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１
　
問
題
の
所
在

２
　
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
論
争

３
　
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
の
問
題
点

０
　
近
代
自
然
法
論
の
検
討

０
　
法
実
証
主
義
の
検
討

４
　
不
法
支
配
に
対
抗
す
る
た
め
の
必
要
条
件

―
―
新
し
い
自
然
法
に
向
け
て
―
―

国
家
権
力
に
よ
る
不
当
な
要
求
に
た
い
し
て
、
な
か
ん
ず
く
そ

れ
が
法
の
形
を
と
っ
て
強
制
さ
れ
る
場
合
に
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か

に
し
て
か
か
る
不
法
の
効
力
を
否
定
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な

る
ほ
ど
市
民
的
不
服
従
→
いく〓
２
８
ｇ
Ｏい８
ｏ３
や
抵
抗
権

含
”∽
〓
”計
『∽ご
”お
「Φ多
←
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
様
々
な
論
者
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
が
本
稿

で
は
問
題
を
よ
り
原
理
的
・総
論
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

不
法
支
配
一般
に
対
抗
し
得
る
、
法
哲
学
的
立
場
そ
の
も
の
の
基

不
法
支
配
に
対
抗
す
る
た
め
の
法
哲
学

新
し
い
自
然
法
―
―
近
代
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
を
越
え
て
―
―金

澤

秀

嗣

礎
づ
け
を
試
み
た
い
。

従
来
ま
で
法
の
正
当
性
に
関
す
る
議
論
は
、
と
り
わ
け
〈自
然

法
論
〉
含
き
ｚ
２
１
『Φ多
一∽】３
『３
と
〈法
実
証
主
義
〉
Ｃ
Ｒ

”
ΦｏＦ
∽ｏ８
一̈”くい∽日
易
）
と
ぃ
ぅ
二
つ
の
主
要
な
法
理
論
の
中
で

展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
不
法
支
配
が
惹
起
さ
れ
る
危

険
は
必
ず
し
も
克
服
さ
れ
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
を
解
く
た
め
に
は
、
差
し
当
た
り
法
哲
学
の
歴
史
の
上
で
常

に
対
置
さ
れ
続
け
て
き
た
両
学
説
の
流
れ
を
追
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の

見
解
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
次
に
、
従
来
の
自
然

法
論
な
い
し
法
実
証
主
義
が
不
法
支
配
に
対
抗
で
き
な
か
っ
た
原

因
を
、
各
々
の
体
系
が
も
つ
性
質
に
即
し
て
内
在
的
に
考
察
す
る
。

そ
し
て
そ
の
分
析
を
踏
ま
え
つ
つ
、
両
学
説
の
欠
陥
を
補
う
新
し

い
法
哲
学
の
手
掛
か
り
を
可
能
な
限
り
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。
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１
　
問
題
の
所
在

近
時
、
社
会
科
学
の
政
策
科
学
化
が
盛
ん
に
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
影
響
か
ら
か
法
律
学
も
実
証
化
の
傾
向
に
あ
り
、
法
哲
学
上

の
主
要
な
関
心
も
法
論
理
学
や
法
的
語
義
学
な
ど
の
分
析
科
学
的

問
題
に
移
行
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
自
然
法
に
つ

い
て
の
議
論
は
往
時
ほ
ど
注
目
さ
れ
な
く
な
り
、
現
在
で
は
正
義

論
な
ど
と
の
関
連
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
った
。
代
わ
っ

て
規
範
学
と
し
て
の
法
律
学
を
基
礎
づ
け
る
玉
座
に
つ
い
た
の
は
、

法
実
証
主
義
と
呼
ば
れ
る
立
場
で
あ
る
。
最
早
自
然
法
論
は
、
法

の
効
力
の
根
拠
と
そ
の
内
容
を
、
つ
ま
り
存
在
含
Φ̈じ
と
当
為

含
ｏ】】Φ”）
を
無
媒
介
に
混
同
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
片
付

け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
す
ら
思
え
る
。
全
体
的
に
見
て
も
、

こ
の
領
域
に
代
表
さ
れ
る
法
哲
学
の
凋
落
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
。

し
か
し
本
当
に
自
然
法
論
は
解
決
済
み
の
、
あ
る
い
は
学
問
的
に

無
意
味
な
問
題
を
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
自
然
法
論
も
法
実
証
主
義
も
、
そ
の
基
本
的
視
座
で
さ
え

一義
的
に
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
は
、
自
然

法
論
者
と
法
実
証
主
義
者
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
い
く
つか

の
類
型
に
区
分
し
て
い
る
。
即
ち
、

ａ　
自
然
法
論
は
も
う
過
去
の
も
の
で
あ
る
（正
し
く
な
い
）。

ｂ
　
法
実
証
主
義
は
も
う
過
去
の
も
の
で
あ
る
（正
し
く
な
い
）。

ｃ　
自
然
法
論
は
ま
だ
生
き
残
っ
て
い
る
が
、
正
し
く
な
い
。

ｄ
　
自
然
法
論
は
常
に
正
し
い
。

ｅ　
法
実
証
主
義
は
ま
だ
生
き
残
っ
て
い
る
が
、
正
し
く
な
い
。

ｆ
　
法
実
証
主
義
は
常
に
正
し
い
。

ｇ
　
両
学
説
は
接
近
し
た
結
果
、
も
は
や
区
別
が
つ
け
ら
れ
な

く
な
っ
た
。

ｈ
　
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
の
対
立
は
過
去
の
こ
と
で
あ
り
、

現
在
は
い
わ
ゆ
る
「第
二
の
道
」
を
歩
む
べ
き
で
あ
る
（そ

の
「第
二
の
道
」
を
巡
っ
て
は
、
さ
ら
に
見
解
が
分
か
れ
て

い
る
）。

・１　
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
の
対
立
は
依
然
と
し
て
続
い
て

お
り
、
「第
二
の
道
」
は
あ
り
え
な
い
。
①

と
い
う
よ
う
に
両
者
の
視
点
は
細
分
化
さ
れ
る
。

だ
が
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
敢
え
て
ｇ
の
立
場
を
考
察
の
対
象

か
ら
外
そ
う
。
と
い
う
の
も
、
ｇ
に
は
問
題
を
い
さ
さ
か
楽
観
視

し
過
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
「両
学
説
」

は
、
以
前
の
厳
し
い
対
立
関
係
か
ら
考
え
れ
ば
「接
近
」
し
て
い

る
と
見
え
な
く
も
な
い
。
け
れ
ど
も
「区
別
が
つけ
ら
れ
な
く
な
っ

た
」
と
断
じ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
性
急
で
あ
ろ
う
。
ど
の
自
然
法

論
者
に
尋
ね
て
み
て
も
、
自
分
と
法
実
証
主
義
者
と
の
差
異
を
疑

う
者
は
居
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
の
逆
に
し
て
も
同
じ
結
果
が
推
量

さ
れ
る
。
「両
学
説
」
の
対
立
が
解
消
さ
れ
た
と
い
う
ｇ
の
主
張
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を
安
易
に
肯
定
す
る
の
は
、
や
は
り
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ

て
以
下
で
は
、
現
在
も
な
お
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
と
の
「区

別
」
は
存
在
す
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
分
析
を
進
め
て
ゆ
く
。

さ
て
そ
れ
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
ま
ず
ａ
と
ｃ
は
ほ
ぼ
同
義

で
あ
り
、
こ
れ
は
法
実
証
主
義
者
が
様
々
な
自
然
法
論
批
判
を
行

う
と
き
の
態
度
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
性
向

が
極
端
に
な
る
と
、
ｆ
の
よ
う
な
い
わ
ば
〈硬
直
し
た
法
実
証
主

義
〉
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
同
様
に
ｂ
と
ｅ
は
、
法
実
証
主
義

を
否
定
す
る
強
力
な
動
機
づ
け
と
な
っ
て
い
る
、
自
然
法
論
者
の

内
に
根
差
し
て
い
る
思
惟
形
式
と
言
え
る
。
こ
ち
ら
も
行
き
過
ぎ

る
と
盲
目
的
な
自
然
法
崇
拝
に
頼
落
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
ｄ
に

示
さ
れ
た
ご
と
き
〈硬
直
し
た
自
然
法
論
〉
に
は
か
な
ら
な
い
。

結
果
と
し
て
こ
れ
ら
の
い
づ
れ
の
立
場
を
支
持
し
て
み
た
と
こ

ろ
で
、　
一方
で
自
然
法
論
を
、
他
方
で
法
実
証
主
義
を
絶
対
視
す

る
こ
と
は
で
き
て
も
、
両
者
の
長
所
を
比
較
衡
量
し
現
実
の
法
解

釈
に
反
映
さ
せ
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。
い
か
に
〈法
の
理

念
を
把
握
す
る
〉
、
あ
る
い
は
〈法
を
純
粋
に
取
り
扱
う
〉
と
い

う
高
尚
な
目
的
を
掲
げ
る
に
せ
よ
、
学
問
の
方
法
論
と
し
て
は
甚

だ
疑
間
の
余
地
が
残
る
と
言
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
知
識
社
会
学
者

カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
術
語
を
用
い
て
言
う
な
ら
ば
、
ま
さ
に

「存
在
の
被
拘
束
性
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
実
際
か
か
る
悪
し

き
相
対
化
（こ
れ
は
即
ち
各
々
の
主
張
の
絶
対
化
に
相
当
す
る
）

こ
そ
、
法
哲
学
の
凋
落
を
招
い
た
最
大
の
元
凶
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。絶

対
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
自
然
法
論
は
最
早
成
り
立
ち
え

な
い
。
ま
た
現
代
と
み
に
過
熱
し
て
い
る
法
律
学
の
実
証
科
学
化

の
動
き
も
、
法
実
証
主
義
に
思
想
的
基
盤
を
置
い
て
い
る
と
思
量

さ
れ
る
が
、
上
述
の
点
を
等
閑
に
す
る
限
り
大
い
に
批
判
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
の
分
析
か
ら
、
取
り
敢
え
ず
以
下
の
事
実
が
明
ら
か

に
な
る
。
ま
ず
第
一に
、
現
在
優
勢
で
あ
る
法
実
証
主
義
も
、
自

ら
が
掲
げ
る
価
値
中
立
性
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、

対
立
す
る
立
場
、
即
ち
自
然
法
論
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
法
律
学
を
実
証
主
義
と
い
う
ひ
と
つ
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
属
さ
せ
、
ひ
い
て
は
単
な
る
実
用
的
技
術
・

道
具
ピ
ぶ
と
し
め
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
第
二
に
、
法
哲
学
の
領

域
に
お
い
て
、
自
然
法
論
そ
の
も
の
を
再
評
価
す
る
機
会
が
与
え

ら
れ
た
。
形
而
上
学
的
な
自
然
法
論
は
今
日
で
は
無
論
成
立
不
可

能
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
法
実
証
主
義
的
手
法
が
法
解
釈
に
お
い

て
絶
対
的
ド
グ
マ
と
な
る
事
態
を
避
け
る
た
め
に
は
、
そ
の
ア
ン

チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
健
全
な
自
然
法
論
に
よ
る
批
判
を
欠
く
こ
と
は

で
き
な
い
。
自
然
法
論
に
は
積
極
的
な
存
在
意
義
が
な
お
残
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
政
治
権
力
の
不
当
な
法
支
配
に
対
抗
し
、
正
義

を
樹
立
す
る
と
い
う
、
自
然
法
論
固
有
の
性
格
で
あ
る
。
ゆ
え
に
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自
然
法
論
は
解
決
済
み
で
も
学
問
的
に
無
意
味
で
も
な
く
、
現
代

で
も
非
常
に
重
要
な
法
理
論
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
も
そ
も
自
然
法
は
、
実
定
法
を
批
判
し
つ
つ
、
正
義
の
実
現

に
向
け
て
実
定
法
の
内
容
を
構
成
す
る
と
い
う
使
命
を
負
っ
て
い

た
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
使
命
を
果
た
す
た
め
に
は
、
何
よ
り
実

定
法
と
の
相
即
不
離
な
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
法
哲
学
の
歴
史
の
上
で
は
、
逆
に
自
然
法
論

と
法
実
証
主
義
と
の
敵
対
関
係
が
執
拗
に
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

加
え
て
そ
の
副
産
物
と
し
て
、
〈自
然
法
は
実
定
法
と
相
容
れ
な

い
〉
い
う
先
入
見
が
定
着
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
各
々
の
主
張
が
ひ
と
た
び
学
問
の
世
界
を
離
れ
、

と
り
わ
け
政
治
権
力
を
正
当
化
す
る
た
め
の
概
念
図
式
と
し
て
恣

意
的
に
利
用
さ
れ
た
と
き
に
は
、
硬
直
し
た
自
然
法
論
も
硬
直
し

た
法
実
証
主
義
も
、
と
も
に
あ
る
種
の
暴
力
と
し
て
人
民
を
抑
圧

す
る
ド
グ
マ
と
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
暴
力
的
支
配
が
終
了

し
た
後
、
不
法
を
追
認
す
る
だ
け
だ
っ
た
法
学
者
た
ち
は
か
つ
て

の
振
る
舞
い
を
自
己
批
判
し
た
が
、
彼
ら
の
真
摯
な
反
省
と
て
も

か
の
対
立
観
の
制
約
を
免
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
次

大
戦
後
西
ド
イ
ツ
法
学
界
を
席
巻
し
た
論
争
に
も
、
そ
う
し
た
傾

向
が
色
濃
く
表
わ
れ
て
い
る
。

２
　
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
論
争

一九
四
五
年
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
西
ド
イ
ツ
で
は
そ
れ

ま
で
の
法
思
想
が
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
た
。
そ
し
て
ナ
チ
ス
不
法

支
配
の
清
算
と
法
へ
の
再
帰
が
熱
心
に
説
か
れ
、
改
め
て
不
法
支

配
の
再
現
防
止
に
法
学
者
の
努
力
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
際
半
ば
当
然
の
ご
と
く
提
起
さ
れ
た
の
が
、
自
然
法
と
法
実
証

主
義
と
の
対
立
と
、
そ
の
い
づ
れ
の
立
場
を
採
る
べ
き
か
と
い
う

二
者
択
一の
問
題
で
あ
っ
た
。

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
に
司
法
大
臣
を
経
験
し
た
こ
と
も
あ
る
法
哲

学
者
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
（
一八
七
八
―
一九
四
九
）
に

も
、
最
早
戦
前
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
ゆ
く
こ
と
は
困
難

で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
れ
ま
で
、
何
が
正
し
い
か
と
い
う
究
極
的
な

価
値
判
断
は
不
可
能
と
す
る
〈価
値
相
対
主
義
〉
を
唱
え
、
そ
れ

を
も
と
に
様
々
な
価
値
を
相
対
的
か
つ
寛
容
に
取
り
扱
う
こ
と
で
、

自
由
主
義
・民
主
主
義
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
リ
ッ

ケ
ル
ト
や
マ
ッ
ク
ス
・ヴ
ェ
ー
パ
ー
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
ロ
ヴ
イ
ツ

ツ
ら
新
カ
ン
ト
派
と
交
流
の
あ
っ
た
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
、
自
ら
属

す
る
社
会
民
主
党
の
ほ
か
、
中
央
党
・共
産
党
・
ナ
チ
ス
や
帝
政

派
が
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
拡
大
を
め
ぐ
っ
て
争
う
〈多
神
教
〉
の
時

代
に
お
い
て
、
唯
一選
択
し
う
る
神
と
し
て
敢
え
て
〈価
値
相
対

主
義
〉
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
選
択
し
た
の
も
、
そ
れ
ほ
ど
理
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解
で
き
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
現
実
政
治
の
展
開
は
、
か
れ
の
楽
観
的
な
期
待
を
容
赦

な
く
打
ち
砕
く
。　
一九
二
三
年
一月
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
帝
国
宰
相
に

就
任
し
、
ほ
ど
な
く
議
会
を
解
散
し
て
総
選
挙
を
実
施
し
た
。
そ

の
結
果
ナ
チ
ス
は
計
三
四
七
議
席
の
絶
対
多
数
を
確
保
す
る
。
新

し
く
成
立
し
た
議
会
は
、
「国
民
及
び
ド
イ
ツ
国
家
の
危
機
排
除

に
関
す
る
法
律
」
（全
権
委
任
法
』
『日
腎
ｒ一”窪
品
∽零
∽ｏ一じ
を

可
決
・公
布
す
る
。
こ
の
法
律
は
、
そ
の
条
項
中
に
「国
家
の
法

律
は
憲
法
で
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
手
続
に
よ
る
ほ
か
、
政
府

に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
う
る
」
と
い
っ
た
内
容
を
含
み
、
従
っ
て

憲
法
上
の
規
定
手
続
に
則
る
こ
と
な
く
、
憲
法
に
違
反
す
る
法
律

の
制
定
権
を
認
め
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
所
有
権
の

義
務
性
を
認
め
生
存
権
を
明
確
に
保
障
す
る
な
ど
、
当
時
最
も
進

歩
的
な
内
容
を
持
つ憲
法
と
言
わ
れ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
も
、

全
体
主
義
的
・非
合
理
主
義
的
な
ナ
チ
ス
体
制
の
伸
張
を
抑
止
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
と
っ
て
こ
れ
は
、

〈多
神
教
〉
の
世
界
の
た
め
の
指
針
と
し
た
〈価
値
相
対
主
義

が
た
や
す
く
〈
一神
教
〉
に
、
し
か
も
合
法
的
に
転
化
し
飲
み
込

ま
れ
て
い
く
深
刻
な
事
態
と
映
っ
た
に
違
い
な
い
。

「命
令
は
命
令
だ
、
と
兵
隊
に
対
し
て
は
言
わ
れ
る
。
法
律

は
法
律
だ
、
と
法
律
家
は
言
う
。
し
か
し
、
兵
隊
が
、
そ
の

命
令
は
重
罪
ま
た
は
軽
罪
を
目
的
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ

た
場
合
に
は
、
か
れ
に
と
っ
て
服
従
の
義
務
と
権
利
は
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
法
律
家
は
、
ほ
ぼ
百
年
ほ
ど

前
に
法
律
家
中
の
最
後
の
自
然
法
論
者
が
死
に
絶
え
て
か
ら

と
い
う
も
の
は
、
法
律
の
通
用
力
と
、
法
律
の
も
と
に
あ
る

者
の
服
従
と
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
例
外
を
ひ
と
つ
も
知

ら
な
い
の
で
あ
る
。
法
律
は
、
そ
れ
が
法
律
で
あ
る
ゆ
え
を

持
っ
て
通
用
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
原
則
と
し
て
み
ず
か
ら
を

貫
徹
す
る
力
を
も
つ
場
合
に
法
律
な
の
だ
。
法
律
と
そ
の
通

用
力
に
関
す
る
か
よ
う
な
見
解
（わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
実
証

主
義
的
学
説
と
呼
ぶ
）
は
、
法
律
家
を
一般
国
民
と
同
様
に
、

非
常
に
恣
意
的
な
、
非
常
に
残
忍
な
、
非
常
に
犯
罪
的
な
法

律
に
対
し
て
無
抵
抗
に
し
た
」総
。

戦
後
間
も
な
く
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
以
前
の
価
値
相
対
主
義
・

法
実
証
主
義
的
性
格
を
反
省
し
、
自
己
批
判
を
加
え
る
。
彼
は
、

法
律
家
に
ナ
チ
ス
の
不
法
支
配
を
容
認
さ
せ
た
究
極
の
原
因
は
、

無
批
判
な
法
実
証
主
義
の
台
頭
に
あ
っ
た
と
考
え
た
。
そ
れ
は
法

の
価
値
中
立
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
自
然
法
思
想
を
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
頭
か
ら
否
定
し
、
実
定
法
の
無
条
件
的
妥
当
性
を

宣
言
し
た
。
だ
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
法
実
証

主
義
こ
そ
、
法
律
家
の
実
定
法
へ
の
無
批
判
的
服
従
の
姿
勢
を
決

定
づ
け
、
と
ど
の
つ
ま
り
合
法
的
な
非
合
法
政
治
の
招
来
を
許
し

た
、
と
見
る
。
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ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
を
取
っ
た
時
、
法
律
家
は
事
態
を
ど
う
解
釈

し
た
だ
ろ
う
か
。
最
も
一般
的
か
つ消
極
的
で
あ
った
の
は
「形

式
的
に
は
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
ヽ
と
い
２
尋
刀で
あ
つ

た
。
つ
ま
り
一九
二
〇
年
に
起
こ
った
カ
ッ
プ
一揆
と
異
な
り
、

「
フイ
ヒ
大
統
領
に
よ
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
任
命
は
法
律
の
文
言
に
よ

る
限
り
、
裁
判
官
に
と
っ
て
は
合
法
的
な
出
来
事
」に
と
し
て
判

断
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一九
二
五
年
制
定

の
悪
名
高
い
「ド
イ
ツ
の
血
と
ド
イ
ツ
人
の
名
誉
を
保
護
す
る
た

め
の
法
律
」
（ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
２
１
●げΦ出
８
ｏΦ∽Φ一Ｎｅ
で

さ
え
、
「も
っと
も
悪
し
き
内
容
を
も
っ
た
法
律
と
い
え
ど
も
、

そ
れ
が
形
式
的
に
さ
え
正
し
く
つ
く
ら
れ
た
以
上
、
拘
束
力
あ
る

も
の
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。」
（Ｋ
・
ベ
ル
グ
ポ
ー
ム
）
と
い
う

法
実
証
主
義
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
十
分
正
当
化
さ
れ
う
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
ナ
チ
ス
の
よ
う
な
不
法
支
配
の
再
来
を
防

止
す
る
た
め
に
は
、
か
か
る
不
法
支
配
を
無
批
判
に
権
威
づ
け
正

当
化
す
る
法
実
証
主
義
を
、
根
本
的
に
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
説
く
。
そ
し
て
彼
は
こ
こ
で
、
そ
れ
ま
で
懐
疑
的
に
接
し

て
い
た
自
然
法
思
想
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
始
め
る
。
権
威
主
義

的
国
家
が
不
法
行
為
を
法
の
名
の
下
で
実
行
す
る
限
り
、
ま
た
法

実
証
主
義
者
が
そ
の
不
法
行
為
を
正
当
化
す
る
限
り
、
誠
実
な
法

学
者
は
、
「あ
ら
ゆ
る
法
的
規
則
よ
り
も
強
力
で
、
そ
れ
に
反
す

る
法
律
が
通
用
力
を
欠
く
よ
う
な
法
の
註
原
則
」
を
も
っ
て
対
抗

し
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「法
の
諸
原
則
」

に
あ
た
る
も
の
は
、
自
然
法
思
想
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
。
彼
は

か
か
る
意
味
で
の
自
然
法
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
〈制
定

法
の
形
を
と
っ
た
不
法
〉
ε
Φ∽Φ一゙
口”多
８
Ｃ
ヨ
８
Ｆ
）の
正
当
性

を
否
定
す
る
。

「も
し
法
律
が
正
義
へ
の
意
志
を
意
識
的
に
否
定
し
、た
と
え

ば
人
々
に
対
し
て
人
権
を
恣
意
的
に
与
え
た
り
拒
否
し
た
り

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
律
は
通
用
せ
ず
、
国
民
は
そ
の
法
律

に
対
し
て
全
く
服
従
の
義
務
を
負
わ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
法

律
家
も
ま
た
そ
の
法
律
の
法
と
し
て
性
格
を
否
認
す
る
勇
気

を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
」６
。

だ
が
こ
の
よ
う
に
自
然
法
再
評
価
の
声
が
高
ま
る
一方
で
、
逆

に
法
実
証
主
義
の
側
か
ら
、
む
し
ろ
自
然
法
思
想
こ
そ
が
ナ
チ
ス

不
法
支
配
を
正
当
化
し
た
の
だ
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
た
。
法
実

証
主
義
者
は
、
不
確
実
な
自
然
法
思
想
こ
そ
が
、
ナ
チ
ス
の
不
法

に
正
当
性
を
与
え
た
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
の
客
観
性
を

取
り
戻
し
不
法
に
抵
抗
す
る
た
め
に
は
、
純
粋
に
法
そ
の
も
の
の

内
在
的
理
念
に
立
脚
し
た
法
解
釈
が
、
即
ち
法
実
証
主
義
の
立
場

が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
前
述
し
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
の
例
に
即
し
て
説
明
す

る
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
が
成
立
す
る
以
前
で
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ

人
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
婚
姻
も
（法
的
に
は
）
当
然
認
め
ら
れ
る
べ
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き
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
は
、
未
だ
当
該
法
規
が

制
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
機
関
は
往
々

に
し
て
婚
姻
届
を
受
理
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

婚
姻
請
求
の
当
事
者
の
一人
が
こ
う
し
た
処
置
を
不
服
と
し
て
、

区
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
区
裁
判

所
の
裁
判
官
は
、
婚
姻
を
認
め
な
い
法
律
の
不
存
在
を
理
由
に
、

行
政
機
関
の
処
置
は
違
法
で
あ
る
と
の
判
決
を
下
す
。
紛
争
は
こ

の
判
決
に
よ
っ
て
一旦
は
収
ま
る
か
に
見
え
た
。
と
こ
ろ
が
今
度

は
代
わ
っ
て
行
政
機
関
の
方
が
、
上
級
審
に
あ
た
る
ラ
ン
ト
裁
判

所
に
控
訴
し
た
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
裁
判
所
で
は
、
裁
判
官
は
な

る
ほ
ど
人
種
間
の
婚
姻
を
制
限
す
る
法
の
不
存
在
を
一応
認
め
た
。

と
こ
ろ
が
第
一審
の
判
決
を
覆
し
、
「ド
イ
ツ
民
族
に
と
っ
て
相

応
し
い
法
概
念
」
か
ら
判
断
す
る
に
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
結
婚
は
望
ま

し
く
な
く
、
〈異
人
種
〉
間
の
通
婚
の
自
由
な
ど
と
い
っ
た
法
益

は
保
護
す
る
に
あ
た
ら
な
い
、
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。

「民
族
共
同
体
思
想
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
絶
対
的
法
と
い
っ
た

も
の
は
考
え
ら
れ
え
な
い
。
法
は
民
族
共
同
体
思
想
か
ら
生
ま
れ
、

そ
れ
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
」。
さ
ら
に
、
法
実
証
主
義
者
が
主

張
す
る
よ
う
な
実
定
法
主
義
・法
の
価
値
中
立
性
な
ど
の
概
念
を

否
定
し
て
、
次
の
よ
う
に
宣
言
し
た
。

「自
由
主
義
の
時
代
に
教
義
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
区
裁
判
所

が
判
決
の
中
で
主
張
し
た
次
の
原
則
、
即
ち
『新
た
な
法
原

則
は
、
そ
れ
が
提
案
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む

し
ろ
法
律
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
一般
的
な
法
と

し
て
の
拘
束
力
を
獲
得
す
る
」
と
い
う
原
則
は
、
ナ
チ
ス
の

法
観
念
と
明
ら
か
に
衝
突
す
る
も
の
で
あ
る
。
（…
）
何
が

許
さ
れ
、
何
が
許
さ
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
問
題
の
評
価
に

と
っ
て
決
定
的
と
な
る
の
は
、
単
な
る
法
律
の
文
言
だ
け
で

は
な
い
。
民
族
の
中
に
根
ざ
す
法
意
識
も
、
た
と
え
そ
れ
が

い
ま
だ
法
律
の
制
定
・公
布
と
い
う
こ
と
に
よ
り
具
体
的
な

形
象
を
獲
得
す
る
に
至
っ
て
な
い
と
し
て
も
、
既
に
少
な
か

ら
ぎ
る
重
要
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
（…
）
決
定
的
な
こ
と

は
、
法
原
則
が
法
律
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ

法
原
則
が
一般
的
な
法
確
信
に
そ
の
根
拠
を
お
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
た
と
え
法
律
と
し
て
公

布
さ
れ
る
以
前
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
適
用
を
正
当
化
す
る
の

で
あ
る
」６
（傍
点
筆
者
）。

こ
の
例
だ
け
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
自
然
法
論
者
が
攻

撃
す
る
よ
う
に
、
法
実
証
主
義
が
不
法
支
配
を
導
い
た
、
と
い
う

の
は
不
当
で
あ
ろ
う
。
現
行
の
法
律
・規
則
が
改
廃
さ
れ
な
い
ま

ま
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
上
位
法
の
座
に
据
え
ら
れ
、
そ
れ
に

依
拠
し
て
法
が
恣
意
的
に
運
用
さ
れ
て
い
た
事
実
に
目
を
向
け
る

な
ら
ば
、
ナ
チ
ス
体
制
下
の
法
律
家
の
行
動
が
お
し
な
べ
て
法
実

証
主
義
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。
い
な
、
む
し
ろ
法
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実
証
主
義
こ
そ
〈ナ
チ
五
甲
曹
盆
０
と
い
う
イ
デ
オ
ロギ
ツ
シ
ユ

な
自
然
法
に
対
抗
し
う
る
唯
一の
法
哲
学
的
立
場
と
見
え
な
く
も

な
い
。
さ
ら
に
悪
名
高
い
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
の
制
定
に
し
て
み

た
と
こ
ろ
で
、
法
制
化
が
規
定
内
容
と
運
用
範
囲
を
明
確
に
し
、

行
政
ｏ司
法
当
局
の
行
き
過
ぎ
た
処
遇
を
禁
止
さ
せ
、
か
え
っ
て

法
的
安
定
性
を
回
復
さ
せ
る
作
用
と
し
働
い
た
、
と
見
る
こ
と
も

で
き
な
く
も
な
い
の
だ
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
「そ
の
内
容
は

あ
く
ま
で
も
不
法
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
立
法
化
そ
の
も
の
が
、
少

な
く
と
も
恣
意
的
な
法
の
運
用
に
比
べ
、
当
事
者
に
と
っ
て
よ
り

ま
し
な
悪
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
『あ
る
た
し
か
な

安
堵
感
を
も
っ
て
歓
迎
さ
れ
』
さ
え
し
た
」
と
い
う
報
告
も
存
在

す
る
。
。

と
も
か
く
こ
こ
に
至
っ
て
、
自
然
法
は
正
義
を
実
現
す
る
と
い
っ

た
楽
観
的
な
命
題
は
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
。
ナ
チ
ス
も
ま

た
自
ら
の
世
界
観
を
〈自
然
法
〉
と
し
て
正
当
化
し
、
裁
判
官
は

そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
説
く
〈正
義
〉
を
実
現
す
る
た
め
、
皮
肉

な
こ
と
に
実
定
法
を
「否
認
す
る
勇
気
」
を
見
い
だ
し
て
し
ま
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
と
、　
一体
い
づ
れ
の
立
場
を
採
用
す

れ
ば
不
法
支
配
に
対
抗
で
き
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
再
び
ス
タ
ー

ト
ラ
イ
ン
に
引
き
戻
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
や
は
り
、

両
者
の
論
理
構
造
を
改
め
て
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
の
問
題
点

０
　
近
代
自
然
法
論
の
検
討

自
然
法
論
の
起
源
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
↓Ｆ
８
ォ

（法
）
と
口
ざ
（正
義
）
と
い
う
二
人
の
女
神
の
区
別
に
ま
で
遡

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
法
と
国
家
権
力
の
関
連
を
具
体
的
に

扱
い
、
こ
と
に
そ
の
正
当
性
を
考
察
し
た
の
は
、
中
世
の
神
的
自

然
法
論
に
対
抗
す
る
形
で
提
起
さ
れ
た
近
代
自
然
法
論
で
あ
った
。

近
代
自
然
法
論
の
先
駆
者
、
即
ち
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン

ド
ル
フ
、
ト
マ
ジ
ウ
ス
、
ヴ
オ
ル
フ
ら
は
、
正
義
の
判
断
基
準
を

理
性
と
そ
の
担
い
手
で
あ
る
個
人
に
求
め
、
神
か
ら
切
り
離
さ
れ

世
俗
化
さ
れ
た
自
然
法
概
念
を
提
示
し
た
。

こ
う
し
た
傾
向
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
近
代
自
然
法
論
は
本

来
、
正
当
性
の
尺
度
を
神
か
ら
人
間
理
性
へと
取
り
戻
す
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
形
面
上
学
的
な
教
義

と
権
力
と
の
結
び
付
き
を
排
し
、
恣
意
的
に
設
定
さ
れ
た
権
力
の

正
当
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
、
非
常
に
革
新
的
な
試
み
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

と
は
い
え
近
代
自
然
法
論
が
展
開
す
る
社
会
観
は
、
そ
も
そ
も

致
命
的
な
欠
陥
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
も
そ
の
欠
陥
が
、
不
法
な

権
力
の
正
当
性
を
否
定
す
る
ど
こ
ろ
か
か
え
っ
て
肯
定
し
強
化
す

る
と
い
う
、
不
本
意
な
役
割
を
自
然
法
に
担
わ
せ
て
し
ま
っ
た
。
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近
代
自
然
法
論
の
完
成
者
に
は
ホ
ッ
プ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、

ま
た
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
い
づ
れ
の
理
論
も
、

自
然
法
の
基
盤
と
な
る
共
同
体
の
と
ら
え
方
に
論
理
的
な
飛
躍
が

あ
る
と
い
う
点
で
は
変
わ
り
が
な
い
。
自
然
法
を
導
出
す
る
仕
方

に
よ
っ
て
近
代
自
然
法
論
は
、
〈経
験
主
義
的
構
成
〉
を
と
る
も

の
（ホ
ッ
プ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
）
と
∧
形
式
主
義
的
構
８

を
と
る
も
の
（カ
ン
ト
並
び
に
フ
ィ
ヒ
テ
）
の
二
つ
の
類
型
に
大

別
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
構
成
法
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の

『自
然
法
論
文
』Ｇ
の
中
で
自
然
法
の
〈非
・学
問
的
取
り
扱
い

方
）
と
一括
し
、
批
判
の
俎
上
に
の
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で

は
ま
ず
彼
の
分
析
を
も
と
に
、
近
代
自
然
法
論
の
欠
陥
と
そ
の
原

因
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
〈経
験
主
義
的
構
成
〉
∩
経
験
的
諸
学
問
■
Φヨ
ｏい『̈
∽多
Φ

ヨ
一∽∽Φ●∽多
Ｒ
一８
●
Φじ
の
方
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
の

立
場
は
、
特
定
の
本
能
・感
情
を
人
間
の
本
質
と
し
て
固
定
し
、

他
の
諸
性
質
を
排
除
す
る
「否
定
的
絶
対
性
」
貧
き
３
””一いお

＞
げ８
一二
Ｆ
Ｆ
∽・ｏｅ
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
否
定

的
絶
対
性
か
ら
、
共
同
体
及
び
自
然
法
を
演
繹
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
構
成
方
法
は
、
あ
る
特
定
の
経
験
的
直
観
を
普

遍
的
な
も
の
と
誤
解
し
、
混
合
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

〈経
験
主
義
的
構
成
〉
は
、
多
種
多
様
に
存
在
す
る
諸
性
質
を

分
離
し
、
そ
の
中
か
ら
あ
る
特
定
の
個
別
的
性
質
（例
え
ば
〈自

コ巳口休青什一ハル舵一ｏｏ●”一“∽　∽０∽０　００●∽Φ「く”●一】〉　^
γ　〈払性大Ｘλ智〉　、

〈憐
憫
の
情
８̈
８
日
ぃ∽ひ轟
い゙ｏ●いｏま
し
な
ど
）
を
取
り
出
し
て
、

人
間
の
本
質
と
し
て
固
定
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
そ
の
過
程

で
他
の
諸
性
質
は
従
属
的
な
も
の
と
看
倣
さ
れ
、
さ
き
に
本
質
と

さ
れ
た
特
定
の
性
質
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
し
ま
う
。
か
く
て
人

間
の
内
に
は
諸
性
質
の
抽
象
的
統
一が
成
立
す
る
。
か
か
る
人
間

像
か
ら
原
初
社
会
（「自
然
状
態
」
一ｚ
３
日
さ
∽ご
乱
９̈
８
）
の

モ
デ
ル
が
確
保
さ
れ
、
引
き
続
い
て
樹
立
さ
れ
る
権
力
の
在
り
方

が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
注
意
深
く
観
察
す
る
と
こ
の
抽
象
的
統
一に
は
、
導
出
の

仕
方
が
非
常
に
恣
意
的
で
あ
る
た
め
、
諸
規
定
相
互
の
必
然
的
な

関
係
づ
け
が
全
く
欠
け
て
い
る
の
が
分
か
る
。
だ
か
ら
他
の
い
か

な
る
性
質
を
人
間
の
本
質
に
据
え
た
と
し
て
も
、
ま
た
い
か
な
る

自
然
状
態
を
仮
定
し
て
も
、
論
理
的
に
は
整
合
性
を
持
っ
て
し
ま

う
。経

験
主
義
に
よ
る
共
同
体
の
理
解
は
、
総
じ
て
こ
の
よ
う
に
内

的
必
然
性
を
欠
い
た
、
そ
れ
ゆ
え
偶
然
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ

る
を
え
な
い
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
有
限
的
な
統
一に
す
ぎ
な
い
。

け
れ
ど
も
そ
れ
で
は
自
然
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
把
握
し
た
こ

と
、
す
な
わ
ち
無
限
な
も
の
と
し
て
真
に
統
一し
た
こ
と
に
は
決

し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
例
え
ば
ホ
ッ
プ
ス
の
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
は
真
の
統
一を
実
現
し
て
は
お
ら
ず
、
彼
が
提
示
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し
た
自
然
法
も
本
来
〈自
然
〉
法
の
範
時
に
は
含
め
ら
れ
な
い
。

し
か
も
な
お
悪
い
こ
と
に
〈経
験
主
義
的
構
成
〉
に
お
い
て
は
、

形
式
の
絶
対
性
が
内
容
の
絶
対
性
を
も
合
意
し
て
し
ま
う
。
つま

り
、
形
式
的
・制
度
的
保
障
を
う
け
た
権
力
は
、
内
容
的
に
も
絶

対
正
し
い
、
と
看
倣
さ
れ
る
の
で
あ
る
。　
周
知
の
ご
と
く
ホ
ッ

プ
ズ
の
体
系
に
お
い
て
は
、
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
が
一度
形
成
さ
れ

正
当
化
さ
れ
た
後
は
、
そ
れ
自
体
が
絶
対
的
な
正
義
と
な
る
。人

民
が
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
の
発
す
る
い
か
な
る
命
令
に
も
反
対
を
許

さ
れ
ず
に
遵
守
を
強
制
さ
れ
る
理
由
は
、
実
は
こ
う
し
た
論
理
上

の
詐
取
に
存
し
て
い
る
。
。

同
じ
よ
う
な
批
判
は
ロ
ッ
ク
や
ル
ソ
ー
の
自
然
法
論
に
も
当
て

は
ま
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
彼
ら
は
、
不
法
支
配
に
対
し
て
人
民
が

抵
抗
す
る
権
利
を
認
め
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
の
抵
抗
権
も
現
実

に
は
あ
く
ま
で
政
治
的
要
求
に
と
ど
ま
り
、
法
体
系
の
中
で
は
正

当
化
さ
れ
な
い
。
ま
た
ロ
ッ
ク
や
ル
ソ
ー
の
思
量
す
る
正
義
に
は

ず
れ
た
理
念
が
、
抵
抗
権
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
権
力
に
対
抗
す

る
こ
と
な
ど
、
も
と
よ
り
認
め
ら
れ
る
べ
く
も
な
い
だ
ろ
う
。
い

づ
れ
に
せ
よ
〈経
験
主
義
的
構
成
〉
を
と
る
自
然
法
論
は
、
本
来

的
な
意
味
で
自
然
法
論
で
は
な
く
、
し
か
も
不
法
な
権
力
支
配
を

肯
定
す
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
さ
え
言
え
る
。

次
に
自
然
法
の
〈形
式
主
義
的
構
成
〉
（「純
形
式
的
学
問
」
¨

３
●̈♂
『ヨ
昌
Φ
ヨ
∽̈∽Φ目∽●訂
『一い
Ｒ
）を
見
て
み
よ
う
。
こ
ち

ら
の
立
場
は
経
験
主
義
と
は
反
対
に
、
情
性
と
悟
性
と
を
対
立
さ

せ
、
統
一や
無
限
性
（ｃお
ａ
】】．多
ざ
“←
・否
定
性
（ｚ凋
〓
いく†

一留
）
を
〈純
粋
に
そ
れ
だ
け
で
〉
前
提
す
る
。
だ
が
こ
れ
で
は
、

経
験
的
直
観
と
普
遍
的
な
も
の
と
が
融
和
さ
れ
ぬ
も
の
と
し
て
対

立
さ
せ
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
真
な
る
統
一と
し
て
の
全
体
性
の

把
握
に
は
ほ
ど
遠
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
悪
無
限
的
な
無

限
性
つ
ま
り
抽
象
的
な
普
遍
性
が
、
有
限
な
有
機
的
共
同
体
を
形

造
り
統
制
す
る
、
と
説
く
と
こ
ろ
ま
で
に
飛
躍
し
て
し
ま
う
。
と

は
い
え
こ
の
方
法
で
は
徹
頭
徹
尾
悟
性
と
自
然
が
対
立
・分
離
さ

せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
や
は
り
両
者
の
統
一は
相
対
的
な
も
の
で

し
か
な
い
。

形
式
主
義
に
お
け
る
無
限
性
の
概
念
は
、
特
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲

学
に
顕
著
で
あ
る
。
彼
は
理
性
を
　
〈自
我
〉
（日３
）
と
名
付
け
、

理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
の
連
関
を
自
我
の
展
開
の
中
で
と
ら
え

た
。
そ
し
て
こ
の
自
我
の
構
造
か
ら
、
実
践
理
性
の
理
論
理
性
に

対
す
る
優
位
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
実
践
理
性
が
理
論
理
性
を
包
み
込
む
過
程
で
、

有
限
な
自
我
と
非
我
の
対
立
や
主
観
と
客
観
、
あ
る
い
は
観
念
的

な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の
対
立
が
解
消
さ
れ
る
と
し
た
点
で
あ

ろ
う
。
理
論
理
性
と
実
践
理
性
が
単
一の
理
性
と
し
て
統
合
す
れ

ば
、
普
遍
性
と
多
様
性
も
一に
な
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
よ
う
な

理
性
の
立
場
を
　
〈絶
対
的
自
我
〉
（”ｇ
ｏ】二
８
Ｆ，）
と
称
し
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た
。
こ
の
絶
対
的
自
我
が
彼
に
と
っ
て
の
無
限
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、

純
粋
な
統
一な
の
で
あ
る
。

し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
の
体
系
の
無
限
性
、
言
い
換
え
れ
ば
同
一性

は
、
へ
‥
ゲ
ル
か
ら
見
れ
ば
あ
く
ま
で
「形
式
的
理
念
」
（』き
〔

いｏ「日ｐΦ】】Φ
【ヽ
ΦΦ
一Φ『
ＨＯΦ”一い一鮮一　ＯΦ∽　Ｈヽ
ΦΦ】一Φ●　〓口０
”
ΦΦ】】Φ●̈
∽・

Ｈ８
）
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
観
念
的
な
も
の
と

実
在
的
な
も
の
と
が
同
一で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
、
実
際
は
観
念

的
な
も
の
に
真
に
実
在
的
な
も
の
が
対
立
さ
せ
ら
れ
た
ま
ま
だ
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
主
観
と
客
観
、
観
念
と
実
在
を
純
粋
に
統
一

し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
自
我
と
い
う
主
観
・観
念
の
う
ち
に

お
け
る
統
一
で
し
か
な
く
、
自
我
に
含
ま
れ
な
い
〈自
然
〉
を
排

除
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
結
局
、
自
然
と
い
う
意
味
で
の
客
観
性

は
依
然
と
し
て
主
観
性
に
対
立
さ
せ
ら
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

こ
の
構
図
を
道
徳
論
に
あ
て
は
め
て
み
れ
ば
、
法
や
義
務
と
い
う

「純
粋
な
統
一」
含
お
屋
いお
ｕ〓
ぎ
Ｆ
”
馬
卜
）
と
、
感
覚
や
恣

意
と
い
う
個
別
的
な
多
様
性
が
対
立
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
な

ス？
つ
。

で
は
ど
う
し
て

〈絶
対
的
自
我
〉
は
こ
の
よ
う
に
硬
直
し
た

も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
は
、
ま
さ
に
統
一に

お
い
て
実
践
理
性
が
優
先
さ
れ
た
点
に
存
す
る
。
純
粋
な
統
一は
、

自
律
と
い
う
高
い
目
的
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
ゆ
え
、
感
覚
や
志
向

な
ど
と
い
っ
た
実
在
す
る
多
様
性
を
　
〈傾
向
性
〉
（ｚ
Φμ∞●●∞）

あ
る
い
は

〈欲
望
〉
（”Φ計
”ヨ
】も
と
し
て
卑
じ
め
、
支
配
し

よ
う
と
働
く
。
極
端
に
な
る
と
否
定
し
さ
え
す
る
（同
様
の
傾
向

は
既
に
カ
ン
ト
に
も
見
受
け
ら
れ
る
）。
従
っ
て
実
践
理
性
か
ら

導
か
れ
る
道
徳
法
則
は
、
自
然
と
対
立
関
係
に
置
か
れ
、
自
然
を

否
定
す
る
た
め
に
据
え
ら
れ
た
観
念
と
な
っ
て
し
ま
う
。
結
局
フ
ィ

ヒ
テ
の
体
系
は
、
当
初
の
目
的
と
は
反
対
に
、
観
念
的
な
も
の
と

実
在
的
も
の
の
非
同
一し
か
見
出
せ
な
い
。

形
式
主
義
の
立
場
は
無
限
性
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。
け
れ
ど

も
普
遍
性
・先
天
性
を
重
要
視
す
る
あ
ま
り
、
具
体
的
な
感
覚
や

経
験
を
排
除
し
が
ち
に
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
か
く
し
て
形
式

主
義
は
、
多
様
な
諸
性
質
の
存
在
を
否
定
し
、
そ
れ
に
代
え
て
純

粋
理
性
と
い
う
、
純
粋
な
統
一と
し
て
の
抽
象
的
な
無
限
性
を
引

き
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
や
フ
イ
ヒ
テ
が
提
示
し
た
よ
う
な
、
実
践
理
性
の
形
式

的
道
徳
法
則
か
ら
演
繹
さ
れ
る
共
同
体
概
念
は
、
あ
く
ま
で
〈か

く
あ
る
べ
し
〉
と
い
う
当
為
の
目
標
に
ど
と
ま
っ
て
お
り
、
現
実

性
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。そ
う
し
た
共
同
体
観
に
比
例
し
て
、彼

ら
形
式
主
義
の
立
場
が
唱
え
る
自
然
法
も
ま
た
静
態
的
に
な
る
。

か
か
る
自
然
法
理
解
で
は
、現
実
に
存
在
す
る
生
動
的
な
〈自
然
〉

＝
共
同
体
を
把
握
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
現
実
の
共
同
体
は
歴
史

の
中
で
常
に
発
展
変
化
す
る
た
め
、
決
し
て
固
定
的
な
物
差
し
で

は
測
り
き
れ
な
い
か
ら
だ
。
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こ
う
し
た
制
約
を
無
視
し
て
当
為
の
内
容
を
自
然
法
の
名
の
下

に
強
制
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
形
式
主
義
的
自
然
法
論
の
権
威
主

義
的
傾
向
は
著
し
く
な
る
ｍ
。
カ
ン
ト
や
フ
イ
ヒ
テ
は
原
理
上
道

徳
と
法
を
分
離
し
た
。
け
れ
ど
も
彼
ら
の
体
系
に
お
い
て
は
、
実

際
に
は
法
そ
の
も
の
が
道
徳
の
当
為
性
を
担
っ
て
強
制
的
に
働
か

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
現
存
す
る
〈自
然
〉
＝
共
同

体
を
無
視
し
た
特
定
の
格
率
が
恣
意
的
に
正
義
と
さ
れ
、
法
の
形

式
を
と
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
〈形
式
主
義

的
構
成
〉
を
と
る
自
然
法
論
は
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
点

で
、
ま
さ
に
不
法
支
配
を
正
当
化
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
と

一言
え
よ
う
。

近
代
自
然
法
論
の
諸
原
理
は
こ
の
よ
う
に
、
不
法
支
配
に
対
抗

す
る
手
段
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
意
義
を
失
っ
た
。
近
代
自
然

法
論
者
は
個
人
の
諸
性
向
や
個
人
と
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

一応
対
立
な
い
し
否
定
性
を
論
じ
て
は
い
る
が
、
実
は
単
に
混
合
・

捨
象
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
の
結
果
獲
得
し
た
否
定

的
絶
対
性
・抽
象
的
普
遍
性
に
よ
っ
て
、
〈自
然
〉
を
恣
意
的
に

解
釈
す
る
か
全
く
無
視
し
て
し
ま
う
。
だ
が
か
か
る
絶
対
性
・普

遍
性
の
借
称
こ
そ
が
、
恣
意
的
権
力
を
正
当
化
し
、
不
法
支
配
を

助
長
し
た
元
凶
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
う
し
た
過
程
か
ら
導
か

れ
る
規
範
を
、
最
早
自
然
法
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

思
う
に
近
代
自
然
法
論
の
欠
陥
は
、
〈自
然
〉
＝
共
同
体
を
個

人
の
〈社
会
契
約
８̈
●一』
８
●一『，ｏ←
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う

と
す
る
、
方
法
論
的
個
人
主
義
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
そ
の
成
立
過
程
に
は
、
自
然
法
の
内
容
を
永
遠
不
変
の
も
の

と
看
倣
す
先
入
観
が
介
在
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

②
　
法
実
証
主
義
の
検
討

法
学
は
そ
れ
だ
け
で
自
足
す
る
規
範
科
学
で
あ
る
べ
き
だ
と
主

張
し
、
法
が
目
的
と
す
る
正
義
・衡
平
は
い
か
な
る
イ
デ
オ
ロギ
ー

を
も
排
し
た
実
定
法
に
基
づ
い
た
場
合
の
み
具
現
化
す
る
、
と
い

う
の
が
法
実
証
主
義
者
の
主
張
で
あ
る
。
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
自

然
法
論
を
攻
撃
す
る
。
実
定
法
の
背
後
に
は
、
法
の
本
質
で
あ
り

法
の
基
盤
と
な
る
〈外
的
自
然
〉
や
〈事
物
の
本
性
〉
含
お

ｚ”一胃
８
”
∽”ｏぎ
）が
存
在
す
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
神
や
共
同

体
に
、
あ
る
い
は
人
間
の
理
性
な
い
し
利
己
心
・社
交
心
な
ど
に

由
来
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一体
ど
の
よ
う
な
方
法
論

を
用
い
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
本
性
と
実
定
法
と
の
連
関
が
確
証
さ

れ
う
る
の
か
。
両
者
の
連
関
を
把
握
す
る
の
は
認
識
論
的
に
は
無

理
で
あ
る
か
ら
、
自
然
法
論
は
経
験
科
学
を
も
っ
て
し
て
は
説
明

不
可
能
な
形
而
上
学
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
も
そ
も
数
種
類
も

の
自
然
法
論
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
自
体
、
自
然
法
概
念
の
学

問
的
客
観
性
・中
立
性
の
疑
わ
し
さ
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。
結

局
、
あ
ま
り
に
も
多
義
的
に
語
ら
れ
う
る
自
然
法
概
念
は
、
現
実

の
実
定
法
と
は
ほ
と
ん
ど
（あ
る
い
は
全
く
）
関
係
の
な
い
も
の
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で
あ
り
、
ゆ
え
に
法
解
釈
論
と
し
て
は
役
に
立
た
な
い
、
と
。

法
律
の
中
立
性
は
そ
れ
が
独
立
し
た
規
範
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

て
は
じ
め
て
確
保
さ
れ
る
、
と
法
実
証
主
義
者
は
考
え
た
。
よ
っ

て
正
当
性
な
い
し
正
義
の
基
準
も
、
法
律
が
客
観
的
に
解
釈
さ
れ
、

運
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
一点
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

同
時
に
立
法
論
と
解
釈
論
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
た
。
な
る
ほ
ど

彼
ら
は
、
特
定
の
世
界
観
を
法
の
中
に
持
ち
込
む
自
然
法
論
の
独

善
性
を
、
敏
感
に
察
知
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
立
法
論
と
解

釈
論
の
分
別
は
、
お
の
づ
か
ら
法
解
釈
を
論
理
解
釈
に
限
定
す
る
。

ゆ
き
す
ぎ
た
拡
大
解
釈
や
類
推
解
釈
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
恣
意

的
な
格
率
や
モ
ラ
ル
が
法
と
な
っ
て
強
制
力
を
持
つ危
険
を
、
か

な
り
の
程
度
で
防
ぐ
効
用
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。

法
学
に
お
け
る
実
証
主
義
的
傾
向
は
、
自
然
法
論
と
同
じ
よ
う

に
古
く
か
ら
存
在
し
た
。
し
か
し
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
法

実
証
主
義
は
、
直
接
の
起
源
を
近
代
の
法
思
想
に
負
っ
て
い
る
。

法
実
証
主
義
の
諸
学
説
は
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
系
の
も
の
で
あ
る
か

英
米
系
の
も
の
で
あ
る
か
で
若
干
性
格
を
異
に
す
る
。

ド
イ
ツ
の
法
実
証
主
義
は
、
十
九
世
紀
初
頭
に
展
開
さ
れ
た
歴

史
法
学
派
２
お
〓
∽”ｏ『】のｏぎ
”
ｏｏす一∽∽ｏぎ
】３
を
母
胎
と
し
て

い
る
。
歴
史
法
学
派
の
代
表
者
ＦｒｏＫ
・ｖ
・サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（
一七

七
九
―
一八
六
一）
は
、
啓
蒙
主
義
的
法
学
者
テ
ィ
ポ
ー
や
ヘ
ー

ゲ
ル
に
対
抗
し
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
統
一法
典
編
纂
の

動
き
に
反
対
し
た
。
と
い
う
の
も
彼
に
と
っ
て
は
法
は
、
コ
九全

に
客
観
的
で
、
全
く
独
立
的
な
も
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
個
人
的

確
信
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
も
の
」
翁
法
学
方
法
論
し
ｍ
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
テ
ィ
ポ
ー
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
法

典
編
纂
運
動
は
、
国
民
が
統
一法
典
を
本
当
に
必
要
と
し
て
い
る

か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
、

「個
人
的
確
信
」
か
ら
発
し
た
恣
意
的
立
法
へ
の
営
み
と
し
か
映

ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
法
学
者
は
立
法
者
の
恣
意
的
な
立
法
を
排

し
、
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
族
の
持
つ
習
慣
に
目
を
向

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
彼
は
主
張
す
る
。

け
れ
ど
も
こ
う
し
た
見
解
も
、
決
し
て
リ
ベ
ラ
ル
な
動
機
に
基

づ
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
立
論
の
前
提
と
し

て
、
何
よ
り
も
民
族
の
立
法
を
司
る
べ
き
国
家
の
権
威
を
承
認
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
歴
史
法
学
は
当
初
か
ら
、
プ
ロ

イ
セ
ン
官
僚
層
の
〈上
か
ら
の
改
革
〉
に
さ
え
対
抗
す
る
反
動
的

な
色
彩
を
帯
び
て
い
た
。
ま
た
、
法
は
各
時
代
・各
地
域
の
「民

族
の
確
信
」（く
ｏ中Ｆ
”】”“ｇ
し
に
基
づ
く
と
い
う
思
想
は
、
普
遍

的
な
法
理
念
の
存
在
を
否
定
す
る
と
同
時
に
、
実
定
法
こ
そ
「民

族
の
確
信
」
の
具
体
的
成
果
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
い
た
。

か
く
し
て
歴
史
法
学
は
、
現
存
す
る
実
定
法
を
正
当
化
し
、
そ

の
拘
束
力
を
強
化
す
る
よ
う
に
機
能
す
る
。
歴
史
法
学
派
は
立
法

論
と
解
釈
論
を
崚
別
し
、
理
論
上
法
学
者
は
法
解
釈
に
の
み
携
わ
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る
べ
き
で
あ
る
、
と
想
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
矛
盾
す
る
こ
と
に
、

現
実
に
は
民
族
の
法
確
信
を
体
系
に
高
め
る
作
業
は
、
国
民
の
代

表
が
構
成
す
る
議
会
の
立
法
に
で
は
な
く
、
法
曹
に
よ
る
実
定
法

の
創
造
的
解
釈
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
衣
鉢
を
継
い
だ
Ｇ
・Ｆｒプ
フ
タ
（
一七
九
八
―

一八
四
六
）
の
概
念
法
学
（”出
【いいい∽一層
い慇
”ａ
８
じ
に
な
る
と
、

既
存
の
解
釈
を
変
更
し
て
得
ら
れ
る
新
し
い
法
解
釈
を
も
、
「も

と
も
と
民
族
精
神
に
潜
在
的
に
存
在
し
て
い
た
も
の
の
あ
ら
わ
れ
」

と
し
て
正
当
化
す
る
ま
で
に
至
る
。
最
早
こ
こ
で
は
歴
史
や
民
族

は
実
質
的
に
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
逆
に
コ
塁
埜
堀
Ｅ

を
、法
解
釈
の
大
義
名
分
に
し
て
い
る
ふ
し
さ
え
見
受
け
ら
れ
よ

う
。
さ
ら
に
「自
然
法
の
夢
は
す
で
に
み
つく
さ
れ
た
」
と
い
う

Ｂ
・ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
（
一八
一七
―
一八
九
二
）
の
言
葉
に

よ
っ
て
、
法
実
証
主
義
は
そ
の
頂
点
に
達
す
る
。
法
律
に
は
法
律

家
の
解
釈
が
不
可
欠
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
も
法
に
内
存
す
る
論
理

に
従
う
べ
き
で
あ
り
、
法
解
釈
の
た
め
に
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

翁
民
族
」
す
ら
）
を
持
ち
込
む
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
法
律
は

そ
れ
だ
け
で
法
で
あ
り
、
自
足
し
た
正
義
だ
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
法
実
証
主
義
に
お
い
て
は
、
多
少
の
相
違
は
あ
る
に
せ

よ
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
法
理
解
が
ケ
ル
ゼ
ン
ま
で
一貫
し
て
継

承
さ
れ
て
い
っ
た
。

次
に
英
米
系
の
法
実
証
主
義
の
歴
史
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
こ

の
立
場
の
源
流
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
お
（在
る
法
）
と
ｏｃ”Ｆ

（在
る
べ
き
法
）
の
区
別
、
及
び
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
に
求
め

ら
れ
る
。

『人
性
論
』
な
ど
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
社
会
契
約
の
概
念

を
全
く
否
定
し
、
近
代
自
然
法
論
を
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
看

倣
し
て
攻
撃
し
た
。
従
っ
て
、
近
代
自
然
法
論
が
唱
え
る
権
力
・

法
の
妥
当
性
も
当
然
認
め
な
い
。
彼
に
し
て
み
れ
ば
、
未
開
人
が

社
会
契
約
の
よ
う
な
協
定
を
結
ぶ
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ

る
。
ま
た
た
と
え
契
約
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
契
約
が
無

媒
介
に
一定
の
正
当
性
を
持
ち
、
子
孫
ま
で
拘
束
す
る
よ
う
な
権

力
と
な
り
え
な
い
。
む
し
ろ
権
力
と
い
う
も
の
は
、
暴
力
に
よ
っ

て
樹
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
権
力
が
設
定
す
る
法

も
そ
の
ま
ま
正
義
と
は
看
倣
し
え
な
い
。
そ
こ
で
、
正
義
や
正
義

を
保
障
す
る
法
は
、
権
力
に
で
は
な
く
、
構
成
員
の
暗
黙
の
合
意

で
あ
る
〈習
律
〉
（８
●お
ュ
ぃ０し
に
基
づ
く
、
と
い
う
結
論
が
導

か
れ
る
。
し
か
し
い
づ
れ
に
せ
よ
そ
れ
ら
は
人
為
的
に
作
出
さ
れ

た
制
度
に
す
ぎ
な
い
り
。
ベ
ン
サ
ム
も
こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー
ム
の

法
理
解
を
受
け
継
ぎ
、
法
は
理
性
の
表
現
で
は
な
く
、
意
志
が
生

み
出
し
た
制
度
で
あ
る
と
断
じ
た
。

道
徳
的
正
当
性
（正
義
）
と
形
式
的
妥
当
性
（法
）
の
分
別
は
、

Ｊ
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（
一七
九
〇
―
一八
五
九
）
に
至
っ
て
著
し

く
強
調
さ
れ
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
法
を
「主
権
者
の
命
令
」
と
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解
し
、
し
か
も
そ
の
命
令
に
は
絶
対
的
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
訴
え
た
。

「法
の
現
存
と
、
そ
の
功
罪
と
は
、
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
。

法
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
法
が
あ
る
想
定
さ
れ

た
基
準
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
は
、お
の
お

の
別
個
の
探
究
で
あ
る
。　
現
存
す
る
法
は
、
そ
れ
が
我
々
の
た

ま
た
ま
嫌
い
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
あ
る
い
は
我
々
の
是
認
や
否
認

を
規
定
す
る
も
と
と
な
る
テ
キ
ス
ト
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
と
、
法
な
の
で
あ
る
」⑬
。

か
く
し
て
法
理
論
か
ら
道
徳
的
正
当
性
の
分
析
を
除
去
す
る
、

イ
ギ
リ
ス
流
法
実
証
主
義
が
完
成
す
る
。
こ
う
し
た
実
証
主
義
的

傾
向
は
後
の
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
や
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
法
学
に
も

批
判
的
に
受
容
さ
れ
た
。
こ
と
に
分
析
法
学
含
口””Ч一一８
】
〕．胃
い９

も８
８
Ｒ
ｅ
の
成
立
に
は
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
現
在
で
も
そ

の
主
要
な
パ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
悪
法
に
対
す
る
不
服
従
に
つ
い
て
は
、
独
特
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
と
る
法
実
証
主
義
者
も
い
る
。
例
え
ば
ハ
ー
ト
な
ど
は
、

基
本
的
に
は
オ
ー
ス
テ
イ
ン
と
同
様
、
法
の
効
力
と
道
徳
の
領
域

を
区
分
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
不
法
支
配
に
対
し
て
は
、
「法
律

は
法
律
で
あ
る
。
ゆ
え
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う
、

伝
統
的
な
法
実
証
主
義
の
命
題
を
明
確
に
拒
絶
す
る
。
代
わ
り
に

ハ
ー
ト
は
、
悪
法
も
法
律
と
し
て
妥
当
性
を
有
す
る
こ
と
を
認
め

つ
つ
、
な
お
「法
律
は
法
律
で
あ
る
。
し
か
し
道
徳
的
に
悪
で
あ

る
か
ら
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
い
う
言
明
を
支
持
し
、
悪

法
に
対
す
る
道
徳
的
不
服
従
の
余
地
を
認
め
る
の
で
あ
る
凹
。

概
し
て
英
米
系
の
法
実
証
主
義
で
は
、
上
述
し
た
ご
と
く
道
徳

的
正
当
性
と
形
式
的
妥
当
性
の
弁
別
が
顕
著
で
あ
る
。
も
と
も
と

そ
の
背
景
に
は
、
ド
イ
ツ
で
う
ま
れ
た
法
実
証
主
義
と
異
な
り
、

ハ
ー
ト
の
主
張
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
な
自
由
主
義
的
な
法
理
解

が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
だ
が
特
定
の
世
界
観
を
排
し
て
法
の
中

立
性
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
、
や
や
も
す
れ
ば
法
に
お
け

る
道
徳
的
正
当
性
の
問
題
を
は
じ
め
か
ら
回
避
し
よ
う
と
す
る
姿

勢
に
結
び
付
く
。
加
う
る
に
形
式
的
妥
当
性
へ
の
過
度
の
配
慮
が

ま
た
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
よ
う
な
実
定
法
万
能
主
義
を
生
み
だ
し

た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

法
実
証
主
義
は
一般
に
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
系
の
も
の
・英
米
系

の
も
の
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
い
づ
れ
も
実
定
法
の
条
文
か
ら
導

き
得
る
言
語
的
・経
験
的
事
実
の
分
析
の
み
を
主
眼
と
す
る
点
で

は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
〈忠
実
な
〉
法
解
釈
こ
そ
、

法
を
保
全
す
る
に
相
応
し
い
営
為
で
あ
る
と
説
く
。
も
ち
ろ
ん
こ

う
し
た
試
み
を
、
法
の
中
立
性
を
保
と
う
と
し
た
努
力
の
表
れ
、

と
好
意
的
に
受
け
と
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
は
い
え
法
実
証

主
義
は
、
〈法
の
正
し
さ
〉
を
形
式
的
妥
当
性
に
し
か
見
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
形
式
の
絶
対
性
を
維
持
す
れ
ば
そ
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の
ま
ま
内
容
的
な
絶
対
性
も
確
保
で
き
る
と
い
う
点
で
、
認
識
論

的
な
飛
躍
を
犯
し
て
い
る
。
思
う
に
、
法
の
道
具
化
を
促
進
し
、

不
法
支
配
に
対
す
る
法
律
家
の
無
抵
抗
を
生
ん
だ
主
た
る
原
因
は
、

何
よ
り
も
法
実
証
主
義
が
は
ら
む
こ
う
し
た
根
本
的
誤
謬
に
求
め

ら
れ
よ
う
。

と
ど
の
つ
ま
り
法
実
証
主
義
も
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す

ぎ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
筆
者
に
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
説
い
た

「民
族
の
確
信
」
と
ナ
チ
シ
ン
パ
の
裁
判
官
が
言
う
「民
族
の
中

に
根
ざ
す
法
意
識
」
と
が
、
お
互
い
極
め
て
似
通
っ
た
性
格
を
帯

び
て
い
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
も
民
族
固
有
の
規
範

を
提
唱
し
て
普
遍
的
正
義
の
探
究
を
拒
否
し
、
あ
ま
つ
さ
え
法
曹

に
よ
る
〈法
の
創
造
〉
ま
で
積
極
的
に
肯
定
し
た
経
緯
は
、
既
に
明

ら
か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
ハ
ー
ト
の
よ
う
な
い
わ
ば
〈柔
ら
か
い
〉
法
実
証
主
義

に
し
て
も
、
果
た
し
て
不
法
支
配
に
十
分
対
抗
で
き
る
か
ど
う
か
、

甚
だ
疑
間
で
あ
る
。
無
論
ハ
ー
ト
も
悪
法
を
〈法
〉
と
認
め
は
じ

な
い
。
た
だ
彼
は
、
そ
れ
で
も
〈法
律
〉
と
し
て
の
要
件
は
具
備

し
て
い
る
、
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
ひ
と
た
び
法
律
と
認
め
て
し
ま

う
以
上
、
悪
法
で
す
ら
、
現
実
的
に
強
制
力
持
っ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
「悪
法
は
道
徳
的
で
な

い
」
と
し
て
不
服
従
を
貫
く
こ
と
が
実
際
に
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
そ
も
そ
も
悪
法
が
法
律
で
あ
る
こ
と
さ
え
認
め
ず
、
悪
法

の
効
力
を
否
定
し
、
翻
っ
て
返
す
刀
で
恣
意
的
権
力
に
強
制
力
を

行
使
す
る
大
義
名
分
を
与
え
な
い
よ
う
な
法
理
論
こ
そ
、
求
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

法
実
証
主
義
は
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
唱
え
、
法
を
あ
る
が
ま
ま

―ヽこ
研
究
す
る
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
た
。
し
か
し
実
践
面
で
は
、
実

定
法
を
あ
る
が
ま
ま
に
肯
定
し
、
不
法
支
配
に
さ
え
順
応
す
る
と

い
う
保
守
的
態
度
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
悪
法
で
す
ら
「法
律
は

法
律
で
あ
る
」
（Ｏ
Φ∽Φご
お
一
〇
Φ∽Φ一Ｎじ
と
認
め
て
し
ま
う
法
実

証
主
義
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
や
は
り
不
法
に
対
抗
で
き
な
い
。

４
　
不
法
支
配
に
対
抗
す
る
た
め
の
必
要
条
件

新
し
い
自
然
法
に
向
け
て

以
上
の
考
察
か
ら
、
従
来
対
置
さ
れ
て
き
た
自
然
法
論
と
法
実

証
主
義
の
間
に
は
、
興
味
深
い
こ
と
に
ひ
と
つ
の
共
通
点
が
見
い

だ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
両
者
を
〈閉
じ
た
体
系
〉
に
お
と
し
め
て
い

る
、
〈抽
象
的
な
絶
対
性
〉
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
自
然
法
論
は
、

自
然
法
の
名
の
下
に
内
容
の
絶
対
性
を
保
と
う
と
し
た
。
だ
が
既

に
見
た
ご
と
く
、
結
局
そ
の
試
み
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
ま
た
法

実
証
主
義
は
、
形
式
的
妥
当
性
を
絶
対
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中

立
的
な
内
容
を
保
て
る
と
誤
解
し
た
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
絶

対
性
へ
の
固
執
こ
そ
、
ナ
チ
ス
の
よ
う
な
不
法
支
配
に
付
け
込
む

隙
を
与
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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不
法
支
配
に
対
抗
す
る
法
哲
学
は
、
そ
れ
ゆ
え
か
か
る
〈抽
象

的
な
絶
対
性
〉
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
道
徳

的
正
当
性
と
形
式
的
妥
当
性
の
両
方
を
備
え
た
法
を
措
定
し
う
る
、

理
論
的
基
盤
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
目
的
を

遂
げ
る
た
め
に
、
あ
る
意
味
で
相
対
主
義
的
立
場
を
と
ら
ぎ
る
え

な
い
だ
ろ
う
。
但
し
、　
一定
の
確
定
的
な
正
当
性
の
枠
組
み
を
構

築
す
る
以
上
、
〈法
〉
含
器
”
Φ多
じ
と
〈法
律
〉
含
器
ｏ
ｏ∽Φ゙
じ

を
峻
別
し
、
道
徳
的
正
当
性
を
全
く
相
対
化
し
て
し
ま
う
法
実
証

主
義
は
採
用
で
き
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
永
遠
不
変
の
内
容

を
説
く
近
代
自
然
法
論
も
ま
た
肯
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
紙
幅
の
都
合
上
詳
述
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
不
法
支
配
に
対
抗
し
う
る
法
哲
学
の

在
り
方
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
そ
の
方
向
性
を
示
し
て
お
こ
う
。

①
　
法
哲
学
は
、
不
法
支
配
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
自
然
法
の
存

在
を
認
め
る
。
し
か
し
近
代
自
然
法
論
に
お
い
て
永
遠
不
変
な

も
の
と
看
倣
さ
れ
、
硬
直
し
て
し
ま
っ
た
そ
の
正
義
観
を
見
直

し
、亡心れ
ら
れ
て
い
た
法
の
〈歴
史
性
あ
Φ∽ｏ〓いｏアニ
争
５
”←

を
改
め
て
取
り
戻
す
こ
と
を
通
じ
て
、
自
然
法
論
の
正
義
が
あ

く
ま
で
も
歴
史
に
拘
束
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
同
時
に
、
そ
う
し
て
自
ら
を
絶
対

化
し
な
い
限
定
さ
れ
た
自
然
法
の
正
義
を
、
実
定
法
の
制
定
・

解
釈
に
可
能
な
限
り
反
映
さ
せ
て
、
法
実
証
主
義
の
偏
狭
な
独

善
を
防
ぐ
工
夫
を
施
す
べ
き
で
あ
る
。

自
然
法
と
い
え
ど
も
、
法
的
安
定
性
を
得
る
た
め
に
は
法
の

成
文
化
、
即
ち
実
定
法
化
を
必
要
と
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も

な
い
。
な
ぜ
な
ら
実
定
法
に
よ
っ
て
初
め
て
法
の
規
定
の
範
囲

を
設
定
し
、
そ
の
内
容
を
公
然
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
、

あ
わ
せ
て
法
体
系
の
組
織
づ
け
も
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
自
然
法
と
実
定
法
は
、
相
互
に
補
い
あ
う
べ
き
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
　
歴
史
性
を
導
入
す
る
た
め
に
は
〈自
然
〉
概
念
の
捉
え
直
し

が
必
要
と
な
る
。
近
代
自
然
法
論
は
、
自
然
を
恣
意
的
に
扱
う

か
そ
れ
と
も
抑
圧
す
る
か
し
て
、
結
果
と
し
て
〈自
然
〉
法
た

り
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
同
じ
過
ち
を
く
り
返
さ
な
い
た
め
に

は
、
動
物
的
感
情
や
個
人
主
義
的
道
徳
で
は
な
く
、
個
人
と
社

会
と
が
相
互
浸
透
し
て
い
る
真
な
る
全
体
性
を
、
自
然
と
捉
え

る
べ
き
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
類
的
存
在
た
る
人
間
の
共

同
体
が
醸
成
す
る
〈エ
ー
ト
ス
〉
が
こ
こ
で
言
う
自
然
に
あ
た

２つ。歴
史
の
発
展
に
応
じ
て
、
共
同
体
の
エ
ー
ト
ス
は
変
容
し
、

エ
ー
ト
ス
に
基
づ
く
正
義
観
も
変
化
す
る
。
従
っ
て
自
然
法
の

内
容
も
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
修
正
が
実
定
法
に

反
映
さ
れ
て
新
し
い
規
範
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
法

は
こ
う
し
て
そ
の
都
度
完
全
に
な
る
作
業
を
無
限
に
繰
り
返
し
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て
い
く
。

③
・　
と
す
れ
ば
、
こ
の
エ
ー
ト
ス
の
認
識
可
能
性
が
問
題
と
な
ろ

う
。
し
か
し
エ
ー
ト
ス
は
、
漠
然
と
存
在
す
る
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
各
時
代
ｏ各
地
域
毎
の
環
境
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
共

同
体
内
の
集
団
・個
人
の
行
為
や
判
断
に
お
い
て
、
そ
の
都
度

形
成
さ
れ
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
何
が
正
義
で
あ
り

何
が
不
正
義
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
際
、
エ
ー
ト
ス
を
予
め

〈事
物
の
本
性
〉
と
し
て
規
定
し
、
そ
れ
に
適
合
す
る
行
為
を

定
義
と
看
徴
す
〈対
応
説
〉
（８
『「Φ∽Ｏｏこ
８
８
手
８
長
）
に

拠
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
そ
こ
で
〈対
応
説
〉
に
代
え
て
、

構
成
員
が
自
発
的
な
対
話
を
通
じ
て
エ
ー
ト
ス
を
明
確
化
し
、

規
範
を
随
時
設
定
す
る
と
い
う
、
〈合
意
説
〉
→
８
ｏ８
８
∽

多
８
Ｃ
）
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。

確
か
に
「法
律
な
く
し
て
刑
罰
な
し
只
目
】Ｆ
ｏ８
３
∽ぃお

一出
Φし
な
い
し
「各
人
の
も
の
を
各
人
に
」
含
Ｅ
ヨ
ｏｃ一９
Φし

な
ど
、人
類
史
を
貫
流
す
べ
き
一定
の
法
原
則
は
存
在
し
て
い

る
。
だ
が
そ
う
し
た
法
原
則
と
い
え
ど
も
、も
と
も
と
ア
・プ
リ

オ
リ
に
与
）４
られ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
〈事
物
の
本
性
〉

も
、
時
代
を
通
じ
て
人
々
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
（今
後
も
承
認

さ
れ
続
け
る
可
能
性
を
持
つ
）、
有
効
性
を
保
っ
て
き
た
規
範

の
性
質
を
示
す
概
念
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
全
く
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、や
は
り
端
的
に
〈歴
史
的
遺
産
〉

と
解
す
る
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
歴
史
の
中
で
自
然
法
を
と
ら
え
直
す
こ
う
し
た
姿
勢

が
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
相
対
主
義
と
は
全
く
逆
の
方
向
性
を
有
し

て
い
る
と
い
う
側
面
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
。
歴
史
相
対
主

義
あ
る
い
は
価
値
相
対
主
義
は
ヽ
時
代
・地
域
・文
化
を
越
え

る
普
遍
的
な
規
範
の
可
能
性
を
ほ
と
ん
ど
認
め
な
い
。
こ
れ
に

対
し
て
歴
史
性
を
導
入
し
た
自
然
法
論
は
、
法
規
範
が
環
境
に

決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
多
種
多

様
に
存
在
す
る
法
規
範
の
内
に
人
類
共
通
の
理
念
を
見
出
し
尊

重
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
積
極
的
な
試
み
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
視
し
て
い
る
人
権
概
念
も
、
も
と

を
た
だ
せ
ば
市
民
革
命
と
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
遺
産
に
ほ

か
な
ら
ず
、
資
本
主
義
体
制
を
擁
護
し
発
展
さ
せ
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
、
お
の
づ
か
ら
限
界
を
持
っ
て
い
る
。
社
会
主
義

法
の
理
念
に
照
ら
し
て
も
、
階
級
間
格
差
を
黙
認
し
、
実
質
的

平
等
を
保
障
し
な
い
そ
の
抽
象
性
・ブ
ル
ジ
ョ
ア
性
は
払
拭
で

き
な
い
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
思
想

及
び
良
心
・信
教
・集
会
・結
社
・表
現
の
自
由
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
自
由
権
の
規
定
が
そ
の
意
義
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。

社
会
主
義
法
も
、
あ
る
い
は
西
欧
法
文
化
と
異
な
る
独
自
の
基

盤
を
持
つ
イ
ス
ラ
ム
法
も
、
人
民
が
勝
ち
取
っ
て
き
た
こ
れ
ら

の
遺
産
を
も
っ
と
採
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
自
然

―-125-―



法
概
念
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
規
範
が
担
っ
て
い
る
固
有
の
価
値

体
系
に
敬
意
を
払
い
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
仲
立
ち
す
る
機
能
を

果
た
し
、
も
っ
て
普
遍
的
な
規
範
の
樹
立
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

法
の
内
容
は
時
間
的
・空
間
的
に
異
な
る
。
法
は
、
適
正
な
解
釈

や
改
正
を
通
じ
て
、
そ
の
時
代
、
そ
の
地
域
に
即
し
た
規
範
に
な

ら
な
け
れ
ば
妥
当
性
を
有
し
え
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
画
一的
で

永
遠
不
変
の
理
想
を
唱
え
る
、
近
代
自
然
法
論
の
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク

な
自
然
法
観
は
廃
棄
さ
れ
よ
う
。
他
方
、
歴
史
の
中
で
生
成
し
発

展
す
る
新
し
い
自
然
法
、
つ
ま
り
〈可
変
的
な
自
然
法
２
３
ヨ
‐

８
ｏＦ
ヨ
〓
■
Φ●〓∽Φ】●８
８
Ｆ
Ｆ
】一〉か
ら
は
、
抽
象
的
な
絶
対

性
‥
水
遠
性
は
取
り
除
か
れ
る
。
い
わ
ば
「い
か
な
る
時
代
に
も

生
成
す
る
法
」個
と
も
言
う
べ
き
新
し
い
自
然
法
は
、
絶
え
ず
批

判
に
さ
ら
さ
れ
批
判
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
自
身
が

権
威
を
振
り
か
ざ
す
固
定
的
な
ド
グ
マ
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
を

克
服
す
る
。
こ
の
よ
う
に
寛
容
な
法
理
解
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

権
力
の
不
法
支
配
に
対
抗
し
て
正
義
を
樹
立
す
る
と
い
う
、
自
然

法
固
有
の
機
能
も
活
か
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

【註
】

田
　
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
「自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
に
お
け
る

認
識
論
的
前
提
条
件
」
水
波
朗
ｏ稲
垣
良
典
・
ホ
セ
・
ョ
ン
パ

ル
ト
編
『自
然
法
―
―
反
省
と
展
望
――
』
所
収
（自
然
法
研

究
会
年̈
報
自
然
法
の
研
究
復
刊
第
一号
　
創
文
社
　
一九
八

七
年
）
一九
〇
頁
。

【И
　
の
“∽一”く
”
”一げ『にｏコ・『●●いぞＦ●」一ｏ●
”
Φｏゴ一∽ｏす〓ｏ∽ｏｏアいｏ

（一Φ卜一Ｖ
」・
”
ｏｏ〓雰
ｏ〓
】ｏ∽ｏもずざ
日
・Ｏ
ｏ∽”ヨ
一”‘∽∞”σＯ
ω

，

ω・〓『∽”・　くｏ●　ｂｒ『一〓“【　一因一”●い目】”●●̈
（ン
Ｈ「・フヽ
●】】Φ”
』Ｃ””∽一‐

】のｏすΦ『　く「Φ『【””　Ｔ【ΦいＯΦ】σΦ『”
　̈一ΦＯＯ・　∽・『∞
・

尾
高
朝
雄
ほ
か
訳
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
第
四
巻
『実
定
法

と
自
然
法
』
（東
京
大
学
出
版
会
　
一九
六
一年
Ｙ
〓
一五
頁
。

０一
０”ュ
∽ｏｒ日
〓
Ｆ
∽一””Ｆ　
”Φ■
Φ”Ｌ”̈
　̈
く
ＯＦＦ
　
Ｏお
∪
”ε
‐

”】̈ΦＯΦ『」●”　ＯΦぃ　Ｏｏ口一゙
”∽ｏデΦ●　同̈
●すｏい一】Ｔ【”●∽Φ”一い∽０口Φ

く
Φユ
””∽”●∽一”Ｆ
・ェ
”日
σ‘『̈
¨
一〇ωｐ
∽・
∞・

四

〓
“
σ
Φ『一
∽
ｏす
ｏ
『Ｐ

∪
Φ【
”
８
〓
一Φ【
”日

∪
ュ
一一Φ口
”
Ｌ
ｏＦ

♂「い一一ｏ『いｏ　爽口ｏ∽一Φ●員””●コ・　一『『”●Ｆいに”一　”・　】く，　ドのいΦ・∽・∞・

閣一
”
”０げ『“ｏＦ
”
Φｏす一∽ｏ〓”】ｏ∽ｏ●〓お
　
日
ｂ
ヽ
９

前
掲
訳
書
　
一〓
〓ハー
三
二
七
頁
。

０
　
一九
二
五
年
八
月
二
十
六
日
、
ケ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
の
ラ
ン
ト

裁
判
所
「ド
イ
ツ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
婚
姻
却
下
に
つ
い
て
」。

南
利
明
「自
然
法
か
法
実
証
主
義
か
―
―
ナ
チ
ス
体
験
を
め
ぐ

る
戦
後
法
思
想
の
動
向
―
―
」
（ホ
セ
・
ョ
ン
パ
ル
ト
編
『自

然
法
―
―
反
省
と
展
望
―
―
」、
創
文
社
　
一九
八
七
年
）
か

ら
引
用
。
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０
前
掲
南
論
文
一五
一頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

θ一
く
”ｒ
Ｏ
レζ
・”
・
〓
ｏ”』
¨
Ｃ
σΦ『
０お
■
オ
∽Φ●∽ｏ〓”いＬ
ざ
〓Φ●

ＵＪ〓”●ヽ
ＨＣ●”∽”『一ｏ●　ヽ
Φ∽　一Ｚ”一」【「ｏｏ〓一∽̈
　∽ΦいコΦ
∽一Φ〕】Φ　い●

Φヽ【　ｏ『”Ｆ一”∽ｏすΦ目　「〓”〕ｏ∽ｏ一ｒμΦ・　●●０　∽Φい●
♂「Φ”ゴ鰤【一●い∽

●゙
ＯΦ●
●ｏ∽”一〓
Φ●
”
８
〓雰
１
”協
Φ●８
〓”諄
Φス
ト∞ｏＮｌ
あ
ｏ”
）

一〓『∽”
・　くｏ●　工
”ヨ∽　
ω百
ｏｏ庁”『０　
●●０　
口
”【一●Ｆ〓一　
”
」０口●Φ『̈

』８
”ｑ
パ
『「一一∽ｏぎ
ｒ
ギ
”「一８
（目
ｙ
『Φ中いｘ
〓
Φ】３
『

く
Φユ
””
口
”ヨ
σ‘『”
ドΦ∞”

０
　
な
る
ほ
ど
『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
は
、
「臣
民
た
ち
は
、

合
法
的
に
侵
害
す
る
も
の
に
対
し
て
も
、
自
身
を
防
衛
す
る
自

由
を
持
つ
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
信
約
に
よ
っ
て
も
譲
渡
さ

れ
え
な
い
権
利
が
い
く
ら
か
保
障
さ
れ
て
い
る
。
い
か
に
リ
ヴ
ァ

イ
ア
サ
ン
の
下
で
も
、
死
刑
、
食
料
・空
気
・薬
そ
の
他
の
享

受
の
制
限
、
ま
た
「私
や
仲
間
を
ど
う
ぞ
殺
し
て
下
さ
い
」
と

言
う
こ
と
等
は
強
制
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
も
そ
も
「我
々

の
服
従
拒
否
が
、
主
権
が
制
定
さ
れ
た
目
的
を
台
な
し
に
す
る

場
合
に
は
、
拒
否
の
自
由
は
な
い
」。
し
た
が
っ
て
臣
民
は
「危

険
で
不
名
誉
な
仕
事
」
に
つ
い
て
は
、
「服
従
の
言
葉
か
ら
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
目
的
を
了
解
し
た
う
え
で
」、
自
発
的

に
遂
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（傍
線
筆
者
）。

と
す
れ
ば
、
確
か
に
「『仲
間
を
殺
せ
。』
と
言
え
／
」
と
は
強

制
さ
れ
な
い
が
、
必
要
な
場
合
に
は
（自
分
に
と
っ
て
仲
間
に

あ
た
る
者
を
殺
害
す
る
と
い
う
）
国
家
の
目
的
に
自
ら
を
〈同

意
〉
さ
せ
、
彼
を
殺
す
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し

か
し
個
々
人
の
内
心
の
自
由
さ
え
脅
か
し
か
ね
な
い
こ
の
よ
う

な
主
張
は
、
〈命
令
は
命
令
、
法
律
は
法
律
〉
と
い
う
法
実
証

主
義
の
テ
ー
ゼ
と
何
ら
変
わ
り
が
な
く
、
や
は
り
不
法
支
配
を

導
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

０”
弓〓９日
”∽
口
ｏσσΦ́
ｒΦくい”一〓”●）
ｏ『
一〓Φ
ヨ５
一一ΦＦ

』ｏ”ヨ
Φ̈
”
一ｏ■
Φ『
ｏ「
”
ｏｏ日
ヨ
０●‐■
Φ”〓
〓
ΦｏＳ
Φａ
”∽Ｌ
ｏ”‐

Ｐ】
”●０
２
くい〓
・
ｒ
ｏ口Ｏｏ●
（い０い卜）
ｂ
Ｏ・
げЧ
Ｏ
・ω
Ｌ
≦
”ｏｏすｏ早

∽ｏ●̈
『σづ”“̈
●　”
ｏｏ庁∽̈
　】ｗ”】一■づ
ｏ『Φ̈
卜のの∞）
ｏも
。ＮＯ∞‐Ｎ一

⑩
　
こ
う
し
た
傾
向
は
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
の
記
述
に
も
表
わ
れ
て
い

る
。フ
ィ
ヒ
テ
は
自
ら
展
開
す
る
自
然
法
概
念
に
つ
い
て
、
「そ

れ
は
法
則
（Ｏ
ｏ∽Φ一じ
た
る
べ
き
で
あ
り
、
即
ち
そ
こ
か
ら
例
外

が
生
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
ひ
と
た
び
受
け
入
れ
ら

れ
た
の
ち
は
、
普
遍
妥
当
か
つ
無
条
件
に
→
３
８
Ｒ
】∽３
）命

令
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

「́”ｒ　』ｏ〓ｐいｏ　Ｏ
〇一一｝いΦげ　『．いｏす一Φ̈
（り『●●０】”∞Φ　Ｏｏ∽

Ｚ
”一ｃ『【ｏｏす一の
ｏ”ｏ， 　可ギ”●Ｎ【●いｏ●　ＯΦ”
メ≧Ｊ∽のｏ●∽ｏ，”い一∽中Φ〓【ｏ

（一『ΦＯＹ
∞
Ｚ
”ｏす０，
”ε
いｘ
】ＳＳ
●Φ『
く
Φ〓
””
口
”ヨ
σ“【”

卜Φ『Φヽ
　∽・　〇∞・

〔Ш　　『げいΦＯ「いｏ〓　バ
”『】
くｏ●　∽”くい∞●Ӵ
　』●『い●一い∽ｏ口Φ　りヽ
Φ一〓ｏ‐

０８
】，
お
含
８
じ
　̈
〓
∽”
くｏ●
Ｏ
Φ手
鶴
。
■
Φ∽８
ｇ
出
¨
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ａ‥
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８
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ヨ
す
Ｏ
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●
↑
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Φ
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ｏ
日
Ｐ
　
”
『
一
】ぃ
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Φ
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口
０
　

，
Ｃ
日
ｐ
”
●
　
０
０
目
く
Φ
●
一
い０
●
∽
一
．

（傍
線
筆
者
）。

ｍ
一　
」
ｏすｏ
＞
〓∽〓
●
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弓
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↓
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Φ
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】．くΦ『∽一↑Ч
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ΦＯ，
　
ｏ
・Ｎ
ｏ∞
・

矢
崎
光
囲
訳
『法
の
概
念
』
（み
す
ず
書
房
　
一九
七
六

年
）
一〓
一五
―
二
三
〇
頁
。
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（か
な
ざ
わ
　
し
ゅ
う
じ
　
早
稲
田
大
学
）
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