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序
　
論

　
一
　
裁
判
論
と
は
何
か

　
此
処
で
「
裁
判
論
」
と
呼
ぶ
の
は
、
「
真
正
法
規
範
」
を
中
軸
に
据
え
た
民
事
訴
訟
法
学
の
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
の
手
続
き
と
し

て
の
・
現
行
の
・
民
事
訴
訟
を
対
象
と
す
る
実
用
法
学
で
あ
る
点
で
、
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
民
事
訴
訟
法
学
と
異
な
る
所
は
な
く
、

取
り
あ
げ
ら
れ
る
諸
問
題
も
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
民
事
訴
訟
法
学
と
総
て
同
一
で
あ
る
。
異
な
る
の
は
、
現
時
・
普
通
の
・
民
事
訴

訟
法
学
が
、
「
実
定
法
」
の
「
解
釈
学
」
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
に
対
し
、
こ
れ
は
、
「
真
正
法
規
範
」
を
軸
と
す
る
体
系
の
再
構

築
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
存
す
る
。
そ
う
し
た
再
構
築
は
、
裁
判
の
内
容
に
作
用
す
る
実
体
法
の
捉
え
方
と
も
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
わ

な
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
法
学
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
裁
判
法
学
と
呼
ぶ
方
が
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

一
部
に
、
既
に
、
裁
判
所
の
種
類
・
組
織
・
構
成
・
権
限
を
一
望
す
る
「
制
度
論
」
が
、
「
裁
判
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、
「
裁
判
法
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
避
け
て
、
こ
と
さ
ら
に
、
こ
れ
を
、
「
裁
判
論
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ

る
。
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二
　
裁
判
論
の
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
勝
義
の
法
学
は
、
今
日
、
実
定
法
以
外
の
一
切
の
要
素
を
法
源
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
、
す
く
な
く
と
も
暗
黙
の
諒
解
と
し
て
は
、

そ
の
前
提
に
樹
て
て
い
る
点
で
、
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
、
観
察
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
姿
勢
が
意
識
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
き
、

　
　
　
　
み
ず
か

法
学
者
も
自
ら
こ
れ
を
法
実
証
主
義
と
か
法
律
実
証
主
義
と
か
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
右
の
基
本
姿
勢
は
、
一
般
実
証
主
義
の
、
法

学
へ
の
顕
現
に
他
な
ら
な
い
。
実
証
主
義
は
、
し
か
し
、
人
間
か
ら
、
そ
の
見
え
な
い
側
面
（
実
証
で
き
な
い
側
面
、
実
験
で
き
ず
数

量
化
で
き
な
い
側
面
）
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
か
ら
、
燗
熟
に
至
れ
ば
必
ず
人
間
の
幸
福
を
殿
損
せ
ず
に
は
置
か
な
い
建
前
で
あ
る
。



一
般
実
証
主
義
が
そ
う
で
あ
る
以
上
に
、
法
学
上
の
実
証
主
義
に
な
る
と
、
そ
の
危
険
が
一
そ
う
に
大
き
い
。
法
、
従
っ
て
、
法
学

は
、
人
の
実
生
活
に
直
接
に
関
わ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
と
言
っ
て
、
逆
に
、
実
定
法
だ
け
に
注
意
し
、
こ
れ
に
従

っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
ア
ト
は
完
全
に
各
人
の
自
由
だ
と
し
て
置
い
て
呉
れ
る
こ
と
の
方
が
、
却
っ
て
、
私
ど
も
の
幸
福
を
担
保
す
る

こ
と
に
な
る
の
だ
、
と
、
そ
う
説
く
論
法
も
有
力
で
あ
っ
て
、
人
は
決
し
て
法
律
世
界
だ
け
に
生
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

が
、
好
ん
で
援
用
さ
れ
る
論
拠
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
実
定
法
が
節
度
を
守
れ
ば
、
の
話
で
あ
ろ
う
。
実
定
法
自
体
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

そ
れ
が
節
度
を
守
る
と
い
う
保
障
は
な
く
、
現
実
に
も
、
実
定
法
が
そ
れ
自
体
と
し
て
人
の
幸
福
を
殿
損
す
る
例
も
、
大
小
、
決
し

て
、
す
く
な
く
は
な
い
、
と
い
う
事
実
を
、
人
は
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
実
定
法
が
節
度
を
守
り
、
そ
の
重
要
に
し
て
貴
重
な

使
命
を
完
う
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
背
後
に
、
単
な
る
理
念
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
、
運
用
の
た
め
の
政
策
論
や
哲
学
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　

で
は
な
く
、
端
的
に
、
実
践
上
の
法
源
と
し
て
、
「
真
正
法
規
範
」
を
置
く
こ
と
が
、
絶
対
の
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
真
正
法

規
範
」
の
意
味
お
よ
び
性
質
、
そ
う
し
て
、
そ
の
捉
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
予
定
す
る
場
合
の
・
実
用
民
事
訴

訟
法
学
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
そ
れ
が
、
「
裁
判
論
」
に
他
な
ら
な
い
。

第
一
章
裁
判
論
の
前
提

裁判論緒編

　
一
　
前
提
の
立
て
方

　
法
学
が
、
お
よ
そ
、
法
と
国
家
と
の
、
概
念
論
・
価
値
論
を
前
提
と
し
な
い
で
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

実
定
法
は
国
家
の
そ
の
時
々
の
政
治
情
勢
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
実
証
主
義
の
も
と
で
は
、
基
礎
的
な
概
念
と
、
基

礎
に
置
か
れ
る
べ
き
価
値
観
が
、
法
学
界
内
部
の
内
輪
話
と
し
て
構
築
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
法
も
、
ま
た
、
常
に
、
一
部
の
人
々
に
の

み
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
終
ら
ざ
る
を
え
な
い
理
屈
で
あ
る
。
そ
の
「
一
部
」
が
、
歴
史
と
政
治
の
産
物
と
し
て
、
時
所
に
よ
っ
て

3
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変
転
す
る
ば
か
り
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
当
該
コ
部
」
か
ら
ハ
ミ
出
し
た
人
々
に
と
っ
て
、
法
は
、
常
に
、
た
だ
、

無
縁
の
チ
カ
ラ
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
無
縁
な
る
が
故
に
法
も
ま
た
全
く
こ
れ
ら
圏
外
の
人
々
に
は
触
れ

る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
無
縁
で
も
当
面
は
支
障
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
事
実
上
は
、
無
縁
の
ハ
ズ
の

チ
カ
ラ
が
、
そ
う
し
た
圏
外
の
人
々
に
も
、
た
と
え
ば
損
害
の
補
填
を
求
め
、
た
と
え
ば
、
ま
た
、
刑
罰
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

決
定
的
な
影
響
を
行
う
の
で
あ
る
。
圏
外
の
人
々
は
、
だ
か
ら
、
た
だ
運
命
と
し
て
の
み
、
降
り
か
か
る
不
利
益
を
甘
受
せ
ざ
る
を

え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
弊
害
が
幾
分
で
も
避
け
ら
れ
る
の
は
、
時
代
と
政
治
と
が
多
少
と
も
民
主
的
な
思
想
に
よ
っ
て
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ま
ぐ

配
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
証
主
義
法
学
の
下
で
は
、
法
学
者
に
、
歴
史
の
気
紛
れ
を
阻
止
し
、
政
治
の
野
心
を

砕
く
手
段
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
話
は
、
だ
か
ら
、
法
学
の
前
提
を
な
す
法
お
よ
び
国
家
の
、
概
念
と
価
値
と
に
つ
い
て
も
、
こ

れ
を
、
法
学
世
界
の
内
輪
話
か
ら
取
戻
し
て
、
社
会
の
一
般
人
士
の
対
論
に
委
ね
る
こ
と
か
ら
、
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。
そ
の
キ
ッ
カ
ケ
を
作
る
た
め
に
、
著
者
は
、
別
途
、
専
門
外
の
一
般
人
士
に
向
け
た
対
論
資
料
と
し
て
、
口
語
体
・
手

紙
形
式
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
法
学
の
底
の
底
』
を
出
し
た
。
こ
れ
は
、
入
門
書
で
も
な
け
れ
ば
、
解
説
書
で
も
な
く
、
著
者
自
身
が

ズ
ブ
の
素
人
の
立
場
に
立
ち
、
同
じ
く
ズ
ブ
の
素
人
た
る
一
般
人
士
の
一
人
を
想
定
の
相
手
に
置
い
て
、
対
論
方
法
で
、
「
法
」
お

よ
び
「
国
家
」
の
、
正
体
と
使
命
と
を
、
追
求
し
て
み
た
記
録
で
あ
る
。

4

　
二
　
法
と
国
家

　
前
掲
書
を
以
て
す
る
検
討
に
よ
れ
ば
、
真
実
に
「
存
在
」
す
る
も
の
、
そ
れ
は
、
ひ
と
り
、
た
だ
、
個
人
と
し
て
の
人
間
あ
る
の

み
、
で
、
あ
っ
た
。
そ
の
個
人
が
幸
福
の
保
持
・
増
進
の
た
め
に
「
道
徳
」
を
作
っ
て
妥
当
せ
し
め
る
生
活
集
団
が
「
社
会
」
で
あ

り
、
社
会
に
権
力
的
な
統
治
機
構
を
接
続
し
て
社
会
の
使
命
を
完
う
せ
し
め
る
仕
組
み
が
「
国
家
」
で
あ
る
。
権
力
的
統
治
機
構
の

動
力
を
成
す
チ
カ
ラ
の
、
種
類
お
よ
び
性
質
、
そ
し
て
、
ま
た
、
そ
の
行
使
の
機
関
・
要
件
お
よ
び
手
続
き
を
定
め
る
ル
ー
ル
が



「
法
」
で
あ
る
か
ら
、
社
会
も
国
家
も
、
道
徳
も
法
も
、
す
べ
て
、
同
じ
く
、
個
人
の
幸
福
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
無

し
に
、
人
間
個
人
は
生
き
る
こ
と
が
出
来
ず
、
す
く
な
く
と
も
、
幸
福
に
は
生
き
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
人
間
個
人
に

と
っ
て
不
可
欠
の
重
要
な
道
具
で
あ
る
が
、
決
し
て
人
間
個
人
が
こ
れ
ら
に
従
属
す
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
道
徳
も
法
も
、
常

に
、
実
際
に
、
個
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
社
会
生
活
・
国
家
生
活
、
道
徳
的
判
断
・
法
的
判
断
の
、
あ
ら

ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、
「
個
人
の
尊
厳
」
が
、
最
高
価
値
と
し
て
堅
持
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
が
「
裁
判
論
」
の
前
提
に
置
か
れ
る
概
念
と
価
値
判
断
で
あ
っ
て
、
以
下
に
は
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
所
論
を
展
開
す
る
。

此
処
ま
で
の
前
提
部
分
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
、
そ
の
論
証
は
、
前
掲
書
に
譲
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

裁判論緒編

第
二
章
　
真
正
法
規
範

●

　
一
　
真
正
法
規
範
の
概
念

　
甲
乙
間
に
、
実
際
に
、
何
か
、
現
実
的
・
具
体
的
な
利
害
な
い
し
関
心
の
不
一
致
が
生
じ
、
且
つ
、
そ
れ
が
、
権
力
的
な
調
整
の

必
要
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
と
き
、
人
は
、
真
実
、
「
実
定
法
」
だ
け
で
こ
れ
を
処
理
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
一
に
、
「
実
定
法
」
を
知
ら
な
い
者
が
、
「
実
定
法
」
に
よ
る
処
理
を
考
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
場

合
、
人
は
、
「
実
定
法
」
を
知
る
者
に
相
談
し
た
り
、
「
実
定
法
」
の
解
説
書
を
調
べ
た
り
す
る
そ
の
以
前
に
、
既
に
、
み
ず
か
ら
、

　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

「
こ
う
す
べ
き
だ
」
・
「
こ
う
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
意
識
は
持
た
な
い
わ
け
に
行
か
な
い
。
漠
と
し
て
補
捉
し
え
な
い
意
識
で
あ
ろ

う
と
、
変
転
し
て
定
ま
ら
な
い
感
想
で
あ
ろ
う
と
、
べ
き
だ
が
べ
き
だ
で
あ
る
限
り
、
客
観
的
に
は
、
其
処
に
、
法
規
範
試
案
な
い

し
そ
の
萌
芽
と
構
成
し
う
る
も
の
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
が
、
道
徳
や
美
醜
や
、
単
な
る

感
情
的
な
対
立
か
ら
区
別
さ
れ
、
而
も
対
人
関
係
に
関
わ
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
こ
に
も
「
法
」
が
あ
る
と
、
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

5
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い
。　

ま
た
、
第
二
に
、
甲
・
乙
の
一
方
も
し
く
は
双
方
が
「
実
定
法
」
を
知
る
場
合
に
も
、
そ
の
「
解
釈
」
は
、
人
に
よ
っ
て
異
な
る

の
で
は
な
い
か
。
実
定
法
の
「
解
釈
」
が
、
学
者
間
に
お
い
て
さ
え
、
第
一
説
・
第
二
説
・
第
三
説
と
、
殆
ど
例
外
な
し
に
分
岐
す

る
事
実
が
、
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
極
め
て
稀
な
例
外
と
し
て
、
解
釈
が
岐
れ
る
こ
と
の
な
い
実
定
法
も
な
い
で
は
な

い
と
し
て
も
、
「
解
釈
を
”
予
定
”
し
な
い
実
定
法
は
な
い
」
、
と
説
か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
或
る
時
点
で
解
釈
の
岐
れ
な
い
実
定

法
も
、
次
の
時
点
で
は
、
解
釈
の
分
岐
を
来
た
す
の
が
、
実
状
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
一
回
的
な
事
件
の
処
理
は
、
そ
の

都
度
、
敦
れ
か
の
解
釈
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
複
数
の
解
釈
か
ら
そ
の
解
釈
を
選
択
・
採
用
し
た
関
係
者
の
法
意
識

が
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
し
た
関
係
者
の
法
意
識
は
、
解
釈
多
岐
と
い
う
姿
で
存
在
す
る
実
定

法
そ
の
も
の
で
は
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
こ
こ
に
も
、
実
定
法
以
外
の
「
法
」
が
あ
る
、
と
、
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
け
つ

　
そ
う
し
て
、
第
三
に
、
「
実
定
法
」
に
も
欠
鉄
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
普
通
に
も
、
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
欠

訣
領
域
に
生
じ
る
法
律
問
題
の
処
理
が
実
定
法
に
よ
ら
ず
し
て
行
わ
れ
る
ほ
か
な
い
こ
と
は
勿
論
で
、
そ
の
場
合
の
準
則
は
、
矢
張

り
、
関
係
者
の
法
意
識
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
、
と
、
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
、
「
実
定
法
」
以
前
、
「
実
定
法
」
以
外
に
、
現
実
に
、
具
体
的
一
回
的
な
利
害
な
い
し
関
心
の
衝
突
を
、
権
力
的
に
調
整

す
る
た
め
に
作
用
す
る
と
こ
ろ
の
、
関
係
者
自
身
の
個
人
と
し
て
の
規
範
意
識
、
そ
れ
が
、
「
真
正
法
規
範
」
に
他
な
ら
な
い
。

6

二
　
真
正
法
規
範
と
自
然
法

真
正
法
規
範
が
「
実
定
法
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
「
自
然
法
」
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
。
否
、

　
O

「
自
然
法
」
と
い
う
概
念
自
体
、
極
め
て
多
義
的
で
、
ま
こ
と
に
様
々
な
も
の
が
こ
の
言
葉
で
呼
ば
れ
て
き
た
し
、
ま
た
、
現
に
呼
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ば
れ
て
い
る
。
「
実
定
法
」
と
い
う
呼
び
名
は
、
も
と
、
自
然
法
か
ら
こ
れ
を
区
別
す
る
た
め
に
登
場
し
た
名
称
で
あ
る
が
、
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ

し
た
「
実
定
法
」
概
念
の
定
着
以
後
は
、
む
し
ろ
、
自
然
法
と
い
う
言
葉
は
、
実
定
法
で
は
な
い
も
の
と
い
う
空
疏
な
意
味
を
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
に
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
こ
ろ

持
た
な
い
に
至
っ
て
い
る
。
今
日
で
は
、
も
は
や
、
自
然
法
と
い
う
名
称
に
は
、
一
頃
の
よ
う
な
指
導
的
H
建
設
的
な
意
味
は
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
空
疏
な
意
味
で
な
ら
、
真
正
法
規
範
も
、
ま
た
、
一
種
の
自
然
法
に
相
違
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
そ
う
規
定
す
る
こ
と
は
、
空
疏
で
あ
る
が
故
に
無
意
味
で
、
却
っ
て
正
し
い
理
解
を
妨
げ
る
で
あ
ろ
う
。
人
は
、
よ
ろ

し
く
、
端
的
に
、
真
正
法
規
範
は
、
誰
に
よ
っ
て
・
ど
の
よ
う
な
場
合
に
・
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
、
且
つ
、
ど
の
よ
う
な
作
用

を
行
う
か
を
、
そ
の
も
の
と
し
て
、
検
討
し
・
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
な
お
、
現
時
わ
が
国
の
法
学
界
に
は
、
従
前
の
自
然
法
論
が
す
べ
て
肯
定
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
な
お

何
ら
か
の
意
味
で
の
新
た
な
自
然
法
の
再
発
見
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
間
題
提
起
が
行
わ
れ
始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
実

は
、
解
釈
者
が
有
ら
ゆ
る
既
存
の
解
釈
理
論
を
縦
横
に
駆
使
し
て
み
て
も
、
な
お
「
解
釈
者
自
身
」
が
満
足
し
え
な
い
場
合
が
ど
う

し
て
も
残
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
ま
さ
に
、
「
真
正
法
規
範
」
の
存
在
を
証
示
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
、
決
し
て
、
「
自
然
法
」
ば
か
り
が
多
義
的
で
あ
っ
て
、
「
実
定
法
」
の
方
は
一
義
的
だ
、
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
「
実
定
法
」
の
方
も
、
ま
た
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
多
義
的
で
、
時
に
は
、
そ
れ
は
、
た
だ
現
行
法
と
い
う
意
味
で
用

い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
生
成
過
程
に
何
ら
か
の
人
為
が
関
与
す
る
法
規
範
が
す
べ
て
実
定
法
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
偶
々
、
現
下
、
我
が
国
の
法
学
界
に
は
、
国
会
が
所
定
の
手
続
き
で
制
定
し
且
つ
公
布
に
付
し
た
成
文
法
規
を

「
実
定
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
お
い
て
、
（
す
く
な
く
と
も
暗
黙
に
は
）
、
姿
勢
を
一
致
さ
せ
て
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
理
論
的
に
醗

案
す
れ
ば
、
憲
法
（
成
文
憲
法
た
る
と
不
文
憲
法
た
る
と
を
問
わ
な
い
）
が
立
法
機
関
と
定
め
る
国
家
機
関
の
・
成
規
且
つ
明
示
の
・

立
法
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
も
、
合
理
的
な
範
囲
で
は
立
法
機
関
が
他
の
機
関
に
立
法
を
委
任
し
、
も
し

く
は
授
権
す
る
こ
と
も
、
許
さ
れ
る
ハ
ズ
で
あ
る
し
、
立
法
機
関
が
み
ず
か
ら
予
定
も
し
く
は
採
用
す
る
法
規
範
に
は
、
不
文
で
も

7
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ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
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ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
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ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

そ
の
効
力
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
ズ
で
あ
る
か
ら
、
正
し
く
は
、
立
法
機
関
定
立
の
成
文
法
規
範
お
よ
び
こ
れ
と
一
体
を
な

す
成
文
・
不
文
の
法
規
範
の
全
体
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
規
範
体
系
に
属
す
る
法
規
範
だ
け
を
「
法
」
と
認
め
、

他
に
一
切
の
法
源
を
認
め
ず
、
と
り
わ
け
解
釈
者
の
個
人
的
価
値
観
を
厳
格
に
排
除
す
る
の
が
、
現
時
の
法
学
の
特
質
で
あ
っ
て
、

こ
れ
が
、
普
通
に
、
法
実
証
主
義
ま
た
は
法
律
実
証
主
義
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
概
念
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
間

題
と
の
関
係
で
最
も
有
意
義
な
内
容
に
お
い
て
こ
れ
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
法
実
証
主
義
の
検
討
ほ
ど
、
「
法
の
あ
る
べ

き
姿
」
を
考
究
す
る
に
適
切
な
素
材
は
な
い
。
「
真
正
法
規
範
」
論
は
「
法
の
あ
る
べ
き
姿
」
探
究
の
結
晶
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
問

題
意
識
と
の
関
係
で
最
も
有
意
義
な
「
実
定
法
」
の
概
念
規
定
は
、
右
に
傍
点
を
付
し
て
示
し
た
よ
う
な
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
且
つ
、
ま
た
、
（
現
時
点
で
の
実
状
は
そ
う
な
っ
て
い
る
と
い
う
）
歴
史
的
な
現
象
の
認
識
は
、
そ
の
条
件
を
自
覚
し
つ
つ
行
わ
れ

る
か
ぎ
り
、
時
所
の
異
な
る
場
面
に
つ
い
て
も
応
用
可
能
で
、
そ
の
意
味
で
、
普
遍
性
を
も
持
つ
の
で
あ
る
。
本
書
が
「
実
定
法
」

と
呼
ぶ
も
の
は
、
（
冒
頭
か
ら
此
処
ま
で
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
此
処
か
ら
以
後
の
論
述
中
で
も
）
、
右
に
示
し
た
概
念
規
定
に
服

す
る
も
の
と
す
る
。

8

　
三
　
真
正
法
規
範
の
主
体

　
真
正
法
規
範
は
、
甲
野
太
郎
・
乙
野
花
子
と
い
う
よ
う
な
個
人
と
し
て
の
人
間
が
こ
れ
を
作
る
。
す
な
わ
ち
、
真
正
法
規
範
の
立

法
権
は
人
間
各
個
人
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
（
人
間
）
個
人
の
「
法
主
体
性
」
と
い
う
。
（
人
間
）
個
人
は
、
国
家
で
な
く
、

ま
た
、
概
ね
、
権
力
的
統
治
機
構
の
動
力
た
る
チ
カ
ラ
の
主
体
で
も
な
い
が
、
国
家
が
あ
る
な
ら
そ
の
権
力
的
統
治
機
構
は
ど
の
よ

う
な
チ
カ
ラ
を
持
つ
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
要
件
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
カ
タ
チ

で
作
用
す
べ
き
か
は
、
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
国
家
自
体
に
は
、
思
惟
し
判
断
し
決
定
す
る
能
力
は
な
い
か
ら
、

個
人
が
こ
れ
を
考
え
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
国
家
に
お
い
て
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
人
が
、
窮
極
且
つ
本
来
の
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立
法
権
者
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
普
通
に
も
、
民
主
国
家
で
は
、
立
法
権
は
国
民
に
属
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
場
合
の
「
国
民
」
と
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
人
の
出
生
・
死
亡
と
は
無
関
係
な
、
一
種
の
概
念
的
な
存
在
に
過
ぎ
ま
い
。
そ
う

し
た
概
念
的
な
意
味
で
の
国
民
が
立
法
権
者
と
定
め
ら
れ
う
る
そ
の
根
拠
も
、
実
は
、
も
と
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
人
に
立
法
権
が

帰
属
し
て
い
る
か
ら
に
他
あ
る
ま
い
。
だ
か
ら
、
非
民
主
的
な
国
家
で
、
立
法
権
が
憲
法
上
は
国
民
に
な
い
場
合
で
も
、
窮
極
の
立

法
権
者
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
個
人
で
あ
る
と
い
う
道
理
に
変
わ
り
が
あ
る
ハ
ズ
は
な
い
。
た
と
え
憲
法
が
こ
れ
を
無
視
し
よ
う

と
し
て
も
、
憲
法
に
よ
っ
て
個
人
が
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
な
ど
、
あ
り
え
な
い
道
理
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
も
、
ま
た
、
ひ

と
り
ひ
と
り
の
立
法
権
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
、
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。

　
「
実
定
法
」
は
、
こ
う
し
た
道
理
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
の
個
人
の
「
立
法
」
が
関
係
者
間
に
一
致
し
な
い
場
合
の
、
対
象
生

活
断
片
の
暫
定
処
理
を
行
う
た
め
の
「
暫
定
法
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
暫
定
法
を
ど
の
よ
う
に
し
て
定
め
る
か
も
個
人
間
の
対
論
に

よ
っ
て
決
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
結
果
、
た
と
え
権
力
的
統
治
機
構
中
に
「
立
法
機
関
」
が
作
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
、

「
暫
定
法
」
の
立
法
機
関
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
窮
極
・
本
来
の
立
法
権
の
所
在
が
変
わ
る
ハ
ズ
は
な
い
。
人
は
、
た
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の

自
己
の
主
張
を
肯
定
し
な
い
他
の
個
人
と
の
関
係
で
は
、
絶
対
に
実
定
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
、
な
る
だ

け
の
話
で
あ
る
。
こ
の
約
束
が
実
定
法
を
し
て
暫
定
法
と
し
て
の
使
命
を
果
た
さ
し
め
る
動
力
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
所

謂
「
遵
法
義
務
」
が
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
「
実
定
法
遵
守
の
義
務
」
が
、
「
真
正
法
規
範
」
に
争
い
が
な
い
場
合
の
関
係
個
人
間
で

の
「
真
正
法
規
範
の
妥
当
」
を
妨
げ
る
道
理
は
な
い
。

　
た
だ
し
、
人
は
、
「
法
主
体
」
の
語
義
を
誤
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
「
法
を
作
る
者
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、

法
が
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
動
主
体
を
指
す
語
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
民
法
学
が
自
然
人
と
法
人
と
を
捉
え
て
、
こ
れ
を

客
体
と
し
て
の
「
物
」
と
の
対
比
で
「
主
体
」
と
称
す
る
場
合
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
人
の
主
体
性
と
は
、
権
利
の
主
体
で
あ
っ
て
法

の
主
体
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
ま
た
、
国
際
法
学
が
国
際
法
の
主
体
は
国
家
で
あ
っ
て
個
人
で
は
な
い
と
い
う
と
き
、
そ
こ
で

9
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「
主
体
」
と
さ
れ
る
も
の
も
、
権
利
の
主
体
で
あ
っ
て
「
法
の
主
体
」
で
は
な
い
。
言
葉
の
用
い
方
が
い
く
ら
便
宜
に
従
え
ば
よ
い

も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
「
法
を
作
る
者
」
と
「
作
ら
れ
た
法
に
よ
っ
て
保
護
せ
ら
れ
る
行
動
主
体
」
と
が
実
質
的
に
混
同
さ
れ
る

結
果
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
法
主
体
性
」
の
語
は
、
厳
し
く
、
「
法
を
作
（
り
得
）
る
者
」
の
意
味
に
お
い
て
の
み
こ
れ
を

用
い
る
こ
と
が
、
講
学
上
、
賢
明
で
あ
る
。

　
四
　
真
正
法
規
範
の
性
質

　
い
く
ら
各
個
人
が
窮
極
・
本
来
の
立
法
権
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
の
好
き
勝
手
・
言
い
た
い
放
題
の
主
張
が
す
べ
て
真
正
法
規

範
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
「
法
」
の
主
張
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法

が
、
も
と
も
と
、
前
記
の
よ
う
に
、
人
の
集
合
生
活
を
前
提
と
し
て
、
お
互
い
の
幸
福
の
保
持
・
増
進
の
た
め
に
、
国
家
権
力
の
関

与
が
必
要
な
場
合
の
た
め
に
、
そ
の
要
件
と
手
続
き
と
を
定
め
る
ル
ー
ル
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る

意
見
の
表
明
だ
け
が
、
「
真
正
法
規
範
」
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
い
審
美
上
の
意
見
や
自
然
法
則
の
提
言
、
あ
る
い
は
、

ま
た
、
道
徳
と
し
て
の
要
求
や
説
示
な
ど
が
、
「
真
正
法
規
範
」
に
な
る
余
地
は
な
い
。
況
や
、
単
な
る
感
情
表
現
・
理
由
を
問
わ

な
い
利
益
主
張
や
拒
否
宣
言
、
威
迫
・
い
や
が
ら
せ
・
駄
々
こ
ね
・
横
車
、
等
々
は
、
は
じ
め
か
ら
「
真
正
法
規
範
」
と
無
縁
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
右
の
限
度
を
超
え
て
、
た
と
え
ば
、
起
こ
さ
れ
た
主
張
が
、
要
件
に
し
て
同
一
で
あ
る
か
ぎ
り
、
眼
前
の
甲
乙
間
に
限
ら
ず
、
誰

と
誰
と
の
間
に
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
此
処
、
甲
乙
間
に
も
妥
当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、

た
と
え
ば
、
こ
れ
は
要
件
ご
と
に
異
な
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
常
に
且
つ
誰
に
で
も
妥
当
す
べ
き
取
扱
い
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、

今
次
の
、
こ
の
、
甲
乙
間
の
事
件
に
も
妥
当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
よ
う
な
要
件
は
、
も
は
や
、
主
張
さ
れ
る

「
真
正
法
規
範
」
の
当
否
の
間
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
立
・
不
成
立
の
間
題
で
は
な
い
。
当
否
は
既
に
人
の
価
値
観
に
委
ね
ら
れ
る
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べ
き
で
あ
る
が
、
「
真
正
法
規
範
」

な
い
も
の
で
あ
る
。

と
し
て
の
成
立
の
要
件
は
、
当
事
者
が
変
わ
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

裁判論緒編

　
五
　
真
正
法
規
範
と
実
定
法
と
の
関
係

　
真
正
法
規
範
は
個
人
が
定
立
す
る
法
規
範
で
あ
り
、
実
定
法
は
国
家
の
（
成
文
・
不
文
の
）
憲
法
上
の
立
法
機
関
が
定
立
す
る
法

規
範
で
あ
る
が
、
国
家
は
個
人
が
作
る
も
の
で
、
国
家
が
個
人
を
作
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
本
質
的
な
意
味
で
「
法
」
と
呼
ば
ざ
る

を
え
な
い
の
は
真
正
法
規
範
で
あ
っ
て
、
実
定
法
は
言
わ
ば
技
術
的
な
意
味
で
の
「
法
」
と
し
て
こ
れ
に
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
る
。

　
だ
が
、
実
定
法
な
し
に
真
正
法
規
範
が
機
能
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
に
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
真
正
法
規
範
は
各
個
人
胸
中
の
法
で

あ
る
か
ら
、
主
張
し
て
説
得
し
え
た
相
手
方
と
の
間
で
の
み
妥
当
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
主
張
者
の
立
法
権
が
相
手

方
に
よ
っ
て
殿
損
さ
れ
る
か
、
相
手
方
の
立
法
権
が
主
張
者
に
よ
っ
て
殼
損
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
妥
当
の
た
め
に
は
対
話
・
対

論
の
実
り
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
、
対
話
・
対
論
は
常
に
必
ず
し
も
実
り
に
達
す
る
と
は
決
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
適
時
に
法
が

知
ら
れ
な
い
と
き
は
現
実
の
方
が
死
ぬ
で
あ
ろ
う
。
対
論
が
実
り
に
達
し
な
い
場
合
に
当
座
・
当
面
の
処
理
を
図
る
も
の
、
そ
れ
が

実
定
法
で
あ
る
か
ら
、
実
定
法
を
埃
っ
て
、
は
じ
め
て
、
真
正
法
規
範
も
ま
た
、
「
現
実
を
殺
す
も
の
」
と
い
う
非
難
を
免
か
れ
、

「
法
」
た
る
の
権
威
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
正
法
規
範
に
と
っ
て
、
実
定
法
は
、
敏
く
こ
と
の
で

き
な
い
補
足
た
る
に
他
な
ら
な
い
。

　
同
時
に
、
し
か
し
、
他
方
、
実
定
法
は
、
当
然
に
真
正
法
規
範
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
存
在
」
と
言
え

な
い
国
家
の
立
法
機
関
が
多
少
と
も
個
人
を
拘
束
し
う
る
の
は
、
国
家
が
「
存
在
」
た
る
個
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
従
っ
て
、
そ
の

個
人
の
立
法
権
に
奉
仕
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
真
正
法
規
範
が
な
け
れ
ば
実
定
法
に
も
妥
当
の
根
拠
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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そ
の
実
定
法
を
「
暫
定
法
」
と
い
う
の
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
関
係
者
間
の
対
論
が
実
ら
な
い
場
合
、
当
面
の
問
題
を
、
真
正
法

規
範
に
代
わ
っ
て
「
暫
定
的
に
」
処
理
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
真
正
法
規
範
の
「
代
用
品
」
と
い
う
意
味
で

あ
っ
て
、
完
成
途
上
に
あ
る
も
の
と
か
、
生
成
中
の
法
と
か
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
。
お
よ
そ
人
間
関
係
の
現
象
で
既
に
完
成

し
た
も
の
な
ど
有
る
ハ
ズ
が
な
く
、
す
べ
て
は
変
化
の
途
上
に
あ
り
、
真
正
法
規
範
で
さ
え
も
、
真
正
法
規
範
そ
の
も
の
と
し
て
、

常
に
、
「
未
完
成
交
響
曲
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
暫
定
法
」
を
以
て
未
完
成
法
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
用
語
と
し
て

適
切
か
と
の
問
題
は
残
る
け
れ
ど
も
、
他
に
然
る
べ
き
呼
び
様
が
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
暫
定
法
」
と
い
う
名
称
の

「
語
義
」
が
取
違
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
を
、
念
じ
て
置
き
た
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
て
、
真
正
法
規
範
と
実
定
法
と
は
、
互
い
に
他
を
侯
つ
存
在
な
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
を
他
か
ら
切
り
離

し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
互
い
に
他
を
侯
ち
な
が
ら
も
、
こ
の
両
者
の
間
に
は
、
決
定
的
な
様
相
の
相
違
が
あ
る
こ
と
に
、
注
意
し
て
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
最
大
の
相
違
点
は
、
真
正
法
規
範
が
、
甲
乙
間
の
対
論
を
侯
ち
、
対
論
が
実
る
の
を
待
っ
て
、
甲
乙
間
に
の
み
妥
当

す
る
に
対
し
、
実
定
法
は
、
予
め
公
布
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
つ
つ
、
国
民
の
全
体
に
妥
当
す
る
、
と
い
う
点
に
、
顕
れ
る
。
対

論
が
実
ら
な
い
の
に
、
甲
の
所
見
が
乙
を
拘
束
し
、
乙
の
所
見
が
甲
を
拘
束
す
る
の
で
は
、
互
い
に
他
の
立
法
権
を
殿
損
す
る
か
ら
、

真
正
法
規
範
は
対
論
の
実
っ
た
者
の
相
互
間
に
個
別
的
に
妥
当
す
る
ほ
か
な
い
に
対
し
、
予
め
公
布
せ
ら
れ
、
周
知
せ
し
め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
判
断
が
、
対
論
不
実
の
場
合
に
急
に
シ
ャ
シ
ャ
リ
出
て
甲
や
乙
を
拘
束
す
る
の
は
、
こ
れ
は
第
三
者
に
よ
る
甲
や
乙
の

立
法
権
の
侵
害
に
な
る
の
だ
か
ら
、
実
定
法
は
、
予
め
公
布
せ
ら
れ
・
周
知
せ
し
め
ら
れ
て
、
国
民
の
全
体
に
対
し
て
妥
当
す
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
「
実
定
法
」
の
「
普
遍
妥
当
性
」
で
あ
っ
て
、
真
正
法
規
範
に
こ
の
意
味
で
の
普
遍
妥
当
性
は
な
い
。
だ
が
、
こ

の
意
味
で
の
普
遍
妥
当
性
と
は
、
形
式
的
な
意
味
で
の
普
遍
妥
当
性
で
あ
っ
て
、
規
範
の
内
容
が
、
条
件
に
し
て
同
一
で
あ
る
か
ぎ

り
、
当
面
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
妥
当
す
る
と
い
う
意
味
で
の
実
質
的
な
普
遍
妥
当
性
と
は
異
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な
る
。
実
質
的
な
意
味
で
の
普
遍
妥
当
性
は
、
概
ね
、
真
正
法
規
範
に
つ
い
て
も
要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
（
た
だ

し
、
そ
れ
は
、
既
に
対
論
の
テ
ー
マ
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
）
、
真
正
法
規
範
に
形
式
的
な
意
味
で
の
普
遍
妥
当
性
は
な
い
。
甲
乙
間
か

ぎ
り
に
妥
当
す
る
法
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
、
そ
ん
な
も
の
が
「
法
」
と
言
え
る
の
か
と
い
う
、
よ
く
起
こ
さ
れ
る
疑
問
は
、
実

定
法
に
特
有
な
形
式
的
普
遍
妥
当
性
を
も
っ
て
、
「
法
」
の
（
そ
れ
こ
そ
普
遍
的
な
）
属
性
と
決
め
て
か
か
る
偏
見
に
坐
す
も
の
で
あ

る
。　

右
の
ほ
か
、
真
正
法
規
範
が
一
回
か
ぎ
り
の
事
象
を
機
縁
と
し
て
現
実
的
な
関
心
の
も
と
に
（
そ
の
意
味
で
具
体
的
に
）
捉
え
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
実
定
法
は
常
に
将
来
の
事
象
に
備
え
て
仮
定
的
に
（
そ
の
意
味
で
抽
象
的
に
）
立
法
さ
れ
る
点
が
、

両
者
の
相
違
す
る
と
こ
ろ
と
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
真
正
法
規
範
を
将
来
の
事
案
に
備
え
て
言
わ
ば
仮
定
的
に
定
立
す
る
こ
と

も
不
可
能
で
は
な
い
し
、
実
際
に
も
、
そ
の
例
が
、
決
し
て
少
な
く
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
両
者
間
の
相
違
と
見
る
の
は
当
ら
な
い
。

　
ま
た
、
真
正
法
規
範
に
つ
い
て
は
、
公
布
が
あ
り
え
な
い
所
か
ら
、
果
し
て
「
法
」
の
主
張
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
そ

の
「
成
否
」
を
、
主
張
せ
ら
れ
た
「
法
」
が
内
容
的
に
適
切
か
ど
う
か
と
い
う
そ
の
「
当
否
」
の
判
断
以
前
に
、
誰
が
・
何
処
で
・

判
断
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
そ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
「
当
否
」
が
正
に
甲
乙
間
の
対
論
の
テ
ー
マ
で
あ
る

こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
、
成
否
と
当
否
と
は
実
は
不
可
分
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
、
当
否
と
は
別
に
、
成
否
は
、
国
家
機
関

な
い
し
そ
の
他
な
ん
ら
か
の
第
三
者
的
判
断
機
関
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
て
は
、
既
に
、
こ
の
点
で
、
甲
乙
間
の
対
論

が
制
約
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
成
否
の
判
断
は
、
当
否
の
判
断
と
併
せ
て
、
同
時
に
、
相
手
方
の
吟
味
に
か
け

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
此
処
に
、
国
家
や
そ
の
他
の
何
ら
か
の
第
三
者
的
判
断
が
登
場
す
る
余
地
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
此

処
に
は
、
ま
だ
、
裁
判
所
と
か
裁
判
と
か
の
、
登
場
の
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
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六
　
従
前
の
自
説
と
の
関
係

　
従
来
、
著
者
は
、
右
の
よ
う
な
「
真
正
法
規
範
」
を
、
具
体
法
と
呼
ん
だ
り
、
実
質
的
実
定
法
と
呼
ん
だ
り
、
本
来
の
法
と
呼
ん

だ
り
、
法
規
範
試
案
と
呼
ん
だ
り
、
様
々
な
名
称
で
呼
ん
で
き
た
。
す
べ
て
は
、
た
だ
、
当
面
の
そ
の
間
題
は
、
実
定
法
だ
け
を
見

て
い
て
は
解
決
で
き
な
い
と
い
う
、
問
題
の
提
起
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
無
け
れ
ば
法
の
理
解
が
完
成
す
る
こ
と
な

く
、
勝
義
の
法
学
た
る
「
解
釈
法
学
」
も
ま
た
真
実
に
は
成
立
し
な
い
何
者
か
が
、
哲
学
的
な
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
実
用
法

学
そ
の
も
の
の
平
面
に
存
在
す
る
と
い
う
予
覚
を
深
め
つ
つ
、
而
も
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
、
み
ず
か
ら
、
な
お
、
捉
え
切
れ
ず

に
居
た
た
め
の
、
放
浪
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
こ
の
放
浪
に
一
応
の
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
た
め
に
著
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
書
に

「
真
正
法
規
範
」
と
称
す
る
も
の
が
、
旧
著
の
同
一
問
題
の
論
述
中
で
前
掲
の
よ
う
な
他
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
場
合
は
、
旧

著
・
旧
稿
の
当
該
箇
所
に
お
け
る
前
掲
の
よ
う
な
呼
称
は
、
す
べ
て
、
こ
れ
を
、
「
真
正
法
規
範
」
と
改
め
さ
せ
て
戴
き
た
い
。

　
取
り
わ
け
、
著
者
は
、
具
体
法
論
者
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
著
者
が
「
真
正
法
規
範
」
の
追
究
を
、
先
師
の
具
体
法
理
論
の

承
継
か
ら
始
め
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
先
師
の
唱
導
は
、
真
実
、
偉
大
な
啓
蒙
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
抽
象
と
か
具
体
と
か
の

捉
え
方
で
は
、
到
底
、
法
の
真
姿
に
迫
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
法
の
、
形
式
的
普
遍
性
と
実
質
的
普
遍
性
と
が
混
同
さ
れ
、
法
と
そ

の
適
用
結
果
と
が
混
同
さ
れ
、
具
体
性
と
一
回
性
と
が
混
同
さ
れ
る
な
ど
、
却
っ
て
正
し
い
解
決
を
困
難
に
す
る
。
具
体
法
の
「
具

体
」
と
い
う
形
容
句
に
は
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
本
書
に
説
く
所
を
も
っ
て
「
真
正
法
規
範
」
の
概
念
を
理
解
し
て
下
さ
る
こ
と
を
、

お
願
い
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
　
緒
編
　
完
、
二
〇
〇
七
年
二
一
月
　
稿
）
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