ち
向
か
っ
て
い
る
人
々
が
そ
れ
ら
に
現
実
に
服
従
し
、
承
認
し

（　

）
１９１

（　

）
１９２

て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
妥
当
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
内

容
は
、
妥
当
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
見
方
が
変
わ
る
こ
と
を
理
由
に

変
わ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。」

　

連
邦
通
常
裁
判
所
が
立
ち
至
っ
た
帰
結
（
婚
前�
性
交
は
客
観
的
な
倫

理
法
則
に
違
反
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
猥
褻
で
あ
る
）
を
批
判
す
る
こ
と
は
、

今
日
で
は
省
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
次
の
二
つ
の
点
が
確
認
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
、
こ
こ
で
呼
び
出
さ
れ
る
「
倫
理
法

則
」
―
―
別
の
用
語
で
は
「
自
然
法
」、
も
し
く
は
単
に
（「
実
定
的
法

律
」
と
は
区
別
さ
れ
る
）
法
―
―
は
、
何
か
実
体
的
な
も
の

�

�

�

�

�

�

、
無
時
間
的

�

�

�

�

な
も
の

�

�

�

、
超
実
定
的
な
も
の

�

�

�

�

�

�

�

、
そ
れ
は
、
出
来
上
が
っ
て

�

�

�

�

�

�

そ
こ
に
あ
る
と

い
っ
た
も
の
、
ひ
と
つ
の
現
在
高

�

�

�

、
ひ
と
つ
の
状
態

�

�

で
あ
る
。
二
、
こ
の

「
倫
理
法
則
」
も
し
く
は
「
超
実
定
的
な
法
」
か
ら
具
体
的
な
諸
帰
結

を
、
法
的
な
諸
判
定
を
純
演
繹
的
に
導
き
出
す

�

�

�

�

�

�

�

�

�

こ
と
が
で
き
、
事
実
関
係

を
そ
の
も
と
に
「
当
て
は
め
る

�

�

�

�

�

」
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
実
体
存
在
論
的
な
当
て
は
め
思
考

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

で
あ
る
。
そ
し

て
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
な
お
そ
こ
か
ら
全
く
抜
け
出
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。二

、
二
、
四
、
二　

新
実
証
主
義

　

五
〇
年
代
の
終
り
と
六
〇
年
代
の
始
め
に
始
っ
た
新
実
証
主
義

�

�

�

�

�

は
、
超



実
定
的
な
法
に
向
け
ら
れ
た
い
っ
さ
い
の
思
想
を
確
か
に
非
難
し
た
が
、

し
か
し
思
考
構
造
は
こ
の
場
合
と
自
然
法
論
の
場
合
と
で
は
同
じ
で
あ
っ

た
し
、
ま
た
現
に
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
一
般
的
に
言
い
表
す
こ

と
が
で
き
る
。
自
然
法
論
（
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
「
古
典
的
な
」、
絶

対
主
義
的
で
合
理
主
義
的
な
自
然
法
論
で
あ
る
）
と
法
律
実
証
主
義
と
は

確
か
に
存
在
根
拠
、
法
の
妥
当
に
つ
い
て
の
見
解
に
お
い
て
法
哲
学
的�

存
在
論
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
前
者
で
は
、
そ
れ
は
前
も
っ
て
与
え
ら
れ

て
い
て
つ
ね
に
同
じ
に
と
ど
ま
る
「
人
間
の
本
性
」
で
あ
り
、
後
者
で

は
、
そ
れ
は
、
す
で
に
現
存
し
て
い
る
自
然
な
秩
序
と
は
結
び
つ
い
て
い

な
い
可
変
的
な
「
立
法
者
の
意
志
」
で
あ
る
。
法
理
論
的�
方
法
論
的
に

見
れ
ば
、
し
か
し
な
が
ら
両
者
は
法
発
見
過
程
の
理
解
に
お
い
て
異
な
っ

て
い
る
。（
合
理
主
義
的
な
）
自
然
法
論
か
ら
は
、
絶
対
的
な
法
的
諸
原

理
か
ら
実
定
的
な
法
的
諸
規
範
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
か
ら
は
次
い
で
具
体

的
な
法
的
諸
判
定
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
、（
規
範
主
義
的
な
）
法
律

実
証
主
義
か
ら
は
、
立
法
者
の
諸
々
の
指
令
を
助
力
と
し
て
（「
法
律
諸

素
材
」）
同
様
に
、
経
験
に
立
ち
戻
る
こ
と
な
く
純
演
繹
的
に

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、「
厳
格
に

論
理
的
な
」
意
味
に
お
い
て
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
つ
ね

に
経
験
が
流
れ
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
反
省
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
二
つ
の
思
考
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、

具
体
的
な

�

�

�

�

、
実
定
的
な
法
は

�

�

�

�

�

�

、
何
か
硬
直
し
た
も
の

�

�

�

�

�

�

�

�

、
ア
プ
リ
オ
リ
に
固

�

�

�

�

�

�

�

定
さ
れ
た
も
の

�

�

�

�

�

�

で
あ
る
。
自
然
法
と
法
実
証
主
義
と
い
う
、
あ
れ
ほ
ど
に

明
白
な
敵
対
者
で
あ
る
両
者
の
こ
の
事
情
は
驚
く
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思

わ
れ
も
し
よ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
徹
底
的
に
そ
の
内
的
な
諸
根
拠
を
有

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
は
公
理
論
的
に
方
向
づ
け
れ
て
い
る
、
両
者

の
根
底
に
は
法
典
編
纂
的
な
思
考
が
置
か
れ
て
い
る
、
そ
し
て
と
り
わ
け

両
者
は
、
相
応
か
つ
厳
密
な
諸
認
識
の
閉
じ
ら
れ
た
体
系

�

�

�

�

�

�

�

に
到
達
し
よ
う

と
す
る
合
理
主
義
的
な
体
系
哲
学
に
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

よ
く
見
れ
ば
、
新
実
証
主
義
は
根
本
に
お
い
て
、
自
然
法
論
は
支
持
し

難
い
と
い
う
ひ
と
つ
の
論
拠
し
か
自
ら
の
た
め
に
有
し
て
も
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
実
証
主
義
が
正
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
自
然
法
か
、
そ
れ
と
も
実
証
主
義
か
と
い
う
選
択
肢
が
排
他

的
な
も
の
で
あ
ろ
う
場
合
に
の
み
、
必
然
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
―
―
こ
れ

が
人
間
の
諸
々
の
思
考
以
来
完
全
に
無
批
判
的
に
自
明
の
こ
と
と
し
て
仮

定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
が
そ
の
『
純
粋
法
学
』
で
与

え
た
よ
う
な
実
証
主
義
の
哲
学
的
裏
づ
け
と
い
う
も
の
は
、
今
日
で
は
ど

こ
に
も
見
ら
れ
な
い
。
人
は
懐
疑
的
な
諦
念
か
ら
実
証
主
義
者
に
な
る
の

で
あ
る
。
時
代
精
神
に
と
っ
て
特
徴
的
な
の
は
、
ハ
ン
ス
・
ウ
ル
リ
ッ

ヒ
・
エ
ヴ
ァ
ー
ス
が
世
紀
の
変
わ
り
目
の
実
証
主
義
者
た
ち
の
憂
慮
す
べ

き
見
解
を
再
び
拾
い
上
げ
た
よ
う
に
、「
最
も
非
難
す
べ
き
法
秩
序
で
あ

っ
て
も
」
と
彼
は
言
う
、「
な
お
義
務
づ
け
る
価
値
と
い
う
も
の
を
有
し

一
七
一

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
七
七
）



一
七
二

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
七
八
）

て
い
る
…
…
。」
そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
れ
も
い
ま
だ
「
最
小
限
の
保
護
」

を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
こ
の
機
能
の
た
め
に
そ
れ
は

…
…
そ
の
内
容
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
つ
の
価
値
を
有
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る�
」。

　

こ
の
見
解
も
な
お
、
と
も
か
く
も
理
解
が
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ

れ
で
も
そ
れ
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
諸
々
の
問
題
へ
の

ひ
と
つ
の
解
答
で
は
決
し
て
な
い
。
自
然
法
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
カ
ン
ト
の

�
背
後
へ
の�
後
退
は
失
当
で
あ
っ
た
。
だ
が
ナ
チ
ス
独
裁
の�
法
的
転

倒
の�
背
後
へ
の�
後
退
は
、
そ
れ
よ
り
も
い
っ
そ
う
失
当
で
な
く
も
な

い
。
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
立
法
と
法
律
の
適
用
に
お

け
る
恣
意
の
制
限
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
に
お
け
る
「
不
可
任
意
処
分

的
な
も
の
」
を
発
見
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然

法
か
、
そ
れ
と
も
実
証
主
義
か
に
、
第
三
は
与
え
ら
れ
ず
（�������
��������

��������

���������
）
に
固
執
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
へ
の
満
足
の
ゆ
く
解
答
と
い

う
も
の
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
戦
後
の
議
論
が
実
見
し
て

（��������

���������
）、
こ
の
選
択
肢
が
ひ
と
つ
の
袋
小
路
に
導
い
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
誰
も
が
何
千
回
と
な
く
提
出
さ
れ
た
論
拠
と
反
対

論
拠
を
知
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
彼
が
自
分
の
立
場
を
確
信
的
に
根
拠

づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、
誰
も
が
反
対
者
に
そ
の
立
場

を
改
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（　

）
１９３

二
、
二
、
四
、
三　

機
能
主
義

　

し
か
し
、
実
体
存
在
論
的

�

�

�

�

�

�

自
然
法
論
に
、
と
り
わ
け
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー

マ
ン
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る�
よ
う
な
機
能
主
義
的
な

�

�

�

�

�

�

法
観
と
い
う
も

の
が
対
置
さ
れ
る
場
合
に
も
、
こ
の
袋
小
路
に
導
く
。
こ
の
機
能
主
義
に

よ
れ
ば
、
法
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
な
く
（「
正
義
」
も
し
く

は
「
不
可
任
意
処
分
的
な
も
の
」
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ら
は

む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
も
っ
て
よ
き
意
図
で
あ
る
こ
と
が
誓
わ
れ
る
シ
ン
ボ

ル
に
す
ぎ
な
い�
）、
高
度
に
複
雑
な
社
会
と
い
う
も
の
に
お
い
て
決
定
的

な
の
は
も
っ
ぱ
ら
、
法
が
、
そ
れ
が
「
複
雑
性
を
縮
減
す
る
」
と
い
う
よ

う
に
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
こ
れ
に
は
確
か
に
何
か
が
あ

る
が
、
し
か
し
法
は
そ
の
よ
う
に
し
て
完
全
に
ど
の
よ
う
に
も
用
い
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
）。「
不
可
任
意
処
分
的
な
も
の
」
を
実
体
存
在
論
的
に
理

解
さ
れ
た
、
硬
直
し
た
、
物
化
し
た
、
石
化
し
た
「
自
然
」
の
な
か
に
は

置
く
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
は
ま
た
、
ロ
ゴ
ス
、
神
の
法
も
し
く
は
古
い

自
然
法
の
意
味
に
お
け
る
合
理
主
義
的
な
人
間
の
本
性
と
い
う
よ
う
な

「
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
も
必
要
と
し
て

な
い�
。
だ
が
こ
れ
は
、
法
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
不
可
任
意
処
分
的
な
も

の
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
論
拠
で
も
な

い
。
カ
ン
ト
が
実
体
的
存
在
論
を
克
服
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｓ
・
パ
ー
ス
は
、
特
性
の
賓
辞
し
か
知
ら
な
か
っ
た
ア
リ

（　

）
１９４

（　

）
１９５

（　

）
１９６



ス
ト
テ
レ
ス
と
カ
ン
ト
の
論
理
学
か
ら
関
係
の
賓
辞
の
論
理
学
と
い
う
も

の
へ
突
き
進
む
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
実
体
的
な
も
の
か
ら
諸
々
の
連
関

�

�

と
関
係

�

�

へ
と
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る�
。
こ
の
一
歩
は
、
法

哲
学
と
法
理
論
に
お
い
て
は
い
よ
い
よ
持
っ
て
跡
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
広
く
先
回
り
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
実
体
存
在
論
的
自
然
法
論
と
機
能
主
義
的
法
律
実
証
主

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

義
と
の
か
な
た

�

�

�

�

�

�

に
あ
る
道
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
両
陣
営
の
間
の
陣
取
り
合
戦
を
克
服
す
る
た
め
の
一
撃
を
、
す
で
に
グ

ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
与
え
て
い
た
。
彼
の
作
品
が
全
体
と
し
て
見

ら
れ
る
な
ら
ば
、
彼
の
立
場
が
自
然
法
と
実
証
主
義
の
か
な
た
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
や
が
て
よ
り
厳
密

に
述
べ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

二
、
二
、
四
、
四　

法
改
革
の
た
め
の
他
の
諸
々
の
試
み

　

し
か
し
そ
の
前
に
わ
れ
わ
れ
は
な
お
、
ナ
チ
ス
に
由
来
す
る
法
的
窮
迫

状
態
を
克
服
す
る
、
つ
ま
り
は
法
的
思
考
に
お
け
る
恣
意
に
は
、
法
に
お

け
る
不
可
任
意
処
分
的
な
も
の
と
い
う
思
想
を
通
し
て
対
応
す
る
と
い

う
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
課
題
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
い
く
ら
か
の
試
み

を
評
価
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
さ
い
問
題
で
あ
っ
た
の
は
つ
ね
に
、

主
と
し
て
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
一
八
六
八
―
一
九
二
一
年
）
と
グ

（　

）
１９７

ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
（
一
九
七
八
―
一
九
四
九
年
）
に
よ
っ
て
提
唱

さ
れ
て
い
た
価
値
論
的
相
対
主
義
を
、
克
服
す
る
こ
と
は
で
は
な
く
て

も
、
そ
れ
で
も
限
界
づ
け
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

二
、
二
、
四
、
四
、
一　

先
験
的
（
現
象
学
的
）
法
理
論

　

法
秩
序
の
革
新
に
と
っ
て
の
重
要
な
刺
激
は
、
エ
ド
モ
ン
ド
・
フ
ッ
サ

ー
ル
（
一
八
五
九
―
一
九
三
八
年
）
の
現
象
学

�

�

�

を
も
っ
て
始
ま
っ
た
（
フ

ッ
サ
ー
ル
の
重
要
な
弟
子
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
改
宗
し
た
ユ
ダ

ヤ
人
女
性
、
エ
デ
イ
ス
・
シ
ュ
タ
イ
ン
は
一
九
四
二
年
に
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ

ッ
ツ
で
謀
殺
さ
れ
た
）。
現
象
学
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
と
し
て

存
在
す
る
諸
々
の
真
理
は
「
形
相
的
」
お
よ
び
「
現
象
学
的
還
元
」
の
も

と
に
、
も
し
く
は
「
現
存
在
の
偶
然
的
な
諸
々
の
差
違
」
を
「
括
弧
で
括

る
」
こ
と
に
よ
る
純
粋
の
自
己
所
与
に
お
い
て
、
そ
れ
も
厳
格
に
分
明

に
、
錯
誤
か
ら
免
れ
て
相
応
に
顕
現
す
る
。
こ
の
最
高
度
に
複
雑
な
認
識

方
法
を
明
確
に
し
た
い
者
は
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
（
一
八
九
四

―
一
九
七
三
年
）
に
靴
の
現
象
学�
を
読
む
と
よ
い
。
こ
の
例
は
特
徴
的
で

あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
現
象
学
的
方
法
は
明
ら
か
に
単
純
な
構
造

を
し
た
諸
対
象
の
場
合
に
の
み
機
能
す
る
が
、
い
く
ら
か
複
雑
な
も
の
、

そ
の
う
え
に
そ
れ
が
法
で
あ
る
よ
う
な
規
範
的
な
も
の
の
場
合
で
は
機
能

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
立
法
者
が
実
質
的
に
正
し
い
規
制
を
置
き
た
い
の

（　

）
１９８

一
七
三

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
七
九
）



一
七
四

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
八
〇
）

で
あ
れ
ば
、
彼
が
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
先
験
的
な
諸
要
素
を
際
立

た
せ
る
と
い
う
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ア
ド
ル
フ
・
ラ
イ
ナ
ッ
ハ

（
一
八
八
三
―
一
八
一
三
年�
）
の
努
力
は
成
功
を
収
め
な
か
っ
た
。

二
、
二
、
四
、
四
、
二　

事
物
論
理
構
造

　

こ
の
理
論
は
、
現
象
学
の
論
理
学�
認
識
論
上
の
変
形
に
基
づ
い
て
い

る
。
そ
の
第
一
保
証
人
が
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
（
一
八
七
四
―
一
九

二
八
年
）
で
あ
る
価
値
論
的
な
変
形
が
持
続
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
と
り
わ
け
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
（
一
九

〇
四
年
―
一
九
七
七
年
）
と
そ
の
弟
子
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン

ヴ
ェ
ル
ト
（
一
九
二
四
年
生
ま
れ
）
が
鼓
舞
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
理
論

に
よ
れ
ば
、
法
全
体
が
、
行
為
等
々
が
規
範
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
で

あ
れ
ば
、
法
律
上
の
規
定
を
拘
束
す
る
「
事
物
論
理
構
造

�

�

�

�

�

�

」
―
―
た
と
え

ば
人
間
の
行
為
の
、
故
意
の
、
正
犯�
共
犯�
関
係
の
諸
構
造
―
―
に
よ

っ
て
貫
徹
さ
れ
る�
。

二
、
二
、
四
、
四
、
三　

事
物
の
本
性

　

第
三
の
方
向
は
「
事
物
の
本
性
」
を
も
っ
て
論
証
す
る
。
そ
れ
は
最
近

の
法
哲
学
を
き
わ
め
て
持
続
的
に
稔
り
多
い
も
の
に
し
た
の
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
は
見
渡
し
難
い
文
献
で
も
書
き
留
め
ら
れ
る
。
す
で
に
ラ
ー
ト
ブ

（　

）
１９９

（　

）
２００

ル
フ
が
「
事
物
の
本
性
」
を
通
し
て
法
の
革
新
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
、
そ
れ
を
介
し
て
彼
が
す
で
に
早
く
に
提
唱
し

て
い
た
「
存
在
と
当
為
と
の
方
法
二
元
論�
」
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
意
味
に
お
い
て
「
思
考
形
式
」
と
し
て
の
み
理
解

し
て
い
た
。
そ
の
さ
い
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
し
か
し
事
物
の
本
性
に
法
源

と
し
て
の
性
格
を
承
認
し
な
か
っ
た�
。
次
い
で
こ
れ
を
行
な
い
、「
事
物

の
本
性
」
を
「
具
体
的
自
然
法
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
新
の
法
源
と
し

て
把
握
し
た
人
こ
そ
、
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八
九
―
一
九
七

六
年
）
の
実
存
哲
学
に
由
来
し
て
い
る
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
マ
イ
フ
ォ
ー
フ
ァ

ー
（
一
九
一
八
年
生
ま
れ
）
で
あ
る�
。

二
、
二
、
四
、
四
、
四　

新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義

　

な
お
多
く
の
人
に
言
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は

こ
の
巡
回
を
、
た
と
え
ば
ユ
リ
ウ
ス
・
ビ
ン
ダ
ー
（
一
八
七
〇
―
一
九
三

九
年�
）、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ト
（
一
八
八
八
―
一
九
五
八
年
）

お
よ
び
カ
ー
ル
・
ラ
レ
ン
ツ
（
一
九
〇
三
―
一
九
九
三
年�
）
に
よ
っ
て
代

表
さ
れ
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義

�

�

�

�

�

�

へ
の
一
瞥
を
も
っ
て
了
え
る
こ
と
に
し
よ

う
。
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
が
決
し
て
実
証
主
義
的
で
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

彼
は
そ
の
限
り
で
、
崩
壊
後
に
法
の
革
新
に
寄
与
す
る
の
に
ど
の
よ
う
な

困
難
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
他
方
で
、
し
か
し
彼
は
明
白
な
理
由
（
権

（　

）
２０１

（　

）
２０２

（　

）
２０３

（　

）
２０４

（　

）
２０５



威
的
国
家
理
論
）
か
ら
、
ナ
チ
ス
の
運
命
に
巻
き
込
ま
れ
た
結
果
と
し

て
、「
具
体
的
秩
序
思
想
」（
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
一
八
八
三
―
一
九

八
五
年
）
へ
の
援
用
も
、
そ
こ
に
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
賢
明
が
差
し
込
ま
れ

て
い
る
に
せ
よ
、
い
ま
や
そ
れ
ほ
ど
信
頼
す
る
に
足
り
る
も
の
と
は
思
わ

れ
て
い
な
い
。

二
、
二
、
四
、
五　

形
式
的
な
諸
方
向
―
―
分
析
的
法
理
論
、

規
範
論
、 
法
論
理
学
、
ト
ピ
ッ
ク
論
、
レ
ト

リ
ッ
ク
論

　

法
に
お
け
る
「
不
可
任
意
処
分
的
な
も
の
」
を
求
め
る
こ
の
よ
う
な
努

力
の
す
べ
て
が
興
ざ
め
へ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
幻
滅
へ
と
導
い
た
の
は
、

と
く
に
圧
倒
的
に
い
ま
な
お
客
観
的
な
認
識
概
念

�

�

�

�

�

�

�

�

に
固
く
つ
な
ぎ
止
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る�
。
こ
の
こ
と
が
部
分
的
に
再
び
形
式
的

�

�

�

な
法
理
論

�

�

�

�

に
、
と
く
に
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
Ａ
・
Ｗ
・
ラ
ッ
セ
ル
（
一
八
七

二
―
一
九
七
〇
年
）
と
ア
ル
フ
レ
ッ
ト
・
Ｎ
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
（
一
八

六
一
―
一
九
四
七
年
）
の
厳
格
に
数
学
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
哲
学
に
、

し
か
し
ま
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ク
・
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
（
一
八
八
九
年
―

一
九
五
一
年
）
の
言
語
哲
学
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
法
の
分
析
理
論

�

�

�

�

�

�

に
立

ち
向
か
う
こ
と
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
要
な
提
唱
者
が
、
今

日
で
は
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
（
一
九
〇
七
―
一
九
九
二
年
）、
ア
ル

（　

）
２０６

フ
・
ロ
ス
（
一
八
九
九
―
一
九
七
九
年
）、
カ
ツ
イ
ミ
エ
ル
ツ
・
オ
パ
チ

ェ
ク
（
一
九
一
八
―
一
九
五
一
年
）、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ペ
チ
ェ
ニ
ク

（
一
九
三
七
年
生
ま
れ
）、
ア
ウ
リ
ス
・
ア
ー
ル
ニ
オ
（
一
九
三
七
年
生
ま

れ
）
で
あ
り
、
法
と
道
徳
と
の
、
な
ら
び
に
経
験
的
な
諸
命
題
と
規
範
的

な
諸
命
題
と
の
分
離
に
当
た
っ
て
の
論
理
的
な
言
語
分
析
を
通
し
て
、
法

に
つ
い
て
の
厳
格
に
分
明
な
、「
明
証
的
な
」
諸
言
明
を
な
す
こ
と
を
求

め
て
い
る�
。
こ
の
間
に
は
多
く
の
者
が
「
ル
ー
ル
ズ
」
に
限
定
し
た
こ
の

法
的
分
析
論
に
は
も
は
や
満
足
せ
ず
、
む
し
ろ
、
と
り
わ
け
ロ
ナ
ル
ド
・

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
（
一
九
三
一
年
生
ま
れ
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
シ
ス
テ

ム
を
「
法
の
一
般
的
諸
原
理
（����������������������

�������������������������
）」
辺
り
ま

で
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
ル
ー
ル
ズ
と
の
そ
の
関
係
は
最

高
度
に
争
わ
れ
て
い
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
多
く
の
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
最
も
重
要
な
著
作
を

ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
が
残
し
て
い
た�
規
範
理
論

�

�

�

�

は
大
い
に
稔
り
多
い
も
の

に
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
Ｋ
・
オ
パ
チ
ェ
ク
が
先
駆
的
な
役
割
を
果
た

し
た�
。
形
式
的
な
法
理
論
の
な
か
で
も
重
要
な
の
は
も
ち
ろ
ん
、
カ
ー

ル
・
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ（
一
八
九
九
―
一
九
九
〇
年
）、
ウ
ル
リ
ヒ
・
ク
ル
ー

ク
（
一
九
一
三
年
―
一
九
九
三
年
）、
イ
ル
マ
ー
・
タ
ム
メ
ロ
（
一
九
一

七
―
一
九
八
二
年
）、
オ
タ
・
ヴ
ァ
イ
ン
ベ
ル
ガ
ー
（
一
九
一
九
年
生
ま

れ
）
が
そ
れ
を
代
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
法
論
理
学

�

�

�

�

で
も
あ
る�
。
法
論

（　

）
２０７

（　

）
２０８

（　

）
２０９

（　

）
２１０

一
七
五

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
八
一
）



一
七
六

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
八
二
）

理
学
の
ひ
と
つ
の
特
別
な
形
式
が
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
フ
ォ

ン
・
ラ
イ
ト
（
一
九
一
六
―
二
〇
〇
三
年
）
が
展
開
し
よ
う
と
試
み
た
義�

務
論
的
論
理
学

�

�

�

�

�

�

で
あ
る�
。

　

こ
れ
ら
の
方
向
が
ど
れ
ほ
ど
断
念
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ

り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
代
表
者
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
の
功
績
を
挙
げ
た
に
し
て

も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
そ
れ
ら
が
実
質
的
な

�

�

�

�

法
哲
学
に
取
っ
て
代
わ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
の
う
え
純
形
式
的
な
法
理
論
に
は
、
法
を
ひ
と
つ
の

「
公
理
論
的
な
体
系
」（
ク
ル
ー
ク
）
に
閉
じ
込
め
、
そ
れ
を
流
動
的
な
生

活
に
と
っ
て
近
づ
き
難
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
が
待
ち
伏
せ

て
い
る
。
最
近
で
は
、
古
来
の
伝
統
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
キ
ケ
ロ
）
の

再
生
の
も
と
に
「
ア
ポ
リ
ア
的
」
処
理
を
展
開
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
開

か
れ
た
体
系�
」
の
な
か
に
準
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
ト
ピ
ッ

�

�

�

ク
論

�

�

な
い
し
は
レ
ト
リ
ッ
ク
法
学

�

�

�

�

�

�

�

が
こ
れ
に
対
応
す
る
試
み
を
し
て

い
る�
。
こ
の
解
決
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
開
か
れ
た
体
系
に
お
け
る
論

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

証
で
あ
る

�

�

�

�

！　

こ
の
解
決
を
論
証
理
論

�

�

�

�

は
解
釈
学

�

�

�

と
同
様
に
旗
印
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
（
詳
し
く
は
後
に
多
く
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る�
）。

二
、
二
、
四
、
六　

分
析
論�
解
釈
学�
論
議

　

な
お
分
析
論

�

�

��
解
釈
学

�

�

��
議
論

�

�

に
つ
い
て
一
言�
。
法
哲
学
の
革
新
は
、

内
容
の
な
い
概
念
は
空
虚
で
あ
り
、
概
念
の
な
い
直
観
は
盲
目
で
あ
る
と

（　

）
２１１

（　

）
２１２

（　

）
２１３

（　

）
２１４

（　

）
２１５

い
う
カ
ン
ト
の
洞
察
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
理
論
的

な
論
議
の
基
盤
の
う
え
で
は
、
こ
れ
を
次
の
公
式
に
乗
せ
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
解
釈
学
の
な
い
分
析
論
は
空
虚
で
あ
り
、
分
析
論
の

な
い
解
釈
学
は
盲
目
で
あ
る
と
い
う
公
式
で
あ
る
。
も
っ
と
も
過
去
数
年

間
に
お
い
て
は
、
両
方
向
は
互
い
に
補
い
合
う
と
い
う
よ
り
も
よ
り
多
く

闘
い
合
っ
て
き
た
。
分
析
論
的
方
向
は
解
釈
学
を
、
そ
れ
は
非
合
理
的
で

あ
る
と
非
難
す
る
（
そ
れ
は
当
た
っ
て
い
な
い
。
解
釈
学
そ
れ
自
体
は
非

合
理
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
合
理
的
で
な
い
か
、
も
し
く
は
純

然
と
し
て
合
理
的
で
な
い
諸
過
程
に
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
法
哲
学

に
光
を
当
て
る
の
で
あ
る
）。
解
釈
学
は
解
釈
学
で
、
そ
れ
が
法
哲
学

の
、
そ
も
そ
も
人
間
の
現
実
的
な
諸
問
題
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
解
答
も

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
を
分
析
論
に
な
す
り
つ
け
る
（
こ
の
種
の
解

答
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
、
そ
れ
は
全
く
求
め
も
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

分
析
論
が
、
そ
れ
だ
け
で
法
哲
学
を
代
表
す
る
と
い
う
要
求
を
高
め
る
と

き
に
、
そ
れ
は
憂
慮
す
べ
き
も
の
に
な
る
）。

　

最
近
で
は
、
互
い
に
対
立
す
る
こ
と
を
や
め
、
と
も
に
連
れ
立
っ
て
ゆ

く
と
い
う
顕
著
な
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
向
へ
向
け
て
の
き
わ

め
て
重
要
な
一
歩
を
、
す
で
に
ゲ
オ
ル
ク
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ラ

イ
ト
が
そ
の
著
『
説
明
と
理
解
』（
一
九
七
四
年
）
の
な
か
で
踏
み
出
し
て

い
る
。
こ
の
関
連
で
は
、
そ
の
著
『
法
律
適
用
に
つ
い
て
の
論
理
学
的
研



究
』（
一
九
四
三
年
）
が
実
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
論
理
学
的
思
考
と
解
釈

学
的
思
考
と
を
結
び
つ
け
る
技
術
を
す
で
に
わ
が
も
の
に
し
て
い
た
カ
ー

ル
・
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
も
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

続
い
て
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
九
八
六
年
に
刊
行
さ

れ
た
そ
の
著
『
法
の
帝
国
（�����

������

�������������
）』
の
な
か
で
ガ
ダ
マ
ー
と

取
り
組
ん
で
い
る
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
で
あ
る�
。
ホ
セ
・
ド
・
ソ

ウ
サ
・
エ
・
ブ
リ
ト
（
一
九
三
九
年
生
ま
れ
）
は
、
そ
の
著
『
法
と
倫
理

の
哲
学
（�����������������������������

����������������������������������
）』
の
な
か
で
分
析
論

と
解
釈
学
と
の
共
演
を
、
な
お
い
っ
そ
う
明
瞭
に
叙
述
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
れ
以
外
の
名
称
も
、
た
と
え
ば
ア
ン
ド
レ
ス
・
オ
レ
ロ
・
タ
ッ
サ
ラ

（『
法
学
と
哲
学
』、
一
九
七
八
年
）
を
こ
れ
に
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
ほ
ん
の
数
年
前
に
大
多
数
の
分
析
論
者
が
あ
っ
さ
り
と
解
釈
学
に

移
行
し
て
い
る
。
事
態
は
根
本
的
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
学
的

解
釈
学
の
文
献
は
雪
崩
の
よ
う
に
増
え
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ

れ
は
、
決
し
て
ド
イ
ツ
語
圏
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は

ま
こ
と
に
分
析
論
を
、
し
か
し
ま
た
解
釈
学
を
も
絶
対
視
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

（　

）
２１６

二
、
二
、
五　

自
然
法
と
法
実
証
主
義
の
彼
方

　

自
然
法
と
法
実
証
主
義
と
の
間
の
「
第
三
の
道

�

�

�

�

」
も
し
く
は
か
な
た
に

向
け
た
探
究
は
、（
純
形
式
主
義
的
お
よ
び
機
能
主
義
的
な
方
向
を
い
っ

た
ん
度
外
視
す
る
と
す
れ
ば
）
今
日
で
は
世
界
に
広
が
る
法
哲
学
の
当
の

�

�

テ
ー
マ
で
あ
る
。

二
、
三
、
五
、
一　

グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

　

先
の
一
七
三
頁
で
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
法
と
法
実

証
主
義
と
の
見
通
し
の
な
い
陣
取
り
合
戦
を
克
服
し
た
最
初
の
人
が
グ
ス

タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
（
一
八
七
八
―
一
九
四
九
年
）
で
あ
っ
た
。
今
日

的
な
隠
語
で
語
ら
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
そ
の
法
哲

学
を
も
っ
て
ひ
と
つ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
来
ほ
と

ん
ど
例
外
な
く
形
式
的
に
営
ま
れ
た
、
大
抵
は
「
法
の
一
般
的
理
論
」
と

名
づ
け
ら
れ
た
（
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
っ
て
「
法
哲
学
の
安
楽
死
」
と
呼

ば
れ
た�
）
法
哲
学
か
ら
の
方
向
転
換
と
、
諸
々
の
形
式
や
構
造
だ
け
で
な

く
、
諸
内
容

�

�

�

が
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
実
質
的
な
法
哲
学

�

�

�

�

�

�

�

の

新
た
な
根
拠
づ
け
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ラ
ー
ト
ブ
ル
ク

も
ま
た
ケ
ル
ゼ
ン
と
同
様
に
、
彼
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
、
一
義
的
な
、
必
然

（　

）
２１７

一
七
七

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
八
三
）



一
七
八

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
八
四
）

的
な
諸
言
明
は
、
諸
形
式
に
つ
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
諸
内
容
に
つ
い

て
は
可
能
で
な
い
と
考
え
た
限
り
で
、
カ
ン
ト
主
義
者
で
あ
っ
た
。
だ
が

ケ
ル
ゼ
ン
が
こ
の
理
由
か
ら
形
式
的
な
も
の
に
自
ら
を
限
定
し
た
の
に
対

し
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
諸
内
容
に
つ
い
て
、
諸

価
値
に
つ
い
て
哲
学
し
た
。
こ
の
た
め
に
彼
は
、
そ
の
カ
ン
ト
主
義
的
な

立
場
か
ら
し
て
、
ひ
と
つ
の
代
償
を
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
代
償
を
、
す
な

わ
ち
価
値
論
的

�

�

�

�

（
法
哲
学
的

�

�

�

�

）
相
対
主
義

�

�

�

�

と
い
う
代
償
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
関
す
る
文
献
の
な
か
で
は
、
彼
の
生
涯
の
な
か
で
、

と
く
に
そ
の
法
哲
学
の
な
か
で
ひ
と
つ
の
「
大
変
革
」
が
、「
ダ
マ
ス
カ

ス
の
体
験
」
と
い
う
も
の
さ
え
存
在
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
彼
に
お
い

て
疑
い
も
な
く
確
認
す
る
こ
と
が
き
、
彼
に
よ
っ
て
も
否
認
さ
れ
て
い
な

い
諸
々
の
変
化
は
、
亀
裂
な
く
前
へ
前
へ
と
進
行
す
る
発
展
と
い
う
も
の

の
表
現
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
燃
え
上

が
っ
て
い
る
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
か
つ
て
の
「
実
証
主
義
者
」

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
ナ
チ
ス
不
法
国
家
の
印
象
の
も
と
に
「
自
然
法
論

者
」
に
変
わ
っ
た
の
か�
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
作
品
に
は
、
こ
の
種
の
大
変
革
を
裏
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
で
も
あ
ろ
う
箇
所
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
反
対
の
意
味
の
引

用
を
挙
げ
る
こ
と
も
困
難
で
は
な
い
。
す
で
に
一
九
一
九
年
に
ラ
ー
ト
ブ

（　

）
２１８

ル
フ
は
実
証
主
義
を
「
権
力
の
偶
像
崇
拝
」
と
呼
ん
で
お
り�
、
す
で
に
一

九
一
四
年
の
『
法
哲
学
綱
要
』
に
は
、「
明
ら
か
に
不
正
な
法
の
た
め
の

ど
の
よ
う
な
正
当
化
も
考
え
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
文
が
載
っ

て
い
る�
。
他
方
で
、
彼
は
ナ
チ
ス
不
法
国
家
の
印
象
の
も
と
に
あ
っ
て
も

完
全
に
法
実
証
主
義
か
ら
開
放
さ
れ
た
の
は
な
い
、
彼
は
法
理
念
の
ひ
と

つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
法
的
安
定
性
を
決
し
て
漠
然
と
し
た
自
然
法
と
い

う
も
の
の
た
め
に
犠
牲
に
し
な
か
っ
た
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
か
つ
て
、
あ

る
実
体
的
に
把
握
さ
れ
た
自
然
概
念
か
ら
客
観
的
で
つ
ね
に
真
な
る
法
的

諸
命
題
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
、「
古
典
的
な
」
自
然
法
の

革
新
を
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
は
全
く
存
在
し
て
い
な
い
。

彼
が
自
然
法
と
み
な
し
て
承
認
し
た
の
は
、
す
で
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

の
場
合�
と
同
様
に
、
国
家
的
立
法
に
先
置
き
さ
れ
て
お
り
、
任
意
処
分
が

可
能
で
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
歴
史
的
で
あ
る
よ
う

な
、
あ
る
種
の
人
間
の
諸
権
利
、
そ
れ
ゆ
え
に
大
体
に
お
い
て
、
わ
れ
わ

れ
が
基
本
的
お
よ
び
人
間
的
諸
権
利
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る�
。

　

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
昨
日
の
敵
対
的
な
諸
立
場
に
弧
を
張
る
ひ
と
つ
の
橋

で
あ
る
、
彼
の
法
哲
学
は
、
全
体
と
し
て
見
ら
れ
、
恣
意
的
に
個
々
の
言

明
が
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
足
場
を
自
然
法
と
実
証
主

義
の
か
な
た
に
置
い
て
い
る
。
こ
の
橋
を
な
し
て
い
る
の
は
、
ラ
ー
ト
ブ

（　

）
２１９

（　

）
２２０

（　

）
２２１

（　

）
２２２



一
七
九

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
八
五
）

図表３　存在と当為との関係（三つの基本的見解）

感覚的世界（������������	�
��）� 叡知的世界（����������	

�����
��）
現象人（���������	��
	�	）� �本体人（�������������）
アポステリオリ（��������	��	）� アプリオリ（��������）
直観� 概念
知覚可能な現象� 本質
経験的� 超経験的
� �（「形而上学的」）
経験� 思考
内在的� 超越的
開かれた体系� 閉じられた体系
トピック論（問題学）� 公理学
事例� 規範
具体的－実証的� 抽象的－一般的
実力（事実的）� 権力（精神的）
有効性� 妥当性
他律� 自律
強制� 自由
因果性� 目的性（目的論）
� �合目的性
利益法学� 概念法学
法社会学（法心理学）� 規範理論
「事物」� 「本性」
「基盤」� 「上部構造」
……� ……

１．存在と当為とは同一である
� � � � � � � � � � � �

（「方法一元論
� � � � �

」）
　　古典的

� � �

（理想主義的
� � � � �

）自然法論
� � � �

　　（トマス・アクィナス、新トマス主義者、ヘーゲル）

２．存在と当為とは異なっている
� � � � � � � � � � � � �

（「方法二元論
� � � � �

」）
　　カント

� � �

、新カント主義者
� � � � � � �

（ケルゼン、ラートブルフ）
　　法実証主義

� � � � �

（ベルグボーム、ゾムロ）
　　分析的法理論

� � � � � �

（ハート、ロス）

３．存在と当為とは等価的である
� � � � � � � � � � � � �

��相互連関（「方法的両極性」）
　　弁証法

� � �

（ヘーゲル主義者��シェンフェルド、ビンダー、ラレンツ
��マルクス主義者��ブロッホ、クレンナー）

　　類
�

　比
�

��当為と存在との相応化としての法
　　（アルトウール・カウフマン、ヴィンフリット・ハッセマー）
　　事物の本性

� � � � �

��理念の素材被規定性―素材の理念被規定性
　　（後のラートブルフ、マイホーファー）

存在
� �

当為
� �



一
八
〇

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
八
六
）

ル
フ
に
あ
っ
て
は
何
よ
り
も
先
ず
そ
の
法
概
念

�

�

�

で
あ
る
。
古
典
的
自
然
法

で
は
「
法
」
は
絶
対
的
な
価
値
、
す
な
わ
ち
正
義
と
同
置
さ
れ
る
。
実
証

主
義
的
な
法
概
念
に
と
っ
て
は
、
内
容
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
役
割
も

演
じ
て
い
な
い
。
不
正
な
「
法
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
形
式
的
に
正
し

く
作
り
出
さ
れ
て
さ
え
い
る
限
り
、
こ
の
法
概
念
に
該
当
す
る
。
彼
が
生

涯
に
わ
た
っ
て
そ
こ
に
立
ち
止
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
変

化
も
存
在
し
な
か
っ
た
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
概
念
は
、
こ
の
両
方
向
の
い

ず
れ
か
ら
の
帰
結
で
も
な
い
。
彼
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
ひ
と
つ
の
「
第
三

の
道
」
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
哲
学
の
系
譜

に
つ
い
て
、
簡
潔
に
い
く
ら
か
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
彼
の
哲
学
上
の
出
発
点
は
、
か
つ
て
は
南
西
ド
イ
ツ
の
カ
ン
ト
主
義

で
あ
り
、
そ
の
さ
い
と
り
わ
け
エ
ミ
ー
ル
・
ラ
ス
ク
の
価
値
論
的
端
緒

�

�

�

�

�

�

の

影
響
を
受
け
て
お
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
存
在
と
当
為
と
の
方
法
二
元
論

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（
存
在
と
当
為
と
の
、
現
実
と
価
値
と
の
関
係
は
法
哲
学
の
根
底
的
な
問

題
で
あ
る
。
図
表
３
（
前
頁
）
で
は
主
要
な
諸
方
向
が
そ
の
諸
帰
結
と
と

も
に
描
出
さ
れ
て
い
る
）
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
彼
は
自
然
諸
科
学
の
価
値

�

�

自
由
な
態
度

�

�

�

�

�

、
倫
理
学
の
評
価
的
態
度

�

�

�

�

�

、
そ
の
間
に
あ
っ
て
文
化
的
諸
科

学
の
価
値
関
係
的
な
態
度

�

�

�

�

�

�

�

�

、
お
よ
び
そ
の
う
え
に
宗
教
の
価
値
超
克
的
な

�

�

�

�

�

�

態
度

�

�

を
区
別
し
た�
。
文
化
に
属
し
て
い
る
法�

は
価
値
に
関
係
づ
け
ら
れ
て

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（　

）
２２３

図表４　グスタフ・ラートブルフによる法の概念

� 価値被関係性
� � � � � �

　　　　　　　　　

自然法則
� � � �

� 文化法則
� � � �

� 理想法則
� � � �

� 演繹
� �

　　　　　　　　　

価値自由� 価値に関係づけられる� 純粋価値

事実としてある� 現実的に妥当する� 理想的に妥当する

必然　� 当為� ユートピア

強制� 自由� 絶対性

因果性� 目的性� 自体存在

説明� 理解� 自省

� 学問� 真理

� 道徳� 善性（人倫）

� 法
�

� 正義
� �

� 　　　　　（法律、慣習法、裁判官法）� （法理念）　　　　　�

　　　　　　　　実定性
� � �

　　　　　規範性
� � �

　　　　　　　全般性
� � �

　　　　　社会性
� � �

　　　　　　　　法的安定性　　　制定されていない　　平等　　　　　　人間の社会的　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諸関係の秩序　　　　
定義
� �

��「法とは、正義に奉仕するという意味を有する現実である。」（ラートブルフ、法哲学）　　



一
八
一

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
八
七
）

法理念
（より広い意味における正義）

平
�

　等
�

（より狭い意味におけ
る正義）
形式
� �

：生活諸事実関係
は如何に

� � �

規制されるべ
きか。恣意の禁止、法
の一般性としての法律
�����������

法的安定性
� � � � �

（法の確立性としての
正義、法的平和）
機能
� �

：何によっ
� � � �

て
�

諸々
の要求、請求、禁止は、
恣意が支配されないよ
うに規制されるべき
か。

合目的性
� � � �

（目的理念、公共の福
祉正義、社会的正義）
内容
� �

：何
�

が規制される
べきか。
諸々の利益、予期、需
要
倫理学上の善論

図表５

実定性
� � �

　実用性
� � �

　耐
�

久性
� �

形式的
� � �

絶対的に一般的
� � � � � � �

内容的
� � �

相対的
� � �

（展望的
� � �

）
機能的
� � �

権威的
� � �

超個人的主義的
� � � � � � �

権力
全体
社会的動物とし
ての人間（� �

� ）

個人主義的
� � � � �

自由
社会
個人としての人
間

超人格的
� � � �

文化的諸価値
共同体
文化的諸価値の
創造者としての
人間

人間 人間 人間

自律的存在（基本法第一
条第一項）としての、人
間の尊厳、人格

法のより具体的、内容
的、歴史的な目的とし
て、この不可護な人間的
諸権利による法の相対性
の制限

他律的存在としての、
（法的［強制的］諸規範
の名宛人）



一
八
二

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
八
八
）

い
る

�

�

。
そ
れ
は
、
正
義
に
奉
仕
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
現
実
で
あ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

る�

。�
こ
の
法
概
念
は
二
つ
の
方
向
か
ら
注
目
に
値
す
る
。
ひ
と
つ
に
は
、

そ
れ
は
実
証
主
義
的
で
は
な
い

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
証
主
義
的
な

法
概
念
は
、
法
と
は
形
式
的
に
正
し
く
発
せ
ら
れ
た
任
意
な
内
容
の
諸
規

範
の
総
体
で
あ
る
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
（「
法
そ
れ
自
体
」
は
全
く
存

在
し
な
い
。
そ
れ
は
法
律
諸
規
範
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
総
称
に
す
ぎ
な

い
）。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
あ
っ
て
は
、
正
義
に
関
係
づ
け

ら
れ
、
そ
れ
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
諸
規
範
だ
け
が
法
た
る
質
を
有

し
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
に
は
、「
正
し
い
法
」
が
絶
対
的
な
法
価
値
、

す
な
わ
ち
正
義
と
同
置
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
概
念
は

自
然
法
的
で
は
な
い

�

�

�

�

�

�

�

�

、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
諸
価
値
そ
れ
自
体
は
、
ラ

ー
ト
ブ
ル
フ
の
価
値
論
的
見
解
に
よ
れ
ば
理
念
的
な
世
界
に
の
み
属
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
世
界
に
は
属
し
て
い
な
い
（
こ
れ
に
つ
い
て

は
図
表
４
お
よ
び
以
下
を
見
よ
）。
ラ
ー
ト
ブ
ル
ク
に
あ
っ
て
は
「
近
似

値
的
な
仕
方
で
」
し
か
正
し
い
法
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
「
非
難
す
べ
き
法
」
は
彼
に
よ
っ
て
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
も
決
し

て
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
が
一
九
四
六
年
に
そ
れ
を
も
っ
て
大
き

な
名
声
を
博
し
た
「
法
律
上
の
不
法
」
の
無
効
性
に
つ
い
て
の
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
の
理
論�
は
、
根
本
に
お
い
て
彼
が
す
で
に
初
期
に
（
す
で
に
一
九
一

四
年
の
『
綱
要
』
の
な
か
で
）
構
想
し
た
法
概
念
の
ひ
と
つ
の
帰
結
に
す

（　

）
２２４

（　

）
２２５

ぎ
ず
、
彼
は
た
だ
力
点
を
、
初
期
で
は
そ
れ
を
法
的
安
定
性
の
側
に
、
後

期
で
は
よ
り
多
く
実
質
的
正
義
の
側
に
置
く
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
変
え

た
だ
け
で
あ
る
。

　

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
そ
の
法
の
定
義
か
ら
、
正
義
の
理
論

�

�

�

�

�

と
い
う
も
の

を
、
そ
れ
も
正
義
の
諸
内
容

�

�

�

の
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

彼
は
こ
れ
を
す
で
に
き
わ
め
て
早
く
に
成
し
遂
げ
て
お
り
、
ま
た
彼
に
よ

っ
て
考
え
出
さ
れ
た
モ
デ
ル
は
、
た
と
え
当
然
の
こ
と
な
が
ら
展
開
が
彼

の
死
以
後
は
滞
っ
た
ま
ま
で
は
な
い
と
は
い
え
、
法
哲
学
上
の
正
義
論
議

の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
（
一
八
一
頁
の
図
表
５
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
ラ

ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
が
、
し

か
し
そ
れ
は
、
私
が
﹇
彼
と
の
﹈
対
話
か
ら
知
る
よ
う
に
、
彼
の
晩
年
の

法
哲
学
上
の
見
解
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
図
表
は
、
あ
た
か
も
人
間
が

法
理
念
の
発
露
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、「
上
」
か
ら
「
下
」
へ
向
け
て
読

ま
れ
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
事
態
は
、
法
理
念
は
人
格
的
な
人
間
の
そ

の
様
々
な
形
態
に
お
け
る
理
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
）。

　

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
正
義
の
理
論�
は
、
平
等
原
理

�

�

�

�

（
等
し
い
も
の
は
等
し

く
、
等
し
く
な
い
も
の
は
相
応
に
異
な
っ
て
扱
う
こ
と
）
は
確
か
に
絶
対

的
に
妥
当
す
る
が
、
し
か
し
形
式
的
な
性
格
し
か
有
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
内
容
的
な
原
理
、
す
な
わ
ち
目�

的
理
念

�

�

�

が
こ
れ
に
付
け
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
実
質
的

（　

）
２２６



で
あ
る
が
、
し
か
し
相
対
的
に
し
か
妥
当
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と

い
う
の
も
、
法
の
三
つ
の
最
高
価
値
、
す
な
わ
ち
個
人
主
義
的
な
価
値

�

�

�

�

�

�

�

�

、

超
個
人
主
義
的
な
価
値

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、
超
人
格
的
な
価
値

�

�

�

�

�

�

�

が
そ
の
順
位
に
決
着
を
つ
け

る
こ
と
が
で
き
ず
、
意
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か

ら
、
法
的
安
定
性

�

�

�

�

�

の
た
め
に
は
法
内
容
を
権
威
的
に
確
定
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
理
論
は
、
そ
こ
に
は
相
対
主
義

を
犠
牲
に
し
て
諸
価
値
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
し
て
も

実
証
主
義
的
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
法
理
念
か
ら
「
絶
対
的
に
正
し

い
法
」
が
帰
結
さ
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
自
然
法
的
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
は
、
残
念
な
が
ら
任
意
に
処
理
で
き
る
紙
数
が

許
し
て
い
な
い
。

　

と
は
い
え
、
ひ
と
つ
の
点
が
こ
の
箇
所
で
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
全
く
の
は
じ
め
か
ら
、
彼
が
「
客
観
的
解
釈
説

�

�

�

�

�

�

」

を
信
奉
し
て
い
た�
限
り
で
も
、
正
統
的
な
実
証
主
義
を
乗
り
越
え
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
貫
し
た
法
実
証
主
義
者
で
あ
れ
ば
、
裁
判

官
（
お
よ
び
法
的
に
判
断
す
る
そ
の
他
の
者
）
は
、
法
律
に
具
体
化
さ
れ

て
い
る
立
法
者
の
意
思
に
拘
束
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
れ
を

厳
密
に
考
え
る
と
、
制
定
的
法
秩
序
の
無
欠
缺
性
が
前
提
と
さ
れ
る
）。

こ
れ
に
対
し
て
客
観
説
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
立
法
者
が
事
実
と
し
て
何
を

求
め
て
い
た
の
か
は
重
要
で
な
く
、
い
ず
れ
に
せ
よ
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
だ
け

（　

）
２２７

が
重
要
な
の
で
な
く
、
む
し
ろ
法
律
な
い
し
は
考
え
ら
れ
た

�

�

�

�

�

今
日
の
立
法

者
で
あ
れ
ば
、
こ
の
特
定
さ
れ
た
状
況
に
と
っ
て
い
ま
こ
こ
で
（�����

�������

����

����
）
何
を
意
図
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

多
く
の
批
判
者
が
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
哲
学
は
そ
も
そ
も
「
体
系
」

と
い
う
も
の
を
有
し
て
い
る
の
か
を
疑
っ
て
き
た
。
こ
の
疑
問
に
は
全
く

根
拠
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

は
、
自
然
法
と
法
実
証
主
義
流
儀
の
「
閉
じ
ら
れ
た
体
系
」
と
い
う
も
の

を
呈
示
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
開
か
れ
た
体
系

�

�

�

�

�

�

」
と

い
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
彼
の
法
哲
学
に
は
明
瞭
に
現
存
し
て
い
る
。
こ
の

た
め
に
は
一
連
の
手
が
か
り
が
、
た
と
え
ば
い
ま
し
が
た
言
及
さ
れ
た
客

観
的
解
釈
説
、「
整
序
的
諸
概
念

�

�

�

�

�

�

」（「
類
型
的
諸
概
念�
」）
の
理
論
お
よ

び
、
格
別
に
重
要
で
あ
り
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
っ
て
斜
体
で
強
調
さ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
抵
は
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
法
学
的
解
釈
学

�

�

�

�

�

�

へ

の
対
応
が
、
そ
れ
も
法
学
的
実
証
主
義
の
再
生�
と
関
連
し
て
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
を
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

ー
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ガ
ダ
マ
ー
の
意
味
に
お
け
る
解
釈
学
者
と
呼
ぶ
こ
と

は
決
し
て
で
き
な
い
。
し
か
し
彼
が
ど
れ
ほ
ど
解
釈
学
的
思
考
に
通
じ
て

い
た
か
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
そ
の
『
法
哲
学
綱
要
』（
い
ま
や
一
九
九
三

年
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
全
集
第
三
巻
（��������������������������

�����������������������������

����������

������������
）
五
八
頁
以
下
）
に
付
し
た
、
き
わ
め
て
具
象
的
な
注
が

（　

）
２２８

（　

）
２２９

一
八
三

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
八
九
）



一
八
四

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
九
〇
）

示
し
て
い
る
。「
法
概
念
の
演
繹
は
ひ
と
つ
の
明
白
な
循
環
に
お
い
て
進

展
す
る
。
そ
れ
は
法
を
、
法
価
値
を
―
―
そ
の
た
め
に
法
価
値
が
妥
当
を

要
求
し
て
い
る
も
の
を
―
―
迂
回
し
て
見
出
そ
う
と
す
る
が
、
し
か
し
い

ま
や
、
そ
の
制
度
的
な
構
成
部
分
が
法
で
あ
る
共
同
体
と
関
連
づ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
し
か
法
価
値
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
た

と
え
共
同
生
活
の
あ
る
法
免
疫
的
な
概
念
を
獲
得
す
る
こ
と
に
は
成
功
し

な
い
と
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
の
演
繹
が
、

す
で
に
あ
の
循
環
推
論
で
あ
る
が
ゆ
え
を
も
っ
て
無
価
値
で
あ
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
の
現
実
が
、
ひ
と
つ
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
、
も

う
ひ
と
つ
が
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
と
い
う
よ
う
に
、
た
と
え
こ
の
構
成
部

分
の
い
ず
れ
も
が
他
と
の
関
連
づ
け
に
よ
っ
て
し
か
規
定
さ
れ
得
な
い
で

あ
ろ
う
と
も
、
二
つ
の
構
成
部
分
に
分
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
そ

れ
は
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
循
環
推
論
に
お
い

て
、
す
べ
て
の
哲
学
が
永
遠
に
認
識
し
得
な
い
秘
密
を
経
巡
っ
て
進
展
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
循
環
哲
学
の
や
り
方
は
、
し
か
し
両
側

か
ら
ト
ン
ネ
ル
掘
削
を
試
み
る
こ
と
、
両
側
か
ら
法
概
念
に
着
手
す
る
こ

と
と
い
う
―
―
二
つ
の
坑
道
が
互
い
に
ぶ
つ
か
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
う
ま

く
ゆ
く
の
で
あ
る
。
哲
学
に
お
い
て
は
す
べ
て
を
包
括
す
る
思
考
の
内
在

的
な
一
貫
性
よ
り
以
外
の
真
理
証
明
は
全
く
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
少
な
く
と
も
先
験
的
で
も
あ
る
真
理
の
ひ
と
つ
の
徴
候
で
あ
る
。」

解
釈
学
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
、
こ
れ
と
同
様
の
適
切
な
性
格
づ

け
に
出
遭
う
ま
で
、
解
釈
学
上
の
文
献
の
な
か
に
長
期
を
か
け
て
捜
し
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
、
三
、
五
、
二　

キ
リ
ス
ト
教
法
哲
学

　

キ
リ
ス
ト
教
法
哲
学

�
�

�

�

�

�

�

�

�

（
仮
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
と
し
て
）

の
領
域
に
お
い
て
も
、
実
証
主
義
に
辿
り
着
く
こ
と
な
く
伝
統
的
な
自
然

法
の
袋
小
路
か
ら
抜
け
出
る
試
み
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
カ
ト
リ
ッ

�

�

�

�

ク
の
自
然
法
論

�

�

�

�

�

�

に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
実
証
主
義
の
と
り
こ

に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
然
法
の
理
念
は
死
ん
だ
と
信
じ
ら
れ

た
当
時
で
も
、
こ
の
理
念
を
固
持
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
学
問
的
に
探
究
し

て
い
る
。
私
は
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
カ
ト
ラ
イ
ン
（
一
八
四
五
―
一
九
三
一

年
）
と
ヨ
ゼ
フ
・
マ
ウ
ス
バ
ッ
ハ
（
一
八
六
一
―
一
九
三
一
年
）
だ
け
を

挙
げ
て
お
く
。
今
日
の
場
面
は
、
も
は
や
最
も
一
般
的
な
諸
原
理
し
か
自

然
法
と
し
て
妥
当
さ
せ
よ
う
と
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て

い
る
一
方
で
、
き
わ
め
て
影
響
力
の
あ
る
現
在
の
自
然
法
論
者
、
ヨ
ハ
ネ

ス
・
メ
ス
ナ
ー
（
一
八
九
一
―
一
九
八
四
年
）
が
言
う
よ
う
に
、
残
り
の

す
べ
て
は
「
社
会
の
成
員
の
意
志
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
」
も
の
と
さ
れ
る�
。

実
質
に
お
い
て
い
っ
そ
う
厳
格
な
や
り
方
を
し
て
い
る
の
が
ハ
イ
ン
リ
ッ

ヒ
・
ロ
ン
メ
ン
（
一
八
九
七
―
一
九
六
七
年
）
で
あ
る
。
彼
は
、
も
は
や

（　

）
２３０



次
の
二
つ
の
規
範
し
か
自
然
法
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。「
正
し
い
こ

と
を
為
し
、
正
し
く
な
い
こ
と
を
避
け
る
こ
と
お
よ
び
古
来
の
尊
い
原

則
、
す
な
わ
ち
各
人
に
そ
の
分
を�
。」
カ
ト
リ
ッ
ク
自
然
法
論
者
が
包
括

的
な
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
自
然
法
秩
序
へ
の
思
想
を
放
棄
し
た
こ
と
は

確
か
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
れ
が
法
に

お
け
る
不
可
任
意
処
分
的
な
も
の
を
全
く
数
少
な
い
最
も
普
遍
的
な
諸
原

理
に
短
縮
す
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
別
の
側
面
か
ら
過
度
に
営
ん
で
い

る
の
で
は
な
い
か
は
、
ひ
と
つ
の
問
題
で
あ
る
。

　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
法
理
論

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
法
実
証
主
義
の

弱
点
に
対
応
す
る
の
に
よ
り
大
き
な
難
問
を
抱
え
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
と
い
う
の
も
、
自
然
法
の
伝
統
と
い
う
も
の
が
こ
こ
に
は
存
在
し
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
す
で
に
ス
イ
ス
の
神
学
者
エ
ミ
ー
ル
・

ブ
ル
ン
ナ
ー
（
一
八
八
九
―
一
九
六
六
年
）
の
一
九
四
三
年
の
著
書
『
正

義
』
が
、
こ
の
陣
営
に
お
い
て
も
自
然
法
と
実
証
主
義
の
か
な
た
の
新
し

い
岸
に
通
ず
る
道
が
こ
じ
開
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
く

ら
か
後
に
（
一
九
四
八
年
に
）
フ
ラ
ン
ス
の
福
音
派
の
法
哲
学
者
ジ
ャ
ッ

ク
・
オ
ー
リ
ュ
ー
（
一
九
一
二
―
一
九
九
四
年
）
の
著
書
『
法
の
神
学
的

基
礎
づ
け
』
が
現
わ
れ
、
そ
こ
で
同
様
に
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
（
一
八
八

六
―
一
九
六
八
年
）
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
学
的
」
方
向

か
ら
法
の
革
新
を
促
進
す
る
試
み
が
企
て
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
と
り
わ

（　

）
２３１

け
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヴ
ォ
ル
フ
（
一
九
一
四
年
生
ま
れ
）
が
こ
の
意
味
に
お

い
て
研
究
し
た
が
、
し
か
し
エ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ォ
ル
フ
（
一
九
〇
二
―
一
九

七
七
年
）
と
連
邦
通
常
裁
判
所
初
代
長
官
へ
ル
マ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ン
カ
ウ
フ

（
一
八
九
四
―
一
九
八
一
年
）
も
こ
の
関
連
で
言
及
に
値
す
る
。
こ
こ
で

は
全
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
側
面
か
ら
「
自
然
法
的
に
」
論
証
さ
れ
た

が
、
し
か
し
そ
の
さ
い
古
典
的
な
自
然
法
理
念
を
再
び
蘇
ら
せ
て
い
な

い
。
そ
の
さ
い
ど
の
よ
う
な
方
向
に
照
準
が
合
わ
せ
ら
れ
た
の
か
は
、
ク

ラ
ウ
ス
・
リ
ッ
タ
ー
（
一
九
一
八
年
生
ま
れ
）
の
著
書
の
題
名
『
自
然
法

と
法
実
証
主
義
と
の
間
』
に
は
っ
き
り
と
表
現
さ
れ
る
。
し
か
し
自
然
法

に
対
し
て
は
、
原
則
的
に
控
え
目
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
考
え
ら
れ
て
い

る
の
は
自
然
法
の
諸
規
範
と
い
う
よ
り
も
、
例
え
て
言
え
ば
、
家
族
、
教

会
、
国
家
、
財
産
と
い
っ
た
、「
神
の
財
団
」
と
し
て
す
べ
て
の
国
家
権

力
に
先
置
き
さ
れ
て
い
る
「
諸
制
度
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
制

度
的
法
観
」
で
あ
り
、
そ
の
も
と
も
と
の
創
始
者
は
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
学

者
で
あ
る
モ
ー
リ
ス
・
オ
ー
リ
ュ
ー
（
一
八
五
六
―
一
九
二
九
年�
）
で
あ

り
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
主
と
し
て
ハ
ン
ス
・
ド
ン
ボ
イ
ス
（
一
九
〇
七
―

一
九
九
七
年�
）
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。

 
二
、
二
、
五
、
三　

法
人
間
学

　

最
近
で
は
多
く
の
地
盤
を
獲
得
し
、
法
の
革
新
の
た
め
に
寄
与
し
て
き

（　

）
２３２

（　

）
２３３

一
八
五

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
九
一
）



一
八
六

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
九
二
）

た
（
そ
し
て
こ
れ
は
し
ば
し
ば
自
然
法�
実
証
主
義�
論
争
の
克
服
と
い

う
意
味
に
お
い
て
も
）
ひ
と
つ
の
教
科
が
法
人
間
学

�

�

�

�

で
あ
る
。

　

す
で
に
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
正
義
理
論
が
一
貫
し
た
継
続
に
お
い
て
す
べ

て
の
法
の
根
拠
と
目
標
と
し
て
の
人
間
を
指
し
示
し
て
い
る
（
も
う
一
度

一
八
一
頁
の
図
表
５
を
参
照
）
と
と
も
に
法
人
間
学
を
指
し
示
し
て
い

る
。
も
っ
と
も
彼
自
身
は
こ
の
種
の
も
の
を
練
り
上
げ
て
い
な
い
。
こ
れ

は
、
当
時
で
は
時
代
の
趨
勢
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
間

学
は
長
期
に
わ
た
っ
て
学
問
の
一
人
の
継
子
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
諸
々
の
説
明
が
存
在
し
て
い
る�
。

　

も
ち
ろ
ん
哲
学
に
お
い
て
は
す
で
に
つ
ね
に
何
ら
か
の
仕
方
で
人
間
を

問
う
問
題
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
テ
ー
マ
は
支
配

的
な
中
心
点
に
は
な
か
っ
た
。
古
代
は
、
人
間
が
そ
の
一
部
と
み
な
さ
れ

た
宇
宙
を
巡
っ
て
、
自
然
を
巡
っ
て
旋
回
し
た
。
同
様
に
中
世
で
は
、
人

間
は
神
に
発
す
る
創
造
秩
序
の
一
分
枝
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
、
ニ
ク
ラ
ウ

ス
・
フ
ォ
ン
・
ク
エ
ス
に
お
け
る
人
間
学
と
い
う
言
い
方
は
、
そ
れ
ゆ
え

に
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
ス
ト
ア
学
派
に
自
然
法
的

人
間
学
と
い
う
も
の
の
初
期
の
端
緒
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

り
、
多
く
の
者
が�
…����������

����������������������

�
���������������������������������������

������

�������������������������������

�����������������������������������������������������������

��������������������������

（　

）
２３４

��������������������

������������������������
と
い
う
キ
ケ
ロ
の
発
言
に
今
日
で
も
妥
当
す
る

法
人
間
学
的
研
究
の
綱
領
的
命
題
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る�
。
こ
の
よ
う

に
見
れ
ば
、
近
代
の
自
然
法
に
も
―
―
ホ
ッ
ブ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ロ
ッ

ク
、
ト
マ
ジ
ウ
ス
、
ベ
ン
サ
ム
、
ル
ソ
ー
に
―
―
な
ら
び
に
な
お
ヒ
ュ
ー

ゴ
、
ア
ー
レ
ン
ス
そ
し
て
レ
ダ
ー
に
も
法
人
間
学
的
問
題
提
起
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
本
来
的
な
意
味
に
お
け
る
人
間
学
と
い
う
も

の
を
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
潮
流
は
、
そ
れ
ら
が
全
く
圧
倒
的
に
人
間
を
前

も
っ
て
与
え
ら
れ
た
世
界
秩
序
か
ら
開
放
す
る
ど
の
よ
う
な
可
能
性
も
知

っ
て
い
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
意
味
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
近
代
が
人
間

を
、
そ
れ
を
担
っ
て
い
る
諸
々
の
根
拠
か
ら
解
き
放
ち
、
彼
を
自
分
自
身

で
立
た
せ
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
彼
を
理
性
の
「
主
体
」
と
し
て
、
認

識
の
主
体
と
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
超
越
論
的
な
主
体
も
し
く
は
汎
神
論

的
な
全�
理
性
と
し
て
し
か
見
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
も
ま
た
そ

の
『
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
』（
第
一
版
、
一
七
九
八
年
、
第
二

版
、
一
八
〇
〇
年
）﹇
渋
谷
治
美
訳
（
カ
ン
ト
全
集　

『
人
間
学
』、
岩
波

１５

書
店
）
所
収
一
頁
以
下
）﹈
に
お
い
て
は
倫
理
的
人
格
と
し
て
の
人
間
に

対
し
て
の
み
関
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
被
造
物
と
し
て
の
特

有
性
に
お
け
る
人
間
に
対
し
て
で
は
な
い
。

　

現
に
確
か
に
多
く
の
「
人
間
像�
」
が
存
在
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
が

人
間
学
で
あ
る
の
で
は
全
く
な
い
。
突
発
は
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル

（　

）
２３５

（　

）
２３６

（　

）
２３７



ヘ
ル
ム
・
シ
ェ
リ
ン
グ
に
生
じ
、
次
い
で
生
の
哲
学
が
こ
の
テ
ー
マ
を
取

り
上
げ
た
の
で
あ
り
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（
す
べ

て
は
先
の
二
、
二
、
三
、
三
、
五
で
）
も
こ
こ
で
言
及
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
独
自
の
科
学
的
人
間
学
と
い
う
も
の
は
エ

ド
モ
ン
ド
・
フ
ッ
サ
ー
ル
（
先
の
二
、
三
、
四
、
四
、
一
）
の
現
象
学
的

方
法
を
通
し
て
は
じ
め
て
可
能
に
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
出
発
し
た
マ
ッ
ク

ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
（
先
の
二
、
三
、
四
、
四
、
二
）
は
、
人
間
学
上
の
テ

ー
マ
を
は
じ
め
て
明
確
に
定
式
化
す
る
と
と
も
に
、
現
代
の
哲
学
的
人
間

学
の
先
駆
者
に
な
っ
た�
。
後
の
人
々
は
、
た
と
え
ば
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ク
・

ク
ラ
ー
ゲ
ス
（
一
八
七
二
―
一
九
五
六
年
）、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
プ
レ
ス
ナ

ー
（
一
八
九
二
―
一
九
八
五
年
）、
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ロ
タ
ッ
カ
ー
（
一
八
八

八
―
一
九
六
五
年
）、
ア
ド
ル
フ
・
ポ
ル
ト
マ
ン
（
一
八
九
七
―
一
九
八

二
年
）、
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ゲ
ー
レ
ン
（
一
九
〇
四
―
一
九
七
六
年
）
は
す

べ
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
現
象
学
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
。
実
存

哲
学
の
内
部
で
は
、
と
り
わ
け
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
（
先
の

二
、
二
、
三
、
四
）
が
人
間
学
的
研
究
を
行
っ
た�
。
す
で
に
ア
ン
リ
・
ベ

ル
グ
ソ
ン
が
先
鞭
を
つ
け
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
間
学
は
、
総
じ

て
そ
の
大
き
な
展
開
を
経
験
し
て
い
る
。
ガ
ス
ト
ン
・
バ
ヒ
ェ
ラ
ー
ト

（
一
八
九
四
―
一
九
六
二
年
）
と
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
ー
＝
ポ
ン
テ
イ
ー

（
一
九
〇
八
年
―
一
九
六
一
年
）
だ
け
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
最
近
で
は
行

（　

）
２３８

（　

）
２３９

動
研
究
が
人
間
学
的
研
究
の
ひ
と
つ
の
重
点
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

コ
ン
ラ
ー
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
（
一
九
〇
三
―
一
九
八
九
年
）
が
先
駆
的
な

業
績
を
果
た
し
て
い
る
。

　

前
述
の
こ
と
は
、
法
人
間
学
の
固
有
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
存
在
し
て

い
な
い
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
現
在
に
お
い
て
さ
え
、

こ
の
名
称
の
教
科
と
い
う
の
も
が
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー
は
適
切
に
も
、
こ
の
視
点
に

お
け
る
方
法
上
の
意
識
が
い
ま
だ
展
開
し
始
め
た
ば
か
り
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る�
。
あ
る
一
定
の
法
人
間
学
上
の
問
題
提
起
に
向
け
て
い
ま
だ
全
く

意
見
が
一
致
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ヤ
ン
・
Ｍ
・
ブ
レ
ッ
ク

マ
ン
（
一
九
三
〇
年
生
ま
れ
）
と
エ
ル
ン
ス
ト
＝
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ラ
ン
ペ

（
一
九
三
三
年
生
ま
れ�
）
に
代
表
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
方
向
は
、
法
人
間
学

に
明
白
な
法
哲
学
的
力
点
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
法
を
人
間
の
規
定

か
ら
正
統
化
し
よ
う
と
試
み
る
（
そ
こ
に
こ
の
『
法
哲
学
の
問
題
史
』
も

流
れ
込
む
）。
そ
の
最
も
重
要
な
代
表
者
が
レ
オ
ポ
ル
ド
・
ポ
ス
ピ
シ
ル

で
あ
る�
も
う
ひ
と
つ
の
方
向
は
、
法
人
間
学
﹇
＝
法
人
類
学
﹈
を
ひ
と
つ

の
純
経
験
的
な
教
科
と
見
る
。
そ
の
研
究
領
域
を
内
面
化
、
順
応
お
よ
び

同
化
と
い
う
見
出
し
語
を
も
っ
て
、
次
い
で
行
動
学
的
、
心
理
学
的
、
民

俗
学
的
お
よ
び
様
々
な
法
人
類
学
、
さ
ら
に
は
逸
脱
行
動
の
観
察
と
記
述

な
ら
び
に
文
化
的
お
よ
び
副
次
文
化
的
な
行
動
様
式
を
も
っ
て
暗
示
的
に

（　

）
２４０

（　

）
２４１

（　

）
２４２

一
八
七

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
九
三
）



一
八
八

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
九
四
）

指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

ヨ
ゼ
フ
・
Ｊ
・
Ｍ
・
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
フ
ェ
ン
（
一
九
〇
七
―
一
九
八

八
年
）
が
そ
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
大
半
を
捧
げ
た�
本
来
の
哲
学
的
人
間
学

は
、
今
日
で
は
生
命
工
学
と
く
に
遺
伝
子
工
学
の
時
代
に
お
い
て
眼
に
見

え
て
増
大
す
る
位
置
価
値
を
獲
得
し
て
い
る
。
後
に
続
く
多
く
の
世
代
に

対
し
て
諸
々
の
効
果
を
伴
っ
て
世
界
の
相
貌
を
変
え
か
ね
な
い
こ
の
主
の

技
術
が
ど
の
程
度
ま
で
「
公
共
善
（�����

�������
�������������
）」
と
、
人
間
の

幸
福
と
調
和
す
る
の
か
。
基
本
法
第
一
条
第
一
項
に
定
め
ら
れ
た
人
間
の

尊
厳
の
尊
重
は
、
こ
の
関
連
で
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か�
。

　

今
日
の
法
哲
学
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
も
と
も
と
法
と
は
何
で
あ
る

か
を
知
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
支
配
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ

も
そ
も
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
あ

る
茫
然
自
失
の
ひ
と
つ
の
反
省
で
あ
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
か
つ

て
、「
蟻
は
そ
の
蟻
塚
の
公
式
を
、
蜜
蜂
は
そ
の
蜂
の
巣
の
公
式
を
知
っ

て
い
る
―
―
し
か
し
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
彼
ら
は
知
る
必
要
は
な
い
。
た

だ
人
間
だ
け
が
そ
の
公
式
を
知
ら
な
い�
」
と
言
っ
た
。

二
、
二
、
五
、
四　

開
か
れ
た
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
論
証
す
る

こ
と

　

先
に
（
二
、
二
、
四
、
五
）、
両
者
と
も
に
閉
じ
ら
れ
た
体
系
の
合
理

（　

）
２４３

（　

）
２４４

（　

）
２４５

主
義
的
な
理
念
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
自
然
法
と
実
証
主
義
の
克
服
は
、
本

質
的
に
体
系
の
開
示

�

�

�

�

�

を
通
し
て
達
せ
ら
れ
た
こ
と
、
開
か
れ
た
シ
ス
テ
ム

�

�

�

�

�

�

�

�

に
お
け
る
論
証

�

�

�

�

�

�

！　
と
い
う
解
決
策
は
法
学
的
解
釈
学
も
法
学
的
論
証
の

理
論
も
旗
印
に
掲
げ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
次

に
い
く
ら
か
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
二
、
五
、
四
、
一　

解
釈
学

　

自
然
法
と
実
証
主
義
は
客
観
主
義
的
な
認
識
概
念

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

に
、
実
体
存
在
論
的

�

�

�

�

�

�

な
法
概
念

�

�

�

�

に
、
既
述
の
よ
う
に
、
閉
じ
ら
れ
た
体
系

�

�

�

�

�

�

�

と
い
う
も
の
の
理
念

に
専
念
し
て
き
た
。
解
釈
学

�

�

�

―
―
そ
の
古
典
的
思
想
家
は
、
フ
リ
ー
ド
リ

ッ
ヒ
・
エ
ル
ン
ス
ト
・
ダ
ニ
エ
ル
・
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
（
一
七
八

六
―
一
八
四
三
年
）、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
（
一
八
三
三
―
一

九
一
一
年
）、
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（
一
八
八
九
―
一
九
七
六

年
）、
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
ク
・
ガ
ダ
マ
ー（
一
九
〇
〇
―
二
〇
〇
二
年
）
で

あ
る�
―
―
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
ド
グ
マ
に
宣
戦
を
布
告
し
た
。

　

解
釈
学

�

�

�

（�����������

�����������
）
の
も
と
に
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
リ
ー
ド
リ

ッ
ヒ
・
ダ
ニ
エ
ル
・
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
一
語
に
従
え
ば
、
通
例

と
し
て
「
理
解
の
技
術
理
論
」
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
が
正
し
い
分
だ

け
、
解
釈
学
は
他
の
諸
々
の
方
法
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
と
い

う
、
し
ば
し
ば
出
合
う
見
解
は
、
や
は
り
当
た
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（　

）
２４６



そ
れ
が
特
殊
的
に
理
解
諸
科
学
の
場
合
に
方
法
論
的
な
諸
機
能
を
も
有
し

て
い
る
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
本
質
か
ら
し
て
、
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
方
法
で
も
な
く

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、
先
験
的
哲
学

�

�

�

�

�

で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
シ

ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
場
合
に
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
後
の
天
才
的
な
解

釈
学
者
、
た
と
え
ば
デ
イ
ル
タ
イ
、
ガ
ダ
マ
ー
、
リ
コ
ー
ル
の
場
合
に
も

そ
う
で
あ
っ
た�
。
そ
れ
は
、
意
味
理
解
の
可
能
牲
一
般
の
諸
条
件

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

を
挙
げ

る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
先
験
的
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
方

法
も
指
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
諸
条
件
の
も
と
に
何
ら

か
の
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
し
て
理
解
す
る
精
神
に
接
近
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
も
の
は
何
も
存

在
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
解
釈
学
は
普
遍
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
の

で
あ
る�
。「
物
理
」
に
つ
い
て
の
、
も
し
く
は
「
宗
教
」
に
つ
い
て
の
、

も
し
く
は
「
経
済
」
に
つ
い
て
の
意
味
理
解

�

�

�

�

（
方
法
で
は
な
い

�

�

�

�

�

�

！
）
は
、

「
法
」
に
つ
い
て
の
理
解
と
同
様
に
先
験
的
な
諸
条
件
の
も
と
に
あ
る
。

解
釈
学
の
こ
の
普
遍
性
は
、
し
か
し
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
絶
対
的
な
も

の
で
あ
る
と
し
て
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
解
釈
学
は
、
世
界
と
、
そ

し
て
ま
た
法
と
交
わ
る
多
く
の
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ

れ
は
他
の
諸
理
論
、
た
と
え
ば
分
析
理
論
も
し
く
は
論
証
理
論
に
対
し
て

眼
が
閉
じ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
―
―
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ

れ
ら
の
理
論
の
必
要
性
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（　

）
２４７

（　

）
２４８

　

意
味
理
解
の
可
能
性
の
先
験
的
諸
条
件
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

を
、
こ
こ
で
は
短
く
ま
た
不
完
全
に
指
摘
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
（
詳
し
く
は
後
の
﹇
本
書
『
現
在
の
法
哲
学
と
法
理
論
へ
の
案
内
』

の
﹈�������

�
������
に
よ
る
第
六
章
の
な
か
で
）。

　

解
釈
学
は
客
観
的
な
認
識
概
念
に
対
し
て

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

異
議
を
申
し
立
て
る
。
そ
れ

は
理
解
的
諸
現
象
の
た
め
の
主
観�
客
観�
図
式
（
認
識
す
る
者
は
対
象

を
、
主
観
的
な
諸
契
機
を
混
入
さ
せ
る
こ
と
な
く
認
識
す
る
―
―
対
象
の

意
識
に
お
け
る
模
写
と
し
て
の
認
識
）
を
廃
棄
す
る
（
こ
れ
は
、
今
日
で

は
自
然
諸
科
学
に
お
い
て
さ
え
も
は
や
争
わ
れ
て
い
な
い
）。
む
し
ろ
理

解
す
る
と
い
う
こ
と
は
つ
ね
に
客
観
的
で
あ
る
と
同
時
に
主
観
的

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

で
あ

り
、
理
解
す
る
者
は
「
理
解
の
地
平
」
に
と
も
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で

あ
り
、
彼
は
理
解
す
べ
き
も
の
を
単
に
消
極
的
に
そ
の
意
識
の
な
か
に
模

写
す
る
の
で
は
な
い
、
彼
は
そ
れ
を
形
態
化
す
る

�

�

�

�

�

の
で
あ
る
―
―
も
し
く

は
こ
う
で
あ
る
。
彼
は
事
例
を
単
に
法
律
の
も
と
に
「
当
て
は
め
る
」
だ

け
で
、
こ
の
成
り
行
き
に
あ
っ
て
は
完
全
に
外
部
に
留
ま
っ
て
い
る
の
は

な
く
、
彼
は
、
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
法
の
適
用
」
に
あ
っ
て

は
ひ
と
つ
の
積
極
的
に
形
態
化
す
る
役
割

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
法
の
客
観
的
正
当
性
と
い
う
も
の
を
解
釈
学
的
な
理
解
過
程
の
外

に
求
め
る
こ
と
が
無
目
的
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
理
解
諸
科
学
に
お
け
る

合
理
性
を
理
解
す
る
人
格
性
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
ど
の
よ
う
な
試
み

一
八
九

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
九
五
）



一
九
〇

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
九
六
）

も
失
敗
す
る
も
の
と
定
ま
っ
て
い
る�
。

　

し
か
し
認
識
に
お
け
る
主
観�
客
観�
図
式
の
廃
棄
は
、
た
と
え
ば
状

況
倫
理
学
や
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
へ
と
い
っ
た
主
観
主
義
へ
と
方
向
転

�

�

�

�

�

�

�

�

�

換
す
る
こ
と

�

�

�

�

�

を
決
し
て
意
味
し
て
い
な
い
。
解
釈
学
者
の
思
考
は
瞬
間
の

偶
然
に
捕
ら
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
の
で
は
な
く
、「
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に

立
っ
て
い
る
公
的
な
世
界
の
共
通
の
地
盤
」
と
し
て
の
、「
わ
れ
わ
れ
が

そ
こ
か
ら
生
き
て
き
る
公
的
な
洞
察
の
確
保
さ
れ
た
現
在
高�
」
と
し
て
の

伝
統
の
「
遺
産
」
か
ら
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
解
釈
学
は
、「
理
解
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
伝
承
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
事
物
と
結
び
つ
け
ら
れ
て

お
り
、
伝
統
と
の
連
結
を
有
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
獲
得
し
て
、
伝
承

か
ら
語
る
と
い
う
こ
と�
」
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
形
式
主
義
的
な
合
理

主
義
者
の
す
べ
て
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
伝
統
と
理
性
と

の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
法
則
も
成
り
立
っ
て
い
な
い
と
、
も
う
一
度
言
っ

て
お
こ
う�
。

　

法
の
発
見
が
単
に
当
て
は
め
と
い
う
消
極
的
な
行
為
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
く
、
法
の
発
見
者
が
と
も
に
そ
こ
へ
入
り
込
む
ひ
と
つ
の
形
態
化
的

な
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
は
実
体
的
な
も
の
で
は
い
さ
さ
も
な

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

い�

こ
と
、
そ
れ
は
、
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
『
ヴ
ィ
チ
コ
』
に
言
わ
れ
る
よ

う
に
、「
諸
事
物
の
な
か
に
」
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
す

べ
て
の
法
は
比
例
的
な
性
格

�

�

�

�

�

�

を
有
し
て
い
る
こ
と
、
法
は
何
か
連
関
的
な

（　

）
２４９

（　

）
２５０

（　

）
２５１

（　

）
２５２

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
同
士
の
、
そ
し
て
諸
事
物
と
の
関
係
に
お
い

て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
的
思
考
に

と
っ
て
は
「
開
か
れ
た
シ
ス
テ
ム
」
し
か
、
そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
い
て

「
相
互
主
観
性

�

�

�

�

�

」
し
か
存
在
し
得
な
い
の
は
、
こ
の
さ
い
自
明
の
こ
と
で

あ
る
。

　

意
味
を
帯
び
た
も
の
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
の
純
然
た
る

受
身
的
な
成
り
行
き
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
ね
に
理
解
主
体

の
ひ
と
つ
の
自
己
理
解

�

�

�

�

で
も
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
こ
れ
で
あ
る
（
彼

は
判
定
を
「
法
律
」
か
ら
の
み
受
け
取
り
、
一
定
の
態
様
に
あ
る
そ
の
人

格
か
ら
受
け
取
る
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
裁
判
官
は
、
ひ
と
つ
の
錯

誤
に
、
そ
れ
も
運
命
的
な
錯
誤
に
屈
服
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と

い
う
の
も
、
彼
は
自
分
自
身
に
依
存
し
た
ま
ま
で
あ
る
か
ら
で
あ
る�
）。

理
解
す
る
者
が
「
前
理
解
」（
ヨ
ゼ
フ
・
エ
ッ
サ
ー
）
も
し
く
は
「
前
判

断
」（
ハ
ン
ス
＝
ゲ
オ
ル
ク
・
ガ
ダ
マ
ー
）
を
も
っ
て
テ
キ
ス
ト
に
歩
み
寄

る
場
合
に
の
み
、
彼
は
テ
キ
ス
ト
を
言
語
に
ま
で
持
ち
来
ら
せ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
り
、
彼
が
―
―
彼
を
担
っ
て
い
る
伝
統
の
す
べ
て
と
と
も

に
―
―
理
解
の
地
平
に
と
も
に
入
り
込
む
場
合
に
の
み
、
彼
が
（
暫
定
的

な
）
帰
結
と
し
て
す
で
に
先
取
り
し
て
い
た
も
の
を
、
彼
は
論
証
的
に
根

拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（「
解
釈
学
的
循
環

�

�

�

�

�

�

」
も
し
く
は

「
螺
旋

�

�

」�
。
解
釈
学
は
論
証
理
論
で
は
な
い
が
、
し
か
し
前
者
は
後
者
を

（　

）
２５３

（　

）
２５４



必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
二
、
五
、
四
、
二　

論
証
理
論

　

い
ま
し
が
た
述
べ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
ひ
と
は
解
釈
学
と
論
証
理

論
と
は
密
接
な
親
交
を
結
ん
で
い
る
と
考
え
た
い
気
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
論
証
理
論

�

�

�

�

（������������������

�������������������
）
は
主
と
し
て
分
析
論
に
由
来
し
て
い
る
。
こ

の
由
来
を
、
今
日
で
も
ほ
と
ん
ど
の
論
証
理
論
家
に
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
論
証
理
論
が
教
え
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
を
報
告
す
る
こ
と
は
、
こ

こ
で
は
可
能
で
も
、
ま
た
必
要
で
も
な
い
。
と
く
に
、
ウ
ル
フ
リ
ッ
ト
・

ノ
イ
マ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
法
学
的
論
証
の
当
の

�

�

理
論
と
い
う
も

の
は
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る�
。
現
に
、「
ト
ピ
ッ
ク
論

�

�

�

�

�

」

と
「
レ
ト
リ
ッ
ク
論

�

�

�

�

�

�

」
を
論
証
理
論
の
特
別
な
種
類
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
す
で
に
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ま
さ

に
論
証
理
論
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
「
開
か
れ
た
体
系
」
の
理
念
に
関
し
て

さ
え
、
論
証
理
論
家
た
ち
の
間
で
意
見
の
一
致
を
見
て
い
な
い
。「
開
か

れ
た
」
体
系
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
体
系
で
も
な
く
、
そ

れ
ゆ
え
に
体
系
的
思
考
は
問
題
的
思
考
（
ア
ポ
リ
ア
的
思
考
）
と
い
う
も

の
に
席
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
見
が
（
た
と
え
ば
シ
ュ
レ

ッ
ケ
ン
ベ
ル
ガ
ー
に
よ
っ
て
）
唱
え
ら
れ
る
。
と
も
か
く
も
ど
の
論
証
理

（　

）
２５５

（　

）
２５６

論
家
も
自
然
法
と
実
証
主
義
流
儀
の
閉
じ
ら
れ
た
体
系
と
い
う
も
の
を
弁

護
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
当
て
は
め
思
想
も
ま
た
、
論
証
理
論
と
は
無

縁
で
あ
る
。
そ
の
最
も
重
要
な
諸
帰
結
の
ひ
と
つ
が
ま
さ
に
、
文
法
的
、

論
理
学
的
、
歴
史
的
お
よ
び
体
系
的
解
釈
と
い
う
四
つ
の
「
契
機
」（
論
証

の
様
式
）
の
閉
じ
ら
れ
た
数
し
か
存
在
し
て
い
な
い
と
す
る
（
実
証
主
義

は
こ
の
限
界
づ
け
を
要
求
し
て
い
る
）、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
由
来
す
る
、
今

日
で
も
な
お
完
全
に
は
克
服
さ
れ
て
い
な
い�
解
釈
論
が
誤
り
で
あ
る
こ
と

を
証
明
し
た
こ
と
で
あ
る�
。
法
的
な
諸
判
断
が
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
根
拠
づ

け
ら
れ
る
に
は
、
挙
げ
ら
れ
た
四
つ
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
論
拠
が
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
法
的
安
定
性
も
し
く
は
正
義
の
保

障
、
帰
結
評
価
、
法
感
情
、
実
用
性
、
法
的
統
一
性
等
々
。
可
能
な
論
拠

�

�

�

�

�

の
数
は
原
則
的
に
限
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

。

　

論
証
理
論
の
（
し
か
し
ま
た
他
の
諸
理
論
、
た
と
え
ば
契
約
理
論
の
、

討
議
理
論
の
、
そ
も
そ
も
倫
理
学
の
）
全
く
中
枢
的
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
際
立
っ
て
困
難
な
問
題
は
、
諸
論
拠
の
順
位

�

�

�

�

�

�

を
問
う
問
題
で
あ
る
。
現

に
よ
り
強
い
諸
論
拠
と
よ
り
弱
い
そ
れ
ら
が
、「
勝
者
の
諸
論
拠
」
と

「
敗
者
の
諸
論
拠
」
が
存
在
し
て
い
る
。
様
々
な
段
階
づ
け
の
優
先
原
則

が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
論
理
的
に
必
然
的

�

�

�

�

�

�

�

で
あ
る
よ
う
な
、
純
然

た
る
合
理
的
な
諸
基
準
に
立
脚
し
て
い
る
よ
う
な
段
階
秩
序
と
い
う
も
の

が
存
在
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
事
情
は
、
カ
ー
ル
・
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
が
言

（　

）
２５７

（　

）
２５８

一
九
一

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
九
七
）



一
九
二

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
九
八
）

う
よ
う
に
、「
事
例
か
ら
事
例
へ
と
、
満
足
の
ゆ
く
帰
結
へ
と
導
く
解
釈

方
法
を
選
ぶ
こ
と�
」
が
裁
判
所
の
実
務
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

と
こ
ろ
で
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
そ
の
取
扱
い
を
第
二
、
三

節
で
留
保
さ
れ
て
い
る
方
法
論
議
の
真
っ
只
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
論
証
理
論
を
特
徴
づ
け
て
い
る
い
く
ら
か
の
数
少
な
い
視
点
だ
け
に

注
目
す
る
。

　
「
開
か
れ
た
体
系

�

�

�

�

�

�

」
は
す
で
に
挙
げ
ら
れ
た
―
―
そ
れ
と
も
、
そ
も
そ

も
そ
れ
に
代
わ
る
ど
の
よ
う
な
体
系
も
「
問
題
思
考
」
で
な
い
。

　

次
に
、
解
釈

�

��
規
準
の
完
結
し
た
カ
タ
ロ
グ
は
全
く
存
在
し
な
い

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
論
証
の
数
は
限
ら
れ
て
お
ら
ず
、
支

配
か
ら
免
れ
た
合
理
的
な
討
議
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
許
容
さ
れ
な
け
れ

ば
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
限
り
で
論
証
理
論
は
解
釈
学
と
手
に
手
を
取
り
合
っ
て
互
い
に
進

行
す
る
。

　

と
は
い
え
そ
の
さ
い
、
論
証
理
論
は
、
そ
れ
が
解
釈
学
を
ひ
と
つ
の
非

合
理
的
な
形
而
上
学
と
み
な
す
が
ゆ
え
に
、
反��
解
釈
学
的

�

�

�

�

に
な
る
。
し

か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
先
に
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
誤

謬
で
あ
る
。
解
釈
学
は
合
理
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
非
合
理
的
な
も
の
と

可
能
な
限
り
合
理
的
に
交
わ
る
と
い
う
標
語
に
従
っ
て
、
法
発
見
の
場
合

（　

）
２５９

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、（
全
体
的
ま
た
は
部
分
的
に
）
非
合
理
的
な

諸
々
の
成
り
行
き
と
取
り
組
む
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
論
証
理
論
は
反��
存
在
論
的

�

�

�

�

で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
「
存
在

論
的
」
と
い
う
言
葉
が
無
反
省
に
「
実
体
存
在
論
的
」
に
切
り
詰
め
ら
れ

る
（
解
釈
学
も
実
体
存
在
論
に
は
反
対
で
あ
る
）。
他
で
は
、
論
証
理
論

も
「
存
在
論
的
な
」
含
意
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
は
全
く
疑
い
は

な
い�
。

　

最
後
に
、
論
証
理
論
は
主
観�
客
観
図
式
の
解
釈
論
的
廃
棄
を
と
も
に

す
る
の
で
は
な
く
、
客
観
性

�

�

�

を
主
張
す
る�
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
諸
論
拠
の

完
全
性
と
諸
々
の
偶
然
性
の
排
除
を
さ
え
要
求
す
る�
。
し
か
し
こ
れ
は
ひ

と
つ
の
推
定
上
の
客
観
性
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
論

証
理
論
は
、
分
析
的
法
理
論
も
ま
た
こ
れ
ま
で
に
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た

よ
う
に
、
い
ま
だ
に
自
然
法
と
法
実
証
主
義
を
超
え
出
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
推
定
上
の
客
観
性
が
純
「
論
証
的
合
理
性
」
に
代
わ
る

一
片
の
「
論
証
的
権
威
性
」
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
か�
。

　

大
多
数
の
論
証
理
論
家
が
相
対
主
義
の
問
題

�

�

�

�

�

�

�

を
気
遣
っ
て
い
な
い
か
、

も
し
く
は
ほ
ん
の
周
辺
部
分
で
し
か
気
遣
っ
て
い
な
い
こ
と
も
ま
た
、
こ

の
「
客
観
主
義
」
に
と
っ
て
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、（
あ
る
）
論
証
理

論
の
提
唱
者
の
多
数
が
学
問
と
哲
学
に
お
け
る
多
元
論

�

�

�

を
、
そ
も
そ
も
否

認
す
る
の
で
は
な
く
て
も
、
そ
れ
で
も
む
し
ろ
否
認
す
べ
き
ひ
と
つ
の
現

（　

）
２６０

（　

）
２６１

（　

）
２６２

（　

）
２６３



象
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
こ
の
客
観
要
求
に
特
有
の
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
大
多
数
の
討
議
理
論
家
と
分
か
ち
合
っ
て
い
る
の
も
偶
然

で
は
な
い
ひ
と
つ
の
態
度
―
―
時
代
錯
誤
的
な
態
度
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と

い
う
の
も
、
多
元
論
は
真
理
発
見
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
障
害
で
は
な
く
、

真
理
に
、
も
ち
ろ
ん
「
客
観
的
な
」
真
理
と
い
う
も
の
に
で
は
な
い
（
わ

れ
わ
れ
は
こ
れ
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
―
―
教
会
だ
け
が
こ
れ
を

要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
教
会
は
そ
の
内
的
な

根
拠
を
も
っ
て
反
多
元
論
的
で
あ
る
）
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
「
相
互
主

観
的
な
」
真
理
に
立
ち
至
る
た
め
に
は
最
高
に
重
要
な
ひ
と
つ
の
条
件
で

あ
る
か
ら
で
あ
る�
。

　

ウ
ル
フ
リ
ッ
ト
・
ノ
イ
マ
ン
が
論
証
理
論
の
見
地
か
ら
解
釈
学
を
「
も

ち
ろ
ん
合
意
と
相
互
主
観
性
、
論
証
と
反
省
は
解
釈
学
的
思
考
の
専
門
領

域
で
は
な
い
。
し
か
し
法
学
的
解
釈
学
は
こ
れ
ら
の
契
機
を
、
法
の
分
析

理
論
と
は
異
な
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
を
も
っ
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

分
析
理
論
が
テ
キ
ス
ト
の
意
義
と
相
互
主
観
的
な
了
解
を
、
そ
れ
が
テ
キ

ス
ト
の
意
義
を
全
般
的
な
意
味
論
上
の
原
則
に
従
っ
て
し
か
規
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
互
い
に
引
き
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
に
対
し
て
、
解
釈
学
的
思
考
は
『
正
し
い
』
判
定
と
い
う
も
の
の
構

造
の
成
り
行
き
に
テ
キ
ス
ト
を
組
み
込
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
と
判
断

す
る
と
き
、
確
か
に
彼
は
正
鵠
を
射
て
い
る�
。

（　

）
２６４

（　

）
２６５

二
、
二
、
五
、
五　
「
法
の
一
般
的
諸
原
理（G

eneral

 
       

P
rinciples

of
Law

 
                 

）」
の
理
論

　

自
然
法�
実
証
主
義�
論
争
の
デ
イ
レ
ン
マ
か
ら
抜
け
出
よ
う
と
す
る

試
み
が
、
な
お
い
く
ら
か
存
在
し
て
い
る
。
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ

ら
の
努
力
の
な
か
で
も
特
別
に
興
味
深
く
、
今
日
で
は
激
し
い
議
論
の
対

象
に
な
っ
て
い
る
ひ
と
つ
の
変
形
、
つ
ま
り
は
と
り
わ
け
英
米
法
圏
に
お

い
て
（
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
ィ
ア
法
圏
に
お
い
て
も
）
討
議
さ
れ
て
い
る
法�

の
一
般
的
諸
原
理

�

�

�

�

�

�

�

（����������������������

�������������������������
）
に
注
目
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。
と
こ
ろ
で
「
法
の
一
般
的
諸
原
理
」
と
「
法
の
諸
原
則
」（「
法

的
諸
規
範
」）
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
大

陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
理
論
に
お
い
て
は
長
期
に
わ
た
っ
て
定
着
し
て

い
る�
。
し
か
し
英
米
領
域
に
お
い
て
「
一
般
的
諸
原
理
」
と
「
ル
ー
ル

ズ
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
す
で
に
、
そ
こ
で
の
法
は
ケ
イ

ス
・
ロ
ー
で
あ
っ
て
制
定
法
で
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
ひ
と
つ
の
特
別

な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
う
え
、
英
米
の
理
論
は
新
し
い
、
興

味
深
い
特
色
を
議
論
に
持
ち
込
ん
で
い
る
。

　

一
般
的
な
諸
原
理
に
つ
い
て
語
ら
れ
ま
た
は
書
か
れ
る
場
合
に
は
、
先

ず
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
名
が
浮
か
ん
で
く
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

が
最
初
に
「
一
般
的
諸
原
理
」
と
「
ル
ー
ル
ズ
」
と
の
関
係
を
―
―
い
ず

れ
に
せ
よ
英
米
（
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
ィ
ア
）
法
圏
に
お
い
て
―
―
ひ
と
つ

（　

）
２６６

一
九
三

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
五
九
九
）



一
九
四

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
〇
〇
）

の
理
論
に
ま
で
展
開
し
た
限
り
で
、
こ
れ
は
当
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、

彼
が
先
ず
も
っ
て
こ
の
問
題
を
熟
考
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
私
は

す
で
に
一
九
六
八
年
に
『
命
令
と
規
範
（�����������������

�������������������
）』
を

書
い
て
い
る
ア
ル
フ
・
ロ
ス
を
挙
げ
る
だ
け
に
し
て
お
く�
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
立
場
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
師
Ｈ
・
Ｌ
・

Ａ
・
ハ
ー
ト
の
法
理
論
に
つ
い
て
簡
潔
に
い
く
ら
か
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い�
。
そ
の
実
証
主
義
的
な
分
析
論
か
ら
ハ
ー
ト

は
、（
し
か
し
法
を
も
っ
ぱ
ら
そ
こ
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
慣

習
の
他
で
は
）
規
範
的
な
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
「
ル
ー
ル
ズ

（�����

�����
）」
し
か
認
め
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
ル
ー
ル
ズ
」
は
つ

ね
に
厳
格
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
薄
明
地
帯
」、「
漠
然
と
し

た
余
地
」
を
許
す
。
あ
る
困
難
な
事
例
（「
ハ
ー
ド
・
ケ
イ
ス
」）
が
法
原

則
に
よ
っ
て
一
義
的
に
覆
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官
が
そ
の

裁
量
に
従
っ
て
判
定
を
下
す
。
裁
量
の
幅
の
枠
内
で
あ
れ
ば
つ
ね
に
そ
の

判
定
は
正
し
い
。

　

こ
こ
の
箇
所
で
、
つ
ま
り
は
ハ
ー
ト
が
停
止
す
る
と
こ
ろ
で
ド
ゥ
オ
ー

キ
ン
は
開
始
す
る�
。
裁
判
官
は
ど
の
よ
う
に
し
て
相
異
な
る
見
解
が
そ
こ

で
は
成
り
立
っ
て
い
る
困
難
な
事
例
に
お
い
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

あ
る
一
定
の
判
断
に
達
す
る
の
か
、
と
彼
は
問
う
。
彼
の
見
方
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
解
釈
の
成
り
行
き

�

�

�

�

�

�

�

で
あ
る�
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
だ

（　

）
２６７

（　

）
２６８

（　

）
２６９

（　

）
２７０

け
で
は
ハ
ー
ト
の
立
場
に
対
し
て
何
ら
根
本
的
に
新
規
な
も
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

　

新
規
な
も
の
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
「
ル
ー
ル
ズ
」
だ
け
で
な
く
、

―
―
実
証
主
義
的
な
見
解
と
は
反
対
に
―
―
法
的
に
、
そ
れ
も
立
法
、
行

政
、
司
法
の
三
つ
の
国
家
権
力
に
対
し
て
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
「
法
の

�

�

一
般
的
諸
原
理

�

�

�

�

�

�

」
を
も
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
彼
は
主
と
し
て
法
の

三
つ
の
根
本
的
価
値
、
す
な
わ
ち
正
義
、
公
正
お
よ
び
法
治
国
家
性
を
挙

げ
る
）。
こ
の
意
味
に
お
い
て
彼
は
そ
の
理
論
を
「
実
証
主
義
に
対
す
る

総
攻
撃
（�������������������������

����������������������������
）」
と
し
て
把
握
す
る�
。「
ル

ー
ル
ズ
」
と
「
諸
原
理
」
と
の
間
の
差
異
を
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
前
者
が

す
べ
て
か�
そ
れ
と
も�
無
か
の
機
能
を
有
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
ど
の

よ
う
な
幅
を
も
許
さ
な
い
の
に
対
し
、
後
者
は
比
重
判
定
と
意
義
の
次
元

を
有
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
見
て
い
る
（
わ
が
刑
法
で
は
、
刑
罰
の
幅

の
理
論
と
点
の
理
論
と
の
争
い
に
対
応
し
て
い
る�
）。
こ
れ
と
と
も
に
い

ず
れ
に
せ
よ
、
実
証
主
義
的
な
法
概
念
は
飛
び
越
え
ら
れ
て
い
る
の
で

る
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
は
と
り
わ
け
ハ
ー
ド
・
ケ
イ
ス
の

解
釈
に
当
た
っ
て
は
「
一
般
的
諸
原
理
」
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
彼
は
、
ひ
と
つ
の
事
例
に
と
っ
て
は
つ
ね
に
ひ
と
つ
の

�

�

�

�

正
し
い
解
決

し
か
あ
り
得
な
い
と
確
信
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
、
そ
の
た
め
に
は

（　

）
２７１

（　

）
２７２



選
択
と
い
う
も
の
が
、
裁
量
と
い
う
も
の
が
全
く
存
在
し
て
い
な
い
、
こ

の
た
だ
ひ
と
つ
の

�

�

�

�

正
し
い
解
決
を
見
出
す
た
め
に
は
超
人
的
な
能
力
を
も

っ
た
法
律
家
と
い
う
も
の
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
は

っ
き
り
と
認
識
し
て
い
る
（
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
彼
を
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と

呼
ぶ�
）。
こ
の
「
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」
は
も
ち
ろ
ん
、
ひ
と
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
る
が
、
し
か
し
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
少
な
く
と
も
、
裁
判
官
が
「
薄

明
地
帯
」
の
解
明
の
た
め
に
そ
の
裁
量
権
を
行
使
す
る
に
当
た
っ
て
は

「
一
般
的
な
諸
原
理
」
を
顧
慮
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
理
論
は
こ
の
間
に
多
く
の
者
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
、

修
正
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
に
詳
細
に
立
ち
入
る
こ

と
は
で
き
な
い�
。「
法
の
一
般
的
諸
原
理
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
す
で
に

言
及
さ
れ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
久
し
く
存
在
し
て
い
る
。
最

近
で
は
、
こ
の
よ
う
な
法
的
諸
原
理
を
超
え
る
「
第
三
の
道
」
を
見
出
そ

う
と
す
る
諸
々
の
試
み
も
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
カ
ー
ル
・
ラ
レ
ン

ツ
は
、
も
っ
ぱ
ら
法
的
諸
原
理
―
―
契
約
は
拘
束
す
る
（��������

����������
��������

��������
）、
信
義
誠
実
、
責
任
原
理
、
平
等
取
り
扱
い
原
理
、
比
例
性

原
理
お
よ
び
そ
の
他
い
く
ら
か
の
も
の
―
―
を
超
え
る
だ
け
で
「
正
し
い

法
」
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
立
ち
現
わ
れ
る
数
多
く
の
問
題
の

ひ
と
つ
は
こ
う
で
あ
る
。
法
的
諸
原
理
は
、
も
っ
ぱ
ら

�

�

�

�

そ
こ
か
ら
だ
け
で

�

�

�

正
し
く
具
体
的
な
法
的
諸
判
定
に
至
り
得
る
に
は
、（
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の

（　

）
２７３

（　

）
２７４

場
合
と
は
異
な
っ
て
、
原
理
は
原
則
と
し
て
ど
の
よ
う
な
余
地
を
も
許
さ

な
い
に
せ
よ
）
余
り
に
も
抽
象
的
か
つ
内
容
的
に
貧
弱
で
は
な
い
か�
。
そ

し
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
考
え
る
よ
う
に
、
た
と
え
「
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」
に

対
し
て
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
ひ
と
つ
の

�

�

�

�

、
そ
し
て
た
だ
ひ
と
つ
の
正
し
い

�

�

�

�

�

�

�

�

�

解
決
し
か
存
在
し
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
む
し
ろ
事
情
は
、
規
範
的
な
も

の
の
場
合
で
は
、
ま
さ
に
記
述
的
な
も
の
の
場
合
に
重
要
で
あ
る
「
不
可

能
で
あ
る
」、「
必
然
的
で
あ
る
」、「
強
制
的
で
あ
る
」
と
い
う
話
法
で
は

な
く
、
主
と
し
て
「
納
得
が
ゆ
く
」、「
辻
褄
が
合
っ
て
い
る
」、「
当
を
得

て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
話
法
が
存
在
し
て
い
る
結
果
と
し
て
同
じ
疑
問

に
つ
い
て
の
全
く
複
数
の
相
異
な
る
法
的
見
解
が
等
し
く
「
納
得
が
ゆ

く
」
も
の
で
あ
り
（
法
律
家
は
好
ん
で
「
是
認
で
き
る
」
と
い
う
言
い
方

を
し
て
い
る
）、
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
正
し
い
」
も
の
で
あ
り
得
る
と

い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
疑
問
は
、
い
っ
た
ん
不
問
に
し

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

英
米
の
領
域
で
は
、
伝
統
的
な
実
用
主
義
と
実
証
主
義
か
ら
抜
け
出
よ

う
と
す
る
何
ら
か
の
試
み
が
他
に
も
存
在
し
て
い
る
。
最
近
で
は
「
法
の

�

�

批
判
的
研
究

�

�

�

�

�

（��������������������

����������������������
）」
が
耳
目
を
集
め
て
い
る�
。
し

か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
こ
の
理
論
に

は
、
す
で
に
紙
幅
と
い
う
理
由
か
ら
し
て
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

あ
た
か
も
現
代
の
法
哲
学
は
も
っ
ぱ
ら
英
米
（
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
ィ

（　

）
２７５

（　

）
２７６

一
九
五

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
〇
一
）



一
九
六

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
〇
二
）

ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
多
く
の
場

所
で
支
配
的
な
印
象
は
、
そ
も
そ
も
払
拭
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
現
在
の
法
哲
学
の
い
く
ら
か
で
も
均
整
の
と
れ
た
像
を
伝
え
る
た

め
に
は
、
こ
れ
に
対
し
て
他
の
諸
国
の
法
哲
学
者
た
ち
の

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

き
わ
め
て
数
多

い
努
力
も
ま
た
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
マ
ン
語
諸
国
も
し
く

は
ポ
ー
ラ
ン
ド
だ
け
で
も
考
え
て
見
よ
。「
正
し
い
法
」
―
―
も
し
く

は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
よ
り
良
き
法
―
―
を
追
求
し
て
い
る
努
力
の
す
べ

て
を
描
出
す
る
こ
と
は
、
し
か
し
な
が
ら
本
書
の
枠
を
飛
び
出
す
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
の
各
節
で
は
す
で
に
法
認
識
の
「
如
何
に
」
に
つ
い
て
多
く
話
題

に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
す
で
に
冒
頭
で
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、
法

発
見
の
「
如
何
に
」
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
法
の

「
何
」
に
つ
い
て
は
全
く
問
題
に
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
避

け
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
力
点
を
よ
り
多
く
「
何
」
に
か
、
そ
れ
と
も
よ

り
多
く
「
如
何
に
」
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
以
下
に
お
い

て
わ
れ
わ
れ
は
重
点
的
に
法
認
識
の
「
如
何
に
」
と
、
そ
の
さ
い
と
り
わ

け
法
学
方
法
論
と
取
り
組
む
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、
三　

最
近
の
法
学
方
法
論
の
歴
史
的
展
開

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
諸
問
題
の
側
面
の
も
と

で
の
み
そ
れ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
学
方
法
論
の
最
近
の
歴
史
に

限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る�
。
と
は

い
え
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー
に
よ
る
よ
り
以
前
の
、
そ

し
て
ま
た
外
国
の
（
ロ
マ
ン
ス
語
諸
国
の
、
英
米
の
）
諸
法
の
方
法
の
包

括
的
な
叙
述
を
は
っ
き
り
と
指
示
し
て
お
く
こ
と
が
怠
ら
れ
て
は
な
ら
な

い
。
関
心
の
あ
る
者
は
こ
こ
に
き
わ
め
豊
富
な
教
示
を
見
出
す�
。

二
、
三
、
一　

立
法
理
論

　

こ
の
節
の
始
め
に
立
法
理
論

�

�

�

�

へ
の
簡
潔
な
指
摘
が
、
こ
れ
が
通
例
と
し

て
は
法
学
方
法
論
の
枠
内
で
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
ま
で
の
伝
統
的
な
法
学
方
法
論

は
つ
ね
に
法
律
か
ら
具
体
的
な
法
的
諸
判
定
を
獲
得
す
る
手
続
き
だ
け
を

扱
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
も
っ
て
正
し
い
法
律
に
至
る
方
法
に
つ
い
て
は
、

一
言
も
述
べ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

な
ぜ
そ
う
で
あ
る
の
か
は
、
自
然
法
も
法
実
証
主
義
も
ど
の
よ
う
な
立

法
理
論
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自

然
法
教
義
に
よ
れ
ば
、
実
定
的
法
律
（���������

����������
）
は
前
も
っ
て
与
え

ら
れ
て
い
る
自
然
的
法
律
（������������

�������������
）
か
ら
純
論
理
的
推
論
を
通

し
て
導
き
出
さ
れ
た
（
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
と

信
じ
ら
れ
た
）。
法
実
証
主
義
の
支
配
の
も
と
で
は
立
法
は
学
問
と
し
て

（　

）
２７７

（　

）
２７８



で
は
な
く
、
政
治
の
課
題
と
し
て
通
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

自
然
法
と
法
実
証
主
義
の
時
代
は
こ
の
間
に
過
ぎ
去
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
立
法
も
科
学
的
な
方
法
に
服
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
、
徐
々
に
道

を
切
り
開
い
て
き
た�
。
そ
の
さ
い
立
法
手
続
き
は
、
法
適
用
手
続
き
の
構

造
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
ヴ
ェ
ル
ナ

ー
・
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
も
ま
た
、「
立
法
技
術
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
疑

問
と
処
理
に
わ
た
っ
て
『
裏
返
さ
れ
た
当
て
は
め
』
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
を
話
題
と
し
て
い
る�
。
と
こ
ろ
で
、「
当
て
は
め
」
と

い
う
の
は
、
こ
こ
で
も
そ
こ
で
も
決
定
的
に
方
法
論
的
な
道
具
立
て
で
は

な
く
、
正
し
く
は
、
ひ
と
つ
の
顕
著
な
「
法
定
立
と
法
適
用
と
の
相
補

性
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る�
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
、

な
お
後
に
短
く
叙
述
す
る
で
あ
ろ
う
―
―
た
だ
短
く
と
い
う
の
は
、
残
念

な
が
ら
展
開
は
、
現
代
の
立
法
理
論
が
法
学
方
法
論
と
並
行
し
て

�

�

�

�

�

進
展
し

て
い
る
こ
と
へ
と
導
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
こ
こ
で
修
正
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
三
、
二　

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ

ィ
ニ
ー

　

最
近
の
法
学
方
法
論
は
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
語
圏
に
関
し
て
言
え

ば
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
を
も
っ
て
始

（　

）
２７９

（　

）
２８０

（　

）
２８１

ま
る
（
す
で
に
先
の
二
、
二
、
三
、
三
、
一
参
照�
）。
彼
の
方
法
論
と
そ

の
基
盤
の
う
え
に
出
発
し
た
伝
統
的
な
方
法
論
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た

め
に
、
私
は
、
伝
統
的
な
方
法
論
の
最
も
重
要
な
諸
点
を
描
出
し
て
い
る

二
つ
の
図
表
を
前
置
き
す
る
（
そ
の
さ
い
図
表
７
﹇
二
〇
二�
二
〇
三

頁
﹈
は
技
術
的
な
理
由
か
ら
の
み
独
自
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
も

と
も
と
図
表
６
﹇
二
〇
〇�
二
〇
一
頁
﹈
に
、
そ
れ
も
「
解
釈
」
の
全
く

右
側
に
属
し
て
い
る
）。
こ
れ
ら
の
図
表
は
、
現
代
の
方
法
論
も
こ
の
基

盤
の
う
え
に
構
築
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
作
成

さ
れ
て
い
る
。
現
に
伝
統
的
な
解
釈
規
準
は
、
多
く
の
方
法
論
家
（
マ
ル

チ
ン
・
ク
リ
ー
レ
、
ヨ
ゼ
フ
・
エ
ッ
サ
ー
）
の
意
見
と
は
違
っ
て
、
い
ま

ま
で
に
ど
の
よ
う
な
明
確
な
優
先
原
則
も
見
出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理

由
で
無
価
値
な
の
で
は
な
く
、
す
で
に
読
者
に
は
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
四
つ
の
規
準
以
外
に
他
の
数
多
く
の
論
証
型
が
存
在
し
て
い
る

と
い
う
理
由
で
無
価
値
な
の
で
あ
る
。
法
を
適
用
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
ま

ず
は
い
っ
た
ん
古
典
的
な
諸
論
拠
に
立
ち
止
ま
る
こ
と
は
お
手
の
も
の
で

あ
ろ
う�
。

　

こ
の
二
つ
の
図
表
は
、
法
学
的
方
法
論
に
つ
い
て
の
、
こ
れ
に
続
く
す

べ
て
の
論
述
に
わ
た
っ
て
携
帯
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
図
表
６
を
観
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
法
の
適

用
」
と
「
法
の
発
見
」
と
は
法
的
判
定
過
程
の
二
つ
の
異
な
る
場
面
で
あ

（　

）
２８２

（　

）
２８３

一
九
七

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
〇
三
）



一
九
八

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
〇
四
）

る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
が
伝
統
的
な
方
法
論
の
出
発
点
で
あ
る
。
通
常

事
例
は
「
法
の
適
用
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
あ
る
事
例
を
、
お
そ
ら
く
は

解
釈
を
必
要
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
自
体
と
し
て
完
全
な
（「
適

切
な
」）
規
範
の
も
と
に
（
場
合
に
よ
っ
て
は
複
数
の
規
範
の
も
と
に
）

「
当
て
は
め
る
」
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
バ
ル
バ
ラ
様

式
（�������������

��������������
）」（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
の
第
七
章
﹇
本
書
で
の

ウ
ル
フ
リ
ッ
ト
・
ノ
イ
マ
ン
に
よ
る
「
法
論
理
学
」
の
章
で
あ
る
﹈、

七
、
二
を
見
よ
）
に
従
っ
た
ひ
と
つ
の
純
論
理
学
上
の
三
段
論
法
と
し
て

念
頭
に
浮
か
ぶ
。
つ
ま
り
は
、
た
と
え
ば
こ
う
で
あ
る
。

　
　

す
べ
て
の
謀
殺
者
は
終
身
拘
禁
を
も
っ
て
罰
せ
ら
れ
る

　
　

Ｍ
は
謀
殺
者
で
あ
る

　
　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
　

Ｍ
は
終
身
拘
禁
を
も
っ
て
罰
せ
ら
れ
る

　

こ
の
成
り
行
き
の
場
合
で
は
法
を
適
用
す
る
者
は
消
極
的
で
あ
る
ま
ま

で
あ
る
。
彼
は
ふ
た
つ
の
客
観
的
な
等
級
の
も
の
、
す
な
わ
ち
事
例
と
規

範
を
互
い
に
帰
属
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
ぱ
ら
法
律
が
―
―
例
外
的
に
―
―
欠
缺
し
て
い
る�
と
こ
ろ
、
ど
の

よ
う
な
「
出
来
上
が
っ
た
」
法
規
範
も
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
実
関
係
の
た

（　

）
２８４

め
に
備
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
の
み
、
裁
判
官
が
「
法

発
見
行
為
」
と
い
う
も
の
に
お
い
て
法
創
造
的
に
―
―
い
わ
ば
立
法
者
の

代
理
人
と
し
て
―
―
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
ス
イ
ス
民
法
典
第
一
条
（
図
表
６
、
二
〇
〇
頁
）
を
見
よ
。

　

裁
判
官
が
法
創
造
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
な
い
し
は
行
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
ま
た
ど
の
程
度
ま
で
か
と
い
う
問
題
に
、
法

学
者
は
数
世
代
に
わ
た
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
（
詳
し
く
は
第
五
章

で
）。
わ
れ
わ
れ
は
先
に
（
二
、
二
、
三
、
四
）、
裁
判
官
は
可
能
な
限
り

厳
格
に
法
律
の
文
字
に
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
見
て
き

た
。（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
そ
の
多
は
、
解
釈
禁
止
規
定
が
必
要
で
あ
る

と
さ
え
考
え
た
。）
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
考
慮
も
こ
の
点
に
賭
け
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

そ
の
初
期
に
由
来
す
る
『
法
学
方
法
論
』（
一
八
〇
二
／
一
八
〇
三
年�
）

の
な
か
で
、
彼
は
、
確
か
に
あ
か
ら
さ
ま
に
実
証
主
義
的
で
は
な
か
っ
た

が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
実
証
主
義
的
な
諸
要
素
を
含
ん
で
い
た�
よ
う
な
立

場
を
占
め
た
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
解
釈
を
、「
法
律
に
内
在
し
て
い
る
思
想

の
再
構
成
」
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
た
め
に
彼
は
法
解
釈
の
四
つ
の
規

準
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
そ
れ
以
来
「
古
典
的
解
釈
論
」
と

呼
ば
れ
る
（
ま
た
そ
れ
に
図
表
７
、
二
〇
三
頁
が
基
づ
い
て
い
る�
）。
最

初
の
も
の
は
文
法
的
要
素

�

�

�

�

�

で
あ
る
。
そ
の
対
象
は
、「
立
法
者
の
思
考
か

（　

）
２８５

（　

）
２８６

（　

）
２８７



ら
わ
れ
わ
れ
の
思
考
へ
の
移
行
を
媒
介
す
る
」
言
葉
で
あ
る
。
第
二
の
も

の
と
し
て
論
理
的
要
素

�

�

�

�

�

が
加
わ
る
。
そ
の
対
象
は
思
想
の
分
類
整
理
で
あ

り
、
個
々
の
部
分
が
そ
の
な
か
で
互
い
に
成
り
立
っ
て
い
る
論
理
的
な
関

係
で
あ
る
。
第
三
の
も
の
は
歴
史
的
要
素

�

�

�

�

�

で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
制
定
さ

れ
た
法
律
の
時
点
に
お
い
て
現
存
し
て
い
る
法
事
情
の
た
め
に
法
原
則
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
状
態
」
に
か
か
わ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
第
四
に
体�

系
的
要
素

�

�

�

�

で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
法
制
度
と
法
原
則
の
す
べ
て
を
ひ
と
つ

の
大
き
な
統
一
へ
と
結
び
つ
け
る
内
的
な
関
連
」
に
関
係
し
て
い
る
。

　

こ
の
図
式
に
は
「
拡
張
」
解
釈
と
「
縮
小
」
解
釈
が
見
ら
れ
な
い
。
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
は
そ
れ
ら
を
、
そ
れ
ら
が
立
法
者
の
立
場
を
超
え
て
い
る
が
ゆ

え
に
許
さ
れ
な
い
と
考
え
た
。
決
定
的
な
解
釈
基
準
は
歴
史
的
立
法
者
の

意
志
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
「
主
観
的

解
釈
説
」
を
信
奉
し
た
。
法
律
の
意
味
ま
た
は
目
的
（「
法
律
の
根
本
義

（����������

�����������
）」
な
い
し
は
「
法
の
根
本
義
（��������

���������
）」
に
準
拠
す
る

「
客
観
的
な
い
し
は
目
的
論
的
解
釈
説
」
を
彼
は
、
法
律
の
目
的
は
法
律

の
内
容
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
づ
け
を
も
っ
て
否
認
し
た
。
こ
れ

は
全
く
実
証
主
義
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の

も
、
法
実
証
主
義
は
確
か
に
ま
さ
に
そ
の
意
味
に
向
け
て
法
律
を
超
え
る

と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
理
論
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か

ら
主
観
説
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
わ
た
っ
て
法
実
証
主
義
の
理
想
郷
で
あ
っ

た
。
そ
の
最
も
重
要
な
切
り
札
は
法
的
安
定
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

客
観
主
義
者
は
正
当
に
も
、
生
活
諸
関
係
の
絶
え
間
の
な
い
変
化
が
顧
慮

さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
は
硬
直
し
、
そ
こ
か
ら
不
当
な
諸
帰
結
を

も
た
ら
さ
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
（
法
の
歴
史
性
）。

し
か
し
よ
く
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
極
端
な
客
観
説
と
い

う
も
の
は
裁
判
官
を
法
律
の
破
壊
者
（��������������

���������������
）
に
し
、
権
力

分
立
原
理
に
違
反
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

振
り
子
は
時
に
は
よ
り
多
く
客
観
説
へ
と
向
け
て
、
ま
た
別
の
時
に
は
よ

り
多
く
主
観
説
へ
向
け
て
打
つ
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で

あ
る�
。

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
も
こ
の
点
（
そ
し
て
こ
の
点
だ
け
に
限
ら
ず
）
に
お
い

て
ひ
と
つ
の
変
化
が
あ
っ
た
。
彼
は
ど
の
み
ち
そ
の
初
期
に
お
い
て
も
純

然
た
る
主
観
主
義
者
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う

の
も
彼
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
欠
缺
補
充
の
た
め
の
類
推
を
許
容
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
も
ち
ろ
ん
、
類
推
は
そ
れ
自
体
か
ら
生
じ
る
実

定
的
法
律
の
補
充
で
あ
る
と
考
え
た
。
彼
は
そ
の
後
の
後
期
（『
現
代
の

使
命
』﹇
先
の
二
、
二
、
三
、
三
、
一
﹈
お
よ
び
『
現
代
の
ロ
ー
マ
法
体

系
』）
に
お
い
て
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
し
か
し
次
い
で
、
そ
も
そ
も
そ
の
『
方

法
論
』
の
立
場
か
ら
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
一
線
を
画
し
た
。
法
律
の
優

位
は
い
ま
で
は
も
は
や
謳
わ
れ
ず
、
本
来
的
な
法
源
は
む
し
ろ
「
国
民
精

（　

）
２８８

一
九
九

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
〇
五
）



二
〇
〇

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
〇
六
）

図表６

評価すべき事例がある法規範に規定されていない。ないしは、直接的には規定
されていない。しかし充足可能な欠缺が問題になるのは、法律の「計画に反す
る」欠缺の場合であって、法律の「根拠のある沈黙」の場合ではない。過失自
傷の不処罰はたとえば、意図的である（刑法では悪しき方法にて獲得されたる
（������������	
�）類推は禁じられているという理由からしてすでに、ここで
はもちろん、「欠缺充足」というものは為し得ない。）――とはいえ、誰の「計
画」が決定的なのか、誰によってある規定が「予期」されるのか。歴史的

� � �

立法
者か、それとも構想された今日の立法者

� � � � � � � � � � �

というものか。あるいは、現実の歴史
的立法者としての今日の立法者か（�．ヤール）。

いわゆる法の発見
� � � � � � � �

法的諸規範の追加効果
「欠缺補充

� � � �

」

個別的に適合する法的諸規範が欠如するばかりでなく、むしろ法規範の全体が
規定されていない。例：譲渡担保。法のこの継続形式には、いわゆる目的論的

� � � �

縮小
� �

、言い換えれば、ある規範の核心領域さえ限定することが含まれる。たと
えば刑法第二六六条の縮小＝財産管理義務の侵害に向けられた背任。有名なス
イス民法典第一条第二項を見よ（オイゲン・フーバーの創作）：「法律は、それ
が文言もしくは解釈によればそれらのためにある規定を含んでいるすべての法
律問題に適用される。法律からいかなる規定も読み取ることができない場合
は、裁判官は慣習法に従って判断し、慣習法が欠如しているところでは、彼が
立法者として提示したであろう原則に従って判断する。彼はその場合、確証さ
れた理論と伝承に従う。」立法者としての「王君のような」裁判官！

裁判官による自由な
� � � � � � � � �

法形成
� � �



二
〇
一

法
哲
学
の
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題
史
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同
志
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（
六
〇
七
）

（伝統的な、Ｆ．Ｃ．サヴィニーによって基礎づけされた方法論に基づく）
法学的方法

いわゆる法の適用
� � � � � � � �

ある事例のある法規範のもとへの「当てはめ」
における法的諸規範の直接的効果

方法の選択
� � � � �

、優先原則の決定の場合に問題になっているのは価値的諸判定
� � � � � �

で
ある。その最も重要な手段は反省

� �

、論証
� �

、討論
� �

である。

存
�

　在
�

法律を顧慮した事例から
の事実
関係の解明
「構成」

当
�

　為
�

事例を配慮した
法規範からの構成
要件の解明
「解釈」

「演　繹」

「同時」の様式における帰納
関係
相応化
類似
法とは「存在と当為との相
応化である」。（Ａ・カウフ
マン）

逆転推論
� � � �

反対からの論証��������	�����
���������（例：��������	�


��ある
財物の窃盗だけが処罰可能である
ことから、電気エネルギー窃盗は
刑法第二四二条に該当しない）。

類似からの証明��������	�����
��������より堅固なものからの論
証���������	�����
��	�����（より大
なるものから、より小なるもの
へ。��������������	
�������	����
��������	）も、これに属する。法
的諸擬制はその本質からして法律
によって整理された類比である。

類比
� �

（狭義）
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〇
二

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
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〇
八
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図表７

帰結からの推論
� � � � � � �

拡張的解釈
� � � � �

法的諸規範の文言を超
えて拡大された解釈。

文言の意味を超えない。
その可能な意味の言葉
に限定。

縮小的解釈
� � � � �

目的論的縮小
� � � � � �

、言い換
えれば、ある法規範の
核心領域さえ狭小化す
ることは、もはや「解
釈」ではなく、―いく
ぶん類推と同様に―法
規範の補充である：法
規範の継続形成。規範
変更的縮小（図表６を
見よ）。

�������１，２９９：「ある法律の解釈に
とっての尺度となるのは、それに表
現されている客観化されている立法
者の意志、ならびに法律規定の文言、
意味連関ならびに認識可能な規定の
目的から明らかになる意志である。」
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法学的解釈
法的諸規範の内容と射程の解明
伝統的な、Ｆ・Ｃ・フォン・サヴィニーによって基礎づけられた方法論を基盤として

手段による区別
� � � � � � �

フォン・サヴィニー：
解釈とは法律に内在す
る思想の再現である。
四要素：
１．文法的要素
２．論理的要素
３．歴史的要素
４．体系的要素

客観的解釈
� � � � �

法律の客観的な意味。
ある構想された歴史的
立法者という尺度。問
題！→活気性

主観的
� � �

（歴史的
� � �

）解釈
� �

歴史的立法者または現
実の歴史的立法者とし
ての今日の立法者（�．
ヤール）問題！→法的
安定性

文法的または哲学的解釈
� � � � � � � � � � �

考えられたものの追考：認識された
ものの認識、文言、言語使用、可能
な言葉の意味、ある規範の核心領域
と周辺領域との区別。文脈：ヴィト
ゲンシュタイン：ある言葉の意味は
言語におけるその慣用にある。

ある考えられたものの正当
性についての思考、継続思
考、窮極思考。

論理学的
� � � �

�体系論的解釈
� � � � � �

形式論理学的解釈
� � � � � � � �

諸概念から法的諸
効果が推論される。
「概念法学」

目的論的解釈
� � � � � �

ある個別規範の目
的、意味を問う問
題―法律の根本義
（����������	）、な
いしは複数の法秩
序または全体とし
ての法秩序―法の
根 本 義（����������
��）：「利益法学」
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〇
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神
」
で
あ
る
。
法
的
諸
原
則
は
法
的
諸
制
度
、
類
型
的
な
生
活
諸
関
係
か

ら
の
直
観
と
抽
象
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
拡
張
お
よ

び
縮
小
解
釈
は
許
容
さ
れ
る
。
目
的
論
的
解
釈
も
ま
た
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は

こ
の
点
で
は
控
え
目
で
あ
り
続
け
た
に
せ
よ
、
も
は
や
厳
格
に
非
難
さ
れ

な
い
。
法
律
の
「
根
拠
」
か
ら
の
、
も
し
く
は
「
一
般
的
な
法
思
想
」
か

ら
の
解
釈
は
も
は
や
解
釈
で
は
な
く
、
裁
判
官
の
権
限
に
は
属
し
て
い
な

い
法
の
継
続
形
成
で
あ
ろ
う
。

　

方
法
選
択
と
い
う
中
枢
問
題
に
つ
い
て
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
四
つ
の
規

準
の
順
位
と
い
う
も
の
を
必
要
と
し
て
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
と
い
う
も
、
こ
れ
ら
の
規
準
は
、「
そ
の
も
と
で
任
意
に
選
択
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
解
釈
の
四
種
類
で
は
な
く
、
解
釈
に
成
功
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ひ
と
つ
に
な
っ
て
効
を
奏
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
相
異
な
る
行
動
で
あ
る�
」
か
ら
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
ま
た
、

古
典
的
な
解
釈
諸
論
拠
の
も
と
で
完
全
に
調
和
の
と
れ
た
状
態
が
成
り
立

っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
見
て
い
る
（
図
表
７
、
二
〇
二
頁
）
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
カ
ー
ル
・
エ
ン
ギ
シ
ュ
が
「
彼
は
用
い
ら
れ
る
定
式

化
に
よ
っ
て
問
題
を
覆
い
隠
し
て
い
る
」
と
し
て
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
を
非
難
す

る
と
き
、
彼
は
確
か
に
正
し
い
。
現
実
に
は
こ
の
方
法
が
矛
盾
し
た
諸
帰

結
に
導
く
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
裁
判
所
の
実
務

に
は
し
ば
し
ば
、「
事
例
か
ら
事
例
に
か
け
て
満
足
の
ゆ
く
帰
結
に
導
く

（　

）
２８９

解
釈
方
法
を
選
ぶ
」
と
い
う
処
理
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る�
。

二
、
三
、
三　

概
念
法
学

　

裁
判
官
の
法
創
造
禁
止
は
、
法
律
に
は
欠
缺
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う

理
由
か
ら
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
ど
の
解
釈
も
解
釈
者
が
主
体
と
し
て
と

も
に
演
じ
る
法
律
の
任
意
な
処
理
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

や
が
て
こ
れ
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
の
実
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
事
情
を
公
然
と
容
認
す
る
に
は
、
い
ま
だ
長
く

期
は
熟
し
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
相
異
な
る
種
類
の
論
証
を
通
し
て
主

観�
客
観�
図
式
を
維
持
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み

の
ひ
と
つ
が
、
十
九
世
紀
に
数
多
く
の
帰
依
者
を
有
し
て
い
た
概
念
法
学

�

�

�

�

で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
方
法
は
今
日
で
も
な
お
、
意
識
的
か
無
意
識
的

か
を
問
わ
ず
、
多
く
の
法
律
家
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

必
ず
し
も
無
条
件
的
に
実
証
主
義
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
の
概
念
法
学
に
と
っ
て
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
法
的
諸
命
題
の
諸
概
念

か
ら
の
演
繹
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
法
人
」
と
い
う
概
念
か
ら
、
法
人

は
「
人
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
侮
辱
能
力
と
刑
罰
感
受
能
力
を
有
し
て
い

る
と
い
う
帰
結
が
導
き
出
さ
れ
る
。
諸
概
念
が
認
識
源
と
し
て
役
立
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
本
質
か
ら
実
存
が
帰
結
す
る
こ
と
に
な

（　

）
２９０



る
こ
の
存
在
論
主
義
の
う
え
に
、「
最
も
完
全
な
存
在
」
と
い
う
概
念
か

ら
必
然
的
に
そ
の
実
存
が
証
明
さ
れ
る
と
い
う
、
あ
の
有
名
な
神
の
存
在

論
的
証
明
が
基
づ
い
て
い
る
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
完
全
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
）。

　

概
念
法
学
の
方
法
は
、
法
律
は
そ
れ
自
体
か
ら
、
生
活
諸
事
情
に
関
連

づ
け
る
こ
と
な
く
、
生
産
的
で
あ
る
こ
と
の
証
明
の
た
め
に
、
そ
の
提
唱

者
た
ち
に
役
立
て
ら
れ
た
。
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
プ
フ
タ
は

そ
の
『
諸
制
度
の
課
程
』（
一
八
四
一
年
）
の
第
一
巻
の
な
か
で
、
そ
の
頂

点
に
ひ
と
つ
の
最
高
の
概
念
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
は
ま
ず
き
わ

め
て
抽
象
的
か
つ
一
般
的
な
諸
概
念
が
、
次
い
で
そ
れ
ら
か
ら
は
し
か
し

再
び
、
よ
り
具
体
的
で
内
容
的
な
諸
々
の
概
念
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う

よ
う
な
全
「
概
念
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
と
い
う
も
の
を
展
開
し
た
。
ラ
レ
ン
ツ

は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
描
出
し
て
い
る
。「
層
か
ら
層
に
か
け
て
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
は
広
が
り
を
失
っ
て
ゆ
き
つ
つ
高
さ
を
獲
得
す
る
。
広
が
り
が
、
言

い
換
え
れ
ば
素
材
の
充
満
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
高
度
は
、
言
い

換
え
れ
ば
見
通
し
は
わ
ず
か
に
な
る
―
―
そ
し
て
逆
も
真
で
あ
る
。
広
が

り
は
、
あ
る
『
抽
象
的
な
』
概
念
の
内
容
に
、
高
さ
は
そ
の
範
囲
（
適
用

領
域
）
に
対
応
す
る
。
頂
点
に
最
も
普
遍
的
な
概
念
が
置
か
れ
て
お
り
、

そ
の
も
と
に
残
り
の
す
べ
て
の
概
念
が
、
つ
ま
り
は
種
と
亜
種
に
属
す
る

諸
概
念
が
当
て
は
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
へ
は
基
盤
の
ど
の
点
か
ら

も
、
一
連
の
中
間
項
を
通
し
て
、
そ
の
つ
ど
特
殊
性
を
脱
落
さ
せ
て
ゆ
く

と
い
う
や
り
方
で
登
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
、
論
理
的
体
系
の
理

想
は
完
結
す
る�
。」
プ
フ
タ
は
こ
れ
を
ま
さ
に
『
概
念
の
系
譜
学
』
と
呼

ぶ
。
合
理
主
義
的
な
自
然
法
の
方
法
と
の
類
縁
性
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く

る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
と
い
う
の
も
、
自
然
法
と
実
証
主
義
と
は
方
法
的
に
密
接
な
類
縁
関

係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
両
者
は
と
も
に
、
法
を
よ
り
高
い
、

最
終
的
に
は
最
高
の
当
為
か
ら
演
繹
的
に

�

�

�

�

導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
信

じ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
問
題
は
つ
ね
に
次
の
こ
と

「
の
み
」
で
あ
る
。
導
き
出
さ
れ
る
概
念
す
べ
の
内
容
を
と
も
に
規
定
す

る
最
高
の
概
念
の
内
容
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
こ

で
の
ひ
と
つ
の
循
環
に
ど
う
対
応
す
る
の
か
。

　

プ
フ
タ
は
い
ま
だ
最
高
の
概
念
の
法
倫
理
的
内
実
と
い
う
も
の
を
想
定

し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
エ
ー
リ
ン
グ
（
一

八
一
八
―
一
八
九
二
年
）
は
こ
の
前
提
を
脱
落
さ
せ
、
純
帰
納
的
に

�

�

�

�

処
理

す
る
。
彼
は
そ
の
初
期
の
作
品
の
な
か
で
、
彼
が
後
に
自
ら
に
辛
辣
な
嘲

笑
を
浴
び
せ
る
こ
と
に
な
っ
た�
自
然
史
的
方
法
と
い
う
も
の
を
提
唱
し

た
。
時
代
は
、
法
学
が
自
然
諸
科
学
の
思
考
方
法
に
準
拠
す
る
自
然
主
義

�

�

�

�

の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
風
変
わ
っ
た
開
花
に
駆
り
立
て
た
。「
諸
概

念
は
生
産
的
で
あ
る
。
そ
れ
は�
対�
に
な
っ
て
新
し
い
概
念
を
生
み
出
す�
」

つ
い

（　

）
２９１

（　

）
２９２

（　

）
２９３

二
〇
五

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
一
一
）



二
〇
六

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
一
二
）

と
い
う
イ
エ
ー
リ
ン
グ
の
文
は
よ
く
引
用
さ
れ
る
。
も
し
く
は
、
彼
は
こ

の
構
成
法
学
を
こ
う
特
徴
づ
け
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
が
「
現
存
し
得
な

く
も
な
い
と
い
う
理
由
か
ら�
」
新
し
い
法
的
諸
命
題
の
発
見
へ
と
導
く
、

と
。

　

だ
が
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
こ
れ
を
続
け
て
追
跡
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
概

念
法
学
の
時
代
か
ら
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ヴ
ィ
ン
ド
シ
ャ
イ
ト
（
一
八
一
七

―
一
八
九
二
年�
）
に
言
及
す
る
だ
け
に
し
て
お
こ
う
。
彼
は
先
に
（
二
、

二
、
三
、
四
）
す
で
に
描
出
さ
れ
た
あ
の
「
正
統
な
」
実
証
主
義
を
提
唱

し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
倫
理
的
な
実
体
を
も
っ
て
前
提
と
さ

れ
る
立
法
者
と
い
う
も
の
は
、
単
に
鶴
の
一
声
を
発
す
る
だ
け
で
は
な
い

立
法
者
と
い
う
も
の
は
、
法
律
の
な
か
に
「
諸
国
民
の
理
性
」
を
表
現
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
レ
ン
ツ
は
「
立
法
者
の
理
性
に
対
す
る
信
念
を
通

し
て
法
律
実
証
主
義
は
緩
和
さ
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る�
。
と

こ
ろ
で
、
そ
の
実
証
主
義
を
す
で
に
心
理
学
的
な
も
の
に
向
き
を
変
え
て

い
る
ヴ
ィ
ン
ド
シ
ャ
イ
ド
は
、
方
法
問
題
に
お
い
て
も
ひ
と
つ
の
き
わ
め

て
穏
健
な
立
場
を
占
め
た
。
確
か
に
彼
は
実
証
主
義
者
と
し
て
主
観
的
解

釈
説
に
賛
意
を
表
し
た
が
、
し
か
し
立
法
者
の
「
意
志
」
を
理
想
化
し

た
。
こ
の
意
志
の
「
客
観
的
な
理
性
性
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
実
際
的
に
、
そ
の
危
険
を
被
る
こ
と

な
く
、
客
観
説
に
接
近
す
る
よ
う
な
位
置
に
関
係
づ
け
た
の
で
あ
る
。

（　

）
２９４

（　

）
２９５

（　

）
２９６

　

続
く
時
代
に
お
い
て
、
つ
ま
り
は
十
九
世
紀
の
後
半
と
二
十
世
紀
の
前

半
に
お
い
て
は
、
し
か
し
次
い
で
客
観
的
解
釈
説
が
ま
す
ま
す
そ
の
真
価

を
発
揮
し
た
。
カ
ー
ル
・
ビ
ン
デ
イ
ン
グ
、
ア
ド
ル
フ
・
ヴ
ァ
ッ
ハ
、
ヨ

ゼ
フ
・
コ
ー
ラ
ー
、
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ザ

ウ
ア
ー
。
こ
の
転
換
は
主
と
し
て
、
形
式
主
義
的
な
概
念
法
学
が
法
の
ま

す
ま
す
大
き
な
空
虚
化
へ
と
導
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
。

客
観
的
解
釈
説
を
用
い
て
い
ま
や
抽
象
的
な
法
律
概
念
が
再
び
意
味
を
も

っ
て
濃
縮
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
ラ
ー
ト
ブ
ル

フ
に
、
法
学
的
解
釈
は
「
認
識
さ
れ
た
も
の
の
認
識
」
で
は
な
く
、「
前

に
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
後
か
ら
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
考
え
ら
れ
た
も

の
を
突
き
詰
め
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
」
―
―
「
解
釈
者
は
法
律
を
、
そ

の
創
造
者
が
そ
れ
を
理
解
し
た
よ
り
も
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
律
は
そ
の
起
草
者
よ
り
も
賢
明
で
あ
り
得
る
―
―
そ
れ
は
そ
の
起
草
者

よ
り
も
賢
明
で
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い�
」
と
謳
わ
れ
て
い
る
。
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
は
法
律
で
あ
っ
て
、
立
法
者
で
は
な
い
―
―
も
し
く
は
ホ

ッ
ブ
ス
と
と
も
に
言
え
ば
、「
立
法
者
と
は
、
そ
の
権
威
に
よ
っ
て
法
律

が
ま
ず
作
り
出
さ
れ
た
者
で
は
な
く
、
そ
の
権
威
を
通
し
て
そ
れ
が
法
律

で
あ
る
こ
と
を
継
続
さ
せ
る
者
で
あ
る�
」。

（　

）
２９７

（　

）
２９８



二
、
三
、
四　

経
験
的
法
実
証
主
義

　

客
観
的
解
釈
説
は
、
法
律
の
諸
概
念
を
、
意
味

�

�

を
も
っ
て
濃
縮
さ
せ
よ

う
と
す
る
。
し
か
し
、
で
は
、
こ
の
意
味
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の

か
。
概
念
法
学
者
た
ち
は
そ
れ
を
法
律
に
求
め
た
。「
内
在
的
な
目
的
論
」

が
話
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
律
の
諸
概
念
を
「
一
対
化
す

る
」
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
の
意
味
空
虚
化
へ
と
導
く
ば
か
り
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
の
外

に
あ
る
何
か
契
機
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
そ
れ
も
自
然
法
に
立
ち
帰
る

こ
と
は
議
論
の
対
象
外
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
的
な
諸
事
実
に
つ

い
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
経
験
的
法
実
証
主
義

�

�

�

�

�

�

�

�

が
始

ま
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
を
内
心
的
な
世
界
の
ひ
と
つ
の
出
来
事
と

し
て
、
心
理
学
上
の
事
実
と
し
て
把
握
す
る
か
、
も
し
く
は
外
部
的
な
世

界
の
ひ
と
つ
の
出
来
事
と
し
て
、
社
会
学
上
の
事
実
と
し
て
把
握
す
る
。

こ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
不
問
に
付
せ
ら
れ
て
い
た
領
域
が
法
学
の
視

界
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
続
く
時
代
の
き
わ
め
て
稔
り
多
い

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
法
的
諸
事
実
に
向

け
て
方
向
を
調
整
す
る
こ
と
は
、
法
に
固
有
の
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
の
規

範
性
が
視
界
か
ら
失
わ
れ
、
ま
た
こ
の
こ
と
が
諸
々
の
結
果
を
も
た
ら
す

こ
と
に
な
っ
た�
。

二
、
三
、
四
、
一　

エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ド
ル
フ
・
ビ
ー
ア
リ
ン

グ

　

エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ド
ル
フ
・
ビ
ー
ア
リ
ン
グ
（
一
八
四
一
―
一
九
一
九

年
）
と
と
も
に
、
本
来
の
心
理
学
的
法
理
論

�

�

�

�

�

�

�

が
始
ま
る�
。
経
験
的
実
証
主

義
の
提
唱
者
た
ち
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
法
の
妥
当
を
証
明
す
る
こ
と

の
難
点
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
彼
等
は
こ
の

妥
当
を
何
ら
か
の
価
値
（「
法
理
念
」）
の
な
か
に
で
は
な
く
、
何
ら
か
の

出
来
事
の
な
か
に
し
か
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

さ
い
二
つ
の
出
来
事
、
す
な
わ
ち
承
認
と
権
力

�

�

�

�

�

、
合
意
と
大
権

�

�

�

�

�

に
考
慮
が

払
わ
れ
る
。
ビ
ー
ア
リ
ン
グ
は
最
初
の
道
を
踏
み
出
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば

法
と
は
、
社
会
の
な
か
で
そ
れ
自
体
と
し
て
承
認
さ
れ
る

�

�

�

�

�

と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
法
に
承
認
を
拒
絶
す
る
人
々
は
ど
う
す

る
の
か
と
い
う
疑
問
が
直
ち
に
高
ま
っ
て
く
る
。
ビ
ー
ア
リ
ン
グ
は
、
承

認
は
持
続
的
な
習
慣
性
の
態
度
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
間
接
的
な
承
認
で
十

分
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
法
に
全
く
意
識
的
に
反
対
す
る
者
、
た

と
え
ば
確
信
犯
人
に
対
し
て
も
法
は
妥
当
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
、
こ

れ
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル

が
、
法
を
破
る
者
は
、
こ
れ
を
論
理�
必
然
的
に
承
認
し
て
い
る
と
い
う

（　

）
２９９

（　

）
３００

二
〇
七

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
一
三
）



二
〇
八

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
一
四
）

考
え
を
思
い
つ
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
窃
盗
犯
人
は
確
か
に
所
有
権
を
手

に
入
れ
よ
う
と
す
る
と
と
も
に
、
必
然
的
に
そ
の
法
的
保
護
を
肯
定
し
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
答
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
承
認
は
ひ
と
つ
の
心
理
的
現
象
で
あ
っ
て
論
理
学
的
現
象
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
近
で
は
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
が
承
認

を
機
能
主
義
的
に
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
承
認
は
確

信
か
ら
の
賛
同
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
複
雑
な
社
会
に
お
い
て

は
、
法
に
服
従
す
る
者
も
機
能
す
る
場
合
、
彼
が
可
能
な
限
り
障
害
か
ら

免
れ
て
い
る
こ
と
を
学
習
し
、
シ
ス
テ
ム
に
順
応
し
て
い
る
場
合
に
の

み
、
シ
ス
テ
ム
は
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う

の
も
、
彼
も
ま
た
全
シ
ス
テ
ム
の
一
部
で
あ
る
結
果
と
し
て
、
最
終
的
に

は
シ
ス
テ
ム
自
体
が
承
認
を
産
み
出
す
か
ら
で
あ
る�
。
―
―
ビ
ー
ア
リ
ン

グ
に
立
ち
返
る
と
、
彼
に
つ
い
て
な
お
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

彼
は
客
観
的
解
釈
説
の
歴
然
と
し
た
敵
対
者
で
あ
っ
た
と
う
こ
と
で
あ

る
。
彼
に
よ
る
と
、
法
律
の
解
釈
と
は
、
成
立
史
（「
法
律
の
素
材
」）
を

手
が
か
り
と
し
て
法
律
の
精
神
で
は
な
く
、
立
法
者
の
現
実
の
意
思
を
究

明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
精
神
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
こ
ろ
で
は
、「
信
義
と
誠
実
に
従
っ
て
」
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（　

）
３０１

二
、
三
、
四
、
二　

ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
エ
ー
リ
ン
グ

　

先
に
（
二
、
三
、
三
）
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ル
ド
ル
フ
・
フ

ォ
ン
・
イ
エ
ー
リ
ン
グ
（
そ
の
著
書
『
権
利
の
た
め
の
闘
争
』（
一
八
七
二

年
）﹇
村
上
純
一
訳
、
岩
波
文
庫
﹈
は
世
界
に
広
が
る
声
望
を
博
し
て
い

る
）
は
、
彼
に
よ
っ
て
初
期
に
提
唱
さ
れ
た
構
成
法
学
か
ら
後
に
身
を
引

き
離
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
は
、
と
り
わ
け
二
巻
か
ら
な

る
著
作
『
法
に
お
け
る
目
的
』（
一
八
七
七
／
一
八
八
三
年
）
に
お
い
て
で

あ
る
。
こ
の
著
作
の
モ
ッ
ト
ー

：「
目
的
が
全
法
の
創
造
者
で
あ
る
」
は

新
し
い
方
向
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
イ
エ
ー
リ
ン
グ
は
「
論
理
的
な
も

の
礼
賛
」
に
決
然
と
反
対
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
法
学

は
数
学
で
は
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
決
定
的
な
の
は
目

的
的
考
察
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
諸
々
の
目
的
が
法
を
独
自
に
も
た
ら
す
の

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
疑
問
は
目
的
主
体
に
向
け
て
投
げ
掛
け
ら
れ
る
。

イ
エ
ー
リ
ン
グ
は
、
彼
が
「
各
人
は
、
彼
が
そ
こ
で
他
人
の
た
め
に
、
自

分
の
た
め
に
も
、
ま
た
自
分
の
た
め
に
、
他
人
の
た
め
に
も
と
い
う
よ
う

に
行
為
す
る
と
い
う
、
共
通
し
て
い
る
諸
目
的
の
た
め
に
協
働
す
る
こ

と
」
と
し
て
理
解
し
た
社
会
が
本
来
の
立
法
者
で
あ
る
と
み
な
し
た�
。
こ

れ
と
の
一
風
変
わ
っ
た
矛
盾
に
お
い
て
、
し
か
し
彼
は
国
家
の
法
定
立
独

占
と
い
う
法
律
実
証
主
義
的
な
見
解
に
固
執
し
た
。「
法
と
は
、
あ
る
国

家
に
妥
当
し
て
い
る
強
制
規
範
の
総
体
で
あ
る
…
…
。
国
家
は
法
の
唯
一

（　

）
３０２



の
起
源
（
で
あ
る�
）。」
し
か
し
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
法
は
、
そ
れ

が
そ
の
内
容
を
受
け
取
る
社
会
的
な
目
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
。「
法
命

題
の
す
べ
て
は
、
社
会
の
生
活
諸
条
件
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る�
」
と
謳
わ
れ
る
。
イ
エ
ー
リ
ン
グ
は
も
は
や
論
理
学
的
に
、
そ
し
て

ま
た
心
理
学
的
に
も
論
証
せ
ず
、
社
会
学
的�
功
利
主
義
的
に
論
証
し
た

（
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
す
で
に
、
後
に
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
取
り

組
む
こ
と
に
な
っ
た
目
的
合
理
性
と
価
値
合
理
性
と
の
関
係
の
問
題
に
言

及
さ
れ
て
い
る�
）。
で
は
、
諸
々
の
目
的
の
評
価
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く

る
の
か
。
こ
れ
は
、
彼
の
法
学
の
、
そ
し
て
少
な
か
ら
ず
、
彼
に
そ
の
創

始
者
を
有
し
て
い
た
利
益
法
学
の
ア
キ
レ
ス
腱
で
あ
る
。

二
、
三
、
四
、
三　

利
益
法
学

　
「
利
益
法
学

�

�

�

�

」�
に
よ
っ
て
法
学
の
概
念
法
学
か
ら
の
完
全
な
解
放
が
な

し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
論
理
学
の
優
位
で
は
な
く
、
生

活
諸
価
値
の
優
位
を
！　
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
時
と
し
て
き
わ

め
て
憂
慮
す
べ
き
法
律
の
概
念
性
に
対
す
る
拒
絶
と
い
う
こ
と
も
成
し
遂

げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
利
益
法
学
―
―
そ
の
代
表
的
人
物

は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
へ
ッ
ク
（
一
八
五
八
―
一
九
四
三
年
）
で
あ
り
、
多
の

指
導
的
な
頭
脳
の
持
ち
主
が
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
ト
ー
ル
（
一
八
九
一

―
一
九
三
七
年
）
と
ル
ド
ル
フ
・
ミ
ュ
ラ
ー
＝
エ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
（
一
八
七

（　

）
３０３

（　

）
３０４

（　

）
３０５（　

）
３０６

四
―
一
九
五
九
年
）
で
あ
っ
た
―
―
は
、
そ
の
生
活
へ
の
開
示
を
も
っ
て

き
わ
め
て
稔
り
多
い
も
の
で
あ
る
こ
と
の
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
ラ
レ
ン

ツ
は
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。「
そ
れ
は
時
代
と
と
も
に
、
そ
れ
が

徐
々
に
、
単
に
形
式�
論
理
学
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

硬
直
し
た
法
律
諸
概
念
の
も
と
へ
の
当
て
は
め
と
い
う
方
法
を
、
複
雑
な

事
実
関
係
を
考
量
的
に
判
断
す
る
と
い
う
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
さ
い
問
題

に
な
っ
て
く
る
諸
利
益
を
順
位
に
固
有
の
評
価
的
諸
尺
度
に
従
っ
て
評
価

す
る
と
い
う
方
法
に
取
り
換
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
そ
れ
は
裁

判
官
た
ち
に
良
心
を
手
に
入
れ
さ
せ
、
し
ば
し
ば
見
せ
か
け
上
の
理
由
づ

け
を
余
計
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
る�
。」
確
か
に
、
こ
れ
は
正
し
い
。
し

か
し
メ
ダ
ル
の
裏
面
は
、
法
理
論
的
に
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
、
し
ば
し
ば

全
く
無
反
省
的
な
法
実
現
過
程
の
根
拠
づ
け
で
あ
る
。
諸
々
の
利
益
―
―

諸
々
の
生
活
欲
求
、
欲
望
、
期
待
、
役
割
―
―
は
、
一
方
で
は
法
の
因
果

的
要
素
と
み
な
さ
れ
る
（「
遺
伝
学
的
利
益
法
学
」）。
他
方
で
―
―
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
経
験
的�
社
会
学
的
実
証
主
義
と
し
て
は
十
分
に
一
貫
し

て
い
な
い
―
―
そ
れ
ら
は
価
値
と
し
て
も
、
当
為
と
し
て
も
理
解
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
利
益
は
利
益
評
価
の
尺
度
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
秘
密
に
満
ち
た
弁
証
法
的
な
飛
躍
、
量
か
ら
質
へ

の
、
存
在
か
ら
当
為
へ
の
移
行
と
い
う
事
態
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ず
る

の
か
。
法
理
論
的
に
は
利
益
法
学
に
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

（　

）
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二
〇
九

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
一
五
）



二
一
〇

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
一
六
）

し
方
法
論
的
に
は
、
ラ
レ
ン
ツ
が
適
切
に
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
持
続
的
な
成
果
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
は
客
観
的
解

釈
説
を
否
認
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
法
律
を
解
釈
す
る
者
に
法
律
の

根
底
に
置
か
れ
て
い
る
利
益
状
況
と
そ
の
評
価
を
指
し
示
す
と
い
う
よ
う

に
し
て
、
そ
れ
は
法
律
を
生
命
に
向
け
て
開
示
し
た
の
で
あ
る
。
法
律
が

完
全
に
欠
缺
し
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
目
的
論
的
な
視
点
か
ら
法

を
「
自
ら
の
指
示
に
よ
っ
て
補
充
す
る
」
権
限
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る

（「
生
産
的
利
益
法
学�
」）。

二
、
三
、
四
、
四　

自
由
法
運
動

　

利
益
法
学
の
明
白
な
諸
々
の
弱
点
を
、
自
由
法
運
動

�

�

�

�

�

の
き
わ
め
て
明
晰

な
頭
脳
の
持
ち
主
で
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（
一
八
七
七

―
一
九
四
〇
年
）
が
す
で
に
一
九
一
〇
年
に
『
法
学
と
社
会
学
』
と
題
す

る
論
文
の
な
か
で
透
き
通
る
よ
う
な
明
白
さ
で
も
っ
て
発
見
し
た
。「
そ

れ
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
、
法
ゆ
え
に
何
が
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る

の
か
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
利
益
が
事
実
と
し
現
存
し
て
い
る
の
か
を

決
定
す
る
の
は
確
か
に
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、『
利
益
状
況
』
の
正
し
い

取
り
扱
い
は
法
律
目
的
の
知
見
を
前
提
と
し
て
い
る�
。」
か
く
し
て
、
ま

た
し
て
も
目
的
と
意
味
を
問
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ど
こ
か
ら
や
っ

て
く
る
の
か
。
自
由
法
運
動�
―
―
こ
れ
は
オ
イ
ゲ
ン
・
エ
ー
ア
リ
ッ
ヒ

（　

）
３０８

（　

）
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（　

）
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（
一
八
六
二
―
一
九
二
二
年
）
に
ま
で
遡
り
、「
自
由
信
仰
の
」
と
の
意
識

的
な
類
比
を
意
味
し
て
い
る
―
―
が
ひ
と
つ
の
解
答
を
与
え
よ
う
と
試
み

た
。
そ
れ
が
理
解
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
由
法
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
合
理
主
義
的
な
自
然
法
に
対
す
る
非
合
理
的
な
反
対
運

動
と
い
う
よ
り
も
―
―
こ
れ
は
と
う
に
死
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
た

―
―
、
論
理
学
的�
形
式
主
義
的
な
概
念
法
学
と
の
、
何
ら
か
の
類
の

「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
主
義
」
と
「
ス
コ
ラ
哲
学
」
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
生
の
哲
学
の
遺
産
を
相
続
し

た
の
で
あ
り
（
先
の
二
、
二
、
三
、
三
、
五
を
参
照
）、
そ
の
精
神
的
な

始
祖
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
ニ
ー
テ
ェ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ
る
―
―

自
由
法
一
般
で
な
い
限
り
で
、
と
く
に
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ッ
ク
ス
（
一
九

五
九
―
一
九
二
九
年�
）
に
お
け
る
、
こ
の
雄
弁
な
主
唱
者
に
お
け
る
よ
う

に
、
ひ
と
つ
の
全
く
非
哲
学
的
な
方
向
で
あ
っ
た
。

　
「
自
由
法
」、
こ
れ
は
根
本
に
お
い
て
法
律
か
ら
の
自
由
を
意
味
し
て
い

る
。
確
か
に
自
由
法
論
者
た
ち
は
つ
ね
に
「
反�
法
律�
寓
話
」
に
、
彼

ら
は
裁
判
官
に
（
妥
当
な
）
法
律
を
無
視
す
る
こ
と
を
、
法
律
に
反
対
し

て
判
定
す
る
こ
と
さ
え
教
え
た
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
反
対
し

た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
自
由
法
の
法
律
家
た
ち
は
こ
の
種
の
こ
と
を
教
え

た
の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
法
律
が
欠
缺
を
示
し
て
い
る
場
合
に
は
、
裁

判
官
は
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
を
述
べ
よ
う
と
し
た
だ
け
で
あ
る
。

（　

）
３１１



し
か
し
、
そ
し
て
こ
れ
が
い
ま
や
跳
躍
点
で
あ
る
、
自
由
法
論
者
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
法
律
は
、
そ
れ
が
関
連
規
定
を
そ
も
そ
も
含
ん
で
い
な
い
場

合
に
は
じ
め
て
欠
缺
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
事
例
を
明
白
か
つ

一
義
的
に
判
定
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
す
で
に
欠
缺
し
て
い
る
の
で
あ
る

（（
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
の
意
味
に
お
け
る
「
ハ
ー
ド
・
ケ
イ
ス
」）。
そ

し
て
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
少
な
く
と
も
争
わ
れ
て
い
る
事
例
で
は
つ
ね
に

欠
缺
事
例
と
同
然
で
あ
る
。
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ツ
は
、「
少
な
く
な
い
欠
缺

が
言
葉
と
し
て
現
に
あ
る
こ
と
」
お
よ
び
、「
あ
り
そ
う
も
な
い
偶
然
」

だ
け
が
あ
る
法
律
事
件
を
直
截
に
適
用
す
べ
き
法
命
題
に
該
当
す
る
こ
と

を
継
ぎ
合
わ
せ
得
る
こ
と
を
安
ん
じ
て
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
考

え
た�
。
と
は
い
え
、
裁
判
官
は
ど
こ
に
「
自
由
な
法
を
」
を
見
出
す
の

か
。
そ
も
そ
も
法
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か
。
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ツ
は

実
証
主
義
的�
主
意
主
義
的
に
、
あ
る
べ
き
も
の
の
す
べ
て
は
ひ
と
つ
の

あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
当
為
は
意
欲
だ
か
ら
で
あ
る
と

考
え
た�
。
ヘ
ル
マ
ン
・
イ
ザ
イ
（
一
八
七
三
―
一
九
三
八
年
）
も
ま
た
こ

れ
と
同
様
の
見
解
を
表
明
し
た�
。
彼
は
裁
判
官
の
判
定
に
法
律
か
ら
の
演

繹
で
は
全
く
な
く
、
ひ
と
つ
の
意
志
行
為
、
ひ
と
つ
の
決
断
を
見
た
。
つ

ね
に
法
感
情
が
判
断
を
先
取
り
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
論
理
的
な
―
―

見
か
け
の
う
え
で
論
理
的
な
―
―
根
拠
づ
け
は
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
行

わ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
後
に
な
お
示
す
で
あ
ろ
う

（　

）
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）
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よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
正
し
い
思
想
が
差
し
込
ま
れ
て
い
る
。
実
際
の
と
こ

ろ
「
解
釈
学
的
前
理
解
」
は
、
あ
る
意
味
連
関
の
解
釈
に
と
っ
て
の
ひ
と

つ
の
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
前
理
解
は
法
感
情
の
ひ
と
つ
の
関
心

事
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
そ
し
て
後
に
続
く
根
拠
づ
け
は
見
か
け
の
う
え
だ

け
で
論
理
的
で
あ
る
の
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
小
余
論
を
加
え
よ
う
。
法
感
情

�

�

�

は
最
近
に
な
っ
て
再
び

注
目
を
集
め
て
い
る�
が
、
そ
の
さ
い
一
方
で
は
「
法
感
情
の
合
理
性�
」
と

い
う
こ
と
が
、
も
う
一
方
で
は
「
法
感
情
と
の
訣
別�
」
と
い
う
が
話
題
と

さ
れ
る
。
両
者
と
も
に
誇
張
で
あ
る
。
一
方
で
法
感
情
は
合
理
的
で
な

く
、
も
う
一
方
で
は
、
法
の
発
見
は
純
合
理
的
な
活
動
で
は
全
く
な
く
、

医
学
と
同
様
に
ひ
と
つ
の
（
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
！
）
技
術
を
、「
善
と

公
正
の
技
術
（��������������

������������������
）」
を
も
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
無
視

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
技
術
が
大
い
に
関
係
し
て
い
る
法

感
情
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
一
言
に
よ
れ
ば
、「
帰
結
を
先
取
り
し
、
次

い
で
法
律
に
事
後
的
に
そ
の
た
め
の
根
拠
と
限
界
を
後
追
い
さ
せ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る�
」。
こ
れ
に
な
お
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
後
に
付
け
加
え
た
言

葉

：「
法
感
情
は
、
特
殊
的
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
へ
、
普
遍
的
な

も
の
か
ら
再
び
特
殊
的
な
も
の
へ
と
移
行
す
る
機
敏
な
精
神
と
い
う
も
の

を
要
求
す
る�
」

：

は
、
ひ
と
つ
の
全
く
解
釈
学
的
な
思
想
で
あ
る
。
法
感

情
と
は
、
正
し
い
諸
々
の
前
理
解
を
も
つ
技
術
で
あ
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

と
総
括
す
る
こ
と

（　

）
３１５

（　

）
３１６

（　

）
３１７

（　

）
３１８

（　

）
３１９

（　

）
３２０

二
一
一

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
一
七
）



二
一
二

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
一
八
）

が
で
き
る
。
裁
判
官
は
ど
の
よ
う
な
法
感
情
も
、
ど
の
よ
う
な
前
理
解
も

有
し
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
を
判
定
に
持
ち
込
ま
な
い
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
の
も
、
彼
は
や
は
り
「
法
律
に
の
み
服
し
て
い

る
」
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
奇
妙
な
こ
と
だ
と
い
う
言
う
他
は
な

い
。
裁
判
官
は
も
っ
ぱ
ら
法
律
に
服
従
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
は
、
裁
判
官
に
よ
る
判
断
の
見
せ
か
け
上
の
根
拠
づ
け

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

へ
と
導
い
て

い
る
以
外
の
ど
こ
に
も
導
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
三
、
四
、
五　

経
験
的
法
社
会
学

　

意
欲
は
、
当
為
と
い
う
も
の
で
は
全
く
な
い
。
立
法
者
ま
た
は
裁
判
官

が
何
か
を
欲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
お
そ
ら
く
は
も
っ
ぱ
ら
必

然
と
い
う
も
の
だ
け
が
生
じ
て
く
る
で
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
義
務
づ
け

と
い
う
も
の
は
決
し
て
生
じ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
法
的
な
当
為
を
ど
う

根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
自
由
法
は
解

答
を
負
わ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
純
経
験
的
に
営
ま
れ
る
法
社
会

�

�

�

学�

も
ま
た
こ
の
解
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
誤
り
は
、

そ
れ
が
社
会
学
的
な
事
実
の
究
明
を
引
き
受
け
た
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
重
要
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
現
に
重
要
で
あ
る
。
誤

り
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
自
ら
解
釈
論
的
法
学
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と

し
た
こ
と
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
ら
れ
た
オ
イ
ゲ
ン
・
エ
ー
ア
リ
ッ
ヒ
が
、

「
抽
象
的
な
概
念
形
成
と
構
成
で
飾
り
立
て
る
笑
う
べ
き
仮
装
大
会
は
永

遠
に
や
め
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
し
た�
と
き
、
こ
の
種
の
皮

肉
を
お
そ
ら
く
は
時
代
精
神
か
ら
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
し
か

し
そ
れ
は
危
険
で
あ
る
。
法
律
の
概
念
性
と
形
式
の
無
視
が
ど
の
よ
う
な

法
の
転
倒
を
も
た
ら
し
得
る
の
か
を
、
わ
れ
わ
れ
は
経
験
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

社
会
学
の
、
そ
し
て
ま
た
法
社
会
学
の
「
偉
大
な
古
き
人
」
は
マ
ッ
ク

ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
一
九
六
四
―
一
九
二
〇
年
）
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
現

に
あ
る
。
彼
の
法
社
会
学�
は
厳
格
に
経
験
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
彼
が
時
と
し
て
「
理
解
社
会
学
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
た
と
い

う
事
情
も
、
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
関

心
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
妥
当
問
題

�

�

�

�

に
お
い
て
も
、
彼
は
ひ
と
つ
の
経
験

的
な
立
場
を
提
唱
し
た
。
彼
は
、
あ
る
法
規
範
に
「
論
理
的
に
正
し
く
帰

属
さ
れ
る
べ
き
」「
規
範
的
な
意
味
」
と
、「
事
実
と
し
て
」
あ
る
共
同
体

の
内
部
に
お
い
て
、「
共
同
体
の
行
動
に
関
与
し
て
い
る
人
々
が
…
…
一

定
の
秩
序
が
妥
当
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら

自
身
の
行
為
を
そ
れ
に
準
拠
さ
せ
る
公
算
が
成
り
立
っ
て
い
る
が
ゆ

え
に�
」
生
じ
て
く
る
も
の
と
を
正
確
に
区
別
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
経
験
的
な
妥
当
」
と
は
、
一
定
の
個
人
が
、「
経
済
的
諸
財
を
そ
の
任
意

処
分
に
お
い
て
保
持
す
る
か
、
も
し
く
は
将
来
的
に
…
…
確
保
す
る
」、

（　

）
３２１

（　

）
３２２

（　

）
３２３



「
計
算
可
能
な
公
算
」
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、「
そ
の
た
め
に

備
え
ら
れ
て
い
る
強
制
装
置
と
い
う
も
の
の
支
援
」
を
前
提
と
し
て

い
る�
。
か
く
し
て
法
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
権
力

�

�

の
う
え
に
根
拠
づ
け
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
命
令
説
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
的
諸
規
範
を
必

要
と
あ
ら
ば
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
国
家
権
力
か
ら
は
、
こ
れ
は
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
も
ち
ろ
ん
認
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ

ろ
予
期
、
公
算
が
生
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
当
為
が
生
ず
る
こ

と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

あ
の
時
代
の
、
つ
ま
り
は
お
よ
そ
今
世
紀
﹇
二
十
世
紀
﹈
の
半
ば
に
至

る
ま
で
の
社
会
学
は
、
そ
れ
も
そ
れ
が
経
験
的
に
、
言
い
換
え
れ
ば
自
然

諸
科
学
の
や
り
方
で
処
理
し
た
と
い
う
理
由
で
、
法
に
つ
い
て
の
本
来
の

「
科
学
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
。
そ
の
さ
い
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
こ
と

が
で
き
た
も
の
を
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
の
、
一
連

の
咽
喉
運
動
、
音
波
の
刺
激
、
聴
覚
の
刺
激
、
大
脳
の
成
り
行
き
と
し
て

の
侮
辱
の
「
科
学
的
な
」
定
義
が
示
し
て
い
る�
―
―
当
然
の
こ
と
な
が
ら

フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
は
侮
辱
の
「
本
質
」
が
名
誉
心
が
傷
つ
く
こ
と
に
お
い

て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
規
範

的
な
内
実
に
は
「
科
学
的
な
」
認
識
は
、
ま
さ
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
珍
妙
な
例
が
、
ど
れ
ほ
ど
根
本
的
に
法

解
釈
学
が
誤
解
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ツ
・
イ
エ

（　

）
３２４

（　

）
３２５

ル
ザ
レ
ム
（
一
八
八
三
―
一
九
七
〇
年�
）
は
、
解
釈
論
的
法
学
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
は
真
理
で
は
い
さ
さ
も
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
政
治
上
の
諸
々

の
目
標
設
定
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
た
。
か
く
し
て
法
学�

が
そ
も
そ
も
「
正

し
い
法
」
に
気
遣
う
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
全
く
な
く
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
―
―
そ
し
て
事
実
と
し
て
そ
れ
が
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
も

は
や
全
く
な
か
っ
た
（
先
の
二
、
二
、
三
、
六
参
照
）。

二
、
三
、
五　

論
理
的
法
実
証
主
義
、
と
く
に
ハ
ン
ス
・
ケ
ル

ゼ
ン
の
「
純
粋
法
学
」

　

ま
さ
に
こ
れ
と
は
対
立
し
た
側
面
か
ら
、
今
世
紀
﹇
二
十
世
紀
﹈
の
最

も
重
要
な
法
哲
学
者
の
一
人
で
あ
り
、『
純
粋
法
学
』
の
創
始
者
で
あ
る

ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
（
一
八
八
一
―
一
九
七
三
年�
）
が
同
様
に
、
規
範
的

な
法
解
釈
論
は
科
学
で
は
全
く
な
く
、
法
政
策
で
あ
る
と
い
う
帰
結
に
達

し
て
い
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
ル
ド
ル
フ
・
カ
ル
ナ
ッ
プ
（
一
八
八
一
―
一

九
七
〇
年
）
を
取
り
巻
く
新
実
証
主
義
も
し
く
は
論
理
実
証
主
義
の
ウ
イ

ー
ン
・
サ
ー
ク
ル
か
ら
出
た
。
こ
の
哲
学
的
方
向
に
よ
れ
ば
、
論
理
的
に

「
証
明
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
け
が
有
意
味
的
か
つ
理
解
可
能
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
形
而
上
学
的
な
類
の
諸
言
明
、
と
く
に
諸
々
の
価
値

と
規
範
に
関
す
る
そ
れ
ら
は
無
意
味
で
あ
る
。
諸
々
の
評
価
は
感
情
の
表

（　

）
３２６

（　

）
３２７

二
一
三

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
一
九
）



二
一
四

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
二
〇
）

現
と
し
て
し
か
み
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る�
。

　
「
純
粋
法
学
」
は
規
範
主
義
的
も
し
く
は
規
範
論
理
的
実
証
主
義
の
最

も
重
要
な
形
態
化
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
は
そ
れ
を
「
法
実
証
主
義
の

当
の

�

�

理
論
」
と
呼
ん
だ�
。
そ
し
て
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
心
理
学
的
お

よ
び
社
会
学
的
法
実
証
主
義
を
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
そ
れ
ら
が
事
実
に
の
み
携

わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法�

学
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
。
法
学
は
当
為
と

規
範
と
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
規
範
科
学
で

あ
る
。
新
カ
ン
ト
主
義
者
と
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
当
為
と
存
在
と
を
、
そ

し
て
こ
れ
に
対
応
し
て
記
述
的
（
説
明
的
）
な
考
察
方
法
と
命
令
的
（
規

範
的
）
な
そ
れ
と
を
厳
格
に
区
別
す
る�
。
純
粋
法
学
で
問
題
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
後
者
の
み
で
あ
る
。
実
証
主
義
の
理
論
と
し
て
そ
れ
は
、
し
か

し
法
的
諸
規
範
の
諸
内
容
で
は
な
く
、
形
式
的
な
（
論
理
的
な
）
諸
構
造

の
み
を
対
象
と
し
て
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
前

者
は
科
学
的
な
認
識
に
親
し
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て

正
義
は
ひ
と
つ
の
「
人
類
の
麗
し
き
夢
」
に
す
ぎ
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ

が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
し
、
ま
た
決
し
て
知
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い�
。（
今
日
で
は
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
が
、
真
理
と
正
義
は
そ
も
そ

も
ど
の
よ
う
な
価
値
を
も
意
味
し
て
お
ら
ず
、
単
に
「
象
徴
的
機
能
」
を

有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

：「
そ
れ
は
よ
き
意
図
で
あ
る
こ
と
を
誓
い
、

よ
き
意
志
に
訴
え
、
前
提
と
な
っ
て
い
る
合
意
を
表
現
し
、
了
解
の
可
能

（　

）
３２８

（　

）
３２９

（　

）
３３０

（　

）
３３１

牲
を
要
請
す
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る�
」
と
い
う
帰
結
を
引
き
出
し
て
い

る
。）

　
「
純
粋
法
学
」
と
は
当
為
が
、
そ
れ
も
、
ど
の
よ
う
な
倫
理
的
価
値
で

も
な
く
、
ひ
と
つ
の
単
な
る
構
造
に
す
ぎ
な
い
「
純
粋
に
」
法
的
な
当
為

が
か
か
わ
る
。
最
高
の
要
請
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
方
法
の
純
粋
性
」
で
あ

る
。
現
に
『
純
粋
法
学
』
の
冒
頭
で
直
ち
に
言
わ
れ
る
。「
そ
れ
が
自
ら

を
法
に
つ
い
て
の
『
純
粋
な
』
理
論
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由

は
、
そ
れ
が
法
に
向
け
ら
れ
た
認
識
の
み
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
り
、
ま

た
そ
れ
が
、
厳
密
に
法
と
し
て
規
定
さ
れ
な
い
対
象
に
属
し
て
い
る
す
べ

て
の
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
意
味
し
て
い
る

の
は
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
多
の
異
質
な
諸
要
素
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
―
―
ケ
ル
ゼ
ン
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

と
く
に
心
理
学
、
社
会
学
、
倫
理
学
お
よ
び
政
治
理
論
を
挙
げ
る�
。
ケ
ル

ゼ
ン
を
正
当
に
評
価
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
思
わ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
価

値
中
立
的
な
法
哲
学
の
背
後
に
置
か
れ
て
い
る
学
問
上
の
エ
ト
ス
を
よ
く

考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
法
学
を
、「
絶
対
的
諸
価
値
の
喧

伝
」（
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
）
と
し
て
、
政
治
上
お
よ
び
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
上
の
諸
々
の
意
見
の
隠
れ
蓑
と
し
て
濫
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
保
持
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
全
く
不
当
に
も
、
し
か
し
次
い
で
「
純
粋
法
学
」

自
身
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
濫
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（　

）
３３２

（　

）
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ケ
ル
ゼ
ン
は
当
為
の
理
論
を
幾
重
に
も
、
ま
た
様
々
に
根
拠
づ
け
た
。

最
も
重
要
な
こ
と
だ
け
を
伝
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
と
も
と
の
見
解
に

と
っ
て
は
、
た
と
え
ば
初
版
か
ら
の
次
の
文
章
が
特
徴
的
で
あ
る
。「
い

わ
ゆ
る
不
法
が
立
ち
現
わ
れ
る
な
ら
ば
、
不
法
効
果
が
立
ち
現
わ
れ
る

『
べ
き
で
あ
る
』
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
『
べ
き
で
あ
る
こ
と
﹇
＝

当
為
﹈』
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
―
―
法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
―
―

法
的
諸
条
件
と
法
的
諸
効
果
と
が
法
命
題
に
共
に
属
し
て
い
る
と
い
う
特

殊
な
意
味
だ
け
で
あ
る
。
法
の
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
―
―
そ
し
て
こ
れ
に
よ

っ
て
そ
れ
は
先
験
的
な
法
理
念
か
ら
原
理
的
に
区
別
さ
れ
る
―
―
は
ひ
と

つ
の
純
形
式
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
結

び
つ
け
ら
れ
た
構
成
要
件
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
し
て
い
よ
う
と
も
、

法
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
作
用
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
ろ
う

と
も
、
適
用
が
可
能
で
あ
り
続
け
る
…
…
。
純
粋
法
学
は
、
法
命
題
に
お

い
て
あ
る
一
定
の
条
件
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
効
果
を
国
家
的
強
制
作
用
で

あ
ら
し
め
る
。
そ
れ
が
刑
罰
で
あ
り
、
民
事
上
ま
た
は
行
政
上
の
強
制
執

行
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
条
件
づ
け
る
構
成
要
件
が
不
法
と
し

て
、
条
件
づ
け
ら
れ
る
そ
れ
が
不
法
効
果
と
し
て
格
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
あ
る
一
定
の
人
間
の
行
為
を
違
法
と
し
て
、
不
法
行
為
と
し
て
妥
当

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
せ
て
い
る
の
は
、
何
ら
か
の
内
在
的
な
質
で

は
な
く
、
あ
る
メ
タ
法
的
な
規
範
と
の
、
道
徳
的
な
価
値
と
も
、
し
か
し

こ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
実
定
法
を
超
越
す
る
価
値
で
あ
る
が
、
そ
れ

と
の
関
係
で
も
な
く
、
唯
一
も
っ
ぱ
ら
、
そ
れ
が
条
件
と
し
て
あ
る
強
制

作
用
を
も
っ
て
こ
の
態
度
に
反
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る�
。」
こ
こ
で

は
当
為
が
方
法
に
反
し
て
何
か
事
実
的
な
も
の
に
、
国
家
的
強
制
に
還
元

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
さ
ら

に
、
こ
の
「
純
粋
」
当
為
は
内
容
で
は
全
く
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
こ
に

ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
あ
る
規
範
は
あ
る
無
意
味
な
内
容
を
も
有
し
得
る�
。」
第
二
版
に
お
い
て

も
、「
ど
の
よ
う
な
任
意
な
内
容
も
法
で
あ
り
得
る�
」
と
言
わ
れ
て
い

る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
理
論
は
「
法
的
空
虚
」
で
あ
る
と
ヘ
ル
マ
ン
・
ク
レ
ン

ナ
ー
に
よ
っ
て
意
地
悪
な
呼
び
方
が
さ
れ
る�
の
は
、
そ
れ
だ
か
ら
全
く
根

拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　

後
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
規
範
の
妥
当
に
つ
い
て
の
そ
の
理
論
を
修
正

し
た�
。
彼
は
法
を
ひ
と
つ
の
仮
定
的
判
断
、
彼
が
帰
属

�

�

と
呼
ぶ
ひ
と
つ
の

根
拠�
帰
結�
関
係
と
見
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
命
題
は
国
家
機
関
の

あ
る
行
動
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
言
明
で
あ
り
、
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の

は
、
何
人
か
が
規
範
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
仕
方
で
行
動
す
る
場
合
に

は
、
あ
る
一
定
の
国
家
機
関
は
こ
の
、
そ
し
て
あ
の
制
裁
を
彼
に
対
し
て

課
す
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
種
の
言
明
が
ど
の

程
度
ま
で
単
な
る
予
期
以
上
の
も
の
、
つ
ま
り
真
の
当
為
と
い
う
も
の
を

（　

）
３３４

（　

）
３３５

（　

）
３３６

（　

）
３３７

（　

）
３３８

二
一
五

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
二
一
）



二
一
六

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
二
二
）

根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
は
、
国
家
機
関
そ
れ
自
体
が
再

び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
課
す
べ
き
制
裁
を
課
さ
な
い
場
合
に
は
、
制
裁
を
加

え
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
第
二
の
法
命
題
を
通
し
て
「
義
務
づ
け
」
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
容
易
に
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
法
義
務
は
、
こ
の
よ
う
な

強
制
作
用
の
ひ
と
つ
の
無
限
遡
及
に
溶
融
し
て
し
ま
わ
な
い
わ
け
に
は
ゆ

か
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
統
制
機
関
の
系
列
が
無
限
に
進
行
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
矛
盾
か
ら
免
れ
、
意
味

あ
る
秩
序
の
仮
定
と
し
て
の
「
根
本
規
範

�

�

�

�

」
と
い
う
も
の
を
要
請
す
る
こ

と
が
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
見
、
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
、
そ
れ
は
「
自
然
法

の
一
規
範
の
よ
う
に
」
妥
当
す
る
と
述
べ
て
い
る�
。
か
く
し
て
結
局
の
と

こ
ろ
当
為
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
あ
っ
て
は
ひ
と
つ
の
倫
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

あ
る
。

　

ケ
ル
ゼ
ン
の
方
法
論
で
興
味
深
い
の
は
、
彼
が
、
そ
れ
が
古
代
の
、
と

り
わ
け
ま
た
ス
コ
ラ
哲
学
の
法
論
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
の
と
同
様

の
「
法
秩
序
の
段
階
構
造
」
に
精
通
し
て
い
る�
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

た
だ
﹇
彼
の
場
合
で
は
﹈
最
高
の
場
所
に
は
も
ち
ろ
ん
ロ
ゴ
ス
、
客
観
的

な
理
念
、
永
遠
の
法
律
で
は
な
く
、
先
に
言
及
さ
れ
た
「
根
本
規
範
」
が

置
か
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
法
の
実
現

を
徹
底
的
に
、
憲
法
（
そ
の
妥
当
を
「
根
本
規
範
」
が
保
障
し
て
い
る
）

（　

）
３３９

（　

）
３４０

か
ら
法
律
を
経
て
裁
判
官
の
法
の
言
い
渡
し
行
為
に
至
る
ま
で
に
進
展
す

る
よ
う
な
過
程

�

�

と
し
て
把
握
す
る
。
法
的
諸
制
度
と
法
的
諸
命
題
の
意
味

展
開
を
、
彼
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
端
緒
か
ら
し
て
科
学
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
法
政
策
で
あ
る�
。
こ
の
こ
と
が
問
わ
れ
な
い

と
し
て
も
、
法
は
完
結
的
に
法
律
の
な
か
に
差
し
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
結
果
と
し
て
、
法
を
そ
こ
か
ら
単
な
る
形
式
論
理
的
な
手
続
き
を
介

し
て
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
彼
の
認
識
は
正
し
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
法
律
は
法
を
求
め
る
者
に
大
抵
の
場
合
、
構
成
的
な
、
法
創
造

的
な
行
為
を
通
し
て
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
余
地
と
い
う
も
の
を

許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
あ
っ
て
は
法
政
策

で
あ
る
。
科
学
は
様
々
な
判
定
の
可
能
牲
を
、
判
定
の
枠
組
み
を
論
定
す

る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
そ
し
て
も
っ
ぱ
ら
こ
の
こ
と
だ
け
が
ケ
ル
ゼ
ン
に

よ
っ
て
解
釈
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
（
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

：

解
釈
実
務
と
し

て
の
法

：

参
照
）。

　
「
純
粋
法
学
」
は
法
理
論
を
際
立
っ
て
稔
り
多
い
も
の
に
し
た
。
と
は

い
え
、
そ
れ
は
実
務
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
あ
る
が
、
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
こ
と
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と

い
う
の
も
実
務
は
、
諸
々
の
形
式
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
も
っ
て
す
る
だ
け
で

は
多
く
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る�
。

　

経
験
的
実
証
主
義
が
規
範
を
視
野
か
ら
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
と
同
様

（　

）
３４１

（　

）
３４２



に
、
規
範
論
理
的
実
証
主
義
は
現
実
生
活
を
視
野
か
ら
失
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
形
式
と
素
材

�

�

�

�

�

、
如
何
に

�

�

�

と
何�

と
が
互
い
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て

い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
依
然
と
し
て
法
哲
学
の
最
も
差
し
迫
っ
た
問

題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

二
、
三
、
六　

中
間
決
算

二
、
三
、
六
、
一　

合
理
的
な
価
値
判
断
？

　

こ
れ
ま
で
の
諸
々
の
論
述
が
熟
慮
さ
れ
る
な
ら
ば
、
と
り
わ
け
合
理
的

�

�

�

な
価
値
判
断
は
存
在
す
る
の
か

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
る�
。
わ
れ
わ
れ

が
見
て
き
た
よ
う
に
、
繰
り
返
し
二
つ
の
法
理
論
が
交
代
し
て
い
る
。
一

方
で
は
、
規
範
論
的
実
証
主
義
、
概
念
法
学
お
よ
び
純
粋
法
学
の
よ
う
に

演
繹
的
に

�

�

�

�

処
理
す
る
法
理
論
が
、
他
方
で
、
ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
エ

ー
リ
ン
グ
の
法
論
、
経
験
的
法
実
証
主
義
、
利
益
法
学
、
自
由
法
運
動
お

よ
び
経
験
的
法
社
会
学
の
よ
う
に
帰
納
的
に

�

�

�

�

処
理
す
る
法
理
論
が
、
と
い

う
よ
う
に
。
そ
し
て
こ
の
両
方
向
の
い
ず
れ
も
が
真
の
法
学
で
あ
る
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
。
仔
細
に
見
詰
め
る
な
ら
ば
、
ひ
と
つ
の
方
向
も
も
う

ひ
と
つ
の
方
向
も
当
の

�

�

法
学
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
そ
の
ひ
と

つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
演
繹
的
に
処
理
す
る
法
理
論
は
適
切
に
も
法
の

当
為
的
性
格
を
強
調
す
る
が
、
し
か
し
法
の
存
在
的
諸
契
機
、
す
な
わ
ち

（　

）
３４３

法
的
諸
事
実
を
無
視
す
る
。
帰
納
的
に
処
理
す
る
法
理
論
で
は
、
こ
れ
が

ま
さ
に
逆
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
存
在
、
現
実
を
見
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
こ
か
ら
価
値
視
点
な
し
に
当
為
に
到

達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
純
演
繹

を
も
っ
て
す
る
だ
け
で
は
、
後
に
な
お
示
す
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
や
っ
て

ゆ
け
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
純
帰
納
を
も
っ
て
し
て
も
同
じ
で
あ
っ

て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
価
値
視
点
な
し
に
は
全
く
や
っ
て
ゆ
け
な
い

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
価
値
を
帯
び
た
も
の
の
領
域
に
は
科
学
的

な
諸
認
識
は
存
在
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る�
。

二
、
三
、
六
、
二　

法
学
―
―
ひ
と
つ
の
科
学
か

　

い
っ
た
い
法
学
は
そ
も
そ
も
ひ
と
つ
の
科
学
で
あ
る
の
か

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

と
い
う
問
い

を
も
っ
て
、
大
抵
の
場
合
に
こ
こ
で
締
め
括
ら
れ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ

は
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
追
及
す
る
こ
と
は
せ
ず
、﹇
本
書
﹈
第

一
一
章
﹇
ウ
ル
フ
リ
ッ
ト
・
ノ
イ
マ
ン
の
論
橋：

「
法
学
の
科
学
性
」﹈
を

指
示
す
る
だ
け
に
し
た
い�
。
た
だ
一
対
の
視
点
が
拾
い
上
げ
ら
れ
る
こ
と

だ
け
が
求
め
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
の
視
点
は
、
法
学
の
科
学
的
性
格
を
、
そ

れ
も
、
と
り
わ
け
カ
ー
ル
・
Ｒ
・
ポ
ッ
パ
ー
（『
探
究
の
論
理
』）
の
よ
う

に
、
演
繹
的
方
法
だ
け
が
科
学
的
な
方
法
で
あ
る
と
こ
ろ
、
法
学
は
規
範

的
に
、
そ
し
て
こ
れ
と
と
も
に
純
演
繹
で
は
な
い
処
理
を
し
て
い
る
と
い

（　

）
３４４

（　

）
３４５

二
一
七

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
二
三
）



二
一
八

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
二
四
）

う
根
拠
を
も
っ
て
そ
れ
が
否
認
さ
れ
る�
。
こ
こ
で
は
、
真
の
科
学
で
は
演

繹
し
か
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
前
提
が
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
視
点
は
、
た
と
え
ば
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｍ
・
ヘ
ア

ー（
一
九
一
九
―
二
〇
〇
二
年
）
の
よ
う
に
、「
観
察
明
証
」
と
い
う
も
の

が
存
在
し
て
い
る
の
と
全
く
同
様
に
「
価
値
明
証
」
と
い
う
も
の
も
存
在

し
て
い
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
ａ
は
善
で
あ
る
」

と
い
う
規
範
的
言
明
を
普
遍
化
す
る
こ
と
は
、「
ａ
は
赤
い
」
と
い
う
記

述
的
言
明
を
普
遍
化
す
る
こ
と
と
全
く
同
様
に
可
能
で
あ
る�
。
し
か
し
、

こ
れ
も
同
様
に
分
明
で
は
な
い
。
た
と
え
演
繹
の
排
他
的
許
容
と
い
う
ポ

ッ
パ
ー
の
テ
ー
ゼ
が
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
で
も
規
範
的
な

も
の
の
領
域
に
お
け
る
意
見
の
一
致
と
相
互
主
観
性
が
部
分
的
に
、
記
述

的
な
も
の
の
領
域
に
お
け
る
の
と
は
別
の
要
素
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は

認
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
法
的
な
も
の
の
、
そ
し
て
そ
も

そ
も
規
範
的
な
も
の
の
領
域
に
お
い
て
も
明
証
化
と
誤
謬
証
明
、（
た
と

え
転
用
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
）
経
験
と
観
察
、
理
解
を
得
さ
せ

る
こ
と
と
合
理
的
に
論
証
す
る
こ
と
、
相
互
主
観
性
と
普
遍
化
可
能
牲
は

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
こ
こ
で
真
な
る
（
正
し
い
）
諸
認

識
を
問
題
と
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
も
ち
ろ

ん
、
わ
れ
わ
れ
は
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
言
う
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
力
を
任
意
に
用

い
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
た
だ
ひ
と
つ
の
、
そ
れ
だ
け

�

�

が
真
の

（　

）
３４６

（　

）
３４７

解
決
で
あ
る
の
ま
れ
で
あ
る
が
、
他
と
同
様
に
「
是
認
で
き
る
」
解
答
と

並
ん
で
「
納
得
が
ゆ
く
」、「
辻
褄
が
合
っ
て
い
る
」
解
決
を
可
能
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

 
二
、
三
、
六
、
三　

当
て
は
め
方
法

　

今
日
の
裁
判
実
務
が
方
法
論
上
の
視
点
の
も
と
に
観
察
さ
れ
る
な
ら

ば
、
こ
こ
で
は
時
間
が
止
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

十
九
世
紀
に
お
け
る
の
と
同
様
の
当
て
は
め
方
法
が
、
な
お
支
配
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
裁
判
官
は
「
法
律
に
の
み
服
す
る
」
と

い
う
命
題
が
い
ま
だ
に
妥
当
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
察
す
る
に
、
実

際
の
と
こ
ろ
判
決
を
個
人
的
な
価
値
判
断
を
と
も
に
流
れ
込
ま
せ
て
い
る

こ
と
な
く
、
客
観
主
義
的
に

�

�

�

�

�

�

唯
一
も
っ
ぱ
ら
法
律
か
ら
読
み
取
っ
て
い
る

と
確
信
し
て
い
る
裁
判
官
が
い
ま
だ
に
存
在
し
て
い
る
。
現
に
―
―
た
だ

一
例
だ
け
を
挙
げ
る
な
ら
ば
―
―
連
邦
通
常
裁
判
所
は
座
り
込
み
に
よ
る

封
鎖
に
つ
い
て
の
判
決�
の
な
か
で
、
こ
れ
が
非
難
性
条
項
に
関
す
る
も
の

で
あ
っ
て
も
、
刑
法
第
二
四
〇
条
﹇
強
要
罪
﹈
の
も
と
に
当
て
は
め
た
に

す
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
非
難
す
べ
き
」

と
い
っ
た
、
際
立
っ
て
漠
然
と
し
た
概
念
（
厳
密
に
考
え
れ
ば
そ
も
そ
も

概
念
と
い
う
の
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
と
い
っ
て
そ
れ

を
構
成
す
る
諸
要
素
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
）
に
「
当
て
は
め
る
」

（　

）
３４８



と
い
う
こ
と
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
何
ら
か
の
純
論
理
的
な
三
段
論
法
を

介
し
て
純
演
繹
的
に
唯
一
も
っ
ぱ
ら
正
し
い
解
決
を
裁
判
官
の
側
か
ら
の

い
っ
さ
い
の
評
価
を
混
じ
え
ず
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
も
し
く

は
、「
客
観
的
な
倫
理
原
則
」、「
良
俗
」、「
衡
平
か
つ
適
正
に
思
考
す
る

す
べ
の
者
の
礼
節
感
情
」、「
通
説
」
と
い
っ
た
よ
う
な
要
素
に
か
ん
が
み

て
「
当
て
は
め
る
こ
と
」
を
考
え
て
み
よ
。
こ
こ
で
は
至
る
所
で
裁
判
官

自
身
の
価
値
観
が
共
に

�

�

流
れ
込
ん
で
い
な
い
の
か
。
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な

（
お
よ
び
こ
れ
に
類
似
す
る
多
く
の
）
事
例
を
判
定
す
る
に
当
た
っ
て
全

く
前
理
解
を
、
決
し
て
法
感
情
を
有
し
て
い
な
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら

は
こ
れ
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
こ
と
で
彼
ら
を
非
難
す
る

こ
と
は
ま
こ
と
に
で
き
な
い
。
彼
ら
を
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
彼
ら
が
彼
ら
の
前
理
解
、
彼
ら
の
価
値
判
断
、
彼
ら
の
法
感
情
を
反

省
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
見
せ
か
け
上
の
諸
根
拠

�

�

�

�

�

�

�

�

�

を
判
決
の
な
か
に
書
き

込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
が
精
妙
に
論
証
す
る
の
で
な
く
、
結
局

の
と
こ
ろ
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
断
言

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（�����������

�����������
）
と
い
う
も
の
を
下

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
誤
解
さ
れ
な
い
た
め
に
言
え
ば
、
権
力
な
き
、

決
断
な
き
法
の
言
い
渡
し
は
可
能
で
な
く
、
権
力
が
論
証
的
に
正
当
化
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
に
だ
け
の
こ
と
で
あ
る�
）。

（　

）
３４９

二
、
三
、
六
、
四　

推
論
の
種
類

　

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
二
種
類
の
推
論

�

�

�

�

�

�

、
す
な
わ
ち
演
繹

と
帰
納
と
し
か
出
遭
っ
て
い
な
い
。

二
、
三
、
六
、
四
、
一　

演
繹

　

演
繹

�

�

は
科
学
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
（
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
は
十
分

で
は
な
い
）。
そ
れ
は
一
般
的
な
も
の
か
ら
特
殊
的
な
も
の
へ
の
推
論
で

あ
り
、
バ
ル
バ
ラ
様
式
（������������

�������������
）（
先
の
一
九
八
頁
の
事
例
を

参
照
）
に
従
っ
た
ひ
と
つ
の
三
段
論
法
で
あ
る
。
推
論
は
必
然
的
で
あ
る

が
、
し
か
し
真
の
帰
結
に
至
る
か
否
か
は
、
前
提
の
真
理
性
に
依
存
し
て

い
る
。
次
の
よ
う
な
演
繹
が
見
ら
れ
る
。
第
一
前
提

：

立
法
者
に
よ
っ
て

形
式
的
に
正
し
く
発
せ
ら
れ
た
す
べ
て
の
法
律
が
法
で
あ
る
。
第
二
前

提

：

ナ
チ
ス
人
種
諸
法
は
立
法
者
に
よ
っ
て
形
式
的
に
正
し
く
発
せ
ら
れ

て
い
る
。
帰
結

：

ナ
チ
ス
人
種
諸
法
は
法
で
あ
る
。

　

純
演
繹
的
に
処
理
す
る
法
学
と
い
う
も
の
の
最
も
行
き
渡
っ
て
い
る
科

学
的
根
拠
づ
け
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
と
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た

当
為
と
存
在
の
方
法
二
元
論

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

に
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
当
為

と
い
う
も
の
は
つ
ね
に
も
う
ひ
と
つ
の
（
よ
り
高
い
）
当
為
に
遡
る
こ
と

が
で
き
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
決
し
て
存
在
す
る
も
の
に
遡
る
こ
と
は
で
き

な
い�
。
も
し
法
を
純
演
繹
的
に
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
実
際
の

（　

）
３５０

二
一
九

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
二
五
）



二
二
〇

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
二
六
）

と
こ
ろ
い
っ
さ
い
の
法
的
な
疑
問
に
対
し
て
は
つ
ね
に
ひ
と
つ
の

�

�

�

�

正
し
い

解
答
し
か
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の

�

�

�

�

�

�

�

「
ヘ
ラ
ク

レ
ス
」
に
し
て
は
じ
め
て
こ
れ
が
可
能
で
あ
っ
て
、
他
で
は
、
方
法
二
元

論
は
機
能
し
な
い
の
で
あ
る
（
法
発
見
に
当
た
っ
て
当
為
か
ら
存
在
へ
の

橋
を
ど
の
よ
う
に
し
て
架
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

が
後
に
、「
事
物
の
本
性
」
を
介
し
て
、
と
答
え
た
）。

二
、
三
、
六
、
四
、
二　

帰
納

　

帰
納

�

�

も
ま
た
、
い
ず
れ
に
せ
よ
現
実
に
携
わ
る
す
べ
て
の
科
学
に
と
っ

て
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
法
学
に
と
っ
て
も
ひ
と
つ
の
不
可
欠
な
道
具
立
て

で
あ
る
。
演
繹
が
純
分
析
的
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
諸
認
識
に
導
く

こ
と
が
な
い
の
に
対
し
て
、
帰
納
は
革
新
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
新
し
い

諸
々
の
洞
察
に
導
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
必
然
的
で
は
な
い

�

�

�

�

�

�

�

。

完
全
な
帰
納
の
場
合
に
の
み
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
例
示
が
観
察
さ
れ

て
い
る
場
合
に
の
み
、
特
殊
的
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
へ
の
推
論
は

必
然
的
で
あ
る

�

�

�

�

�

�

が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
数
学
的
に
の
み
生
ず
る
の
で
あ

っ
て
、
実
践
的
に
生
ず
る
こ
と
は
な
い
。

　

法
学
で
は
と
り
わ
け
経
験
的
な
諸
理
論
が
、
も
っ
ぱ
ら
事
例
だ
け
か
ら

何
ら
か
の
規
範
の
助
力
を
借
り
る
こ
と
な
く
法
的
判
定
に
至
る
こ
と
が
で

き
る
と
信
じ
た
（
こ
れ
は
あ
る
程
度
ま
で
ひ
と
つ
の
「
逆
転
し
た
方
法
二

元
論
」
で
あ
る
）。
し
か
し
純
帰
納
的
に
具
体
的
な
法
的
判
定
に
至
る
こ

と
は
な
い
の
は
、
そ
れ
が
純
演
繹
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ

る
。二

、
三
、
六
、
四
、
三　

類
比
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン

　

わ
れ
わ
れ
は

�

�

�

�

�

、
純
演
繹
的
に
も
純
帰
納
的
に
も
法
に
立
ち
至
る
こ
と
は

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

な
い

�

�

。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
重
要
な
帰
結
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
演
繹
と
帰

納
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
推
論
を
用
い
る
。
こ
の
種
の
推
論
形
式

と
し
て
、
類
比
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

と
い
う
二
つ
の
も
の
が
存
在
し
て
い

る
。
類
比
は
、
知
ら
れ
て
い
る
特
殊
的
な
も
の
か
ら
知
ら
れ
て
い
な
い
特

殊
的
も
の
を
推
論
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
一
般
的
な
も
の
を

経
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
一
、
地
球
は
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
＋
有
機
的
生
命
と
い
う

特
性
を
も
っ
た
ひ
と
つ
の
惑
星
で
あ
る：

二
、
火
星
は
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
？
と
い

う
特
性
を
も
っ
た
ひ
と
つ
の
惑
星
で
あ
る：

三
、
火
星
に
は
有
機
的
生
命

が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
推
論
は
あ
る
一
般
的
な
も
の
を
経
て
の
み
、
つ

ま
り
は
事
象
の
合
法
則
性
を
条
件
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
類
比
が
新

し
い
諸
認
識
に
、
し
か
し
仮
定
的
な
基
盤
の
う
え
で

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

導
く
こ
と
（
そ
れ
ゆ

え
、
そ
れ
は
実
際
上
す
べ
て
の
科
学
に
慣
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
）
は
明
白

で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ね
に
ひ
と
つ
の
問
題
を
は
ら
ん
だ
推
論
で
あ
り
、
つ

ね
に
対
立
す
る
推
論
、
反
対
か
ら
の
論
証

�

�

�

�

�

�

�

（����������������������

������������������������
）



が
可
能
で
あ
る
（
火
星
の
場
合
で
は
、
た
と
え
ば
地
球
よ
り
も
希
薄
な
大

気
し
か
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
火
星
で
は
ど
の
よ
う
な
有
機
的
生
物
も
存
在

し
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
先
の
も
の
と
は
別
の
推
論

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

を
根
拠
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）。
類
比
の
場
合
で
は
認
識
さ
れ
る
べ
き
も
の

が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
な
い
し
は
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
（
そ
の
本
質
に

お
い
て
）
で
は
な
く
、
知
ら
れ
て
い
る
別
の
も
の
と
の
間
に
成
り
立
っ
て

い
る
ひ
と
つ
の
関
連

�

�

（
関
係
）
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
知
ら

れ
て
い
る
い
く
ら
か
の
要
素
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
て
い
な

い
他
の
諸
要
素
に
お
い
て
も
一
致
し
て
い
る
こ
と
へ
の
推
論
（「
推
理
」）

で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
全
く
等
し
い
こ
と
も
全
く
等
し
く
な
い
こ
と

も
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
推
論
は
つ
ね
に
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

こ
と
に
な
る
。

　

類
比
（
こ
れ
は
帰
納
よ
り
も
演
繹
に
近
い
）
よ
り
も
い
っ
そ
う
不
安
定

で
あ
る
の
が
、
と
り
わ
け
パ
ー
ス
が
展
開
し
た�
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン

�

�

�

�

�

�

�

で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
知
ら
れ
て
い
る
あ
る
一
般
法
則
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
特

殊
的
な
も
の
を
経
て
知
ら
れ
て
い
な
い
特
殊
的
な
も
の
が
推
論
さ
れ
る
。

パ
ー
ス
の
例：

一
、
こ
の
袋
か
ら
出
て
き
た
す
べ
て
の
豆
は
白
い：

二
、

こ
れ
ら
の
豆
は
白
い
（
こ
の
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
袋
か
ら

出
て
き
た
の
か
否
か
は
知
ら
れ
て
い
な
い
）：

三
、
こ
れ
ら
の
豆
は
こ
の

袋
か
ら
出
て
き
て
い
る
。
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
と
り

（　

）
３５１

わ
け
諸
々
の
仮
説
の
発
見
に
役
立
つ
。
類
比
は
仮
説
を
も
っ
て
作
業
す
る

�

�

�

�

の
で
あ
り
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
仮
説
を
見
出
す

�

�

�

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
以
下
に
お
い
て
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
携
わ
る
こ
と
は
な
い
。

二
、
三
、
七　

法
実
現
の
過
程
に
お
け
る
段
階
構
造

　

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
多
く
の
人
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
、
な
か

で
も
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ

て
い
る
法
実
現
の
課
程
に
お
け
る
段
階
構
造

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

か
ら
出
発
す
る
（
こ
の
場
合

で
は
、「
段
階
」
と
い
う
言
葉
は
比
喩
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い�
）。
そ
の
さ
い
わ
れ
わ
れ
は
次
の
三
つ
の
段
階
を
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
第
一
段
階
を
な
し
て
い
る
の
は
、
抽
象
的

�

�

��
一
般
的
な

�

�

�

�

、
超�

実
定
的
か
つ
超
歴
史
的
な
法
的
諸
原
理

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

で
あ
る�
。
第
二
段
階
に
立
っ
て
い

る
の
は
、
具
体
化
さ
れ
た

�

�

�

�

�

��
一
般
的
な

�

�

�

�

、
形
式
的

�

�

��
一
般
的
な

�

�

�

�

、
超
歴
史

的
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
多
少
と
も
長
い
時
間
帯
に
わ
た
っ
て

�

�

�

�

�

�

�

�

（「
法
律
期
間
」）
妥
当
し
て
い
る
法
的
諸
原
則

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（
法
的
諸
規
範
）
で
あ

る
。
第
三
段
階
は
、
具
体
的
な

�

�

�

�

、
実
質
的

�

�

��
実
定
的
な

�

�

�

�

、
歴
史
的
な
法
で

�

�

�

�

�

�

あ
る

�

�

。
も
し
く
は
、
簡
潔
に
表
現
す
れ
ば
、
法
原
理
―
―
法
規
範
―
―
法

的
判
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
さ
い
こ
の
順
序
は
、
ひ
と
つ
の
論
理

学
的
な
も
の
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て
よ
い
。
存
在
論
的
に
は
、
こ
の
関

（　

）
３５２

（　

）
３５３

二
二
一

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
二
七
）



二
二
二

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
二
八
）

係
は
逆
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
具
体
的
な
法
は
存
在

に
よ
り
接
近
し
て
お
り
、
法
原
理
（
法
理
念
）
よ
り
も
存
在
帯
有
的
だ
か

ら
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
理
解
に
と
っ
て
い
ま
や
二
つ
の
テ
ー
ゼ
が
基
底
的
で
あ

り
、
両
者
は
等
し
く
重
要
で
あ
る
。
第
一
テ
ー
ゼ
は
、
挙
げ
ら
れ
た
ど
の

段
階
も
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法

原
理
が
な
け
れ
ば

�

�

�

�

�

法
原
則
は
な
く
、
法
原
則
が
な
け
れ
ば

�

�

�

�

�

法
的
判
定
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
テ
ー
ゼ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
ど
の

段
階
も
（
論
理
的
に
）
次
の
よ
り
高
い
段
階
か
ら
単
純
に
演
繹
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
的
諸
原
理
か
ら
の�

み�

引
き
出
さ
れ
る
法
原
則
は
な
く
、
法
原
則
か
ら
の
み

�

�

引
き
出
さ
れ
る
法

的
判
定
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
一
の
テ
ー
ゼ
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
何
ら
か
の
価
値
視
点
が
な
く

て
も
権
力
か
ら
（
ホ
ッ
ブ
ス
）、
意
志
か
ら
（
自
由
法
運
動
の
主
意
主

義
）、
利
益
、
予
期
、
隣
人
的
役
割
か
ら
（
利
益
法
学
、
法
社
会
学
）
法

に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
あ
の
諸
々
の
見
解
か
ら
距
離
を
置

く
。「
事
実
的
な
も
の
も
規
範
力
」（
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
エ
リ
ネ
ク
）
は
現
存

し
て
お
ら
ず
、
法
的
な
諸
帰
結
は
、
価
値
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
事

実
、
す
な
わ
ち
「
倫
理
的
な
」
権
力
、「
理
性
的
な
」
意
思
、「
価
値
的

な
」
利
益
か
ら
し
か
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
、
こ
こ
で
と
り
わ
け
関
心
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
テ
ー
ゼ
を
も

っ
て
わ
れ
わ
ら
は
同
様
に
、
価
値
視
点
、
原
理
、
規
範
、
当
為
し
か
見

ず
、
こ
こ
か
ら
直
截
に
現
実
の
法
に
到
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考

え
る
、
あ
の
一
方
的
な
「
規
範
主
義
的
な
」
方
向
を
拒
絶
す
る
。
こ
の
よ

う
な
試
み
に
欠
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
古
典
的
自
然
法
、
概
念
法
学
、

規
範
論
理
的
実
証
主
義
）
と
い
う
の
も
、
や
は
り
「
規
範
的
な
も
の
の
事

実
力
」
は
、
理
念
か
ら
現
実
へ
、
当
為
か
ら
存
在
へ
と
架
橋
す
る
た
め
に

は
、
同
様
に
有
益
な
魔
法
の
公
式
と
し
て
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
存
在
論
主
義
、
単
な
る
諸
概
念
か
ら
存
在
を
演
繹
す
る
こ
と
は
、

純
粋
に
規
範
的
で
あ
る
だ
け
で
は
や
っ
て
ゆ
け
ず
、
つ
ね
に
経
験
が
流
れ

込
ん
で
い
る
こ
と
の
誑
か
し
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
再
び
、
法
の
発
見
は
演
繹
的

�

�

��
機
能
的
に

�

�

�

�

、
つ
ま

�

�

り
は
類
比
的
に

�

�

�

�

�

�

処
理
さ
れ
る
こ
と
を
確
証
し
た
。
存
在
の
契
機
と
当
為
の

契
機
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
と
は
本
来
的
に
類
比
的
な
も
の
で

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

あ
る

�

�

。
立
法

�

�

も
ま
た
、
存
在
の
契
機
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
法
律
が

妥
当
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
、
先
取
り
さ
れ
た
可
能
な
諸
事
例
が
な
け

れ
ば
可
能
で
な
い
。

　

演
繹
的

�

�

�

―
帰
納
的

�

�

�

が
つ
ね
に
同
時
的

�

�

�

で
あ
る
法
実
現
の
こ
の
過
程
が
、

相
前
後
も
し
く
は
並
立
し
て
で
は
な
く
、
図
表
的
に
描
出
さ
れ
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
互
い
違
い
の
螺
旋
階
段
と
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
違
い



な
い
で
あ
ろ
う
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
ト
ン
ネ
ル
の
例
（
一
八
四
頁
）
は
、

お
そ
ら
く
い
っ
そ
う
具
象
的
で
あ
ろ
う
。

二
、
三
、
八　

法
学
的
方
法
の
解
釈
学
的
理
解

　

先
に
（
二
、
二
、
五
、
四
、
一
）
解
釈
学
が
方
法
と
し
て
で
は
な
く
、

言
語
お
よ
び
意
味
理
解
一
般
の
可
能
牲
の
諸
条
件
を
指
定
す
る
先
験
哲
学

�

�

�

�

と
し
て
紹
介
さ
れ
た
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
肉
体
を
持
っ
た
裁
判
官

の
事
実
上
の
前
理
解
で
は
な
く
、
主
観�
客
観�
図
式
の
か
な
た
の
そ
の

思
考
形
式
、
現
実
的
な
、
内
容
的
な
そ
の
意
味
理
解
で
あ
る�
。
と
こ
ろ

で
、
し
ば
し
ば
こ
の
事
実
上
の
方
法
的
な
や
り
方
も
解
釈
学
と
呼
ば
れ

る
。
こ
れ
は
確
か
に
許
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
、
こ
の
種
の
「
解
釈
学
」

は
先
験
哲
学
で
は
な
く
、
方
法

�

�

で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
解
釈
学
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
諸
々
の
異
議
申
し

立
て
―
―
非
合
理
的
、
主
観
的
、
非
科
学
的
―
―
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に

こ
の
第
二
の
種
類
の
解
釈
学
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は

次
い
で
法
学
方
法
論
一
般
に
も
妥
当
す
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
以
下
に
お
い
て
解
釈
学
的
方
法
を
展
開
す
る
の
で
は
な

く
、
法
発
見
に
当
た
っ
て
方
法
的
に
生
起
し
て
い
る
（
も
し
く
は
生
起
す

べ
き
）
こ
と
を
解
釈
学
的
な
視
点
の
も
と
に
観
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（　

）
３５４

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
法
学
的
方
法
の
解
釈
学
的
理
解

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

で
あ
る
（
こ
れ

は
、
法
的
方
法
の
他
の
諸
理
解
も
あ
り
得
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
―
―
た

だ
こ
れ
が
絶
対
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）。

　

読
者
に
は
、
以
下
に
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
つ
ね
に
図
表
６
と
７

（
二
〇
〇�
二
〇
三
頁
）
が
念
頭
に
置
か
れ
る
よ
う
に
請
わ
れ
る
。

二
、
三
、
八
、
一　

前
理
解
、
循
環
、
解
釈
、
構
成

　

わ
れ
わ
れ
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
か
つ
て
判
定
を
下
し
た
次
の
刑
事

事
件�
か
ら
出
発
す
る
。
事
実
関
係
は
全
く
単
純
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
あ
る
男
が
あ
る
レ
ジ
係
の
顔
面
に
塩
酸
を
振
り
か
け
た
後
に
彼
女
か

ら
財
布
を
奪
っ
た
。
決
定
的
な
法
律
問
題
は
、
塩
酸
は
重
強
盗
の
意
味
に

お
け
る
「
武
器
」
に
該
当
す
る
か
で
あ
る
（
刑
法
第
二
五
〇
条
。
そ
こ
に

言
う
「
も
し
く
は
道
具
ま
た
は
薬
剤
」
は
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
が
下
さ

れ
た
後
に
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
た
。
明
ら
か
に
立
法
者
は
連
邦
通
常
裁
判

所
判
決
を
き
わ
め
て
信
用
が
置
け
な
い
と
見
た
の
で
あ
る
）。
本
来
的
な

実
証
主
義
的
見
解
に
従
っ
て
法
律
の
解
釈
と
事
実
関
係
の
認
定
と
は
分
離

さ
れ
た
場
面
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
及
び
す
ぎ
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
塩
酸
は
そ
の
文
言
か
ら
し
て
も
可
能
な
言
葉
の
意
味

（
そ
れ
は
確
か
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る�
）
か
ら
し
て
も
決
し
て
武
器

で
は
な
い
。
他
方
で
、
あ
る
規
範
を
顧
慮
し
な
い
事
実
関
係
の
認
定
は
、

（　

）
３５５

（　

）
３５６

二
二
三

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
二
九
）



二
二
四

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
三
〇
）

塩
酸
は
ひ
と
つ
の
武
器
で
あ
る
か
と
い
う
疑
問
に
導
く
こ
と
は
な
い
。
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
有
意
味
的
な
前
理
解
が
な
け
れ
ば
決
し
て
重
要
な
法
的

諸
問
題
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
よ
く
理
解
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
こ
こ
で
は
理
解
過
程
の
「
循
環
」
で
も
あ
る
。
重
強
盗
が
何
で
あ

る
か
を
私
が
知
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
私
は
具
体
的
事
案
を
重
強
盗
の

一
事
例
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
重
強
盗
が
何

で
あ
る
か
を
、
私
は
具
体
的
事
案
の
正
し
い
分
析
な
し
に
は
知
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
法
律
規
範
の
あ
る
「
構
成
要
件

�

�

�

�

」
へ
の
形
態
化
（
解
釈

�

�

）
は

事
例
に
即
し
て
行
な
わ
れ
、
事
例
の
あ
る
「
事
実
関
係

�

�

�

�

」
へ
の
形
態
化
は

法
律
規
範
に
即
し
て
行
な
わ
れ
る
―
―
そ
し
て
こ
の
形
態
化
は
つ
ね
に
、

当
て
は
め
に
先
行
す
る
創
造
的
な
、
創
意
に
満
ち
た
行
為
で
あ
る
（「
明

白
な
」
諸
事
例
に
お
い
て
で
あ
っ
て
も
形
態
化
と
当
て
は
め
は
合
体
し
て

現
わ
れ
る
）。

　

事
例
と
規
範
は
方
法
的
過
程
の
「
原
素
材
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
が
カ

テ
ゴ
リ
ー
的
に
異
な
る
次
元
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
が
、
未

加
工
の
ま
ま
で
は
、
互
い
に
組
み
込
み
合
う
こ
と
は
全
く
な
い
。
規
範
は

抽
象
的�
一
般
的
に
規
定
さ
れ
る
当
為
に
属
し
て
お
り
、
事
例
は
そ
の
無

限
に
数
多
い
要
素
を
も
っ
て
未
分
類
の
ま
ま
に
無
定
形
な
存
在
に
属
し
て

い
る
。
共
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
規
範
が
経
験
を
も
っ
て
、
事
例
が
規

範
性
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
「
相
応
し
て
お
り
」、
そ
し
て
こ
の

相
応
が
論
証
的
に
根
拠
づ
け
る
と
い
う
仕
方
で
濃
縮
さ
れ
て
は
じ
め
て
可

能
で
あ
る
。

二
、
三
、
八
、
二　

同
置
化
理
論

　

法
的
な
判
断
に
お
い
て
は
規
範
と
事
実
関
係
と
が
「
相
応
化
に
ま
で
持

ち
来
た
ら
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
そ
の
さ
い
類
比

�

�

が
話

題
に
な
る
）。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
規
範
と
事
例
は
、
両
者
が
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
異
な
る
次
元
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
本
来
的
に
等
し

く
な
い
こ
と
か
ら
、
積
極
的
に
形
態
化
す
る
行
為
に
お
い
て
「
同
置
化
さ

れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（「
同
置
化
説

�

�

�

�

」

：

カ
ー
ル
・
エ
ン
ギ

シ
ュ
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
）。
決
し
て
決
断
や
当
て
は
め
に

す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
の
同
置
化
は
、
解
釈
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
も

な
く
（
構
成
で
も
あ
り
）、
事
例
と
規
範
が
同
じ
で
は
な
く
と
も
、
そ
れ

で
も
、
そ
れ
も
あ
る
一
定
の
点
、
す
な
わ
ち
法
の
根
本
義
（����������

�����������
）

に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
規
範

と
事
例
を
「
同
置
化
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
意
味
理
解
の
同

�

�

�

�

�

�

一
性

�

�

と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
塩
酸
」
と
「
武
器
」

と
を
同
置
す
る
に
至
っ
た
の
か
。
文
言

�

�

と
可
能
な
言
葉
の
意
味

�

�

�

�

�

�

�

�

か
ら
で

は
、
こ
れ
は
可
能
で
な
い
。
体
系
的
要
素

�

�

�

�

�

も
こ
れ
に
導
く
こ
と
は
な
い
の



で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
法
秩
序
（
武
器
法
）
に
お
い
て
は
ど
こ

に
も
科
学
製
剤
を
武
器
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
主
観
的

�

�

�

（
歴
史
的

�

�

�

）
解
釈

�

�

も�
同
様
に
、
歴
史
的
立
法
者
は
こ
の
種
の
こ
と
を
考
え

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
客
観

�

�

的
に
目
的
論
的

�

�

�

�

�

�

な�
拡
張
的
解
釈

�

�

�

�

�

と
い
う
も
の
に
基
づ
い
て
の
み
、
こ
の
帰

結
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
広
く
類
推

�

�

に
踏
み
込
ん
で
い
る�
。

客
観
的�
目
的
論
的
解
釈
と
い
う
も
の
は
、
裁
判
官
を
し
て
法
律
の
支
配

者
と
さ
せ
る
と
い
う
理
由
で
、
す
で
に
そ
れ
自
体
と
し
て
疑
わ
し
い
。
他

の
す
べ
て
の
規
準
が
同
置
化
を
禁
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
類
比
す
る
と
い

う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
通
常
裁
判
所

は
、
反
対
か
ら
の
論
証

�

�

�

�

�

�

�

（����������
����������

����������������������
）
を
用
い
て
重
強

盗
と
い
う
も
の
を
否
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
る
。

二
、
三
、
八
、
三　

裁
判
官
に
よ
る
法
の
自
由
な
継
続
形
成

　

呈
示
さ
れ
た
図
表
の
す
べ
て
の
含
意
を
、
こ
こ
で
詳
細
に
説
明
す
る
こ

と
は
可
能
で
な
い
。
し
か
し
、
な
お
述
べ
る
べ
き
は
こ
う
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
伝
統
的
な
実
証
主
義
的
方
法
論
は
「
法
の
適
用

�

�

�

�

」
を
通
常
事
例
と

み
な
し
、
法
の
発
見

�

�

�

�

を
、
法
の
適
用
か
ら
は
質
的
に

�

�

�

異
な
っ
て
い
る
例
外

事
例
と
み
な
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
裁
判
官

�

�

�

に
よ
る
法
の
自
由
な
継
続
形
成

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

」
は
、
こ
こ
で
裁
判
官
が
権
力
分
立
原
理

（　

）
３５７

（　

）
３５８

（　

）
３５９

を
無
視
し
て
立
法
者
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
実
際
の
と
こ

ろ
き
わ
め
て
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る�
。
そ
の
さ
い
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
新
し

い
も
の
で
は
な
い
。
い
ま
一
度
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
を
挙
げ
よ
う
。
彼
に

よ
れ
ば
、
立
法
者
は
、
そ
の
権
威
を
通
し
て
法
律
が
は
じ
め
て
作
ら
れ
た

者
で
は
な
く
、
そ
の
権
威
を
通
し
て
そ
れ
が
法
律
で
あ
る
こ
と
を
持
続
さ

せ
る
者
で
あ
る�
。
そ
し
て
ま
さ
に
、「
単
な
る
」
法
の
適
用
を
通
し
て
法

律
は
法
律
で
あ
る
こ
と
を
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
に
相
異
な
る
法

発
見
モ
デ
ル
も
質
的
に
で
は
な
く
、
法
律
の
進
展
の
程
度

�

�

�

�

�

�

�

�

に
よ
っ
て
区
別

さ
れ
る
の
で
あ
る
―
―
数
的
な
諸
概
念
―
―
一
義
的
な
文
言
―
―
可
能
な

言
葉
の
意
味
―
―
類
比
／
逆
転
推
論
―
―
裁
判
官
に
よ
る
法
の
自
由
な
継

続
形
成
、
と
い
う
よ
う
に
。

　

法
律
が
完
結
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

は
、
実
証
主
義
的
な
見
解
と
は

反
対
に
、
何
ら
欠
陥
で
は
な
く
、
そ
れ
は
先
験
的
で
必
然
的
な
も
の

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

で
あ

る
。
法
律
を
一
義
的
に
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
そ
れ
は
許
さ
れ

て
も
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
そ
れ
は
、
そ
の
多
様
性
が

無
限
で
あ
る
諸
事
情
の
た
め
に
創
設
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
自

体
と
し
て
完
結
し
た
、
出
来
上
が
っ
た
、
欠
缺
の
な
い
、
一
義
的
な
法
律

と
い
う
も
の
（
こ
の
種
の
も
の
が
仮
に
可
能
で
あ
る
限
り
で
）
は
、
法
の

発
展
を
停
止
さ
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
法
律
の
言
語

�

�

に
と

っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
法
律
の
諸
概
念
は
、
数
的
諸
概
念
の
わ
ず
か
な
諸

（　

）
３６０

（　

）
３６１

二
二
五

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
三
一
）



二
二
六

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
三
二
）

事
例
を
別
に
し
て
、
一
義
的
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
抽
象
的�
一
般
的
な

概
念
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
あ
れ
か
こ
れ
か
（��������

���������

� ����

���
）
で
は

な
く
、
多
か
れ
少
な
か
れ
（����������������

�����������������
）
が
妥
当
し
て
い
る

類
型
的
諸
概
念

�

�

�

�

�

�

、
整
序
的
諸
概
念

�

�

�

�

�

�

で
あ
る�
。
重
強
盗
の
意
味
に
お
け
る

「
武
器
」
は
概
念
と
い
う
も
の
で
は
全
く
な
く
、
ひ
と
つ
の
「
類
型
」
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
、
そ
し
て
ま
さ
に
こ
こ
に
、
こ
の
よ
う
な
類
型

概
念
が
ど
の
程
度
ま
で
開
か
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
抽
象
的�
一
般
的
な

概
念
が
ど
の
程
度
ま
で
限
界
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問

題
が
提
起
さ
れ
る
。
こ
れ
を
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
は
、
使
用
可
能
な
紙
数

を
超
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
、
三
、
八
、
四　

立
法
の
方
法

　

す
で
に
先
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
立
法
の
方
法

�

�

�

�

�

は
法
の
適
用
の
そ
れ

と
類
似
し
て
い
る
。
法
の
適
用
（
法
の
発
見
）
は
ひ
と
つ
の
類
比
的
な
手

続
き
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
法
律
（
当
為
）
と
事
例
（
存
在
）
と
が
、
抽
象

的
な
法
律
か
ら
（
事
例
に
即
し
た
）「
解
釈
」
を
通
し
て
ひ
と
つ
の
具
体
化

さ
れ
た
「
構
成
要
件
」
が
、
個
別
的
な
（
無
定
形
な
）
事
例
か
ら
（
法
律

に
即
し
た
）「
構
成
」
を
通
し
て
ひ
と
つ
の
類
型
化
さ
れ
た
「
事
実
関
係
」

が
成
り
立
つ
と
い
う
よ
う
に
し
て
互
い
に
（
相
関
的
に
）
濃
縮
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
比
較
の
た
め
の
第
三
者
（��������

�������������

����������������������
）
は
「
意

（　

）
３６２

味
」（
法
の
根
本
義
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
構
成
要
件
と
事
実
関
係
は

互
い
に
相
応
す
る
（
そ
れ
ら
が
相
応
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
法
を
適
用
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
）。
こ
れ
と
同
様
に
、
―
―
も
し
く
は
、
こ
う
言
い

た
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
手
続
き
を
「
逆
転
」
し
て
、
―
―
立
法
を
も
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
人
に
そ
の
分
を
（����

������

�����������
）、
契
約
は

守
ら
れ
る
べ
し
（����������������

������������������
）、
黄
金
律
、
定
言
命
法
、
公
正

の
、
寛
容
の
、
答
責
の
諸
原
理
お
よ
び
そ
の
他
多
く
の
も
の
（
当
為
）
と

い
っ
た
法
理
念
な
い
し
は
法
の
一
般
的
諸
原
理
と
、
規
制
さ
れ
る
べ
き
、

立
法
者
に
よ
っ
て
思
考
的
に
先
取
り
さ
れ
た
可
能
な
生
活
諸
関
係
（
存

在
）
と
が
相
関
的
な
（
類
比
的
な
）
手
続
き
に
お
い
て
、
両
者
が
互
い
に

「
相
応
す
る

�

�

�

�

」
に
い
た
る
ま
で
に
濃
縮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、「
同
置
化

�

�

�

」
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
立
法
者
は
、「
本
質
的
で
あ
る
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

（
た
と
え
ば
行
為
能
力
の
）
視
点
の
も
と
に
「
等
し
い
」
も
の
で
あ
る
こ

と
の
実
を
示
し
て
い
る
生
活
諸
関
係
の
一
群
を
、
ひ
と
つ
の
概
念
的
に
言

い
表
さ
れ
た
法
規
範
に
つ
い
て
総
括
し
、
こ
れ
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
法
的

効
果
を
指
定
す
る
の
で
あ
る
。
平
等
原
理
の
実
現
の
た
め
に
等
し
い
と
し

て
「
同
置
さ
れ
る
」
も
の
は
、
し
か
し
実
際
は
決
し
て
現
実
に
「
等
し

い
」
も
の
で
は
な
い
。
七
歳
の
者
は
一
七
歳
の
者
と
等
し
く
は
な
い
が
、

し
か
し
何
ら
か
の
減
退
し
た
行
為
能
力
の
同
置
化
が
結
果
と
し
て
も
た
ら



さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
種
の
同
置
化
は
つ
ね

に
不
同
置
化
で
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ま
だ
七

歳
に
達
し
て
い
な
い
者
と
す
で
に
一
八
歳
に
達
し
て
い
る
者
は
、
規
範
か

ら
除
外
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
三
、
八
、
五　

方
法
の
選
択

　

根
本
問
題
は
依
然
と
し
て
方
法
の
選
択

�

�

�

�

�

で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
こ
の
点

で
は
恣
意
的
に
処
理
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
現
代
の
論
証
理
論
は
注
目

す
べ
き
進
歩
を
成
し
遂
げ
た
。
と
く
に
ロ
ベ
ル
ト
・
ア
レ
ク
シ
ー
が
き
わ

め
て
印
象
深
い
規
範
的
な
論
証
お
よ
び
優
先
原
則
を
案
出
し
た�
。
弱
点
は

た
だ
、
こ
れ
ら
の
原
則
は
確
か
に
合
理
的
な
討
議
に
は
適
合
す
る
が
、
裁

判
手
続
き
に
は
適
合
し
な
い
こ
と
に
あ
る
。
ア
レ
ク
シ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
を
合
理
的
な
討
議
の
「
特
殊
事
例
」
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る�

が
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
裁
判
手
続
き
は
支
配
か
ら
免
れ
て
お
ら
ず
、

当
事
者
た
ち
は
法
律
に
、
欠
陥
の
あ
る
法
律
に
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
お

り
、
手
続
き
は
無
限
に
、
も
し
く
は
「
諸
論
拠
の
飽
和
」（
こ
の
よ
う
な
飽

和
に
つ
い
て
の
意
見
の
一
致
は
い
つ
存
在
す
る
の
か
）
に
至
る
ま
で
と
い

う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
合
意
が
な
く
て

も
終
結
す
る
。
そ
れ
は
真
理
と
正
義
に
の
み
奉
仕
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
法
的
平
和
に
も
、
そ
し
て
と
り
わ
け
こ
れ
に
奉
仕
し
て
い
る
の
で
あ

（　

）
３６３

（　

）
３６４

り
、
そ
の
た
め
に
裁
判
所
の
諸
々
の
判
断
は
、
た
と
え
不
当
な
も
の
で
あ

っ
て
も
、
確
定
力
に
お
い
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
合
理
的
な

討
議
の
場
合
で
は
全
く
不
可
能
で
あ
る�
。
あ
る
裁
判
手
続
き
の
当
事
者
す

べ
て
が
実
際
に
「
合
理
的
に
論
証
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
」
の
か
否

か
、
ア
レ
ク
シ
ー
が
そ
の
特
殊
事
例
に
つ
い
て
本
質
的
な
も
の
と
呼
ん
だ�

こ
の
こ
と
は
、（
刑
事
）
裁
判
官
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
か
つ
て
あ
っ
た

者
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
よ
う
が
、
し
か
し
た
と
え

そ
う
で
あ
れ
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
、「
合
理
的
」
と
い
う
言
葉
が
全
く

形
式
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ま
で
薄
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
も
と
に

と
り
わ
け
内
容
的
な
理
性
性

�

�

�

�

�

�

�

（

������������

�

�������������
）
が
理
解
さ
れ
る
限

り
で
、
裁
判
手
続
き
か
ら
は
い
ま
だ
ど
の
よ
う
な
合
理
的
な
討
議
も
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

　

他
で
は
、
次
章
で
優
先
原
則
の
問
題
に
つ
い
て
な
お
い
く
ら
か
の
こ
と

が
述
べ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

二
、
四　

正
義
の
手
続
き
理
論

　

わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
そ
の
『
超
越
論
的
論
理

学
』
に
お
い
て
、「
純
粋
直
観
は
、
そ
の
も
と
に
何
か
が
見
ら
れ
る
単
な

る
形
式

�

�

」
を
含
ん
で
い
る
に
す
ぎ
ず
、「
純
粋
概
念
だ
け
で
は
、
対
象
一

般
を
思
考
す
る
形
式

�

�

を
含
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
帰
結
に
到
達

（　

）
３６５

（　

）
３６６

二
二
七

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
三
三
）



二
二
八

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
三
四
）

し
た
（
先
の
二
、
二
、
三
、
三
、
二
を
見
よ
）。
経
験

�

�

に
由
来
す
る
よ
う

な
諸
々
の
内
容
は
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
し
か
妥
当
し
な
い
。
こ
れ
が
そ

の
通
り
で
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
で
も
、
よ
り
安
定
し
た
諸
々
の

内
容
を
形
式

�

�

か
ら
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
、
い
っ
た
ん
は
試
み

ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、「
純
粋
形
式
」
が
知
覚
の
錯

覚
を
免
れ
て
い
る
諸
内
容
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
と
い
う
こ
の
思

想
は
多
く
の
思
想
家
を
魅
了
し
た
。
第
三
章
（
三
、
二
、
三
）
で
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
根
本
的
に
は
す
で
に
カ
ン
ト
の
定
言
名
法
が
こ
の
種
の
理
念

に
発
し
て
い
る
。
今
日
で
は
こ
の
よ
う
な
試
み
は
大
抵
の
場
合
、「
手
続

き
理
論
」
と
呼
ば
れ
る�
。
次
章
に
お
い
て
こ
れ
に
つ
い
て
よ
り
多
く
述
べ

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
意
図
に
と
っ
て

必
要
な
こ
と
に
限
定
す
る
。

二
、
四
、
一　

シ
ス
テ
ム
理
論

　

タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ス
ン
ズ
（
一
九
〇
二
―
一
九
七
九
年
）
に
ま
で
遡

り
、
わ
が
国
で
は
主
と
し
て
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ

る
シ
ス
テ
ム
理
論

�

�

�

�

�

�

は
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
正
当
性
」、「
正
義
」、「
真
理
」

と
い
っ
た
も
の
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
条
件
つ
き
で
し
か

こ
れ
を
正
義
の
手
続
き
理
論
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は
む

し
ろ
、
こ
れ
ら
を
用
い
て
よ
き
意
図
で
あ
る
こ
と
が
誓
わ
れ
る
か
、
も
し

（　

）
３６７

く
は
前
提
と
さ
れ
た
合
意
を
表
現
す
る
ひ
と
つ
の
シ
ン
ボ
ル
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
シ
ス
テ
ム
の
機
能
が
包
括

的
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
シ
ス
テ
ム
外
の
諸
立
場
か
ら
す
る
こ
れ
に
対
す
る

批
判
は
可
能
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
は
自
ら
を
産
出
し
、
そ
の

（
学
習
過
程
を
通
し
て
の
）
承
認
そ
れ
自
体
、
す
な
わ
ち
『
手
続
き
に
よ

る
正
統
化�
』
で
あ
る
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
正
義
が
実
現
さ
れ
る
こ

と
で
は
な
く
（
そ
の
よ
う
も
の
は
も
と
も
と
存
在
し
な
い
）、
シ
ス
テ
ム

が
社
会
的
複
雑
性
を
縮
減
す
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
が
機
能
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ル
ー
マ
ン
の
こ
の
構
想
は
、
確
か
に
そ
れ
自
体
か
ら
こ
れ
を
論
駁
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
彼
は
同
時
に
、
全
く
一
貫
し
て
貫
徹
さ
れ
る

純�

手
続
き
理
論
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
も
は
や
許
さ
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
如
何
に
」
か
ら
発
す
る
「
何
」
は
そ
も
そ
も
存

在
せ
ず
、「
如
何
に
」
が
存
在
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
法
は
絶

対
的
に
ど
の
よ
う
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
た
と
え
こ
の
機

能
主
義
が
理
論
的
に
議
論
の
余
地
が
な
い
と
思
わ
れ
て
も
、
そ
れ
で
も
こ

れ
は
実
践
的
な
諸
々
の
理
由
か
ら
退
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―

「
そ
の
果
実
で
あ
な
た
方
は
そ
れ
を
認
め
よ
！
」
と
い
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

Ｓ
・
パ
ー
ス
の
格
言
に�
従
っ
て
。
機
能
主
義
の
果
実
は
法
に
と
っ
て
こ
な

れ
が
よ
く
な
い
の
で
あ
る
。

（　

）
３６８

（　

）
３６９



二
、
四
、
二　

契
約
モ
デ
ル

　

い
ま
や
こ
れ
と
は
別
の
、
機
能
主
義
的
で
は
な
い
手
続
き
的
な
諸
構
想

が
ど
の
よ
う
に
し
て
諸
々
の
内
容
に
立
ち
至
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
か

が
問
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、「
社
会
契
約
」（
ル
ソ
ー
、
ホ
ッ
ブ
ス
）
の
理
念

の
あ
る
種
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
意
味
し
て
い
る
契
約
モ
デ
ル

�

�

�

�

�

に
、
先
ず
言

及
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い�
。
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
ジ
ョ
ン
・

ロ
ー
ル
ズ
（
一
九
二
一
―
二
〇
〇
二
年�
）
で
あ
り
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
道

徳
的
に
判
断
す
る
者
が
、
権
力
的
差
異
を
締
め
出
し
、
す
べ
て
の
人
に
と

っ
て
等
し
い
自
由
を
保
障
し
、
そ
し
て
―
―
こ
れ
が
問
題
の
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
―
―
彼
自
身
が
将
来
の
秩
序
に
お
い
て
占
め
る
で
あ
ろ
う
地
位
に
つ

い
て
は
誰
に
も
知
ら
せ
な
い
よ
う
な
擬
制
的
な
原
初
状
態
（「
始
原
的
立

場
（�������������

��������������
）」
に
置
く
こ
と
（「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」）
に
よ
っ

て
普
遍
化
可
能
な
規
範
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
擬
制
的
な
原
初
状
態
に
お
い
て
は
契
約
の
当
事
者
た
ち

は
、
次
の
点
で
意
見
が
一
致
す
る
と
ロ
ー
ル
ズ
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

一
、
二
つ
の
基
本
原
則
、
つ
ま
り
等
し
い
基
本
的
な
諸
自
由
な
ら
び
の
機

会
の
平
等
を
求
め
る
等
し
い
権
利
、
お
よ
び
二
、
二
つ
の
優
先
原
則
、
つ

ま
り
は
自
由
の
優
先
な
ら
び
に
給
付
能
力
お
よ
び
生
活
水
準
に
対
す
る
正

義
の
優
先
。
こ
れ
は
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
納
得
が
ゆ
く
も
の
で
も
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
擬
制
的
な
契
約
当
事
者
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
原

（　

）
３７０

（　

）
３７１

則
に
到
達
し
て
い
る
の
か
。
ロ
ー
ル
ズ
が
一
定
の
内
容
的
な
正
義
に
つ
い

て
の
考
え
方
を
―
―
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
彼
自
身
な
い
し
は
彼
の

社
会
、
よ
り
現
実
に
は
二
十
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
社
会
を
想
定
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
彼
ら
は
そ
こ
に
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
原
初
状

態
に
お
い
て
取
り
決
め
ら
れ
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
今
日
の
道
徳
的
お

よ
び
法
的
な
理
解
に
対
応
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
理
解
が
止
ま
る
と
こ

ろ
で
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る
諸
々
の
論
証
の
説
得
性
も
終
わ
る
。

　

諸
内
容
は
そ
れ
ゆ
え
、
形
式
か
ら
、
手
続
き
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も

そ
れ
だ
け
か
ら
獲
得
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
論
証
に
お
け
る
循

環
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
決
し
て
非
難
で
は
な
く
、
ひ

と
つ
の
認
定
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
ロ
ー
ル
ズ
が
正
義
の
諸
内
容
に
立
ち
至

っ
て
い
る
こ
と
は
、
全
く
積
極
的
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
彼
は
、
実
証
主
義
的
な
見
解
か
ら
は
あ
り
得
な
い
（
と
い
う
の
も
、

法
に
反
対
す
る
ど
の
よ
う
な
法
も
存
在
せ
ず
、
実
証
主
義
に
と
っ
て
は
い

っ
さ
い
の
法
律
が
、
き
わ
め
て
恥
ず
べ
き
法
律
も
法
だ
か
ら
で
あ
る
）
抵�

抗
権

�

�

の
た
め
の
場
所
も
再
び
見
出
し
て
い
る
。
不
正
な
法
律
に
対
す
る
服

従
義
務
の
問
題
が
詳
細
に
論
議
さ
れ
る�
。
し
か
し
そ
の
さ
い
ロ
ー
ル
ズ

は
、
不
正
な
、
暴
君
的
な
国
家
お
よ
び
法
秩
序
に
反
対
す
る
（
た
と
え
ば

第
三
帝
国
に
お
け
る
抵
抗
の
よ
う
な�
）「
古
典
的
な
抵
抗
権
」
に
は
そ
れ
ほ

ど
関
心
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
彼
の
関
心
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
む
し

（　

）
３７２

（　

）
３７３

二
二
九

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
三
五
）



二
三
〇

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
三
六
）

ろ
「
ほ
と
ん
ど
正
義
に
適
っ
て
い
る
」
社
会
に
お
け
る
抵
抗
へ
の
権
利
で

あ
り
、
彼
は
こ
れ
を
「
抵
抗
」
で
は
全
く
な
く
、「
市
民
的
不
服
従

�

�

�

�

�

�

」
と

名
づ
け
る�
。
ど
の
よ
う
な
諸
条
件
の
も
と
に
ロ
ー
ル
ズ
が
法
治
国
家
に
お

け
る
抵
抗
と
い
う
も
の
（
そ
れ
と
い
う
の
も
、
も
っ
ぱ
ら
こ
れ
だ
け
が
重

要
で
あ
る
）
を
是
認
さ
れ
る
と
み
な
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で

は
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
テ
ー
マ
の
現
実
性
の
大
き

さ
は
知
ら
れ
て
お
り�
、
こ
れ
が
ひ
と
つ
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、「
市
民
的
不
服
従
」
の
、
な
い
し
は
私
自
身
の
用
語
で
は
「
小�

銭
の
抵
抗
権

�

�

�

�

�

」
の
目
標
設
定
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
ほ
と

ん
ど
正
義
に
適
っ
て
い
る
」
法
治
国
家
に
お
け
る
「
小
さ
な
」
抵
抗
は
、

不
法
国
家
、
そ
し
て
こ
れ
と
と
も
に
「
大
き
な
」
抵
抗
の
必
要
性
と
い
う

事
態
に
全
く
至
ら
な
い
た
め
に
、
敢
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る�
。

二
、
四
、
三　

討
議
モ
デ
ル

　

手
続
き
的
正
義
論
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
バ
ー

マ
ス
（
一
九
二
九
年
生
ま
れ
）
は
、
道
徳
的
な
論
証
に
お
い
て
解
決
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
諸
々
の
課
題
は
、
独
語
的
に
克
服
さ
れ
得
る
の
で
は

な
く
、
協
働
の
努
力
と
い
う
も
の
を
必
要
と
し
て
い
る
と
し
て
ロ
ー
ル
ズ

に
意
義
を
申
し
立
て
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
な
諸
々
の
論
証
は
、

（　

）
３７４

（　

）
３７５

（　

）
３７６

障
害
を
被
っ
た
合
意
を
修
復
す
る
と
い
う
目
標
に
役
立
つ
。
そ
れ
と
い
う

の
も
、
規
範
に
随
伴
し
た
諸
々
の
相
互
作
用
の
領
域
に
お
け
る
諸
々
の
衝

突
は
直
截
に
障
害
を
被
っ
た
規
範
的
了
解
に
帰
着
す
る
か
ら
で
あ
る�
。
ハ

バ
ー
マ
ス
は
契
約
モ
デ
ル
に
討
議
モ
デ
ル

�

�

�

�

�

を
対
置
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
、
少
な
く
と
も
ロ
ー
ル
ズ
の
構
想
と
同
じ
ほ
ど
の
反
響
を
見
出
し

た
。

　

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
真
の
な
い
し
は
正
し
い
諸
内
容
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

�

�

�

�

�

�

�

ョ
ン
の
過
程

�

�

�

�

�

か
ら
獲
得
し
よ
う
と
す
る
課
題
を
提
起
す
る
の
で
あ
り
、
そ

の
さ
い
理
論
的
討
議

�

�

�

�

�

の
場
合
で
は
経
験
的
事
実
の
真
理
性
が
、
実
践
的
討

�

�

�

�

議�

の
場
合
で
は
規
範
的
な
諸
言
明
の
正
当
性
が
問
題
で
あ
る�
。
そ
れ
自
体

と
し
て
ひ
と
つ
の
問
題
で
あ
る
の
は
、
正
し
い
諸
規
範

�

�

�

�

�

�

を
真
な
る
諸
事
実

�

�

�

�

�

�

と
同
様
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
価
値
明
証

�

�

�

�

と
い
う
も
の
が
観
察
明
証

�

�

�

�

と
い
う
も
の
と
同
様
に
相
応
の
仕
方
で
存
在
し

て
い
る
の
か
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
特
殊
問
題
は
、
法
的
な
論
証
は
そ

も
そ
も
合
理
的
な
討
議
に
該
当
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
か
か
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
先
に
す
で
に
態
度
が
表
明
さ

れ
て
い
る
。

　

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
根
拠
づ
け
ら
れ
た

�

�

�

�

�

�

�

合
意
だ
け
が
あ
る
何
か
の
（
経
験

的
な
諸
事
実
の
、
法
的
な
諸
規
範
の
）
真
理
性
な
い
し
は
正
当
性
の
基
準

で
あ
り
得
る
こ
と
を
無
視
し
て
い
な
い
。
で
は
、
何
が
こ
の
合
意
を
正
統

（　

）
３７７

（　

）
３７８



化
す
る
の
か
。
ハ
バ
ー
マ
ス
は
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
仕
方
で
答
え
る
。

「
よ
り
優
れ
た
論
拠
の
力

�

�

�

�

�

�

�

�

�

」
は
も
っ
ぱ
ら
討
議
の
形
式
的
な

�

�

�

�

諸
特
性
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
諸
命
題
の
論
理
的
一
貫
性
の
よ
う

に
、
論
証
連
関
の
基
底
に
置
か
れ
て
い
る
何
か

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、
も
し
く
は
、
諸
経
験
の

明
証
性
の
よ
う
に
、
外
か
ら

�

�

�

い
わ
ば
論
証
の
な
か
に
侵
入
し
て
く
る
何
か

�

�

�

�

�

�

�

�

に
よ
っ
て
で
は
な
い
、
と
。
で
は
、
討
議
を
真
理
性
な
い
し
は
正
当
性
と

し
て
証
明
す
る
こ
の
よ
う
な
形
式
的
諸
特
性
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
シ
ュ

テ
フ
ェ
ン
・
ト
ウ
ル
ミ
ン�
に
習
っ
て
ハ
バ
ー
マ
ス
は
こ
れ
ら
の
基
準
を

「
理
想
的
な
発
話
状
況

�

�

�

�

�

�

�

�

」
と
い
う
も
の
の
諸
条
件
、
す
な
わ
ち
、
討
議
参

加
者
全
員
に
と
っ
て
の
機
会
の
平
等
、
言
論
の
自
由
、
ど
の
よ
う
な
恩
典

も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
う
そ
偽
り
の
な
い
こ
と
、
強
制
か
ら
免
れ

て
い
る
こ
と
に
認
め
る�
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
は
大
体
に
お
い
て
合
理
的
か
つ
理
念
的
な
討

議
の
諸
条
件
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に

し
て
そ
れ
は
、
そ
の
基
底
に
は
や
は
り
ま
さ
に
何
か
が
置
か
れ
て
い
な
い

と
こ
ろ
で
、
あ
る
何
か

�

�

（
経
験
的
な
諸
事
実
、
法
的
な
諸
規
範
）
の
真
理

性
な
い
し
は
正
当
性
を
生
み
出
す
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
再
び
、
わ

れ
わ
れ
は
す
で
に
カ
ン
ト
に
観
察
し
た
よ
う
な
形
式
か
ら
の
素
材
の
偶
然

発
生
を
、
内
容
的
な
正
義
の
す
べ
て
の
根
拠
づ
け
に
あ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に

出
遭
う
よ
う
な
「
自
然
法
的
循
環
」
を
も
つ
こ
と
に
な
ら
な
い
か�
。
ハ
バ

（　

）
３７９

（　

）
３８０

（　

）
３８１

ー
マ
ス
の
モ
デ
ル
も
ま
た
割
り
切
れ
な
い
。
確
か
に
「
よ
り
優
れ
た
論
拠

と
い
う
原
理
」
は
つ
ね
に
ひ
と
つ
の
解
決
を
可
能
に
す
る
が
、
し
か
し
ハ

バ
ー
マ
ス
に
あ
っ
て
は
優
先
原
則
と
い
う
も
の
が
全
く
存
在
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
す
べ
て
が
無
規
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、「
よ
り
優
れ
た
論

拠
と
い
う
原
理
」
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
ひ
と
つ
の
「
空
虚
な
原
理
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る�
。

　

こ
の
点
で
は
ロ
ー
ル
ズ
の
モ
デ
ル
の
ほ
う
が
、
そ
の
差
額
原
理
か
ら
一

定
の
論
拠
の
倫
理
的
優
位
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
よ
う
に
し
て
と
り
わ

け
、
劣
悪
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
人
に
は
優
先
的
に
決
定
す
る
論
拠
が

認
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
原
理
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る�
と
い
う
理
由

か
ら
、﹇
討
議
モ
デ
ル
を
﹈
凌
駕
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
私
が
「
消
極
的

�

�

�

功
利
主
義

�

�

�

�

」
と
呼
ん
だ
も
の
と
あ
る
種
の
類
縁
関
係
を
有
し
て
い
る
。
最

大
多
数
の
最
大
幸
福
を
目
標
と
す
る
「
積
極
的
功
利
主
義
」（「
幸
福
」
を

ど
の
よ
う
に
普
遍
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
不
幸
な
人
々
を
ど
う
す

る
の
か
）
の
代
わ
り
に
、
そ
れ
は
災
厄
の
最
大
限
に
可
能
な
減
少
を
要
求

す
る
こ
と
を
も
っ
て
満
足
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
努
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
災
厄
を
何
と
し
て
も
で
き
る
だ
け
僅
少
な
程
度
に
喰
い

止
め
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
伴
う
負
担
が
最
も
寛
大
な
仕
方
で
負
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る�
。
そ
し
て
、
疑
わ
し
き
は
よ
り

広
い
寛
容
の
幅
を
所
持
し
て
い
る
論
拠
も
し
く
は
財
が
優
先
す
る
こ
と
が

（　

）
３８２

（　

）
３８３
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）
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二
三
二

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
三
八
）

妥
当
す
る
と
す
る
寛
容
の
原
理
に
も
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
こ
の
原
理
は
つ
ね
に
答
責
原
理
（
ハ
ン

ス
・
ヨ
ー
ナ
ス
）
と
の
関
連
の
も
と
に
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ

れ
が
、
た
と
え
ば
、
寛
容
が
、
未
生
児
に
対
し
て
も
で
は
な
く
、
妊
婦
に

対
し
て
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
、
難
し
い
問
題
に
導

く
こ
と
は
あ
り
得
る
。
所
与
が
異
な
る
ご
と
に
、
よ
り
広
い
寛
容
の
幅
が

ど
こ
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
に
応
じ
て
答
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ひ

と
つ
の
衝
突
で
あ
る
）。

　

討
議
も
し
く
は
合
意
理
論
も
ま
た
、
こ
れ
を
仔
細
に
観
察
す
れ
ば
、

諸
々
の
内
容
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
主
と
し
て
経
験
に
由
来
し
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
も
っ
ぱ
ら
形
式
か
ら
、
手
続
き
か
ら
取
り
出

し
た
と
信
じ
て
い
る
者
は
、
ひ
と
つ
の
自
己
欺
瞞
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
諸
内
容
が
経
験
に
―
―
少
な
く
と
も
経
験
に
も
―
―
由
来
し
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
絶
対
的
に
は
妥
当
し
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え

に
、
合
意
原
理
も
ま
た
真
理
の
ど
の
よ
う
な
「
究
極
的
な
根
拠
づ
け
」
を

も
保
障
し
て
い
る
の
で
は
な
く�
、
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
、
本
当
ら
し
い

こ
と
、
危
険
を
は
ら
ん
だ
決
断
よ
り
も
多
く
の
も
の
で
は
全
く
な
い
。
手

続
き
的
諸
理
論
に
対
し
て
非
難
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

そ
れ
ら
の
諸
々
の
論
証
の
な
か
に
循
環
と
証
明
さ
れ
て
い
な
い
諸
々
の
仮

定
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
が
明
る

（　

）
３８５

み
に
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
真
理
性
ま
た
は
正
当
性

に
つ
い
て
内
容
的
な
言
明
を
な
す
者
で
あ
れ
ば
何
人
も
、
論
理
学
も
内
含

的
な
諸
々
の
定
義
を
も
っ
て
作
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
に
、

証
明
さ
れ
て
い
な
い
諸
々
の
仮
定
の
う
え
に
そ
れ
を
構
築
す
る
こ
と
が
強

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
循
環
的
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
内
容
的
な
根
拠
づ
け
そ
れ
自
体
に

対
す
る
ど
の
よ
う
な
異
議
申
し
立
て
で
も
な
く
、
た
だ
そ
の
絶
対
性
に
対

す
る
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

前
述
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
カ
ー
ル
＝
オ
ッ
ト
ー
・
ア
ー
ペ
ル

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る�
よ
う
な
討
議
倫
理
学

�

�

�

�

�

に
も
当
て
は
ま
る
。
そ

こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
善
と
悪
」
へ
の
、「
善
き
生
活
」
へ

の
、「
生
命
界
」
へ
の
問
い
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
正
し
い
―
正
し
く

な
い
」
で
あ
り
、
そ
の
さ
い
何
が
正
し
い
、
も
し
く
は
正
し
く
な
い
か
と

い
う
問
い
は
、
も
っ
ぱ
ら
形
式
的
な

�

�

�

�

諸
原
則
に
向
け
ら
れ
る
。
何
が
「
正

し
い
」
の
か
を
決
定
す
る
の
は
、
あ
る
「
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
的
共
同
体
」
に
お
い
て
、
合
意
の
内
容
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
た
と

え
こ
れ
が
絶
対
的
な
悪
（
合
憲
的
に
成
立
し
た
汚
辱
法
）
で
あ
っ
て
も
合

意
す
る
に
至
っ
て
い
る
人
々
の
合
意
で
あ
る
。
合
意
の
こ
の
よ
う
な
疑
わ

し
い
役
割
は
別
論
と
し
て
も�
、
こ
の
種
の
合
意
は
つ
ね
に
、
経
験
的
に
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ひ
と
つ
の
擬
制
的
な
合
意
に
す
ぎ
な
い
の
で

（　

）
３８６

（　

）
３８７



あ
る
。
あ
る
主
張
さ
れ
た
妥
当
は
、
あ
た
か
も
全
員
の
合
意
が
は
じ
め
て

こ
の
主
張
を
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
。
事
実
と
し
て
は
確
か
に
こ
の
合
意
を
手
に
入
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
理
想
的
な
討
議
は
、
も

っ
ぱ
ら
討
議
倫
理
学
者
の
頭
の
な
か
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
、
ど
の
よ
う
な

内
容
を
も
原
理
的
に
有
し
て
い
な
い
、
ひ
と
つ
の
思
考
過
程
に
す
ぎ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
討
議
倫
理
学
は
た
だ
ひ
と
つ
の
道
徳
的
原
理
を
、
つ
ま
り

は
普
遍
化
の
原
則
を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
よ

う
な
純
手
続
き
的
倫
理
学
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
善

の
概
念
に
負
っ
て
い
る
よ
う
な
賢
慮
（�

）
の
倫
理
学
に
立
ち

帰
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー�
は
正
し
い

の
で
あ
る�
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
討
議
モ
デ
ル
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
十

分
に
補
充
を
必
要
と
し
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
。
真
理
の
合
意
理
論
は

真
理
の
収
斂
理
論

�

�

�

�

�

�

�

と
い
う
も
の
に
ま
で
拡
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　

理
性
原
理

�

�

�

�

（
理
性
は
「
そ
の
批
判
の
す
べ
て
の
企
て
に
服
し
て
」
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い�
）
か
ら
討
議
を
支
え
る
三
本
の
柱
、
す
な
わ
ち
論
証
原

理
、
合
意
な
い
し
は
収
斂
原
理
、
可
謬
原
理
が
生
ず
る�
。

　

論
証
原
理

�

�

�

�

に
よ
れ
ば
、
合
理
的
な
討
議
は
、
す
べ
て
の
論
拠
が
そ
こ
で

（　

）
３８８

（　

）
３８９

（　

）
３９０

（　

）
３９１

許
さ
れ
る
自
由
な
論
証
共
同
体
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
合
意
を
通
し
て

相
互
主
観
性
を
創
り
出
す
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
る
。
互
い
に
作
用
し
合

う
こ
と
に
お
い
て
認
識
と
承
認
が
成
り
立
つ
（
カ
ン
ト
と
は
対
照
的
に
パ

ー
ス
）。

　

論
証
原
理
は
、
合
意

�

�

な
い
し
は
収
斂
原
理

�

�

�

�

と
可
謬
原
理

�

�

�

�

に
よ
る
補
充
を

必
要
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
合
意
も

究
極
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
ど
の
言
明
も
、
ど
の
推
論
も
、

ど
の
論
拠
も
原
則
的
に
誤
謬
で
あ
り
得
、
そ
れ
ゆ
え
に
原
理
的
に
修
正
が

可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
―
―
合
意
原
理
、
到
達
し
た
ど
の
よ

う
な
合
意
も
究
極
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
命
題
は
可
謬
的
で
は
な
い

こ
と
を
例
外
と
し
て
、
と
い
う
の
も
、
究
極
的
な
合
意
と
い
う
も
の
が
存

在
し
得
る
と
い
う
こ
と
が
他
に
妥
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
合
意
原

理
の
対
立
物
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
可
謬
論
に
立
ち
止
ま
り
続
け
る
の
は
確
か
に
で
き
ず
、

﹇
積
極
的
に
﹈
論
証
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
合
理
的
に
論
証
す
る
こ
と
で
何
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か

は
、
確
か
に
疑
問
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
Ｒ
・
ポ
ッ
パ
ー
（
一
九
〇
二
―
一

九
九
四
年�
）
の
「
批
判
的
合
理
主
義

�

�

�

�

�

�

�

」
に
よ
れ
ば
、
あ
る
言
明
が
完
結
的

か
つ
必
然
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
積
極
的
に
根
拠

づ
け
る
こ
と
と
証
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
な
い
。
そ
れ
ら
を
事
実
に
つ
い

（　

）
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二
三
三

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
三
九
）



二
三
四

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
四
〇
）

て
挫
折
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
諸
々
の
言
明
の
誤
謬
を
証
明
し

�

�

�

�

�

�

、

諸
々
の
理
論
に
論
駁
を
加
え
る
こ
と

�

�

�

�

�

�

�

�

し
か
可
能
で
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

背
後
に
は
、
長
い
目
で
見
て������������

�����������������
あ
る
言
明
、
あ
る
仮

説
、
あ
る
理
論
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の
の
誤
謬
を
証
明
す
る
こ
と
が

可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
誤
謬
が
長
期
間
の
う
ち
に
取
り
消

さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
ら
の
真
理
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
根

拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
す
で
に
パ
ー
ス
に
見
ら
れ
る
思
想
が
置
か

れ
て
い
る�
。

　

誤
謬
を
証
明
す
る
こ
と
が
科
学
に
お
い
て
傑
出
し
た
役
割
を
演
じ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と

く
に
法
に
お
い
て
当
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
わ
れ

わ
れ
は
大
抵
の
場
合
、
何
が
「
正
し
い
法
か
」
も
し
く
は
「
何
が
良
俗

か
」
を
直
截
に
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
ず
、
何
が
た
だ
も
う
不
法
で
し
か

な
い
と
し
か
、
何
が
た
だ
も
う
良
俗
に
反
し
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
こ
と
を
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る�
。
し
か

し
誤
謬
を
証
明
す
る
こ
と
だ
け
で
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
践
的

な
学
問
は
誤
謬
を
証
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
根
拠
づ
け
る

�

�

�

�

�

こ
と
も
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
帰
納

�

�

が
、
ポ
ッ
パ
ー
が
そ
れ
を
科
学

の
方
法
と
し
て
許
容
し
よ
う
と
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
可
欠
で

あ
る�
。
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
経
験

�

�

に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（　

）
３９３

（　

）
３９４

（　

）
３９５

い
の
で
あ
る
。

　

合
意
理
論
の
弱
点
は
主
と
し
て
、
そ
れ
が
、
経
験
が
な
く
て
も
何
か
実

質
的
な
も
の
に
決
着
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
に
あ

る
。
そ
の
根
底
に
置
か
れ
て
い
る
、
真
理
は
現
実
そ
れ
自
体

�

�

�

�

�

�

に
（
真
理
の

対
応
理
論
）
で
は
な
く
、
現
実
に
つ
い
て
の
諸
言
明

�

�

�

に
の
み
か
か
っ
て
い

る
と
い
う
、
真
理
に
つ
い
て
の
見
解

�

�

�

�

�

�

�

�

�

と
関
係
し
て
い
る
（
真
理
の
合
意

理
論�
）。
し
か
し
こ
れ
は
、
そ
の
一
面
性
に
お
い
て
正
し
く
は
あ
り
得
な

い
。
真
理
発
見
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
合
意
に
達
し
た
悪
も
正
統
な
も
の

と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
強
要
す
る
独
り
よ
が
り
の
営
み
に
化
す
―
―
形

式
的
に
正
し
く
合
意
に
達
し
て
い
る
も
の
は
偽
で
も
悪
で
も
あ
り
得
な
い

と
い
う
命
題
が
ず
う
ず
う
し
く
も
信
奉
さ
れ
る
場
合
は
別
と
し
て
（
全
員

�

�

の�

合
意
だ
け
が
真
理
を
作
り
出
す
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
思
考
上
の
逃

げ
口
上
は
、
こ
の
種
の
全
面
的
な
合
意
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
ま
た

決
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
実
際
に
は
役
立
た
な

い
の
で
あ
る
）。

　

達
成
さ
れ
た
合
意

�

�

と
い
う
も
の
は
、
―
―
す
で
に
合
意
し
得
る
こ
と
で

あ
っ
て
も
―
―
真
な
る
も
の
―
―
「
正
し
い
法
」
―
―
が
現
存
し
て
い
る

こ
と
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
最
も
重
要
な
徴
表

�

�

で
は
あ
る
。
し
か
し
、
究
極

�

�

的
な
根
拠
づ
け
と
い
う
も
の
で
は

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、
そ
れ
は
あ
り
得
な
い

�

�

�

�

�

�

�

�

。
こ
の
よ
う
な

こ
と
は
、
総
じ
て
言
え
ば
、
合
意
理
論
が
そ
れ
を
試
み
て
い
る
よ
う
に
、

（　

）
３９６



純
形
式
的
に
は
可
能
で
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
四
、
四　

収
斂
モ
デ
ル

　

あ
る
言
明
の
真
理
性
な
い
し
は
正
当
性
に
と
っ
て
の
本
来
の
基
準
は
、

あ
る
合
意
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
で
も
な
く
、
複
数
の
互
い
に
独
立
し
て

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

い
る
主
観
が
同
じ
対
象
に
関
し
て
実
質
的
に
収
斂
す
る
諸
々
の
認
識
に
到

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

達
し
て
い
る

�

�

�

�

�

と
い
う
事
情
で
あ
る
。
こ
の
「
真
理
の
収
斂
理
論�
」（
こ
れ

は
、
真
理
の
対
応
理
論
と
い
う
古
い
思
想
を
再
び
拾
い
挙
げ
て
い
る�
）

は
、
ど
の
認
識
も
主
観
的
な
契
機
は
別
の
起
源
に
由
来
し
て
い
る
が
、
こ

れ
に
対
し
て
、
客
観
的
な
契
機
は
そ
の
つ
ど
同
じ
存
在
者

�

�

�

�

�

に
由
来
す
る
と

い
う
思
想
か
ら
出
発
す
る
。
主
観
的
な
諸
契
機
は
互
い
に
対
照
し
合
い
、

互
い
に
弱
め
合
う
か
、
も
し
く
は
解
消
し
さ
え
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
客

観
的
な
諸
契
機
は
全
員
を
存
在
し
て
い
る
も
の
の
統
一
点
へ
と
差
し
向

け
、
そ
の
よ
う
に
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

こ
れ
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
は
再
び
対
応
理
論
に
、
そ
し
て
主
観
的
存
在

論
に
到
達
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
規
範
的
な
も

の
の
諸
認
識
は
認
識
す
る
者
の
産
物

�

�

�

�

�

�

�

�

で
あ
る
―
―
と
は
い
え
、
認
識
す
る

者
の
産
物
で
も
あ
る

�

�

�

�

の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
神
の
毛
を
掴
ん
で
自
分
を
沼

か
ら
引
き
上
げ
る
ミ
ュ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い

（　

）
３９７

（　

）
３９８

か
ら
に
は
、
も
っ
ぱ
ら

�

�

�

�

そ
の
産
物
で
あ
る
の
で
は
な
い

�

�

と
い
う
立
場
を
堅

持
す
る
。
実
践
的
な
、
規
範
的
な
討
議
も
ま
た
、
し
か
し
そ
れ
が
ハ
バ
ー

マ
ス
の
モ
デ
ル
に
は
（
表
向
き
に
は
）
有
し
て
い
な
い
よ
う
な
「
対
象
」

と
い
う
も
の
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
し
か
し
、
規
範
的
な
諸
々
の
討
議
の
場
合
で
は
、
ど
の
よ
う

�

�

�

�

な
実
体
的
な
対
象
も

�

�

�

�

�

�

�

�

存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、

ど
こ
ま
で
も
重
要
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
討
議
で

は
、
た
と
え
い
ま
だ
あ
る
種
の
断
片
的
な
状
態
に
お
い
て
で
あ
れ
、
討
議

の
外
に
成
り
立
っ
て
い
る
何
か
が
そ
も
そ
も
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
よ
う

に
帰
結
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
同
一
性
を
付
与

す
る
訴
訟
対
象
の
な
い
訴
訟
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
法
律

家
で
あ
れ
ば
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
ま
た
、
一
方
で
は
、
こ

の
訴
訟
対
象
は
訴
訟
対
象

�

�

�

�

と
し
て
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
と
し
て
与

え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
法
関
係
的
性
格
を
も
っ
た
歴
史
的
出
来
事

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

と
し
て
訴
訟
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
他
方
で
、
し
か
し
こ
の
訴
訟

対
象
は
訴
訟
に
お
い
て
始
め
て
そ
の
よ
り
厳
密
か
つ
具
体
的
な
輪
郭
を
獲

得
す
る
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
規
範
的
な
諸
科
学
―
―
倫
理
学
、

規
範
論
、
法
学
―
―
の
「
対
象
」
は
実
体
で
は
な
く
、
諸
々
の
関
連

�

�

�

�

�

、
関�

係�

で
あ
る
。
パ
ー
ス
が
踏
み
込
ん
だ
、
つ
ま
り
は
属
性
賓
辞
し
か
知
ら
な

か
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
カ
ン
ト
の
論
理
学
か
ら
関
係
賓
辞
の
論
理
学

二
三
五

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
四
一
）



二
三
六

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
四
二
）

と
い
う
も
の
へ
の
大
き
な
一
歩
は
、
法
哲
学
と
法
理
論
に
お
い
て
は
い
よ

い
よ
も
っ
て
追
体
験
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い�
。

　

討
議
理
論
が
、
ど
の
よ
う
に

�

�

�

�

�

理
性
的
に
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
に
つ
い
て
の
形
式
的
な

�

�

�

�

諸
原
則
―
―
「
理
想
的
な
発
話
状
況
」
と
い
う

も
の
の
諸
条
件
―
―
し
か
指
定
し
な
か
っ
た
限
り
で
、
そ
れ
は
、
あ
る
合

意
が
形
式
的
に
正
し
く
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
確
認
を
根
拠
づ
け
る
こ

と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
あ
る
内
容
的
な
何
か

�

�

�

�

�

�

、
た
と
え
ば
諸
規
範

の
真
理
性
な
い
し
は
正
当
性
が
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
れ
が
主
張
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
合
理
的
な
、
合
意
を
獲
得
す
る
討
議
そ

れ
自
体
は
、
何�

が
真
ま
た
は
正
で
あ
る
の
か
を
、
そ
し
て
何�

を
わ
れ
わ
れ

は
な
す
べ
き
で
あ
る
か
を
告
げ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
討
議
に
参
加
す
る

者
の
知
識
と
経
験
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
出
来
上
が

っ
た
も
の
と
し
て
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
討
議
参
加
者
が
討
議

に
、
討
議
そ
れ
自
体
で
は
な
い
何
ら
か
の
内
容
、
何
ら
か
の
「
テ
ー
マ
」

を
与
え
て
は
じ
め
て
（
そ
の
さ
い
こ
の
テ
ー
マ
の
厳
密
な
固
定
化
は
、
討

議
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
は
じ
め
て
生
ず
る
）、
討
議
は
真
な
る
、
な
い

し
は
正
し
い
諸
帰
結
に
導
く
の
で
あ
る
。

（　

）
３９９

二
、
五　

人
格
的
に
裏
づ
け
ら
れ
た
手
続
き
的
正
義
理
論　

　
　
　
　

と
い
う
も
の
の
構
想

　

わ
れ
わ
れ
の
諸
々
の
考
察
は
、
次
の
決
定
的
な
問
い
に
お
い
て
極
ま
っ

て
く
る
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、
正
義
に
関
す
る
討
議
の
「
対
象
」、「
テ

ー
マ
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ
た
す
べ
て
か
ら
、
こ

の
（
決
し
て
実
体
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
）
対
象
は

法
発
見
過
程
の
全
く
外
に
も
、
そ
の
全
く
中
に
も
置
か
れ
て
い
な
い
―
―

そ
う
で
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
再
び
実
体
存
在
論
に
か
、
も
し
く
は
機
能

主
義
に
着
地
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
存
在
的

�

�

�

で
あ
る
と
同
時
に
手
続
き
的
で
あ
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

よ
う
な
現
象
を
用
い
る
。
求
め
ら
れ

る
こ
の
も
の
は
人
間
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は

経
験
的
な
人
間
で
は
な
く
、
人
格
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
倫
理
的
ま
た
は
人
間
学
的
な
意
味
に
お
け
る
人
間
で
は
な
く
、「
役
割
」

と
し
て
の
、
人
と
他
の
人
と
の
間
に
、
も
し
く
は
人
と
事
物
と
の
間
に
成

り
立
っ
て
い
る
諸
々
の
関
係
の
調
和
体
と
し
て
の
人
間
で
あ
る�
。
す
べ
て

の
秩
序

�

�

は
こ
の
種
の
関
係
的
性
格

�

�

�

�

�

を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る�
。
人
間
の
人

格
的
な
諸
々
の
関
係
こ
そ
、
法
的
な
討
議
を
同
一
化
す
る
当
の
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
根
本
的
に
法
は
つ
ね
に
各
人
に
人
格
と
し
て

�

�

�

�

�

�

�

�

帰
属
し
て
い
る
も
の
を
彼
に
保
障
す
る
こ
と

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、
す
な
わ
ち
各
人
に
そ
の
分

（　

）
４００

（　

）
４０１



を
﹇
与
え
よ
﹈（����

������

�����������
）
に
よ
っ
て
の
み
（
と
り
わ
け
基
本
的
お

�

�

�

�

よ
び
人
間
的
諸
権
利
の
保
障

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

に
よ
っ
て
）、
正
統
化
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、「
一
個
の
人
格
で
あ
れ
、
そ
し

て
他
の
人
々
を
人
格
と
し
て
尊
重
せ
よ
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る�
。

　

し
か
し
注
意
せ
よ
、
人
格
は
実
体
で
は
な
い
、
人
格
は
関
係

�

�

、
よ
り
正

確
に
は
、
関
係
づ
け
る
も
の
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
の
構
造
的
な
統

一
体
で
あ
る
こ
と
に�
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
人
格
は
規
範
的
討
議
の
「
如

何
に
」
と�

「
何
」、「
主
観
」
と�

「
客
観
」
と
が
ひ
と
つ
に
お
い
て

�

�

�

�

�

�

�

あ
る
、

こ
の
討
議
の
過
程
の
外
に
も
内
に
も
あ
り
、
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
と
と
も
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
静
態
的
で
も
無
時

間
的
で
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
動
態
的�
歴
史
的
な
形
態
に
お
い
て
任

意
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
か
ら
、（「
解
釈
学
的
」）
循
環

が
す
べ
て
の
理
解
を
人
間
の
人
格
性
に
根
拠
づ
け
、
そ
れ
ゆ
え
に
廃
棄
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
真
理
の
収
斂
理

論
は
対
応
お
よ
び
合
意
理
論
に
対
す
る
第
三
の
理
論
で
は
ま
っ
た
く
な

く
、
む
し
ろ
両
者
の
意
味
あ
る
結
合
で
あ
る
こ
と
も
可
視
的
な
も
の
に
な

る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
収
斂
理
論
に
対
し
て
も
認
識
論
的
な
冷
静
さ
が
要
請

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
根
本
に
お
い
て
、
認
識
過
程
に
お
い
て
客
観
的
な

も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て
主
観
的
な
も
の
か
ら
際
立
っ
て
い
る
か
と
い
う

（　

）
４０２

（　

）
４０３

こ
と
し
か
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
自
体
は
両
者
を
互
い
に
分
離
す

る
手
段
で
は
全
く
な
い
。
主
観�
客
観
図
式
の
意
味
に
お
け
る
全
般
的�

抽
象
的
な
分
離
と
い
う
も
の
は
関
係
的
な
も
の
と
人
格
的
な
も
の
、
主
観

で
あ
る
と
同
時
に
客
観
で
あ
る
も
の
の
場
合
で
は
ど
の
み
ち
存
在
し
得
な

い
。
両
契
機
の
分
離

�

�

と
い
う
も
の
は
も
と
も
と
全
く
問
題
で
も
な
く
、
主�

観
的
な
も
の
に
対
し
て
客
観
的
な
も
の
を
保
持
す
る
こ
と

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、
意
見
的
な
も

の
に
対
し
て
実
質
的
な
も
の
を
保
持
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
保
持
は
も
っ
ぱ
ら
具
体
的
な
法
発
見
手
続
き
に
お
い
て
行

な
わ
れ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
法
発
見
手
続
き
の
過
程
的
な
性
格
が
置
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
種
の
保
持
が
知
覚
さ
れ
る
の
か
。
客

観
的
な
も
の
の
保
持
を
確
定
す
る
た
め
の

�

�

�

�

�

�

�

最
も
重
要
な
手
段

�

�

が
合
意
で
あ

る
。
し
か
し
合
意
の
真
理
性
な
い
し
は
正
当
性
に
と
っ
て
の
根
拠

�

�

は
（
理

想
的
な
仕
方
で
確
保
さ
れ
た
）
合
意
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
真
理
性
（
正

当
性
）
の
本
来
的
な
基
準
と
し
て
の
収
斂
で
あ
る
。

　

こ
の
見
方
か
ら
は
、
先
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
正
義
の
人
格
的
に
裏
づ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

け
ら
れ
た
手
続
き
理
論

�

�

�

�

�

�

�

�

�

を
詳
述
す
る
こ
と
は
法
哲
学
だ
け
の
課
題
で
は
あ

り
得
ず
、
法
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
人
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ

に
は
討
議
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
理
想
的
な

思
考
モ
デ
ル
（「
理
想
的
な
発
話
状
況
」）
と
い
う
形
態
に
お
け
る
ば
か
り

二
三
七

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
四
三
）



二
三
八

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
四
四
）

で
は
な
く
、「
事
件

�

�

」
に
関
す
る
現
実
的
な
諸
々
の
経
験
と
確
信

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

が
そ
こ

で
交
わ
さ
れ
る
（
裁
判
所
を
通
し
た
）
事
実
と
し
て
現
存
し
て
い
る
論
証

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

諸
共
同
体

�

�

�

�

に
お
け
る
討
議
で
あ
る
。
こ
の
種
の
現
実
的
な
討
議

�

�

�

�

�

�

が
経
験
的

な
基
盤
と
い
う
も
の
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を�
、
い
ま
一
度
は
っ
き
り
と

強
調
し
て
お
こ
う
。
真
な
る
諸
内
容
を
形
式
か
ら
思
考
過
程
を
通
し
て
獲

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
う
ま
す
ぎ
る
話
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
こ
の
世
界
が
成
り
立
っ
て
以
来
、
こ
の
種
の
こ
と
は
い
ま
だ

全
く
起
こ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
史
的
論
述
か
ら
引
き
出
す
べ
き
結
論
が
存
在
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。
法
の
理
念
は
人
格
的
な
人
間
の
理
念
で
あ
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

―
―
そ
う
で
な
け
れ
ば

�

�

�

�

�

�

�

、
そ
れ
は
全
く
の
無
で
あ
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

。

（　

）　

根
底
的
な
の
は
、�����������

�
���������������������������������������

������������������������������

１８９�������������������������������

���������������������������������������������
�����������������

�����������������������������������

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
『
法
哲
学
』
の
死
後
刊
行
さ
れ
た
第
四
か
ら
第
九
版
の
冒

頭
に
も
転
載
さ
れ
て
い
る

：���������������

�������������������
﹇
小
林
直
樹
訳
「
実
定
法

上
の
不
法
と
実
定
法
を
超
え
る
法
」『
実
定
法
と
自
然
法
』（
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著

作
集
四
、
東
大
出
版
会
、
一
九
六
九
年
）
二
六
〇
頁
以
下
﹈

（　

）　

い
ま
な
お
読
む
に
値
す
る
の
は
、�����������

�
�����������������������������

�������������������

１９０���������������������

����������������������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、�����������

�
�������������������������������������

���������������������������

１９１

（　

）
４０４

���
������

��������������
����

���

������������������������������������������
��������

�������

�������������������������

�����������������������������

��������������������������������������� ����
﹇
上
田
健
二
訳
「
戦
後
初
期
に
自
然

法
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
―
―
お
よ
び
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
―
―
」
ア

ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
上
田
健
二
・
竹
下
賢
・
長
尾
孝
雄
・
西
野
基

継
編
訳
）『
法
・
人
格
・
正
義
』（
昭
和
堂
、
一
九
九
六
年
）
一
九
一
頁
以
下
）﹈

�������

����������������������������������������

���������������������������������������������������
��

���������������������

�������������

������������������������������������������

��������������������������������������

�������� ���������������

����������������

��������������������������������

������������������������������������
―
―
別
の
観
点
か
ら
見
た
今
日
の
自

然
法
に
つ
い
て
は
、�����������

�
����������������������

�������������������

���������������������������������

������������

��������������
を
も
見
よ
。最
近
の
も
の
と
し
て
、�����������

�������������������������

�������������

�������������������������������

�������������������������������������������������������������

�����������������������������

������������

���������������
を
も
見
よ
。

（　

）　������

���������������������

������������������

１９２
（　

）　�����������

��������������������������������������������

��������������������������������������������������

������������������

１９３���

����
今
日
で
は
数
少
な
い
法
実
証
主
義
の
信
奉
者
の
一
人
が
、�����������

�
������������

����������������������������������

�����������������������������������������

�������
で
あ
る
。
他
で
は
、�����

�
�����

������

��������������
��������������������������

������������������������������������� ����������

������������������

���������

������������������
���

���������
���

������������������������������������

������

�������� �����������������

�����������������

��������

����������������

����������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������

��
����������

����
�������������������������������

���������������������������������
������

�����������������������������

�������������������
��
����������

������������������������������������

����

���������������

���������������������
�

�������������

��������������������
���������������������������������

��������������������
��������

��������
���

������������������������������

�������������

��������������

（　

）　

そ
の
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
作
品

：����������

�����������������������������

�������������������

１９４



���������������
�����������������
﹇
今
井
広
道
訳
『
手
続
き
を
通
し
て
の
正
統
化
』（
風
光

社
、
一
九
九
一
年
）﹈

（　

）　

こ
れ
つ
い
て
詳
し
く
は
、����������������������

��������������������������������������

��������������

１９５����������������������������������

�������������������������������������������������������

����������������������������

����������

������

�����������������
����������������������������������������

�������������������������������������������

���������
ル
ー
マ
ン
の

正
義
問
題
の
シ
ス
テ
ム
理
論
的
新
定
式
化
に
つ
い
て
。
最
近
の
も
の
と
し
て
と
り
わ

け
、���������������������

�
��������������������������������������������������������

�������������������������������������� ���

������������������
��������������

�����������������������������������������

������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、����

�
�������������������
�������������������������������������

�����������������������

１９６��������������������������

����������������������������������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、������������

�������������� ��������������������������������
��������������������������������

１９７������������������������������

�����������������������������������������������������
�����������������������

（　

）　����������

�������������������������������������

�������������������������������

１９８
（　

）　�������

�������
の
最
も
重
要
な
作
品

：���������������������������

�������������������������������

１９９��������������������������������

�������������������������������������������������������

����������������������
し
か
し

ま
た
、
今
日
で
も
読
む
に
値
す
る
彼
の
次
の
現
象
学
へ
の
案
内
に
も
言
及
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。����������

�
�������������������������������������

�����������������������������

（　

）　

こ
の
立
場
を
き
わ
め
て
明
瞭
に
提
唱
し
て
い
る
の
は
、��������������

�
���������������

２００�������������������������������
�

��������������������������������������
�������������

������

���������������������������

（　

）　�����������

��������������������������������

������������������������
「
現
実
と
価
値
」���������

������������

２０１�������

��������

（　

）　�����������

��������������������������������������������

������������������������������������������������

���������������

２０２������������������������������

�������������������������������������������������������������

���������������������������������

��������

����������

（　

）　�����������

������������������������������������������

����������������������������������������������

�������������
私

２０３
自
身
の
見
解
に
つ
い
て
は
、���������������

�
���������������������������������

��������������������

「『
事
物
の
本
性
』
は
存
在
と
当
為
と
の
、
事
例
と
規
範
と
の
結
合
肢
（「
触

媒
」）
で
あ
る
」

：

を
見
よ
。（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、���������

�
����������
﹇�����

�����
﹈� ��

�����
���������

���
��������

�������

��������������������������������������
��
�������������

��������������������

�������������������������������

����������������������������������
に
お
け
る
多
く
の
論
考
を
参
照
。）

最
近
の
も
の
と
し
て
は
と
り
わ
け
、��������

�
�������������������������

�������������������

������������������������������
���

��������������������������������������������

����������
お
よ
び�����������

�������������

�����

�������������������������������������

������������������������������������������������������

��������������������
批
判

的
な
意
見
の
仲
間
う
ち
か
ら
と
く
に
挙
げ
る
べ
き
は
、���������

�
�������������

����

�������
���

�������������
������

�������������������������������������
「
事
物
の
本
性
」
に
つ
い
て
の
そ
の

他
の
文
献
は
、����������

�
��������������������������������������������

�������������������������������������

�����������������������

����������������������������

（　

）　

彼
に
つ
い
て
は
、����

�
�������������

��������������������������������������

����������������������������������

２０４�������

���������
ユ
リ
ウ
ス
・
ビ
ン
ダ
ー
（
一
八
七
〇
‐
一
九
三
三
年

；

第
二
帝
国
と

ナ
チ
ズ
ム
と
の
間
の
一
人
の
法
哲
学
者
。

（　

）　

今
日
で
も
な
お
読
む
に
値
す
る
著
作
、���������

�
����������������

�������

２０５��������������������������������

�����������������������������������������������������������

��������������������������
を

見
よ
。

（　

）　��������������

���������������
は
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
つ
ま
り
は
合
理
的
に
「
事
物

２０６
の
本
性
」
を
把
握
し
た
。
こ
の
点
で
私
の
立
場
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い

る
。�

（　

）　

文
献
か
ら

：�����������

����������������������������������

�������������������������
英
語
か
ら�� ���

２０７�����

�����������
��������������������
�����������������
（
英
語
か
ら
）������

�����������������

�����������������

������

二
三
九

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
四
五
）



二
四
〇

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
四
六
）
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������������������������������
�������������

����������������������������������������
������������

������������������

����������������������
��������

�����������������������������������������������������������
��

�����������������������������

�������������

���������������
―
―
実
践
的
な
関
連
を
伴
っ
た
ひ
と
つ
の
分
析
論
的
研
究

：
������������

������������������������������������������������

����������������������������������������������

�������������

（　

）　���������

������������������������������������������

������������������������������������
（
死
後
刊
行
）

２０８
（　

）　���������

�����������������������
��
�������

����������

�������������������������������������������
���

������������

２０９������
������

���������������������

��������������
�������������

���
��������

�������������������������������������� ���

�����

������
を
見
よ
。
次
い
で
ま
た
、�������������

�
������������������

���������������

����������������������
�����

�����

（　
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��������������������
�������

������������������

����������������������������������������������
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���������������

（　

）　�������
�������

��������������������
�������

���������������
�����

�����������������������������������������

������

２１１
��������������������

������������������������������

�����������������������������������
�

�����������������������������������

�������������

�����������������
た
と
え
ば
、
な
お
次
の
も
の
を
見
よ
。�������������

�
��������������

���
�����������

���
���
�����������

�������������������������������������������
��
���

�����������
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�����������������������������

���������������������������������������������
���

������������

����������������������������

������������

����������������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
、�����������

�
����������������������������������

������������������������

２１２�����������������������������

�������������������������������������� ���
（
第
一
巻
は
プ
ラ
ト
ン
を
扱
っ
て

い
る
。）
―
―
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
ア
ン
チ
・
ポ
ッ
パ
ー
を
。�������

�
��������

��������������������������������

�������������������������������������������������������

�����������������������
開
か
れ
た

体
系
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
ま
た
、������������

�
�������������������������

�������������

��������������������������������

�����������������������������������������������������������
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�������������������������������������� ����

��� ���
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�����
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�������������
����������������������������������������������

����������������������������������������������
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����������������

������������
����������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������

（　

）　

公
理
的
体
系
、
ト
ピ
ッ
ク
論
お
よ
び
（
構
造
主
義
的
に
理
解
さ
れ
た
）
開

２１４
か
れ
た
体
系
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、�������

�
������������������������

��

����������������������

��������������������������������

���������������������������������������������

�����������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
説
得
的
な
の
は
、�����������

�
���������������

����

２１５��������������
���������

����������

��������������������������������������������������������
����

�����������������������������

������

�������

（　

）　����������

������������������������������������

�����������������������������

２１６
（　

）　�����������

���������������������������������������������

������������������������������������

２１７
（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、�����������

�
����������������������������������������
��������������������������������

２１８��������������������������������

���������������������������������������������
������������
﹇
ア
ル
ト
ウ
ー
ル
・
カ
ウ

フ
マ
ン
（
中
義
勝
・
山
中
敬
一
訳
）『
グ
ス
タ
ー
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
』（
成
文

堂
、
一
九
九
二
年
）、
と
く
に
二
三
頁
以
下
﹈

（　

）　�����������

������������������������������������������

����������������������������������

２１９
（　

）　�����������

����������������������
������������������������

��������������������������������������������
�����������

２２０��������������������������������

��������������������������������������������������
����������

�������������������������������

（　

）　

先
の
二
、
三
、
四
を
見
よ
。

２２１
（　

）　

と
り
わ
け������������

����������������������������������������
��

���������������������������������������
�����

２２２�������������

�����������������
を
見
よ
。
法
に
「
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
に

つ
い
て
は
、��������

�
���������������������

������������������������������������������

��������������������������������
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������
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）　���������

������������������������������������������

������������������������������������� ��
﹇
前
掲
（　

）
訳
書

２２３

１７７

一
〇
五
頁
以
下
﹈

（　

）　���������

������������������������������������������

�������������������������������������
﹇
前
掲
（　

）
訳
書

２２４

１７７

一
四
七
頁
﹈
同
様
に
す
で
に
初
期
に
、������������������������������

�
��������������������������������

�����������������
����������

����������������������������������
そ
し
て
後
期
に
、����������������

�
������������������
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��������������������������������������� ���
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（　
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�������������������������������������������

������������������������������������������������

����������������

２３１������

�������

（　

）　����������

������������������������������������������

������������������������������������������

�������
ド
イ
ツ
語

２３２
版

：���������������������������

������������������������������

（　

）　���������

�������������������������������������������

������������������������������������� ��
最
近
の
も
の
と
し

２３３
て
は
、����������

�
�������������������������������������������

���������������������������������������������

������������

�������������

���������������

（　

）　

現
代
人
間
学
へ
の
簡
略
な
案
内
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、���������

�
����������

２３４��������������������������������
�����������������������������������������������������������

��������������������������
お
よ

び�����������
�����������������������������������������������

������������������������������������

（　

）　�������
�����������������������
�������������������
﹇
岡
道
男
訳
『
法
律
に
つ
い
て
』（
キ
ケ
ロ
ー

２３５
選
集
８
、
岩
波
書
店
）
一
九
三
頁

：「
じ
じ
つ
、
わ
た
し
た
ち
は
法
の
自
然
本

二
四
一

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
四
七
）
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法
哲
学
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史
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同
志
社
法
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五
七
巻
二
号

　
（
六
四
八
）

性
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
を
人
間
の
自
然
本
性
に
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」﹈

（　

）　

現
に
た
と
え
ば
、�����������

�
�������������������������������������������

���������������������������������

２３６��������������������������
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�������������������������������������
�����������

���������������

（　

）　

法
に
お
け
る
人
間
の
「
像
」
も
ま
た
、
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
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ば
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���
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��������������������

������������ �����������������

�������������　� �　�������

����������������������
��������������

����������������������������
��

�������������������������������������������������������������

�������������������������������

（　

）　����������

������������������������������������
�������

������������������������������������������������

����������������

２３８�����

�����
﹇
亀
井
裕
・
山
本
達
訳
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』（
シ
ェ
ー
ラ
ー

著
作
集　

、
白
水
社
）
所
収
一
頁
以
下
﹈

１３

（　

）　�������

���������������������������������������

����������������������������������������

������
マ
ル
ク
ス
主
義
的
に

２３９
形
づ
け
ら
れ
た
人
間
学
で
あ
る
。
構
造
主
義
の
視
点
か
ら
見
た
人
間
学
と
い
う

も
の
を
提
示
し
た
の
は
、���������������

�
�����������������������������������������

���������������������������

�����

������
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
か
ら
は
、��������������������

�
����������������������������

�������

���������������������������������

������������������������������������������

�������

（　

）　��������������

���������������������������������������������

�������������������������������������� ��

２４０
（　

）　������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������

２４１���������������������
����

���������

������������������������������������������
���

��������
��

�����������������������

�����������

�������������������

����������������������������������������

����������������������������������������������

������������

������������
���

�����

����������������������������

�������������
���

�������������
����

�������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������������

������

（　

）　���������

������������������������������������������

������������������������������������

��������������

�����������������

２４２��������������������������������

����������������������������������������

�����
彼
に
つ
い
て
は
、�����

�
�����

�������

����������������������������������������

������������������������������������������������������

��������������������

�������������������������������

����������������������������������������

�����

（　

）　

そ
れ
ら
は
、���������

�������

��������������������������������������������

����������������������������

２４３����������������������

��������������������������
と
い
う
版
に
総
括
さ
れ
て
い
る
。������

�������

�������������������������������

��������������������������������������������������������������

�����������������������������

���
�����������������������������

��������������������������������������������������������
���

���������������������������

�����������������������������
���

������������������������������������������������������������

������������������������������

を
も
見
よ
。
―
―
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
他
の
文
献
か
ら
、
な
お
次
の
も

の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。�����������

���������������������������������������

������������������������������

��������������������������������
��

�����������������������������������������������
���

������������

�����������������������������

�����
��������������

������������������������������������������

��������������������������������������������

������������

��������������������
���

�����
���

�
���������������������
����
������
����
���

������������������

���
�������������������

���������������
������������������
小
論
考
の
中
か
ら
重
要
な
も
の
と
し
て

：������

�������

�������������

������������������
���
�������������������������

�����������������������������������������
���

����������

����������������������������
��

������������������������������������������������������������

�������������������������������� ���



���������
������������������������

�������������������

�������������������������������������������
����

����������������� ���

�����
������

���
������������

���
���������������

����
�������������
����
������������������������

������

����������
������

�������������������������������
�������������������������������������������������������

���������������������������������

�����������

����������
�����������������������

������������������������������������������������������
���

���������������������������

��������������
�������������������

�������������������������������������
���������������

����������������������������

�����������

��
���

������
�����

��
���

����

���������������������������������������������

�����������������������������

���������������

����������

������������������������������������������

��������������������������������������������

�����������������������

��������������

���������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������

����������

������������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
の
文
献
は
多
数
に
登
る
。
私
は
、
こ
こ
で
は
次
の
論
文
と

２４４
そ
の
な
か
で
の
文
献
を
指
示
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。������

�
������

���������

�����������������������������
���������

����
�

�������������������������������������������������

��������������

����������������������������
��

���������������������������������������������������������������

��������������������������������

������

��������
﹇
竹
下
賢
訳
「
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
に
つ
い

て
の
法
哲
学
的
考
察
」
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
上
田
健
二
監
訳
）

『
転
換
期
の
刑
法
哲
学　

第
２
版
』（
成
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
二
四
一
頁
以

下
﹈

（　

）　����������������

���������������������������������
�������������������

�����������������������������������������
�������

２４５���������������������������������

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������
��������������������

������������������������

（　

）　

彼
ら
に
つ
い
て
は
、�������

�
���������������������������������������

����������������������������������

２４６���������������������������������

�������������������������������������������������

����������������������

��������
の

著
書� ����������

���
��������

��������
�����

���������������������������������������������������

����������������

������������������������

����������������������������
は
世
界
に
広
が
っ
て
指
導
的
な
作
品
で
あ

る
。�� �������������

����������������������������������������

���������������������������������
一
般
的
な
文
献
か

ら
、
た
と
え
ば
、
な
お
以
下
の
も
の
を
見
よ
。����������

�
���������������������

�����������

��
������������������������������

����������������������������������������

������������

����������������������

���������������

�������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������

�����������

���������������������������
�����������������

��������������������������������������������

���������������

����

����������������������
����������

������������������������������������������

������������������������

�������������������� ���

�����������

�������������������������

����������������������������������

������������������������������������

�������������������

―
―
内
容
豊
富
な
法
学
上
の
著
作
物
か
ら
と
り
わ
け
情
報
に
富
ん
で
い
る
も

の

と

し

て
、������������

�
��������������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������

�������������������������
次
い
で
、��������

�
�����������������������������

�����������������������

���������������������������
����

����������������������������������������������������������������
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����������������������
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��������������������������������������
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�����������������������������������������������
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������������������

�������������
����������������

����������������������������������������������

����������������������
���

��������������

������
��������������

���
����������

������������������������������������������
�����������

�����

�������������������������

������

�������������������������������������
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��������������������������������������������������

�����������������������

������

���������������������������������

������������������������������������������������������
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��������������������������

�����������

�������������� ������������

���������������������������������
����������

�������������������������������������� ���
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���
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�
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�������
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���������������
�����

����������������������������
����������

�����������������

����

����������������
����������������

������������������������������������������
�������������������

�����������������������������

二
四
三

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
四
九
）



二
四
四

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
五
〇
）
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��������������������������

����������
��������������

�����������
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�����������������������������������

���������������
���������������
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�����������������

������������

����������������

�����������

���������������������

����������������� �����������������

���������������� ���

��������������

����������������������������

�����������������������������������������������

�������������������������������������

�����

������

���
�������������

�����������

����
��������������
������������

������
���������

�������
����������

�����������������

�����������������������������
�������������������

���
������������������

�������������������������������

�����������������

������������������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
き
わ
め
て
明
瞭
な
、����������

�
�������������������������

�������������������

２４７��������

�����������
を
見
よ
。

（　

）　����

����������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������

���������

２４８��������������������������������

�������������������������������������������������������������
�������������������������������

��������

������������������������������������������

��������������������������������������������
�����������
「
解
釈
学
の
普

遍
性
要
求
の
根
拠
づ
け
」

：

を
も
見
よ
。

（　

）　�����������

�����������������������������������������������

������������������������������������������������
���������������

２４９���
���

�������
���

������������
���

����
����
��������
����
�������������
���

��������
��������

�
���������
���������

��������������������������������

�����������������������������������������������

��������������

（　

）　�����������

���������������������������������������������

�����������������������������������������

������

２５０
（　

）　��������

��������������������������������

���������������������������

２５１
（　

）　��������

��������������������������������

����������������������������
全
体
と
し
て
は
、������

�
������

２５２���������

�������������������������������������

��������������������������������
の
至
る
所
を
も
見
よ
。

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、�����������

�
������������������������������������

��������������������������

２５３���������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������

��� ���
（　

）　
「
解
釈
学
的
循
環
」
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、�����������

�
����������������������

������������

２５４
�������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������

を
見
よ
。
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、�����������

�
������������������������������

�����������������������

き
わ
め
て
批
判
的
な
の
は
、�������������

�
����������������������������������

������������������������

�������������������������
������

������������������������������������������������������������

����������������������������

���������������������������

���������������������������������
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
い
で
再
び
、��

�
��

��������

�����������������������������������

��������������������������������
―
―
「
解
釈
学
的
螺
旋

�

�

�

�

�

�

」
と

い
う
よ
り
適
切
な
表
現
は
、��������

�
�������
が
そ
の������������������

����������������������
の

至
る
所
で
導
入
し
た
。

（　

）　

論
証
理
論
に
つ
い
て
の
文
献
も
ま
た
、
も
う
と
う
に
見
渡
し
難
く
な
っ
て

２５５
い
る
。
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。����������

�
��������������

����

��������������������

�����������������������
（
英
語
か
ら
）������

����������������

��������������������

������������

������������
��������������������

�����������������������������������������
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�������������������

�������
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�����������������������

����������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������
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����
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��������������������������������������������������������������

�������������������������������

����

��������������

�������������������������������������������
������������������������������������������������

��������������

����������

���������������
��������

��������
���

����������
���������������������������������������

������

������������

������������
���������������������

��������������������������������������������
����������

����

����������������������������� ���

�����������

�������������������������
��
���

������������
��

�������������������������������������
���������

������������

� �������������
�����������

���
�������

���������������������������������������
�������

��
���

������

�������������������������

���������������������������������

������������������������������������� �����

（　

）　����������

�������������������������������������������

��������������������������������������� ���

２５６
（　

）　

こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
、
そ
の
『
法
学
方
法
論
』
第
六
版
（
一
九
九
一
年
）

２５７
で
も
多
様
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
解
釈
の
「
古
典
的
な
」
諸
基
準
に
固
執

し
（��������

����������
）、
そ
こ
か
ら
本
来
の
法
学
的
論
証
の
理
論
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
余
地
を
も
有
し
て
い
な
い��������

���������
に
つ
い
て
言
え
る
。
最
近
の
も

の
と
し
て
、�����������

�
�������������������������������������������

����������������������������������������
�����

�������������������������������

������������������������������������������������

��������������

（　

）　

こ
こ
で
主
要
な
功
績
を
果
た
し
た
の
は��������������

���������������
で
あ
る
。
い
ま

２５８
や
第
三
版
を
重
ね
る
そ
の������������������

������

����������������������������
を
見
よ
。
も
ち

ろ
ん
こ
こ
で
他
の
名
前
、
た
と
え
ば����������

�����������
と��������

���������
を
挙
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（　

）　����������

��������������������������������������������

�������������������������������������������������

�����������������

２５９� �
復
刻
版　

�����������

�������������

（　

）　����������

�����������������������������������

�������������������������
も
、
こ
れ
を
確
証
し
て
い

２６０
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
こ
の
含
意
を
む
き
だ
し
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（　

）　������������

�����������������������

�����������
も
ち
ろ
ん����������

�
���������
は
節
度
を
保
っ
て

２６１
い
る
。「
認
識
的
な
、
正
し
い
法
へ
と
―
―
絶
対
的
な
意
味
に
お
い
て
―
―
導

く
客
観
化
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提

に
す
る
者
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
実
践
の
領
域
に
お
け
る
の
と
同
様
に
認
識

の
領
域
に
お
け
る
永
遠
の
努
力
と
探
究
を
伴
う
人
間
の
条
件���������

�����������

�������

��������
を
誤
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」���������

�
���������
に
お
い
て
明
瞭

に
客
観
主
義
な
基
本
的
傾
向
と
い
う
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し

か
し
そ
れ
で
も
（
正
当
に
も
）「
法
的
決
定
論
」（
形
式
論
理
的
な
三
段
論
法
と

し
て
の
、
単
な
る
当
て
は
め
と
し
て
の
法
発
見
）
を
否
認
し
て
い
る

��������������������������������

�������������������������������������������

����������

（　

）　

本
文
で
述
べ
た
見
解
を
、
と
り
わ
け�����������

������������
に
帰
し
て
い
る
前
版

２６２
第
一
六
章
の���������������������

�����������������������
を
見
よ
。

（　

）　����

����������

��������������������������

�����������������������
私
見
に
よ
れ
ば����

����
は
誇
張
し
す

２６３
ぎ
て
い
る
が
、
し
か
し
い
く
ら
か
は
的
を
射
て
い
る
。「
客
観
主
義
的
な
」
諸

立
場
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て
よ
り
合
理
的
な
立
場
で
は
な
い
。

（　

）　����

����������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

����������

２６４�����������
��������

��

������������������������������������

�����������������
���������������

����������������������

�����������������
���������������

������������������������������������

�������
���������������

���������������������������

������������������������������
��������������������������������������� ����
ま
た
す
で
に
、���������

�
�������������

����

���
����������

���
�����������

���
�

����
�����������
����
������������
����
������������������

���

������������������
����

��������������������������������

�����������������������������������������

�������
次
い
で
な
お
、
た
と
え
ば
、

二
四
五
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二
四
六

法
哲
学
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史
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志
社
法
学　
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七
巻
二
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（
六
五
二
）
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���
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�����������������������
���

�������

�����������������������

���
���������������������������

�����������������������������������������

���������������������

���������������������

������

��
��������������������������

��

�������������������������������������� �����������

������������������������

����������������

�������������������
��
���������

���������������������������������������� ��������������

������������������
���

������������

��������������������������������

��������������������������������������������������������
�����������������������
英
語
か

ら� �
、�����

�
���������

（　

）　����������

����������������������
���

���������������
���

�

�����������������������������������������������

������������

２６５���������������

�������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������� ��

（　

）　

根
底
的
で
あ
る
の
は
、��������

�
�������������������������

�����

��������������������������

２６６���������������������������������

�������������������������������������������������������

�����������������������
私
自
身
は
す

で
に
長
年
前
に
、
法
の
一
般
的
な
諸
原
理
、
法
の
諸
原
則
お
よ
び
法
的
諸
判

定
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
提
案
し
て
い
る
。�����������

�
���������������������

������������
��������������������

�����������

������������������������������������������������
������������

������������������������������
������

��������
（
数
多
く
の
文
献
指
示
を
伴
っ
て
い
る
）﹇
宮
沢
浩
一
訳
「
法
律
と
法
」

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
宮
沢
・
渋
谷
・
原
訳
編
）『
現
代
法
哲
学
の

諸
問
題
』（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
一
九
六
八
年
）
六
五
頁
以
下
﹈� ��

����
���

���������������

��������������������������������������

����������������������������������������������

��������������� ���

��������

�����������������������������������������

�������������������������������������������������������

��������������������

（　

）　

以
前
の
次
の
作
品
も
注
目
に
値
す
る
。�������������

�
���������������������

��������

２６７
��������������������������������

������������������������������������

��
����������������������

��������������������������������

��������
�����������������������

�

������������������������������������������������������
����

��������������������������

������������

��������������
さ
ら
に�������

�������
よ
り
も
は
る
か
前
に
「
ル
ー
ル
ズ
」
と
諸

原
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
議
し
、
解
明
し
た���������������

����������������

�������
�����������

��������������

�����������������������������������������������������������

���������������������������

���������������������������������

����������������������������������������������������

���������������������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、�����������

�
�������������������������������

����������������������
（
英
語
か

２６８
ら
）������

�������

（　

）　�������

�������
は
そ
の
理
論
を
、
主
と
し
て
次
の
三
つ
の
著
書
の
な
か
で
展
開
し

２６９
た
。��������������������������

�
�����������������������������
ド
イ
ツ
語
版

：����������������

������������������

����������������
������

��
�������

������������������������������������������������

��������������　

�������

��������

�����

�������������

�������
に
つ
い
て
の
副
次
的
な
文
献
は
こ
の
間
に
膨
大
な
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
情
報
量
に
富
む
も
の
と
し
て
、���������

�
������������������

����������

�����������������������
������

���

�������������������������������������������������������������

�����������������������������

������������

��������������
次
い
で
、����������

�
������������������������������������

����������������������������

�������
��
�������

�����������
����

�����������������������������������������������������������

���������������������������

����������
���

�����������������������

������������
�������

����������������������

������������������������������������� ��

����
����������������

������������������������������������

������������������������������������

�����������������������������

�������������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������

�������������
������������������

（　

）　��������
��������������������������������������

�������������������������������������
を
見
よ
。

２７０
（　

）　���������
���������������������������������������

����������������������������������
興
味
深
い
の
は
、���

�
���

２７１������

������
が
そ
の
著
書
、����������������������

����

�
�������������������������������
の
な
か
で
、

ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
を
は
っ
き
り
と
彼
の
保
障
人
に
数
え
入
れ
て
い



る
こ
と
で
あ
る
。

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
も
の
と
し
て
、����������

�
���������������������

������������

２７２���
��������

�����������
�������

��
���������������������������������������

����������
���

�������������������

���������������������������������

�����������������������������������������

�����

（　

）　

こ
の
「
ヘ
ラ
ク
レ
ス
的
方
法
」
に
つ
い
て
は
、��������

�
������������������

������������

２７３���������������������������

�����������������������������������������

����������������������������

������������������������
の
至

る
所
を
見
よ
。

（　

）　

言
及
さ
れ
る
べ
き
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。� �� ��

２７４�����������

�������������������������������������������

���������������������������������������
������������

�������������������

���� ����������������

�����������������������������������
�������

������������������������������������������

��������������

�������

�������������������������������

����������������������������������������������������������������
����������������������������������

��������

������������
�������������������������

��������������������������������������������
���������������������

�����������

��������������

�����������������
次
い
で
ま
た�������������������������������

�������������������������������������� ���

�������������������������������

�����������������������������������������������������������

��������������������������

の
諸
論
稿
。
―
―
ド
イ
ツ
語
領
域
か
ら
、�����������

����������

��������������������������

��������������������������������

���������������������������������������������
����

�������������������������
�����������

����������������
���

������������
��

�������������������������������������
��
�����

���
����

������������������������
�����

����������

�����������������������
���

�����������������
�

��������������������������������������
�������

����������
�������������

���������������������

�������������������
���

���������
���������

���������������������������������������
�����

����
��
��������������

����������������������������������

���������������������������������
����

�����������������������������

����������
���
�������������������

�����������������������������������������
��
����������

����

����������������������������

����

���������

����������������������������������������
���

��������������������������������������������������

�����������������

�������������������

�����������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������

���������������

�����������������
―
―
こ
の
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
の
特
別
な
変
形
を
論
じ
て
い

る
の
は
、��������������

�
������������������������������������������

������������������������������������

�������

��������������������������������

�������������������������������������������������������������

������������������������������

�������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������

（　

）　���������

�������������������������������������������

��������������������������������������������������

���������������

２７５
法
的
諸
原
理
に
つ
い
て
は
、��������

�
������������������

�����������������������������

�����������������������

���������

������������
私
が
ド
ラ
イ
ア
ー
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
彼
に

あ
っ
て
は
「
法
の
原
理
」
は
、
基
本
法
第
二
〇
条
第
三
項
に
「
法
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
執
行
権
と
司
法
は
「
法
律
と
法
に
結
び
つ

け
れ
て
い
る
」
と
す
る
こ
の
条
項
は
、
や
は
り
ひ
と
つ
の
新
し
い
道
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
裁
判
官
は
「
法
律

�

�

に
の
み

�

�

�

」
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
法
律
に
（
単
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
）「
服
し
て
い
る

�

�

�

�

�

」
と
言
わ
れ
て
き
た
（
ま
た
基

本
法
の
他
の
箇
所
で
は
第
九
七
条
で
い
ま
な
お
言
わ
れ
て
い
る
）
か
ら
で
あ

る
。
基
本
法
第
二
〇
条
第
三
項
は
き
わ
め
て
歓
迎
に
値
す
る
ひ
と
つ
の
新
規

な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
法
律
と
法
は
同
じ
で
は
な
い
と
い
う

認
識
は
き
わ
め
て
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
は
実
証
主
義
の
も

と
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
用

い
ら
れ
て
い
る
法
の
概
念
が
法
の
一
般
原
理
に
帰
着
す
る
と
い
う
の
は
、
私

に
は
疑
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、����

�
������ ���

���������

���������������������������������

����������������������������
の
至
る
と
こ
ろ
。

（　

）　

関
心
の
あ
る
者
は
、�����������

�
���������������������������������������

����������������������������������

２７６����������
������

���������
��
���

�
�����������
�������
����������
���
����
��������������������

��������������������

�������������������������������
�����������������������������������������

�������
で
情
報
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

二
四
七

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
五
三
）



二
四
八

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
五
四
）

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、���������

���������������������������������������������

������������������������������������� ��

２７７��������������������
��������������������������
の
簡
潔
で
あ
る
が
、
し
か
し
卓
越
し
た
概
要
を
見

よ
。

（　

）　��������������

������������������������
���

������
��
�������������

������������������������������������

����

�����

２７８����������������������

����������������������������
第
三
巻
が
、
こ
こ
で
関
心
の
対
象
に
な
っ
て
い

る
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
圏
の
最
近
の
方
法
史
を
扱
っ
て
お
り
、
第
四
巻
は
解

釈
論
の
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
法
学
方
法
論
の
一
般
的
な
文
献
に
関
し
て

は
、
第
一
章
の
文
献
目
録
を
指
示
し
て
お
く
。

（　

）　�������

�����������������������������������

����������������������������
と
い
う
著
作
が
先
駆
的
な
も
の

２７９
と
し
て
の
実
を
示
し
て
い
る
。

（　

）　�����������

�������������������������������������

����������������������������������������������

�����������������������

２８０�������

�������� ��������������������

�������������������

（　

）　������������

��������������������������������������
����������

���������������������������������������
���

��������

２８１�������������������

������������������������������������

������������������������������������

����������������������

���������������������������������

���������������������������������������������������������
���

�����������������������������

�������������������������

������������������������������
を
見
よ
。
次
い
で
ま
た
、����������

�
������������������
��������

���������������������������������

�������������������������������������������������������������

����������������������������
��� ���������������

������������������������������
��������������

��������������������������������������������

����������
������

������������������
����������

�������������������������������������
���

���
��������

�������

���������������������������

����������������������������

��������������������������������

（　

）　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
関
す
る
き
わ
め
て
膨
大
な
文
献
か
ら
、
こ
こ
で
は
次
の
二

２８２
つ
の
最
近
の
作
品
に
だ
け
言
及
し
て
お
こ
う
。����������

�
�������������������

���������

������������������
���

������������

�������������������������������������������������
���

������������������������

�������

���������������������������������

���������������������������������������������

��������������������

�����������������

���������

����������
���

�����
��������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������

�������������

����������������

（　

）　��
�������

��������������
������

���
�������������

�������

����������������������������������������

����

２８３��������������������������������

�������������������������������������������������

���������������
を
見
よ
。
つ
い

で
ま
た
、������������

�
���������������������������������������������

�������������������������������������������

���������

������

��������
を
も
。

（　

）　
「
欠
缺
問
題
」
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
多
く
の
文
献
が
存
在
し
て
い
る
。
こ

２８４
こ
で
は
、��������������

�
����������������������������������������

������

���������������������������������������

�����

����������

������������
を
指
示
す
る
だ
け
に
し
て
お
く
。

（　

）　��������������

���������������������������
�������������

����������

��������������������������������������������

���������

２８５������������������������������

����������������������������������������������

�����������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、���������

�
���������
へ
の
興
味
深
い
指
示
を
伴
っ
て
、�

２８６�������

�����������������������������������

��������������������������������
を
見
よ
。
最
近
の
も
の
と
し
て

は
、����������

�
�������������������������������������

�������

������������������������������������������������

���������������

��������������������

�����������������������

（　

）　

完
全
な
形
態
化
に
お
い
て
そ
れ
が
見
ら
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、�������

�
������

２８７
の
晩
年
の
作
品

：������
��������������������������

�������������������������������������������

����������

��������

���������
こ
こ
で
は
、�����������������

�
����������������������
に
お
い
て
で
あ
る
。

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、��������������

�
�������������������������������

�������������������

２８８������������������������
���������

�������������������������������������������

��������
彼
は
正
当
に
も
、
主
観
的

解
釈
と
客
観
的
解
釈
の
真
の
選
択
肢
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
指
摘
し

て
い
る
。

（　

）　����������
������������������

���������������

�������������������������

２８９
（　

）　����������

�����������������������������������
���������������������������

２９０



（　

）　�������

���������������������

�����������������������

�����������
こ
れ
に
つ
い
て
は
、����������

�
�����������

２９１��������������������������������
����������������������������������������������������������

����������������������������
を

も
見
よ
。��

（　

）　����������
�������������������������������������������

�����������������������������������������

�������
（
第
一
三

２９２
版
の
復
刻
版�����
������
）� �

（　

）　����������

�����������������������������
������������

�
������������������������������������������������

�������������

２９３��������������������������������

�������������������������������������������������������

��������������������������

（　

）　����������

����������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������

２９４
（　

）　

主
要
作
品

：�������������

�����������������������������������������������
�������������������������������������

２９５������������

��������������

（　

）　�������

�����������������������������������

�������������������������������

２９６
（　

）　���������

��������������������������������������
�

���������������������������������������������

�����������

２９７
（　

）　���������

������������������������������������
���

�������������������������������������������

���������
か
ら
の

２９８
引
用
。
英
語
の
表
現
形
式
は
、��������

�
��������������������������������
��������������������������

����������

������������
復
刻
版
、�����������

�
������������

（　

）　�������

�����������������������������������

��������������������������������
の
評
価
も
、
こ
れ
と
同
じ

２９９
で
あ
る
。

（　

）　

彼
の
主
要
作
品
は
、��������������������������

�����

�
�������������������������������������������
���������

３００�����

������
で
あ
る
。

（　

）　

と
り
わ
け
、����

�
��������������

�����������������������������������������

����������������������������������

３０１�����

�����

（　

）　����������

����������������������
��������������������

�������������������������������������������������

�����������������

３０２
（　

）　����������

�������������������������������

�����������������������
―
―���������

����������
の
ひ
と
つ
の
き

３０３
わ
め
て
詳
細
な
叙
述
と
評
価
を
呈
示
し
て
い
る
の
は
、������������

�
������������

������������������������������

���������������������������������������

���
よ
り
詳
細
な
関
心
を
有
し
て
い

る
者
に
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
は
、�������������

�
������������������������������

�����������������

��������
����������

������������

�����������������������������������������

��������������
��
����������

�����������������������

������������

�������������

（　

）　����������

��������������������������������

������������������������

３０４
（　

）　

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
目
的
合
理
主
義
と
価
値
合
理
主
義
に
つ
い
て

３０５
は
、�����������

�
���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������

�������������

�����������������
﹇
長
尾
孝
雄
訳
「
ポ
ス
ト
現
代
の
法
哲
学
」
ア
ル
ト
ゥ
ー

ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
上
田
・
竹
下
・
長
尾
・
西
野
編
訳
）『
法
・
人
格
・
正
義
』

（
昭
和
堂
、
一
九
九
六
年
）
二
二
七
頁
以
下
﹈
を
見
よ
。

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、������������������

�
�������������������������������������

��������������������

３０６������������������

��������������������
と
い
う
実
録
版
を
見
よ
。

（　

）　�������

�����������������������������������

�������������������������������

３０７
（　

）　�����

����������������
���������������������

����������������������������������������������������

��������������������

３０８������

�����������������������������������������

����������������������������������������������������

��������������������

（　

）　��
������������

����������������������������������
���

�����������
�

�����������������������������������������

�����

３０９���������������������������������

��������������������������������������������������

���������������������������������

������������������

�����������

�������������

（　

）　

彼
ら
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、���������������

�
���������������������������������

���������������������

������

３１０������������

���������������

（　

）　�����������
������������������������������������������������

������������������������������������������������

��������������

３１１�����������������������
�����������������������������������������

���������������������

�������������������

�����������������

�����
������
を
見
よ
。

（　

）　

こ
れ
は
有
名
な
、�������������

�
��������������
と
い
う
仮
名
の
も
と
に
刊
行
さ
れ
た

３１２

二
四
九

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
五
五
）



二
五
〇

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
五
六
）

パ
ン
フ
レ
ッ
ト：

���������
����������������������

���������������������������������������������

������������

��������������������������������
����������������������������������������

������
に
載
っ
て
い
る
。

（　

）　�����������
������������������������������

�������������

����������������������������������������������

������������

３１３�����������

�������������
法
を
純
演
繹
的
に
（
裁
判
官
）
の
意
欲
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
最

近
、��������������

�
�����������������������������������������

������������������������������
が
企
て
た
。

（　

）　

こ
の
関
連
で
最
も
重
要
な
彼
の
作
品

：�������
����

����������������������

�����������

３１４���������������������

�����������������������

（　

）　����������

���������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������

３１５�������������������
���

�����������

��������������������������������������������������

����������������������������

������������

����������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������

�����������������������

������������

�������������������������

�������������������������������
�������������

���������������������������������������

����

�������������

�����������������
������������������������������

�������������������������������������������������

���������������

��������
���

�����������������

��������������������������������������������

�������������������������������
������������������

������������������

�����������������������������������

���������������������������������������

������������������������������

����������

�������������
を
見
よ
。

（　

）　��������

������������������������������������������

����������������������������������������������

������������

３１６
（　

）　�����������������

������������������������������
��������������������

����������������������������������������
�����

３１７���������������

������������������

（　

）　�������

�������
を
引
き
合
い
に
出
し
た��������

��������������������

����������������

３１８
（　

）　�����������

���������������������������������������������

�������������������������������������������
���

��������������

３１９�����������

�������������

（　

）　�����������

���������������������������������������������

�������������������������������������������

����������

３２０�����������

�������������

（　

）　����������

��������������������������������������������

�������������������������������������������������

����������������

３２１

（　

）　

私
は
、������������������

�
������������������
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た��������

���������

３２２
の����������������

������

��������������������������
を
用
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
、����

�
����

�������

����������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������

������������

���
�����

���
���������������

���
��

��������������������������������������������������
���
���

�����������������������

��������������������������������

������������������������������������� �

（　

）　��������

����������������������������������������

����������������������������������

３２３
（　

）　��������

�����������������������������������������

�������������������������������������� ���

３２４
（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、����

�
���������������

�����������������������������������������

�������������������������������

３２５������������������������������

����������������������������������������������������������

����������������������������

（　

）　������������

�����������������������������������������������

������������������������������������

３２６
（　

）　

そ
の
さ
い
し
か
し
、
規
範
論
理
学
者
と
し
て
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
意
義
が
決
し

３２７
て
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
死
後
（
一
九
七
九
年
）
に
刊
行
さ
れ
た

��������������������������

�������������������������������
を
見
よ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、��

�
��

�������

��������������������
��
�����������

������

����������������������������������������
�������

���

�����������������

������
������

����������������������

�����������������������������������������

������������������������������������� ��

��������������������������������

����������������������������������������������
������������

����������������������������

��� ���
（　

）　

文
献
の
充
満
の
な
か
か
ら
最
近
の
も
の
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ

３２８
う
。���������������������

�
�������������������������������������������

�������������

��������������������������������������� ���

�����
�������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������

�����������

�����
��������������

�������
���

������������������������������������� ����
������

��������������
�������

�������������

����������������������
���

����
��

�
�����������������������
����
�����
���
�������

���
����

�������
����
�����

�� ���

��������������

���������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������

����������������

����������������������������������

���������������������������������������

�������������������������



（　

）　�������

�����������
���
���

�����
������������

���
�

��������������������������������������������
��
��

���������������

３２９����������������������
�������������������������

（　

）　

す
で
に
、����������������������������������

�
����������������������������������������

�������
に
お
い
て
。

３３０
（　

）　�������
���������������������������������������
����������������������������������������

�����

３３１
（　

）　��������

��������������������������
��������������

���������������������������������������
��
�������

���������������

３３２�����

�������
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、������������������

�
��������������������������������

��������������

���
���

����������������
�����������

������������������������������������������
���

��������������

��������������������������

������������

���������������

（　

）　�������

����������������������������������

������������������������������
（
こ
こ
で
は
な
お
生
物
学
も
挙

３３３
げ
ら
れ
る
。）��������������

������������������
復
刻
版　

����������

������������

（　

）　�������

��������������������������������������

�������������������������������������� ��

３３４
（　

）　�������

���������������������������������������

������������������������������������

３３５
（　

）　�������

���������������������������������������

��������������������������������������������
����������

３３６
（　

）　����������

������������������������������������
���������

������������������������������������
������������

��������������

３３７�����

������
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は����

��������������

�������������������������������

�����������������������

������������������������������

�����������������������������������������������

������������

（　

）　�������

���������������������������������������

��������������������������������������������

����������

３３８
（　

）　�������

����������������������������������������

���������������������������������������������

�����������
そ
こ
で

：

３３９
「
有
意
味
的
な
、
言
い
換
え
れ
ば
無
矛
盾
的
な
秩
序
と
い
う
も
の
の
要
請
を

も
っ
て
法
学
は
純
実
証
主
義
の
限
界
を
超
え
る
。
こ
の
要
請
を
断
念
す
る
こ

と
は
、
し
か
し
同
時
に
法
学
の
自
己
溶
解
で
あ
ろ
う
。」
そ
れ
が
な
け
れ
ば

「
正
し
い
も
の
の
認
識
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
な
い
」「
形
而
上
学
の
最
小
限
」

が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

：

と
述
べ
ら
れ
て
い
る�����

�������
を
も
見
よ
。

（　

）　�������

���������������������������������������

��������������������������������������������

����������

３４０

（　

）　�������

�����������������������������������������

�����������������������������������������������������

��������������������

３４１������������������

���������������������

（　

）　��
��������

���
���������

�����
���

�����
���

������
���������

������
����
������
����
�������
������������ ����

３４２�����������
���

�������������������

������������������������������������������������
���

����
���

��������������������������

��������������������������������

������������������������������������������

�������

（　

）　

詳
し
く
は
、�����������

����������������������������������������

��������������������������������������

���������

３４３�������������������

�������������������������
﹇
長
尾
孝
雄
訳
「
ポ
ス
ト
現
代
の
法
哲
学
」
ア
ル
ト

ウ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
上
田
・
竹
下
・
長
尾
・
西
野
編
訳
）『
法
・
人
格
・

正
義
』（
昭
和
堂
、
一
九
九
六
年
）
所
収
二
四
六
頁
以
下
﹈

（　

）　

私
は
こ
こ
で
再
び
、
別
段
の
詳
細
な
叙
述
を
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

３４４
い
。�����������

�
��������������������������

������������������

���������������������������������������������

����������

��������������������������������

��������������������������������������������������������������

�������������������������������

（　

）　�����������

���������������������������������
�������������

���������������������������������������������

������������

３４５��������

����������

（　

）　

純
然
た
る
演
繹
的
な
基
盤
の
う
え
に
ひ
と
つ
の
法
理
論
を
打
ち
立
て
よ
う

３４６
と
す
る
試
み
（
た
と
え
ば������������

������������
に
よ
る
そ
れ
）
は
、
は
た
し
て

ま
た
失
敗
し
て
い
る
。

（　

）　���������

����������������������������������������

����������������������������������������������

������������

３４７
（　

）　�����

�������������

��������
こ
れ
に
つ
い
て
批
判
的
な
の
は
、�����������

�
��������������� ����

３４８���
������������

�������������������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、����

�
������������

�����������������������������������

�����������������������������

３４９�����������������������������
��������������������������������������������

�����������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、�����������

�
�������������������������������������

�������������������������������

３５０������������������

���������������������������������

������������������������������������

�����������������������������
の
至

二
五
一

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
五
七
）



二
五
二

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
五
八
）

る
所
を
見
よ
。
こ
れ
に
つ
い
て
き
わ
め
て
啓
発
に
富
ん
で
い
る
の
は
、��

�
��

����������
��������������

�������
���

����
���

������
��
�

��������������������������������������
�������

����������

�����������������������������

��������������������������������

（　

）　������������

�������������������������������

������������������
数
多
い
箇
所
で�� ���������

����������������

����������

３５１���
���������������

���������������

���������������������������������������������

����������������������

�������������� ���

����������

���������������������

������������������������
�������������������

���������������������������������������

����

�����������������������������

���������������������������������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
、
ま
た
こ
れ
に
続
く
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、��

�
��

３５２���������

���������������������������������

����������������������������

（　

）　

法
的
諸
原
理
が
そ
の
つ
ど
の
諸
事
情
の
も
と
に
内
容
で
充
足
さ
れ
て
い
る

３５３
よ
う
な
形
で
は
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
超
歴
史
的
で
は
な
い
。����

�
������ ���

���������

�������������������������������������������

�������������������������������������������������

��������������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
い
ま
一
度
、�����������

�
���������������������������������������

������������������������������

３５４��������������������������

�����������������������������
を
見
よ
。

（　

）　�����

����������

�����

３５５
（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、����

�
��������������

���������������
����������������

������������������������

３５６���
����������������

���
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�������������������������������������
�����������������

�����

����������������������������

������

�������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、����������

�
�����������������������������������������

�����������������������������������

３５７���������
��
�����������

�����

���������������������������������
�������

��������������
������

���

���������������

�����������
���������

��
�����������

������������������������������������������������������������

������������������������������

�������������

����������������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、����

�
�����������������

��������������������������������������

��������������������������

３５８������������������������
��������

�����������������������������������������

���������������������

�����������������������

��������

������������������������������

��������������������������������

（　

）　

拡
張
解
釈
と
い
う
も
の
の
危
険
に
つ
い
て
は
、�������������������

�
���������������������

３５９���
������

���
������������

��������

�����������������������������������������������
���
����

��

������������������������

�������������

���������������

（　

）　

法
発
見
に
つ
い
て
の
文
献
は
も
う
と
う
に
見
渡
し
難
い
も
の
に
な
っ
て
い

３６０
る
。
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、����������

�
����������������������������������

���������������������������

�������
��������������������������

�������������������������������������������������

��������������������������

�������������

�������������������������������

���������������������������������������������������������

������������������������� ���

�������

��������

������������
����

������������������

�������������
�����
���������������������

�����

����
������

�� ���

�������

��������������������������

�������������������

（　

）　��������

������������������������������������������

�������������������������������������� ���
復
刻
版��������

�����������

３６１���

����
で
は
英
語
の
本
文
。

（　

）　

詳
し
く
は
、�����������

�
������������������������������������

������������������������������
を
見
よ
。

３６２
（　

）　��������

�������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������

３６３
（　

）　��������

��������������������������������������

��������������������������������������� ���

３６４
（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
（
数
多
く
の
文
献
指
示
を
伴
っ
た
）�����������

�
������������

３６５����
����

���
����������������

��
��

���������������������������������������������
���
����������

�������������������������

���������������������
��������������������������������������������

���������������������������������������

������������������

��������������������������������
��������������������������������������������������

�����������

�����������������������������

��������������

������������������

（　

）　��������

���������������������������������
���������������������������

３６６



（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、���������������

�
����������������������������������

��������������������

３６７������������������������������
�������������������������������������

��������������������

����������������������������������

�������

���������������������������������
������������������������������������������

��������
﹇
上
田
健
二
訳
「
正
義
の

手
続
き
理
論
」
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
上
田
・
竹
下
・
長
尾
・
西

野
編
訳
）『
法
・
人
格
・
正
義
』（
昭
和
堂
、
一
九
九
六
年
）
所
収
一
三
九
頁
以

下
﹈

（　

）　����������

��������������������������������������������
������������������������������������
﹇
今
井
広
道
訳

３６８
『
手
続
き
を
通
し
て
の
正
統
化
』
風
光
社
、
一
九
九
一
年
﹈
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

（
多
く
の
例
証
を
伴
っ
て
）���������������������������������
�
�����������������������������������

�����������������������������

����������������������������������

（　

）　������������

���������������������������������������������

������������������������������������
こ
こ
で
は
、� �����

����

３６９
お
よ
び�����

������

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
文
献
が
存
在
し
て
い
る
。
最
近
の
も
の
か
ら
、
次
の

３７０
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。�����������������

������������������������������������������
������������������������

���������������������
�����

�����

��������������������������������������
��
�������������������

���������������������������

�����

��������
������

��������������������
��������������

����������

�������������������������������������
�����

��������

����������
�����������

���
��������

������������������������������������

����������������
����

���������������������������� ���
�������

���������������������������������������

��������������������������������������� ���

（　

）　��������

������������������������������������������

����������������������������������������������������

��������������������

３７１�����

�����
﹇
矢
島
釣
次
監
訳
『
正
義
論
』（
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七
九
年
）� ��

������

�������������������������������������

����������������������������������
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、��

�
��

�����

�������������������������������������

�������������������������������������������������������

���������������������

（　

）　������

�������������������������������

�����������������������������

３７２
（　

）　��������������

���������������������������������������������

��������������������������������
と
い
う
実
録

３７３

版
を
見
よ
。

（　

）　������

�������������������������������

������������������������������
抵
抗
権
を
顧
慮
し
た
多
数
決
原
則

３７４
の
問
題
に
つ
い
て
は
、���������������

�
��������������������
を
見
よ
。

（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
文
献
が
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
の
も
の
を
見

３７５
よ
。����������

�
�������������������

���������������
��
������

�����������������������������������������������

�������������

�����������

����������������������������
�����������������
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����������������������������

���������������������

�������

���������

（　

）　����

��������������������

��������������������
����������

�����
�������������

������������������������������������

３７６�����

�����

（　

）　��
���������

����������������������������
���

�������������
��

������������������������������������������

�������

３７７�����������

���������������
﹇
三
島
憲
一
・
中
野
敏
男
・
木
前
敏
明
訳
『
道
徳
意
識
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
一
〇
八
／
一
〇

九
頁
﹈

（　

）　���������

��������������������
���

�����������
���

�����

��������������������������������������
���

�������

３７８��������������������������������

�����������������������������������������

������

（　

）　�����������

������������������������������������������

���������������������������������

３７９
（　

）　���������

����������������������������������������

������������������������������������� ��
―
―
こ
れ
と
同
様

３８０
の
端
緒
は
、�������������

�
��������������������������������������������

�����������������������������������

：「
普

遍
的
聴
衆
」
に
見
ら
れ
る
。�

（　

）　

理
性
的
な
話
し
方
な
い
し
は
理
性
的
な
行
為
の
実
践
か
ら
科
学
的
な
諸
認

３８１
識
を
「
循
環
か
ら
免
れ
て
」
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
興
味
深
く
は

あ
る
が
、
し
か
し
説
得
的
で
も
な
い
試
み
を
「
構
造
主
義
者
た
ち
」
が
、��

�
��

��������������������������������

���������������������������������������������������

����������������������

������
が
企

二
五
三

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
五
九
）



二
五
四

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
六
〇
）

て
て
い
る
。

（　

）　����
������������

������������
����������

������������������

���������������������������������������������

�����������

３８２��������������
��
������������������

����������������������������������������
����������

���

�������������������������

������

������

���������������������������������������
�����������������������������������������

�������

（　

）　������

�����������������������������������
�����������������������������������

３８３
（　

）　
（
文
献
指
示
を
伴
っ
た
）�����������

�
���������������������������������

������������������������

３８４���������

������������
﹇
前
掲
訳
書
二
七
七
頁
﹈
を
見
よ
。

（　

）　

し
か
し
、���������

�
����������������������������������
������������������������������
お
よ
び
と
り
わ

３８５
け
、����������

�
������������������

���
�����������������

�����

��������������������������������������
���

�������

���������������������������������

��������������������������������������������������������������
����������������������������������

��������������������������

����������������������������������
は
、
こ
れ
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。

（　

）　����������

����������������������������

�������������������
の
至
る
所
で
。
最
近
の
も
の
と
し
て
、

３８６������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������

�������

��������������������������������

�������������������������������������� ��

（　

）　�������������

���������������������������������������������

����������������������������������������������
�����������

３８７��
���������������������������

�����������������������������������������������������������

���������������������������

（　

）　���������

�������������������������������������������

������������������������������������� ������������

������������

３８８��������
���������

���
�������������

������������������������������������

���
�������

������
���

������������������������
��������������������������

������������������������������

（　

）　

詳
し
く
は
、�����������

�
����������������������������������������

����������������������������������
﹇
前
掲

３８９
（　

）
訳
書
二
五
七
頁
以
下
﹈

３６７

（　

）　�����

�������������������������������
�����

�������������������������������������
今
日
で
は
、
カ
ー
ル
・

３９０
ポ
ッ
パ
ー
に
習
っ
て
「
批
判
的
検
証
の
理
念
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、

こ
れ
と
大
き
く
は
異
な
っ
て
い
な
い
。

（　

）　

以
下
に
続
く
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、��������

�
����������������

�������

３９１���������

������������������������������������������

������������������������������������������������������

�������������������

�������
��
�����

�����������������
�

��������������������������������������
����������������

��

�������������������������

�������������

���������������

（　

）　

と
り
わ
け
、�����������

�
������������������������������������������

������������������������������������
他
の

３９２
指
示
に
つ
い
て
は
、（
ポ
ッ
パ
ー
の
弟
子
で
あ
る�����������

������������
と����

�����

������

�������
へ
の
指
示
に
つ
い
て
も
）���������������

�
������������������������������������

���������������������

�����������������

����������������������
で
。

（　

）　����

����������
��������

������������������ ��������������������

�����������������������
���
��������

������������������

３９３���������������������������������

�������������������������������������������������������
���

�������������������������

������������������������������

������������������������������������

（　

）　
「
法
律
上
の
不
法
」
に
つ
い
て
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
公
式
（
先
の
二
、
二
、

３９４
五
、
一
）
は
、
ひ
と
つ
の
誤
謬
証
明
以
外
の
何
も
の
を
も
意
味
し
て
い
な
い
。

（　

）　�����������

����������������������
�����

���
���������������
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原
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男
・
野
村
文
男
訳
「
法
哲
学
的
相
対
主
義
の
克
服
へ

の
思
考
」
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
宮
沢
・
渋
谷
・
原
編
訳
）『
現
代

法
哲
学
の
研
究
―
―
法
存
在
論
的
研
究
―
―
』（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究

会
、
一
九
六
八
年
）
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前
掲
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書
一
二
四
頁
以
下
﹈
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こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
予
備
的
諸
作
業
が
な
さ
れ
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い
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す
で
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
「
秩
序
は
実
体
で
は
な
く
、
関
係
で
あ
る
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い
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い
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を
し
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名
著
、
中
央
公
論
社
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二
五
五

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
六
一
）



二
五
六

法
哲
学
の
問
題
史
②�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
二
号

　
（
六
六
二
）
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