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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
ハ
ー
ト
＝
フ
ラ
ー
論
争
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

　「
不
正
な
法
は
法
で
あ
る
か
」
と
い
う
定
式
で
知
ら
れ
る
悪
法
問
題
は
、
そ
れ
が
提
起
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ（
1
）スの

時
代
か
ら
二
千
年
以
上

経
っ
た
今
で
も
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
法
学
者
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
ナ
チ
ス
体
制
の
反
省
を
経
て
提
示
し
た
見

解
が
重
要
で
あ
る
。
彼
は
、「
実
定
法
の
不
法
と
実
定
法
を
超
え
る（
2
）法」

と
い
う
論
文
の
な
か
で
、
ナ
チ
ス
体
制
を
不
法
国
家
と
断
じ
た

う
え
で
、「
正
義
の
核
心
を
な
す
平
等
が
、
実
定
法
の
規
定
に
さ
い
し
て
意
識
的
に
否
認
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
法
律
は
、

お
そ
ら
く
単
に
《
悪
法
》
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
法
た
る
本
質
を
お
よ
そ
欠
い
て
い（
3
）る」

と
述
べ
る
。
こ
の
主
張
の
当
否
は
さ

て
お
く
と
し
て
も
、
彼
が
現
代
の
悪
法
問
題
を
提
起
し
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ（
4
）う。

　
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
英
国
の
法
哲
学
者
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
（H

erbert Lionel Adolphus H
art

）
や
米
国
の
法
学
者
・
法
哲
学

者
Ｌ
・
Ｌ
・
フ
ラ
ー
（Lon Lovius Fuller

）
も
ま
た
、
こ
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
主
張
や
悪
法
問
題
に
つ
い
て
論
争
を
繰
り
広
げ
た
。
ハ
ー

ト
＝
フ
ラ
ー
論
争
（
以
下
、
論
争
）
と
い
う
名
で
知
ら
れ
る
こ
の
論
争
は
、
現
代
英
米
法
哲
学
に
お
け
る
一
大
ト
ピ
ッ
ク
で
あ（
5
）る。
両
者

の
対
立
は
、
先
述
の
悪
法
問
題
の
ほ
か
に
も
、
法
と
道
徳
の
区
別
や
実
効
性
、
裁
量
の
議
論
な
ど
非
常
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ま
ず

は
、
論
争
の
歴
史
的
概
要
を
確
認
し
て
お
く
。

　
こ
の
論
争
の
発
端
は
、
一
九
五
八
年
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
レ
ヴ
ュ
ー
に
掲
載
さ
れ
た
ハ
ー
ト
の
論
文
「
実
証
主
義
と
法
・
道
徳
分

離（
6
）論」
と
、
同
じ
号
に
掲
載
さ
れ
た
フ
ラ
ー
の
論
文
「
実
証
主
義
と
法
へ
の
忠（
7
）誠」
に
求
め
ら
れ
る
。
ハ
ー
ト
の
論
文
は
一
九
五
六
年
か

ら
一
九
五
七
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
ホ
ー
ム
ズ
・
レ
ク
チ
ャ
ー
の
内
容
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ー
が
論
文
で

応
答
し
た
。
そ
の
後
一
九
六
一
年
に
は
、
ハ
ー
ト
が
『
法
の
概
念
』
第
一（
8
）版を
公
刊
し
、
一
九
六
四
年
に
は
フ
ラ
ー
が
『
法
の
道
徳
性
』



ロン・L・フラーの「リーガリティ」

3

第
一
版
を
公
刊
す
る
。
フ
ラ
ー
の
『
法
の
道
徳
性
』
で
は
、
ハ
ー
ト
へ
の
言
及
が
多
く
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ハ
ー
ト
は
一
九
六

五
年
に
『
法
の
道
徳
性
』
の
書
評
論（
9
）文を

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
レ
ヴ
ュ
ー
に
掲
載
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
た
フ
ラ
ー
が
『
法
の

道
徳
性
』
改
訂
）
10
（
版
の
「
批
判
者
へ
の
応
答
」
で
反
論
を
述
べ
た
。
以
上
が
論
争
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

　
先
述
の
と
お
り
、
こ
の
論
争
は
幅
広
い
ト
ピ
ッ
ク
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
で
は
、
こ
の
論
争
は
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
、
そ
れ
は
分
離
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
考
え
）
11
（

る
。
分
離
テ
ー
ゼ
と
は
、
法
と
道
徳
の
分
離
、
あ

る
い
は
「
あ
る
法
（law

 as it is

）」
と
「
あ
る
べ
き
法
（law
 as it ought to be

）」
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
は
分
離
テ
ー
ゼ
を
前
提

と
し
つ
つ
、
道
徳
的
原
理
が
法
と
し
て
の
妥
当
性
を
有
す
る
と
認
め
る
。
そ
れ
に
対
し
フ
ラ
ー
は
、
法
が
法
た
り
う
る
た
め
に
満
た
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
「
法
内
在
道
徳
（internal m

orality of law
; inner m

orality of l

）
12
（aw

）」、
あ
る
い
は
こ
の
語
と
し
ば
し
ば
同
義
に
用
い
ら

れ
る
「
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
（principle of legal

）
13
（ity

）」
が
あ
る
と
し
て
ハ
ー
ト
を
批
判
し
た
。
フ
ラ
ー
は
、
法
内
在
道
徳
の
存
在
が
、

法
と
道
徳
が
分
離
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
論
争
の
理
解
を
採
る
な
ら
ば
、
中
山
竜
一
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
両
者
の
議
論
は
最
後
ま
で
平
行
線
を
た
ど
）
14
（

る
」
と

結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
し
か
に
ハ
ー
ト
と
フ
ラ
ー
は
「
法
」
と
「
道
徳
」
に
関
し
て
異
な
る
用
語
法
を
採
用
し
て
い
る
た
め
に
、
中

山
の
評
価
は
一
面
で
は
適
切
で
あ
る
。

　
こ
の
理
解
に
対
し
本
稿
は
、「
法
」
と
「
道
徳
」
に
関
す
る
両
者
の
相
違
に
留
意
し
つ
つ
、
フ
ラ
ー
の
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
概
念
を
基
礎
に

し
て
論
争
を
再
検
討
す
る
。
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
概
念
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
論
争
が
平
行
線
を
た
ど
っ
た
の
で
は
な
く
、
同
一
の
問
題
に
関

す
る
両
者
の
見
解
の
相
違
と
し
て
再
構
成
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

㈡
　
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て

　
本
稿
の
検
討
に
お
け
る
鍵
概
念
で
あ
る
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
と
は
な
に
か
。
フ
ラ
ー
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
と
法
内
在
道
徳
を
ほ
と
ん
ど
同
一
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の
概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
法
内
在
道
徳
に
関
す
る
彼
の
記
述
を
確
認
し
よ
）
15
（
う
。
法
内
在
道
徳
と
は
、
以

下
の
八
原
理
で
構
成
さ
れ
る
「
法
を
可
能
に
す
る
道
）
16
（

徳
」
で
あ
る
。
①
「
人
間
の
行
動
を
ル
ー
ル
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
お
く
た
め
に
は
、

そ
こ
に
ル
ー
ル
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
般
）
17
（

性
）、
②
法
は
公
布
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
公
開
性
）、
③
遡
及
法
の
原
則
禁
止
、

④
明
確
性
、
⑤
無
矛
盾
性
、
⑥
法
は
不
可
能
事
を
命
じ
る
べ
き
で
は
な
い
（
遵
守
可
能
性
）、
⑦
法
は
頻
繁
に
改
正
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

（
朝
令
暮
改
の
禁
止
）、
⑧
公
権
力
の
行
為
（official action

）
と
公
示
さ
れ
た
ル
ー
ル
の
一
致
（
公
布
と
運
用
の
一
致
）、
こ
の
八
つ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
と
も
呼
ぶ
。

　
以
上
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
）
18
（

た
。
そ
の
理
由
は
大
き
く
二
つ
考
え
ら
れ

る
。
第
一
に
、
フ
ラ
ー
自
身
が
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
と
い
う
語
を
用
い
る
意
義
を
縮
減
す
る
よ
う
な
用
語
法
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
先
述
の
と
お
り
、
フ
ラ
ー
は
『
法
の
道
徳
性
』
の
な
か
で
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
と
法
内
在
道
徳
と
を
ほ
と
ん
ど
互
換
的
に
用
い
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ー
の
用
語
法
に
の
る
限
り
で
は
、
両
者
を
あ
え
て
区
別
し
て
論
じ
る
意
義
は
薄
い
。
そ
の
結
果
、
こ
の
八
原
理
に
つ

い
て
は
、「
法
内
在
道
徳
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
一
般
的
に
な
っ
た
。

　
第
二
に
、
フ
ラ
ー
お
よ
び
彼
に
言
及
す
る
論
者
は
、
し
ば
し
ば
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
や
法
内
在
道
徳
を
法
の
支
配
（the Rule of Law

）
と

同
一
視
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
）
19
（

る
。
こ
う
し
た
論
者
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
深
田
三
）
20
（

徳
や
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
タ
マ
ナ
）
21
（

ハ
（Brain Tam

anaha

）、

Ｊ
・
ラ
ズ
（Joseph Raz

）
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
く
に
ラ
ズ
は
、
フ
ラ
ー
が
『
法
の
道
徳
性
』
に
お
い
て
「
法
の
支
配

の
原
理
」
を
擁
護
し
た
と
捉
え
る
。
ラ
ズ
か
ら
す
れ
ば
、
フ
ラ
ー
は
法
の
支
配
の
原
理
が
法
の
存
在
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
法
と
道
徳
の
関
係
を
も
示
す
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
）
22
（

る
。

　
さ
て
、
当
の
フ
ラ
ー
は
と
い
う
と
、「
法
の
支
配
の
原
理
」
と
い
う
語
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
や
法
内
在
道
徳
と
法

の
支
配
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
）
23
（

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
形
式
的
な
原
理
と
し
て
捉
え
る
か
ぎ
り
、

リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
と
法
の
支
配
と
を
区
別
す
る
意
義
は
乏
し
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
は
法
の
支
配
と
同
義
の
も
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の
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
本
稿
は
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
概
念
に
着
目
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
ハ
ー
ト
＝
フ
ラ
ー
論
争
が
平
行
線
を
た
ど
っ
て
終
わ
っ

た
と
い
う
一
般
的
な
理
解
に
つ
い
て
、
別
の
解
釈
を
示
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
フ
ラ
ー
の
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
や
そ
の
他
の
周

辺
概
念
に
関
す
る
用
語
法
を
合
理
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ー
の
問
題
関
心
を
損
な
う
こ
と
な
く
法
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
も
理

解
可
能
で
受
容
可
能
な
フ
ラ
ー
の
主
張
が
あ
り
う
る
と
示
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
論
争
の
対
立
点
で
あ
る
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
が
現
代
英

米
法
哲
学
に
お
い
て
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
も
示
し
た
）
24
（
い
。

二
　
ハ
ー
ト
＝
フ
ラ
ー
論
争

㈠
　
ハ
ー
ト
に
お
け
る
法
と
道
徳

1　
「
実
証
主
義
と
法
・
道
徳
分
離
論
」

　
先
述
の
と
お
り
、
こ
の
論
争
は
悪
法
問
題
を
発
端
と
し
て
、
両
者
は
法
と
道
徳
の
捉
え
方
に
つ
い
て
も
対
立
し
た
。
ま
ず
は
ナ
チ
ス
体

制
下
に
お
け
る
法
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
ハ
ー
ト
の
考
え
を
確
認
し
た
い
。

　「
実
証
主
義
と
法
・
道
徳
分
離
論
」
に
お
い
て
、
ハ
ー
ト
は
分
離
テ
ー
ゼ
に
対
す
る
批
判
を
検
討
し
、
斥
け
る
こ
と
を
試
み
る
。
分
離

テ
ー
ゼ
に
対
す
る
批
判
は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
ハ
ー
ト
は
、
ナ
チ
ス
体
制
下
の
邪
悪
な
法
シ
ス
テ
ム
に
対

す
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
批
判
を
検
討
す
る
。
ハ
ー
ト
に
よ
る
と
、
ナ
チ
ス
体
制
の
反
省
を
経
た
戦
後
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
主
張
は
以
下
の

三
つ
に
要
約
さ
れ
）
25
（

る
。
第
一
に
、
人
道
主
義
者
の
（hum

anitarian

）
道
徳
と
い
う
基
礎
的
な
諸
原
理
が
、
法
（Recht

）
や
リ
ー
ガ
リ

テ
ィ
と
い
う
概
念
の
一
部
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
実
定
法
が
明
確
に
表
現
さ
れ
、
法
シ
ス
テ
ム
の
妥
当
性
に
関
す
る
形
式
的
規
準
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を
満
た
し
て
い
た
と
し
て
も
、
人
道
主
義
者
の
道
徳
に
違
背
す
る
な
ら
ば
そ
の
実
定
法
は
妥
当
し
な
い
。
第
二
に
、
こ
の
原
理
に
違
背
す

る
制
定
法
は
、
不
道
徳
あ
る
い
は
誤
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
で
な
は
く
、
法
の
資
質
を
欠
い
て
い
る
も
の
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
第
三
に
、
ナ
チ
ス
体
制
の
法
シ
ス
テ
ム
は
こ
の
原
理
に
違
背
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
法
の
資
質
を
欠
い
て
い
る
か
ら
、
ナ
チ
ス
体
制

に
加
担
し
た
法
律
家
や
裁
判
官
も
ま
た
こ
の
原
理
に
違
背
し
て
い
る
。

　
ハ
ー
ト
は
、
こ
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
一
連
の
主
張
を
検
討
す
る
だ
け
で
は
、
法
と
道
徳
の
分
離
に
対
す
る
適
切
な
評
価
が
で
き
な
い
と

考
え
る
。
ハ
ー
ト
が
考
え
て
い
る
真
の
問
題
と
は
、
人
道
主
義
者
の
道
徳
の
原
理
に
よ
っ
て
ま
さ
に
裁
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
戦
犯
者
や

ス
パ
イ
、
密
告
者
と
い
っ
た
面
々
の
行
為
が
、
ナ
チ
ス
体
制
下
で
は
合
法
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
仮
に
こ
こ
で
こ
の
原
理
を
受
け

容
れ
て
、
ナ
チ
ス
体
制
に
加
担
し
た
者
を
処
罰
す
る
な
ら
ば
、
当
時
合
法
で
あ
っ
た
行
為
を
現
在
の
尺
度
で
も
っ
て
道
徳
的
に
悪
い
と
判

断
し
処
罰
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
は
遡
及
法
に
よ
る
解
決
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
登
場
し
た
の
が
、

い
わ
ゆ
る
「
密
告
者
問
題
」
で
あ
っ
た
。

　
密
告
者
問
題
の
概
略
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
あ
る
婦
人
が
、
夫
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
、
夫
が
家
の
な
か
で
政
治
批

判
を
し
て
い
た
と
告
発
し
た
。
当
時
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
ナ
チ
ス
体
制
に
対
す
る
批
判
を
「
公
然
と
」
行
な
う
こ
と
は
処
罰
の
対
象
で
あ
っ
た

が
、
夫
に
よ
る
政
治
批
判
は
家
の
中
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
は
妻
の
こ
の
告
発
に
よ
っ
て
死
刑
判
決
を

受
け
た
。
そ
の
後
、
夫
は
死
刑
執
行
の
代
わ
り
に
戦
場
の
前
線
へ
と
送
ら
れ
る
。
そ
の
後
一
九
四
九
年
に
、
そ
の
妻
は
人
の
自
由
を
非
合

法
的
に
奪
っ
た
と
し
て
罪
に
問
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
妻
は
上
訴
裁
判
所
に
お
い
て
、「
す
べ
て
の
品
位
あ
る
人
間
が
も
つ
健
全
な
良
心

と
正
義
感
覚
に
も
と
る
」
と
し
て
、
有
罪
判
決
を
受
け
）
26
（

た
。

　
こ
の
密
告
者
問
題
に
お
い
て
、
ハ
ー
ト
は
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
と
れ
る
選
択
肢
は
ほ
か
に
も
二
つ
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
一
つ
は
、
婦

人
を
罰
し
な
い
と
い
う
選
択
肢
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
遡
及
法
を
導
入
し
て
、
婦
人
を
罰
す
る
と
い
う
選
択
肢
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼

は
こ
の
二
つ
の
選
択
肢
の
う
ち
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
婦
人
を
罰
し
な
い
ま
ま
に
し
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て
お
く
悪
と
、
ほ
と
ん
ど
の
法
シ
ス
テ
ム
で
是
認
さ
れ
て
い
な
い
遡
及
法
的
な
刑
事
立
法
を
導
入
す
る
と
い
う
悪
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
悪
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
べ
き
か
と
い
う
道
徳
的
苦
境
こ
そ
、
真
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
と
彼
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
彼
は
、
ひ
ど
く
不
道
徳
な
も
の
は
法
た
り
え
な
い
と
す
る
人
道
主

義
的
道
徳
の
原
理
の
適
用
は
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
直
面
し
た
問
題
の
本
質
を
覆
い
隠
す
こ
と
に
な
る
と
結
論
づ
け
）
27
（
る
。

2　
『
法
の
概
念
』

　
次
に
、『
法
の
概
念
』
に
お
け
る
法
と
道
徳
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
を
確
認
し
よ
う
。
ハ
ー
ト
の
法
理
論
に
お
い
て
、
法
（
シ
ス
テ

ム
）
は
「
第
一
次
ル
ー
ル
（prim

ary rules

）」
と
「
第
二
次
ル
ー
ル
（secondary rules

）」
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
第
一
次

ル
ー
ル
と
は
、
特
定
の
行
為
を
す
る
よ
う
、
あ
る
い
は
差
し
控
え
る
よ
う
要
請
す
る
ル
ー
ル
で
あ
り
、
義
務
を
課
す
ル
ー
ル
で
あ
る
。
他

方
で
第
二
次
ル
ー
ル
と
は
、
新
た
に
第
一
次
ル
ー
ル
を
導
入
・
廃
止
・
変
更
す
る
権
限
を
与
え
る
ル
ー
ル
で
あ
る
。
第
二
次
ル
ー
ル
が
第

一
次
ル
ー
ル
の
具
体
的
な
適
用
範
囲
と
そ
の
作
用
域
を
画
定
す
る
た
め
、
第
一
次
ル
ー
ル
は
第
二
次
ル
ー
ル
に
寄
生
す
る
と
さ
れ
）
28
（
る
。

　
こ
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
第
二
次
ル
ー
ル
は
、「
承
認
の
ル
ー
ル
（rule of recognition

）」、「
変
更
の
ル
ー
ル
（rule of change

）」、

「
裁
定
の
ル
ー
ル
（rule of adjudication

）」
の
三
つ
の
ル
ー
ル
か
ら
構
成
さ
れ
）
29
（
る
。
こ
の
う
ち
、
法
と
道
徳
の
議
論
に
直
接
関
係
す
る
の

は
承
認
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
承
認
の
ル
ー
ル
と
は
、
任
意
の
集
団
に
お
い
て
第
一
次
ル
ー
ル
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
ル
ー
ル
が
、
ま
さ
に

当
該
集
団
の
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
最
終
的
に
承
認
す
る
よ
う
な
ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
は
、
変
更
の
ル
ー
ル
や
裁
定
の
ル
ー
ル

を
含
め
た
ル
ー
ル
の
妥
当
性
の
基
準
に
も
な
る
。
他
の
ル
ー
ル
に
対
す
る
こ
の
優
越
性
か
ら
、
承
認
の
ル
ー
ル
は
究
極
の
（ultim

ate

）

ル
ー
ル
と
も
呼
ば
れ
）
30
（
る
。

　
さ
て
、
こ
の
承
認
の
ル
ー
ル
の
存
在
根
拠
は
な
に
か
。
ハ
ー
ト
に
よ
る
と
、
そ
の
存
在
根
拠
に
は
最
低
限
二
つ
の
条
件
が
あ
）
31
（

る
。
第
一

の
条
件
は
、
承
認
の
ル
ー
ル
が
、
そ
の
他
の
第
二
次
ル
ー
ル
も
含
め
共
通
し
た
公
的
な
規
準
と
し
て
公
務
）
32
（

員
（officials

）
に
実
効
的
に
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（effectively

）
受
容
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
受
容
と
は
、
あ
る
ル
ー
ル
を
行
動
の
指
針
と
し

て
用
い
る
「
内
的
視
点
（internal points of law

）」
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
内
的
視
点
は
「
外
的
視
点
（external points of 

view
）」
と
対
比
さ
れ
）
33
（
る
。
外
的
視
点
と
は
観
察
者
の
視
点
で
あ
り
、
受
容
し
て
い
る
主
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
必
要
が
な
い
。

　
承
認
の
ル
ー
ル
に
関
す
る
存
在
根
拠
の
第
二
の
条
件
は
、
公
務
員
・
市
民
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
に
服
従
さ
れ
て
（obeyed

）
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
市
民
と
承
認
の
ル
ー
ル
の
関
係
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
た
め
に

は
そ
れ
が
一
般
に
服
従
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ル
ー
ル
の
受
容
は
必
ず
し
も
要
請
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
こ
と
を
突
き
つ
め
る
と
、
極
端
な
場
合
に
、
以
下
の
よ
う
な
ハ
ー
ト
の
記
述
が
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。

　
極
端
な
事
例
に
お
い
て
、
法
的
言
語
の
特
色
あ
る
規
範
的
な
使
用
（「
こ
れ
は
妥
当
な
ル
ー
ル
で
あ
る
」）
を
と
も
な
う
内
的
視
点
は
、
公
務
員
の
世

界
に
限
定
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
り
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
公
務
員
の
み
が
法
的
妥
当
性
に
つ
い
て
の
法
シ
ス
テ
ム
の
規
準
を
受

容
し
使
用
す
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
は
嘆
か
わ
し
く
も
羊
の
よ
う
で
あ
る
。
羊
は
最
終
的
に
は
屠
畜
場
に
送
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
法
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
え
な
い
と
考
え
た
り
、
そ
れ
が
法
シ
ス
テ
ム
の
名
に
値
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
）
34
（

う
。

つ
ま
り
ハ
ー
ト
は
、
法
シ
ス
テ
ム
の
存
在
根
拠
と
し
て
た
だ
服
従
を
要
請
さ
れ
る
だ
け
の
市
民
が
、
た
と
え
屠
畜
場
に
送
ら
れ
る
羊
の
よ

う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
法
シ
ス
テ
ム
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
だ
ろ
う
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ハ
ー
ト
の
主
張
が
、

後
に
み
る
フ
ラ
ー
『
法
の
道
徳
性
』
改
訂
版
の
「
批
判
者
へ
の
応
答
」
に
お
い
て
論
点
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

　
さ
て
、
承
認
の
ル
ー
ル
と
道
徳
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
が
関
係
す
る
の
は
主
に
司
法
的
決
定
の
場
面
で
あ
る
。

ハ
ー
ト
が
「
い
く
つ
か
の
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
個
々
人
の
権
利
と
自
由
の
カ
タ
ロ
グ
と
い
っ
た
特
定
の
道
徳
的
原
理
の
適
合
性
は
、
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法
的
妥
当
性
の
基
本
的
な
規
準
の
一
部
と
し
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
）
35
（
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
承
認

の
ル
ー
ル
は
道
徳
的
原
理
や
実
質
的
な
価
値
に
つ
い
て
も
法
的
妥
当
性
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
お
い
て
分
離

テ
ー
ゼ
は
、
法
と
道
徳
の
概
念
上
の
区
別
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
）
36
（
る
。

　
承
認
の
ル
ー
ル
は
法
シ
ス
テ
ム
の
存
在
根
拠
で
あ
る
が
ゆ
え
に
究
極
の
ル
ー
ル
と
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
、
ハ
ー
ト
は
、
承
認
の
ル
ー
ル

に
よ
る
法
的
妥
当
性
付
与
と
い
う
構
図
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
法
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
と
な
る
事
柄
に
つ
い
て
も
一
定
の
主
張
を
し
て
い
る
。

そ
れ
が
「
自
然
法
の
最
小
限
の
内
容
（the m

inim
um

 content of natural law

）」
で
あ
る
。

　
こ
の
議
論
の
予
備
作
業
と
し
て
、
ハ
ー
ト
は
ま
ず
従
来
の
自
然
法
論
を
検
討
す
る
。
ハ
ー
ト
に
よ
る
と
、
自
然
法
論
は
、
人
間
や
生
物

と
い
っ
た
存
在
が
、
固
有
の
善
で
あ
る
最
適
な
状
態
や
、
究
極
の
目
的
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
を
据
え
た
考

え
を
目
的
論
的
自
然
観
を
呼
ぶ
。
こ
の
目
的
論
的
自
然
観
を
と
る
と
、
特
定
の
最
適
な
状
態
こ
そ
が
究
極
の
目
的
で
あ
る
か
ら
人
々
は
そ

の
状
態
を
望
む
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
対
す
る
ハ
ー
ト
は
、
当
の
究
極
の
目
的
自
体
が
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
指

摘
し
て
、
目
的
論
的
自
然
観
を
斥
け
る
。
そ
の
う
え
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ヒ
ュ
ー
ム
に
言
及
し
、
彼
ら
が
生
存
と
い
う
穏
当
な
目
的
を
掲
げ

る
こ
と
で
経
験
に
照
ら
し
た
適
切
な
意
義
を
自
然
法
論
に
与
え
て
い
る
と
評
価
す
る
。
こ
の
検
討
を
経
て
、
ハ
ー
ト
は
、
人
々
が
と
も
に

生
存
す
る
と
い
う
穏
当
な
目
的
に
資
す
る
も
の
と
し
て
自
然
法
の
最
小
限
の
内
容
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
）
37
（

た
。

　
こ
の
よ
う
な
生
存
と
い
う
穏
当
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
な
に
が
必
要
か
。
ハ
ー
ト
は
、
自
然
法
の
最
小
限
の
内
容
と
し
て
五
つ
の

自
明
の
理
を
あ
げ
る
。
①
人
間
の
可
傷
性
（vulnerability

）。
殺
害
や
傷
害
と
い
っ
た
暴
力
の
行
使
は
制
約
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
お
お
よ
そ
の
平
等
性
。
い
か
な
る
個
人
も
、
協
働
（co-operation
）
な
し
に
短
時
間
で
他
者
を
支
配
し
た
り
服
従
さ
せ
た
り
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
③
限
ら
れ
た
利
他
性
。
人
は
互
い
に
殺
し
あ
う
願
望
に
支
配
さ
れ
た
悪
魔
で
は
な
い
が
、
他
者
を
傷
つ
け
よ
う
と
し
な
い

天
使
で
も
な
い
。
④
限
ら
れ
た
資
源
。
人
は
食
物
、
衣
服
、
住
居
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
無
限
に
利
用
可
能
で
は
な
い
。
⑤
限
ら

れ
た
理
解
と
意
志
の
強
さ
。
長
期
的
に
み
た
利
益
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
や
、
意
志
の
強
さ
あ
る
い
は
善
さ
と
い
っ
た
も
の
は
す
べ
て
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の
人
が
同
様
に
抱
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
）
38
（
い
。
こ
れ
ら
五
つ
の
自
明
の
理
は
、
承
認
の
ル
ー
ル
に
よ
る
法
的
妥
当
性
の
付
与
の
以
前
に
、

ま
ず
も
っ
て
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ー
ト
か
ら
す
れ
ば
、
法
理
論
は
こ
の
自
明
の
理
を
前
提
と
す
る
は
ず
な

の
で
あ
る
。

3　

小　

括

　
本
節
で
検
討
し
た
ハ
ー
ト
の
見
解
の
概
略
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
ナ
チ
ス
体
制
下
で
発
生
し
た
悪
法
問
題
へ
の

対
処
で
あ
る
。
彼
は
悪
法
問
題
に
関
し
て
密
告
者
問
題
を
参
照
し
つ
つ
検
討
し
、
そ
の
問
題
が
導
く
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ
を
強
調
し
た
。
次

に
第
一
次
ル
ー
ル
お
よ
び
第
二
次
ル
ー
ル
の
区
別
、
承
認
の
ル
ー
ル
と
法
的
妥
当
性
の
議
論
、
そ
し
て
、
承
認
の
ル
ー
ル
と
司
法
的
決
定

に
お
け
る
道
徳
的
原
理
の
地
位
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
最
後
に
自
然
法
の
最
小
限
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
自
然
法
論
と
い
っ
て
も

目
的
論
的
自
然
観
に
つ
い
て
は
斥
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
も
に
生
存
す
る
と
い
っ
た
穏
当
な
目
的
に
か
ぎ
っ
て
言
え
ば
、
そ

の
よ
う
な
目
的
は
あ
ら
ゆ
る
法
理
論
が
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
次
節
で
は
、
フ
ラ
ー
の
見
解
を
検
討
す
る
。

㈡
　
フ
ラ
ー
に
お
け
る
法
と
道
徳

1　
「
実
証
主
義
と
法
へ
の
忠
誠
」

　
フ
ラ
ー
も
ま
た
密
告
者
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
ず
は
そ
の
見
解
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
フ
ラ
ー
は
、
密
告
者
問
題
に
お
い
て
二
つ
の
問
題
を
提
示
す
）
39
（

る
。
そ
の
問
題
と
は
、
妻
に
よ
る
密
告
が
引
き
金
と
な
っ
た
夫
に
対
す
る

死
刑
判
決
は
当
時
の
ナ
チ
ス
法
に
よ
っ
て
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
夫
に
よ
る
家
庭
内
で
の
政
府
批
判
が
公
然
と
な
さ

れ
た
批
判
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
仮
に
夫
が
政
府
批
判
を
し
て
い
る
場
合
で
も
、
家
庭
内
で
の
批
判
を
公
然
と
な

さ
れ
た
批
判
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
が
ま
か
り
と
お
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
制
定
法
の
も
と
で
私
的
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な
発
言
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
二
つ
の
問
題
の
た
め
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
ハ
ー
ト
が
提
示
し
た
二
つ
の
選
択
に
迫
ら
れ
る
。
フ
ラ
ー
は
、「
す
べ
て
の
品

位
あ
る
人
間
が
も
つ
健
全
な
良
心
と
正
義
感
覚
に
も
と
る
」
と
し
て
婦
人
に
有
罪
判
決
を
下
す
と
い
う
実
際
の
解
決
方
法
が
、
こ
の
問
題

を
解
決
す
る
現
実
的
な
方
法
と
し
て
は
好
ま
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
彼
か
ら
す
れ
ば
こ
の
方
法
は
、
ナ
チ
ス
体
制
に
お
い
て
深
く
劣
化
し

た
法
内
在
道
徳
の
要
請
を
再
び
尊
敬
に
値
す
る
も
の
へ
と
回
復
す
る
よ
う
に
提
示
さ
れ
た
、
苦
肉
の
策
で
あ
っ
）
40
（

た
。

　
さ
て
論
争
を
検
討
す
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
密
告
者
問
題
に
関
し
て
フ
ラ
ー
の
法
理
論
か
ら
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
フ

ラ
ー
は
、
暴
力
や
無
秩
序
の
状
態
か
ら
生
じ
た
国
家
が
憲
法
を
起
草
す
る
と
い
う
事
態
を
想
定
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、「
そ
の
憲
法
は

リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
助
力
な
し
に
そ
れ
自
体
を
持
ち
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
憲
法
は
、
単
に
そ
れ
が
憲
法
で
あ
る
と

述
べ
る
だ
け
で
は
法
た
り
え
な
）
41
（
い
」。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ー
に
お
い
て
、
法
内
在
道
徳
と
し
て
の
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
は
法
を
法
た
ら
し
め

る
も
の
、
い
わ
ば
法
の
必
要
条
件
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
フ
ラ
ー
は
法
内
在
道
徳
以
外
に
、「
秩
序
の
道
徳
性
（m

orality of order

）」
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
単
に

秩
序
と
し
て
み
な
さ
れ
る
法
は
暗
黙
の
道
徳
、
つ
ま
り
秩
序
の
道
徳
性
を
含
む
。
た
と
え
ば
、
被
治
者
（subjects

）
の
知
り
う
る
法
が

専
制
君
主
の
言
葉
の
み
で
あ
る
と
い
う
事
態
に
お
い
て
も
、
秩
序
そ
れ
自
体
は
道
徳
的
要
素
を
含
む
。
し
た
が
っ
て
、
秩
序
の
道
徳
性
は
、

悪
法
と
さ
え
呼
び
う
る
も
の
が
創
造
さ
れ
る
と
し
て
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
フ
ラ
ー
は
、
こ
の
単
な
る
秩
序
か
ら
区

別
さ
れ
る
よ
い
秩
序
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
よ
い
秩
序
と
は
、
正
義
や
道
徳
の
要
請
、
あ
る
い
は
何
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
に
関
す
る

人
々
の
要
請
に
合
致
す
る
よ
う
な
法
を
指
）
42
（

す
。

　
つ
ま
り
、
ま
ず
一
方
で
、
秩
序
が
単
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
よ
り
も
よ
い
と
い
う
意
味
で
よ
い
。
他
方
で
、

よ
い
秩
序
と
い
う
と
き
の
よ
さ
と
は
、
正
義
や
道
徳
、
人
々
が
求
め
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
正
義
な
ど
の
要
請
に
合
致
す
る
こ
と
で
、

秩
序
は
よ
い
秩
序
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
フ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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法
形
式
の
安
っ
ぽ
い
金
メ
ッ
キ
を
ま
と
っ
た
（w

ith a tinsel of

）
だ
け
の
独
裁
は
、
秩
序
の
道
徳
性
や
法
内
在
道
徳
そ
れ
自
体
か
ら
あ
ま
り
に
も

か
け
離
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
法
形
式
を
ま
と
っ
た
だ
け
の
独
裁
が
法
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
な
る
と
述
べ
る
こ
と
に
何
ら
驚
き
は
な
）
43
（
い
。

つ
ま
り
、
端
的
に
言
え
ば
フ
ラ
ー
は
、
ナ
チ
ス
体
制
や
そ
の
法
シ
ス
テ
ム
は
、
秩
序
の
道
徳
性
と
法
内
在
道
徳
を
著
し
く
損
ね
て
い
る
た

め
に
、
法
シ
ス
テ
ム
た
り
え
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
ハ
ー
ト
の
密
告
者
問
題
に
関
す
る
主
張
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
の
主
張
は
、
婦
人
が

処
罰
さ
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
と
い
う
悪
と
、
遡
及
的
な
刑
事
立
法
を
用
い
る
と
い
う
悪
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
と
い
う
道
徳
的
苦
境
こ

そ
が
密
告
者
問
題
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
「
ひ
ど
く
不
道
徳
な
も
の
は
法
た
り
え
な
い
と
述
べ
る
こ
と
が

問
題
の
本
質
を
隠
）
44
（
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ー
は
こ
れ
ら
ハ
ー
ト
の
主
張
に
応
答
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
ハ
ー
ト
の
見

解
が
法
内
在
道
徳
を
無
視
し
て
お
り
、
誤
っ
て
い
る
と
批
判
を
返
し
て
い
）
45
（

る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ー
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
ハ
ー
ト
は

「
魔
女
の
大
釡
（the w

itches

’cald

）
46
（ron

）」
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
密
告
者
問
題
を
素
材
に
展
開
さ
れ
た
両
者
の
主
張

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
論
争
相
手
の
見
解
を
批
判
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
る
。
一
九
五
八
年
時
点
で
論
争
状
況
を
総
括
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
両
者
の
見
解
が
す
れ
違
い
に
終
わ
っ
た
と
い
う
結
論
も
妥
当
す
る
だ
ろ
う
。

2　
『
法
の
道
徳
性
』

　『
法
の
道
徳
性
』
の
議
論
に
移
ろ
う
。『
法
の
道
徳
性
』
は
一
九
六
四
年
に
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ハ
ー
ト
や
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
な
ど
に

よ
る
書
）
47
（

評
を
受
け
た
フ
ラ
ー
は
、「
批
判
者
へ
の
応
答
」
と
い
う
章
を
追
加
し
、『
法
の
道
徳
性
』
改
訂
版
と
し
て
一
九
六
九
年
に
出
版
し

た
。「
批
判
者
へ
の
応
答
」
の
内
容
検
討
は
第
三
章
で
行
な
う
と
し
て
、
こ
こ
で
は
一
九
六
四
年
時
点
で
の
フ
ラ
ー
の
見
解
を
と
り
上
げ

た
い
。
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　「
実
証
主
義
と
法
へ
の
忠
誠
」
で
は
、
ナ
チ
ス
体
制
に
お
け
る
「
法
」
が
真
に
法
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
の
焦
点
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
関
心
は
『
法
の
道
徳
性
』
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
＝
法
内
在
道
徳
に
関
す
る
議
論
は
ま
さ
に
そ
の
問
題
関

心
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
議
論
の
目
的
は
「
法
を
創
造
す
る
と
い
う
企
て
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
失
敗
に

い
た
る
八
つ
の
途
を
描
く
こ
）
48
（
と
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、『
法
の
道
徳
性
』
の
一
つ
の
意
義
は
、「
実
証
主
義
と
法
へ
の
忠
誠
」
に
お
い

て
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
＝
法
内
在
道
徳
の
内
容
を
提
示
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。

　
フ
ラ
ー
は
レ
ッ
ク
ス
と
い
う
架
空
の
王
を
想
像
す
る
。
レ
ッ
ク
ス
王
は
法
に
つ
い
て
無
知
蒙
昧
で
あ
る
た
め
、
八
つ
の
失
敗
を
犯
し
て

し
ま
う
。
そ
こ
か
ら
フ
ラ
ー
は
、
法
（
シ
ス
テ
ム
）
が
み
た
す
べ
き
八
つ
の
原
理
を
導
出
す
る
。
こ
の
原
理
こ
そ
が
、
①
一
般
性
、
②
公

開
性
、
③
遡
及
法
の
原
則
禁
止
、
④
明
確
性
、
⑤
無
矛
盾
性
、
⑥
遵
守
可
能
性
、
⑦
朝
令
暮
改
の
禁
止
、
⑧
公
布
と
運
用
の
一
致
と
い
う

法
内
在
道
徳
の
八
原
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
八
原
理
が
寓
話
形
式
で
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
こ

れ
ら
原
理
は
経
験
的
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
理
は
増
え
た
り
改
良
さ
れ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
リ
ー
ガ

リ
テ
ィ
の
原
理
が
法
概
念
な
い
し
法
シ
ス
テ
ム
の
成
立
の
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
り
、
十
分
条
件
で
は
な
い
と
フ
ラ
ー
が
考
え
て
い
る
証

左
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
フ
ラ
ー
は
法
内
在
道
徳
と
対
比
す
る
形
で
、「
法
外
在
道
徳
（external m

orality of law

）」
と
い
う
も
の
も
提
示
し
て
い
る
。

法
外
在
道
徳
に
関
す
る
記
述
は
か
な
り
少
な
い
が
、
そ
の
う
ち
「
道
徳
の
立
法
化
（legislating m

orals

）」
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所
を

参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
法
外
在
道
徳
は
、
論
争
的
な
道
徳
上
の
問
題
に
関
係
す
る
「
実
体
的
（substantive

）」
な
も
の
で
あ
）
49
（
る
。

　
フ
ラ
ー
は
、
法
内
在
道
徳
と
法
外
在
道
徳
の
区
別
以
外
に
も
、「
義
務
の
道
徳
（the m

orality of duty

）」
と
「
大
望
の
道
徳
（the 

m
orality of aspiration

）」
の
区
別
を
提
示
し
て
い
る
。
義
務
の
道
徳
と
は
、
秩
序
だ
っ
た
社
会
に
不
可
欠
な
道
徳
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
義

務
の
道
徳
を
欠
い
た
場
合
、
そ
の
社
会
は
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
も
社
会
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
大
望
の
道
徳

と
は
、
卓
越
や
人
間
能
力
の
最
大
限
の
実
現
を
目
指
す
よ
う
な
道
徳
で
あ
）
50
（

る
。
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リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
は
こ
れ
ら
二
つ
の
道
徳
の
側
面
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
）
51
（
る
。
ま
ず
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
著
し
く
欠
い
て

し
ま
っ
た
場
合
に
法
シ
ス
テ
ム
が
成
り
立
ち
え
な
い
と
い
う
点
で
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
は
義
務
の
道
徳
の
側
面
を
も
つ
。
他
方
で
、

リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
よ
り
よ
く
み
た
す
こ
と
で
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
と
近
づ
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
、
リ
ー
ガ
リ

テ
ィ
の
原
理
は
大
望
の
道
徳
の
側
面
も
有
し
て
い
）
52
（
る
。

　
ま
た
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
名
宛
人
は
立
法
者
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
立
法
者
は
、
秩
序
だ
っ
た
社
会
を
成
立
さ
せ
る
た
め
だ
け
で

な
く
、
よ
り
よ
い
法
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
こ
の
原
理
を
遵
守
す
る
道
徳
的
義
務
を
負
う
と
さ
れ
る
。
な
お
フ
ラ
ー
は
、

リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
著
し
く
毀
損
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
原
理
に
つ
い
て
生
じ
る
主
要
な
問

題
と
は
そ
れ
が
ど
の
程
度
毀
損
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
線
引
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
線
引
き
問
題
は
法
の
公
布
を
除

い
た
七
原
理
に
お
い
て
生
じ
る
た
め
、
こ
の
七
原
理
は
基
本
的
に
大
望
の
道
徳
の
文
脈
で
問
題
に
な
る
と
さ
れ
）
53
（
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
ど
の
程
度
遵
守
で
き
る
か
は
立
法
者
の
力
量
の
問
題
、
つ
ま
り
実
践
的
技
術
（art

）
の
問
題
と
し
て
理
解
さ

れ
る
こ
と
に
な
）
54
（

る
。

3　

小　

括

　
以
上
、
フ
ラ
ー
の
法
と
道
徳
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
解
を
確
認
し
て
き
た
。
ま
ず
密
告
者
問
題
に
つ
い
て
、
一
方
で
は
そ
の
決
定
的
な

解
決
が
難
し
い
こ
と
は
認
め
る
。
他
方
で
、
理
論
的
に
は
、
法
内
在
道
徳
や
秩
序
の
道
徳
性
と
い
っ
た
も
の
を
著
し
く
毀
損
し
て
い
た
ナ

チ
ス
体
制
は
厳
密
に
は
法
と
呼
べ
る
も
の
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
ナ
チ
ス
法
は
法
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う

議
論
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
ハ
ー
ト
の
見
解
が
、「
魔
女
の
大
釡
」
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
『
法
の
道
徳

性
』
に
お
い
て
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
寓
話
形
式
で
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
義
務
の
道
徳
と
大
望
の
道
徳
と
い
う
側
面
を

有
す
る
こ
と
も
提
示
さ
れ
る
。
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
名
宛
人
は
立
法
者
で
あ
り
、
極
端
な
例
を
除
い
て
は
こ
の
原
理
が
大
望
の
道
徳



ロン・L・フラーの「リーガリティ」

15

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
原
理
は
立
法
者
の
実
践
的
技
術
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
続
く
節
で
は
、
こ
の
批

判
お
よ
び
主
張
を
受
け
た
ハ
ー
ト
の
応
答
を
扱
う
。

㈢
　
ハ
ー
ト
に
よ
る
フ
ラ
ー
へ
の
批
判

　
ハ
ー
ト
は
、
以
上
の
フ
ラ
ー
の
見
解
を
受
け
て
『
法
の
道
徳
性
』
の
書
評
論
文
を
著
し
た
。
そ
の
論
文
で
な
さ
れ
た
ハ
ー
ト
に
よ
る
批

判
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
要
点
が
あ
る
。
第
一
の
要
点
は
、
法
内
在
道
徳
＝
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
道
徳
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
が
ミ

ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
端
的
に
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
の
要
点
は
、
義
務
の
道
徳
と
大
望
の

道
徳
の
区
別
は
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
に
な
ん
ら
関
係
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

1　
「
毒
殺
の
道
徳
」
批
判

　
ハ
ー
ト
は
ま
ず
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
、「
法
律
家
が
法
と
考
え
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
よ
っ
て

主
導
さ
れ
る
（rule-guided

）
活
動
に
も
等
し
く
適
用
で
き
）
55
（
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
ゲ
ー
ム
と
い
う
用
語
は
、
チ
ェ
ス
な
ど
を

含
む
一
般
的
な
用
法
だ
け
で
は
な
く
、
承
認
の
ル
ー
ル
と
類
比
さ
れ
る
意
味
で
も
使
わ
れ
て
い
）
56
（

る
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
審
判

や
記
録
員
が
得
点
な
ど
を
認
め
る
仕
方
と
、
裁
判
官
が
あ
る
ル
ー
ル
を
法
と
同
定
す
る
仕
方
の
共
通
性
を
認
め
る
の
で
あ
）
57
（
る
。
し
た
が
っ

て
、「
法
」
内
在
道
徳
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
八
原
理
は
、
そ
の
名
に
反
し
て
法
に
特
有
の
原
理
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
理
解
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ハ
ー
ト
は
、「
べ
き
（ought
）」
と
い
う
言
葉
の
使
用
に
つ
い
て
注
意
を
促
す
。
こ
の
点
は
ハ
ー
ト

が
一
九
五
八
年
の
論
文
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
し
て
い
た
こ
と
だ
が
、
彼
は
「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
が
「
単
に
批
判
に
つ
い
て
の
任
意
の

基
準
の
存
在
を
反
映
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
）
58
（

い
」
も
の
だ
と
述
べ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
文
脈
に
お
け
る
任
意
の
基
準
と
し
て
道
徳
的
基
準

も
含
ま
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
基
準
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
彼
は
、
道
徳
的
基
準
に
し
た
が
っ
て
い
な
い
「
べ
き
」
の
用
法
と
し
て
、
毒
を
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「
も
う
一
服
盛
っ
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
」
と
い
う
例
を
あ
げ
る
。
こ
の
「
べ
き
」
の
用
法
は
、
明
ら
か
に
道
徳
的
な
そ
れ
で
は
な
）
59
（
い
。
彼

は
こ
の
議
論
を
書
評
論
文
に
お
い
て
敷
衍
し
て
、「
毒
殺
の
道
徳
（the m

orality of poisoning

）」
と
い
う
例
を
あ
げ
る
。
上
で
も
確
認
し

た
と
お
り
、
毒
殺
と
い
う
目
的
追
求
的
活
動
に
つ
い
て
毒
を
「
も
う
一
服
盛
っ
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
」
に
お
け
る
「
べ
き
」
は
道
徳
的
な

用
法
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
彼
は
、
法
内
在
道
徳
そ
れ
自
体
は
道
徳
で
は
な
く
、
目
的
追
求
的
活
動
に
資
す
る
も
の
と
し
て

分
類
す
る
の
で
あ
）
60
（

る
。
ま
た
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
＝
法
内
在
道
徳
の
八
原
理
は
目
的
追
求
的
活
動
に
資
す
る
が
、
そ
れ
自
体
道
徳
で
は
な
い

た
め
、
法
内
在
道
徳
に
適
っ
て
い
る
政
府
が
邪
悪
な
目
的
を
有
し
う
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
主
張
す
）
61
（
る
。
す
な
わ
ち
、

法
内
在
道
徳
は
「
き
わ
め
て
邪
悪
な
も
の
と
両
立
し
て
し
ま
）
62
（

う
」
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
ナ
チ
ス
体
制
と
も
両
立
し
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
で
あ
）
63
（
る
。

2　

大
望
の
道
徳
に
つ
い
て
の
批
判

　
批
判
の
第
二
の
要
点
は
、
義
務
の
道
徳
と
大
望
の
道
徳
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
は
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
と
く
に
大
望
の
道
徳

に
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
す
る
。
フ
ラ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
＝
法
内
在
道
徳
は
ま
さ
に
道
徳
で
あ

り
、
道
徳
は
人
に
課
さ
れ
る
義
務
の
側
面
と
、
理
想
を
追
求
す
る
大
望
の
側
面
と
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
対
す
る
ハ
ー
ト
は
何
が
大
望

の
道
徳
を
道
徳
た
ら
し
め
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
問
う
。
彼
か
ら
す
れ
ば
、
大
望
の
道
徳
を
道
徳
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
何
か
し
ら
の

目
的
を
有
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、「
そ
の
目
的
が
生
き
て
い
く
上
で
究
極
的
な
価
値
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
人
間
能
力
の
理
想

的
な
発
展
で
あ
る
こ
）
64
（

と
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
理
解
し
て
み
る
と
、
フ
ラ
ー
に
よ
る
大
望
の
道
徳
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
ハ
ー
ト
か
ら
は
二
点
の
批
判
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
先
述
の
毒
殺
の
道
徳
の
批
判
を
踏
ま
え
る
と
、「
べ
き
」
に
は
道
徳
的
な
用
法
も
あ
れ
ば
、
目
的
追
求
的
な
用
法
も
あ
り
う
る

た
め
に
、
大
望
の
道
徳
が
前
提
し
て
い
る
目
的
は
道
徳
的
な
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
ー
ト
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
＝
法
内
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在
道
徳
の
原
理
が
極
め
て
邪
悪
な
政
府
と
も
両
立
し
う
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
そ
れ
自

体
道
徳
的
な
目
的
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
大
望
の
道
徳
は
そ

れ
自
体
で
道
徳
た
り
え
な
い
。

　
第
二
に
、
フ
ラ
ー
が
仮
に
「
人
間
能
力
の
理
想
的
な
発
展
」
と
い
う
価
値
を
奉
じ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
は
ハ
ー
ト
が
『
法
の
概
念
』
で

述
べ
た
目
的
論
的
自
然
観
に
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
ー
ト
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
究
極
の
目
的
は
論
争
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、

少
な
く
と
も
そ
う
し
た
目
的
を
人
間
全
体
と
し
て
、
あ
る
い
は
法
シ
ス
テ
ム
の
目
的
と
し
て
据
え
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、

法
シ
ス
テ
ム
の
目
的
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ー
が
法
シ
ス
テ
ム
を
「
人
間
行
動
を
ル
ー
ル
の
支
配
に
従
わ
せ
る
企
）
65
（

て
」
と
捉
え
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
フ
ラ
ー
法
理
論
解
釈
と
し
て
は
問
題
で
あ
ろ
）
66
（
う
。

3　

小　

括

　
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
ハ
ー
ト
に
よ
る
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
へ
の
批
判
的
な
態
度
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
彼
は
リ
ー
ガ
リ

テ
ィ
の
原
理
を
完
全
に
意
義
の
な
い
も
の
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
意
義
も
認
め
て
い
）
67
（
る
。
第
一
に
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ

の
原
理
は
、
法
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
行
為
が
そ
の
通
り
に
な
さ
れ
る
蓋
然
性
を
最
大
化
す
る
。
一
般
性
や
明
晰
性
、
公
開
性
と

い
っ
た
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
構
成
原
理
に
則
っ
た
法
は
、
広
く
公
布
さ
れ
た
一
般
的
諸
ル
ー
ル
を
導
き
、
こ
れ
ら
諸
ル
ー
ル
は
社
会
統
制
を

可
能
に
す
）
68
（

る
。
ま
た
、
第
二
の
意
義
と
し
て
ハ
ー
ト
は
、
法
に
よ
っ
て
自
由
を
制
約
さ
れ
て
い
る
諸
個
人
が
、
法
の
強
制
的
枠
組
み
の
な

か
で
自
ら
の
人
生
設
計
を
立
て
る
際
の
手
助
け
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
る
。
と
は
い
え
、
彼
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
便
益
が
法

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
が
道
徳
的
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
ま
と
め
に
入
ろ
う
。
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
＝
法
内
在
道
徳
の
原
理
は
、
そ
の
名
前
に
反
し
て
、
法
に
特
有
の
原
理
で
は
な
い
。
ま
た
、
リ
ー

ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
目
的
追
求
的
活
動
と
し
て
な
さ
れ
る
「
べ
き
」
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
道
徳
的
基
準
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に
お
け
る
「
べ
き
」
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
望
の
道
徳
そ
れ
自
体
は
道
徳
で
は
な
く
、
大
望
の
道
徳
を
道
徳
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、

そ
れ
が
仕
え
る
目
的
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
難
点
を
抱
え
て
い
る
と
は
い
え
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理

は
社
会
統
制
の
手
段
と
し
て
は
有
用
で
あ
る
し
、
そ
の
こ
と
は
諸
個
人
に
と
っ
て
人
生
計
画
に
す
る
際
に
役
立
つ
と
い
う
側
面
を
も
つ
の

で
あ
る
。
次
章
で
は
『
法
の
道
徳
性
』
改
訂
版
で
追
加
さ
れ
た
「
批
判
者
へ
の
応
答
」
を
参
照
し
、
論
争
全
体
が
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き

る
か
を
概
観
す
る
。三

　
論
争
の
終
点

㈠
　
フ
ラ
ー
に
よ
る
論
争
の
総
括
：「
批
判
者
へ
の
応
答
」

1　
「
出
発
点
」
の
違
い

　
先
に
み
て
き
た
よ
う
な
展
開
を
た
ど
っ
た
ハ
ー
ト
＝
フ
ラ
ー
論
争
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ー
「
批
判
者
へ
の
応
答
」
で
一
応
の
終
結
を
み
る
。

終
結
し
た
の
は
、
論
争
に
お
い
て
勝
敗
が
つ
い
た
り
、
お
互
い
に
和
解
し
た
り
し
た
た
め
で
は
な
く
て
、
単
に
そ
れ
以
上
議
論
が
展
開
さ

れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ー
は
は
じ
め
に
、
ハ
ー
ト
が
『
法
の
道
徳
性
』
の
書
評
論
文
の
冒
頭
で
強
調
し
て
い
た
両
者
の
法
理
学
に
お
け
る
「
出
発
）
69
（
点
」
の

違
い
に
着
目
す
る
。
フ
ラ
ー
は
、
ハ
ー
ト
な
ど
の
法
実
証
主
義
者
や
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
論
者
が
判
事
や
公
務
員
の
行
動
パ
タ
ー
ン
に
着

目
す
る
立
場
で
あ
る
と
分
類
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
彼
ら
は
フ
ラ
ー
の
主
要
な
関
心
で
あ
っ
た
「
暗
黙
の
人
間
相
互
の
関
係
と
い
う
要

素
」
に
ほ
と
ん
ど
関
心
が
な
い
と
指
摘
す
）
70
（

る
。
こ
れ
が
フ
ラ
ー
の
考
え
る
出
発
点
の
違
い
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
を
含
め
た
意
味
で
の
法
実
証
主
義
が
フ
ラ
ー
の
批
判
対
象
と
な
る
。
彼
に
よ
る
と
法
実
証
主
義
の
五
つ
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の
信
条
（creed

）
が
あ
る
と
述
べ
）
71
（
る
。
第
一
に
、
法
実
証
主
義
は
、
権
威
あ
る
源
泉
か
ら
発
せ
ら
れ
、
市
民
に
課
さ
れ
る
権
威
の
一
方

的
な
投
射
（one-w

ay projection of authority

）
と
し
て
法
を
捉
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
シ
ス
テ
ム
の
創
造
に
お
い
て
、
立
法
者
と
市
民

の
あ
い
だ
の
暗
黙
の
協
力
関
係
を
そ
の
本
質
的
要
素
と
捉
え
る
フ
ラ
ー
と
は
相
容
れ
な
い
。
第
二
の
信
条
は
、
法
が
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の

か
、
誰
が
法
を
つ
く
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
心
が
あ
り
、
法
と
は
何
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
信
条
は
、
あ
ら
ゆ

る
特
有
の
公
職
や
役
割
、
機
能
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
立
法
者
を
見
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
立
法
者
な
ど
を
含
む

各
々
の
公
務
員
は
通
常
一
つ
な
い
し
複
数
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
常
に
そ
の
役
割
で
固
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
周
囲
の

人
々
と
の
関
係
に
お
い
て
役
割
が
そ
の
都
度
調
整
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
見
方
は
、
権
威
の
一
方
向
の
投
射
と
し
て
法
を
み
る
法
実
証
主
義

に
対
し
て
疑
義
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
な
る
と
フ
ラ
ー
は
考
え
る
。
法
実
証
主
義
の
第
四
の
信
条
は
、
立
法
者
の
機
能
の
実
行
に
付
随
す

る
「
役
割
の
道
徳
（role m

orality
）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
一
切
論
じ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
役
割
の
道
徳
は
、
人
間
行
動
一
般
を

支
配
す
る
道
徳
的
原
理
で
は
な
く
、
特
有
の
社
会
的
機
能
の
遂
行
に
適
用
で
き
る
特
別
な
基
準
を
定
め
て
い
る
の
だ
と
フ
ラ
ー
は
述
べ
る
。

彼
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
、
法
実
証
主
義
は
立
法
者
の
役
割
を
規
定
す
る
（govern

）
倫
理
的
な
行
動
規
範
に
つ
い
て
論
じ
る
余
地
が
な
）
72
（

い
。

第
五
の
信
条
と
し
て
、
法
創
造
に
従
事
す
る
目
的
追
求
的
営
為
と
実
際
に
そ
の
営
為
か
ら
生
じ
る
法
を
適
切
に
区
別
し
な
い
か
ぎ
り
、
明

瞭
な
思
考
が
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

　
第
五
の
信
条
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ー
は
目
的
や
価
値
に
関
す
る
特
殊
な
認
識
論
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
フ
ラ
ー
は

他
の
箇
所
で
、
事
実
と
価
値
の
区
別
を
目
的
手
段
関
係
（m

eans-end relation

）
と
同
一
視
し
た
）
73
（

り
、
事
実
と
価
値
の
融
合
（
分
離
不
可
能

性
）
や
あ
る
法
と
あ
る
べ
き
法
の
融
合
を
説
い
て
い
）
74
（

る
。
彼
は
そ
の
説
明
の
際
、
蒸
気
機
関
の
例
を
あ
げ
る
。
フ
ラ
ー
は
「
私
の
前
の
車

輪
・
ギ
ア
・
ピ
ス
ト
ン
の
疑
わ
し
い
集
ま
り
に
つ
い
て
、
私
が
『
こ
れ
は
蒸
気
機
関
だ
ろ
う
か
』
と
問
う
と
き
、『
こ
れ
は
よ
い
蒸
気
機

関
だ
ろ
う
か
』
と
問
う
こ
と
と
大
い
に
重
な
り
あ
う
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
は
「
蒸
気
機
関
や
法

（the law

）
を
含
む
よ
う
な
人
間
の
目
的
追
求
的
活
動
の
領
域
に
お
い
て
、
事
実
（being
）
と
価
値
（value

）
は
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
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現
実
全
体
を
構
成
す
る
二
つ
の
側
面
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
）
75
（
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、「
で
あ
る
と
べ
き
で
あ
る
（the is and the 

ought

）
が
分
か
ち
が
た
く
混
ざ
っ
て
い
）
76
（

る
」
と
い
う
主
張
も
導
く
。

　
さ
て
、
た
だ
ち
に
明
ら
か
と
な
る
の
だ
が
、
一
点
目
か
ら
四
点
目
は
内
的
に
関
係
す
る
論
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
論
点
も
、「
法
シ
ス

テ
ム
の
機
能
づ
け
に
お
い
て
、
法
実
証
主
義
者
が
社
会
的
次
元
と
真
に
呼
ば
れ
る
も
の
を
ま
っ
た
く
認
め
て
い
な
）
77
（
い
」
点
で
同
根
の
問
題

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ー
か
ら
見
る
と
、
彼
が
法
実
証
主
義
者
と
相
容
れ
な
い
ポ
イ
ン
ト
は
大
き
く
二
つ
あ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
第
一
に
、
法
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
よ
う
努
力
し
て
い
る
人
々
や
公
務
員
が
ま
さ
に
協
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
次
元
の

無
視
、
そ
し
て
第
二
に
、
法
の
目
的
に
対
す
る
否
定
的
な
態
度
で
あ
る
。

2　
「
毒
殺
の
道
徳
」
批
判
へ
の
応
答

　
先
の
出
発
点
の
違
い
の
強
調
は
、
両
者
が
同
じ
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
に
関
す
る
論
争
当
事
者
に
よ
る
回
顧
と
い
う
点

で
意
義
を
も
つ
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
や
は
り
論
争
は
す
れ
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
論
争
全
体
の
評
価
に
移
る
前
に
、

「
毒
殺
の
道
徳
」
批
判
へ
の
応
答
や
、
法
と
「
管
理
型
指
令
（m

anagerial direction

）」
の
区
別
を
確
認
し
た
い
。

　
フ
ラ
ー
は
、
法
内
在
道
徳
を
斥
け
よ
う
と
す
る
議
論
の
パ
タ
ー
ン
を
分
析
す
る
。
そ
の
う
ち
重
要
な
の
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。

そ
の
見
解
と
は
、「
市
民
と
政
府
と
の
あ
い
だ
の
目
的
追
求
的
姿
勢
（orientations

）
の
相
互
作
用
に
よ
る
産
物
と
し
て
で
は
な
く
、
政
府

か
ら
生
じ
市
民
に
課
さ
れ
る
よ
う
な
権
威
の
一
方
的
な
投
射
と
し
て
、
法
は
捉
え
ら
れ
る
べ
）
78
（
き
」
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
市

民
と
政
府
と
の
あ
い
だ
の
目
的
追
求
的
姿
勢
の
相
互
作
用
に
よ
る
産
物
」
と
し
て
の
法
と
は
、
フ
ラ
ー
が
擁
護
す
る
立
場
で
あ
る
。
フ

ラ
ー
に
お
い
て
、
市
民
と
政
府
の
あ
い
だ
の
こ
の
よ
う
な
関
係
性
は
「
相
互
性
（reciprocity

）」
と
し
て
説
明
さ
れ
）
79
（
る
。
ま
た
、
権
威
の

一
方
的
な
投
射
と
し
て
法
を
捉
え
る
見
解
は
、
フ
ラ
ー
が
解
釈
す
る
法
実
証
主
義
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
相
互
性
に
は
注
意
を
払

わ
ず
、
政
府
の
と
り
わ
け
公
務
員
に
着
目
す
る
の
で
、
フ
ラ
ー
の
見
解
が
権
威
の
一
方
的
な
投
射
と
し
て
法
を
捉
え
る
見
解
と
相
容
れ
な
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い
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
な
ぜ
両
者
は
相
容
れ
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
道
徳
で
は
な
く
て
実
効
性
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ハ
ー

ト
の
考
え
に
起
因
す
）
80
（
る
。
こ
れ
を
裏
づ
け
る
の
が
、
フ
ラ
ー
が
提
示
す
る
、
法
と
管
理
型
指
令
の
区
別
で
あ
る
。
フ
ラ
ー
は
こ
の
区
別
を

一
九
五
八
年
の
時
点
で
前
提
し
て
い
）
81
（
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
両
者
が
徹
頭
徹
尾
対
立
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
法
と
管
理
型
指
令
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ー
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
形
式
が
「
社
会
を
秩
序
づ
け
る
も
の
（social ordering

）」
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
活
動
に
つ
い
て
の
指
令
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
含
ん
で
お
り
、
権
威
へ
の
従
属
を
と
も
な
う
こ
と
を
共
通
点
と
し
て

あ
げ
て
い
る
。
だ
が
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
形
式
の
相
違
で
あ
ろ
う
。
管
理
型
指
令
は
、「
支
配
者
（superior

）
に
よ
っ
て
設
定

さ
れ
た
目
的
に
仕
え
る
た
め
に
従
属
者
に
適
用
さ
れ
）
82
（
る
」。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
統
治
の
手
段
は
「
法
」
と
呼
ば
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
は
法
と
管
理
型
指
令
の
区
別
に
お
け
る
法
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ー
が
擁
護
し
よ
う
と
す
る
法
に
は
、
市
民
に
よ
る

積
極
的
な
コ
ミ
ッ
ト
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
フ
ラ
ー
の
提
唱
す
る
「
法
へ
の
忠
誠
（fidelity to l

）
83
（aw

）」
や
市
民
と
立
法
者

の
相
互
性
と
い
っ
た
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
法
と
管
理
型
指
令
の
区
別
を
前
提
す
る
と
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
に
つ
い
て
の
捉
え
方
も
ま
た
そ
れ
ら
二
つ
の
形
式
で
ま
っ
た
く
異

な
る
。
フ
ラ
ー
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
う
ち
、
公
開
性
・
明
確
性
・
無
矛
盾
性
・
遵
守
可
能
性
・
朝
令
暮
改
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、

管
理
型
指
令
の
文
脈
で
も
説
明
で
き
る
と
す
）
84
（

る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
原
理
に
違
背
す
る
こ
と
が
「
管
理
型
の
文
脈
に
お
い
て
『
実
効

性
』
を
深
く
損
な
う
こ
と
に
な
）
85
（
る
」
か
ら
で
あ
る
。
管
理
型
指
令
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
そ
の
指
令
が
権
威
の
一
方
的
な
投
射
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
諸
々
の
指
令
が
市
民
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
管
理
型
指
令
に
と
っ
て
の
生
命
線
と
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
管
理
型
指
令
に
と
っ
て
は
実
効
性
の
確
保
こ
そ
が
重
大
な
任
務
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
管
理
型
指
令
に
お
い
て
も
リ
ー
ガ

リ
テ
ィ
の
原
理
が
一
定
の
重
要
性
を
も
ち
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
の
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
は
、「
実
効
性
の
原
）
86
（

理
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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毒
殺
の
道
徳
批
判
に
対
す
る
フ
ラ
ー
の
応
答
に
話
を
戻
そ
う
。
彼
か
ら
す
れ
ば
、
毒
殺
の
道
徳
が
可
能
と
な
る
の
は
、
法
実
証
主
義
者

が
管
理
型
指
令
の
文
脈
で
「
法
」
を
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
権
威
の
一
方
的
な
投
射
と
し
て
「
法
」
を
捉
え
る
仕
方
は
、
権
威
に
よ

る
行
為
を
抑
制
す
る
方
法
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
い
か
な
る
目
的
追
求
的
行
為
（
そ
れ
は
道
徳
的
で
も
非
道
徳
的
で
も
あ
り
う
る
）
を
も
可
能
と

し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
フ
ラ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
彼
の
擁
護
す
る
法
の
文
脈
で
は
権
威
の
抑
制
が
利
か
な
い
と
い
う
問
題
は
生
じ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
フ
ラ
ー
は
、
法
秩
序
の
構
成
員
で
あ
る
市
民
と
立
法
者
の
双
方
に
一
定
の
要
請
を
し
て
お
り
、
権
力
が
一
か
所
に
集
中
し
な
い

よ
う
な
法
理
論
を
構
想
し
て
い
る
か
ら
で
あ
）
87
（
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
フ
ラ
ー
は
、
権
威
の
抑
制
を
行
な
う
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
方
法
が
、
政
府
、

公
務
員
と
市
民
と
い
う
立
場
が
入
れ
替
わ
り
う
る
と
い
う
前
提
の
も
と
、
市
民
に
よ
る
積
極
的
な
法
の
営
み
へ
の
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
フ
ラ
ー
の
法
理
論
を
適
切
に
捉
え
る
か
ぎ
り
、
ハ
ー
ト
の
よ
う
に
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
に
の
み
着
目

し
て
悪
法
な
り
邪
悪
な
法
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
う
る
と
述
べ
る
の
は
片
手
落
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
市
民
が
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
極
端
な
場

合
に
は
屠
畜
場
に
送
ら
れ
る
羊
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
と
い
う
の
も
、
フ
ラ
ー
か
ら
す
れ
ば
受
け
容
れ
が
た
い
の
で
あ
る
。

㈡
　
相
互
性
：
法
へ
の
忠
誠
と
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理

　
フ
ラ
ー
は
、
法
シ
ス
テ
ム
の
機
能
づ
け
に
お
け
る
社
会
的
次
元
に
つ
い
て
、
市
民
と
立
法
者
と
の
あ
い
だ
に
相
互
性
が
あ
る
と
い
う
見

解
を
と
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
法
と
管
理
型
指
令
と
を
分
か
つ
点
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な

相
互
性
が
い
か
に
し
て
成
立
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
前
節
で
も
示
唆
し
た
よ
う
に
、
相
互
性
は
、
市
民
に
よ
る
法
へ
の
忠
誠
と
、
立
法

者
に
よ
る
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
（
お
よ
び
役
割
の
道
徳
）
の
遵
守
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
法
へ
の
忠
誠
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
法
へ
の
忠
誠
と
い
う
概
念
は
、「
実
証
主
義
と
法
へ
の
忠
誠
」
で
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
法
の
正
統
性

（legitim
acy

）
と
の
関
係
で
理
解
す
る
見
）
88
（
解
や
、
遵
法
責
務
の
文
脈
で
捉
え
る
見
解
が
あ
）
89
（
る
。
ど
の
よ
う
な
見
解
を
と
る
に
せ
よ
、
法
へ
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の
忠
誠
と
い
う
概
念
に
お
い
て
ま
ず
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
「
た
と
え
悪
法
で
あ
っ
て
も
、
諸
法
は
わ
れ
わ
れ
の
尊
敬
を
要
求
す
る
も

の
）
90
（

」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
フ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
義
務
の
道
徳
の
範
囲
で
違
背
す
る
法
（
シ
ス
テ
ム
）
は

厳
密
に
は
法
シ
ス
テ
ム
と
は
呼
べ
な
い
が
、
法
へ
の
忠
誠
は
、
た
と
え
そ
れ
が
悪
）
91
（
法
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
義
務
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
法
へ
の
忠
誠
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
あ
る
。
そ
の
側
面
と
は
、
法
へ
の
忠
誠
と
リ
ー
ガ
リ

テ
ィ
の
原
理
の
対
応
関
係
、
目
的
追
求
的
な
営
み
と
し
て
の
法
、
名
宛
人
と
し
て
の
市
民
と
裁
判
官
の
三
つ
で
あ
る
が
、
議
論
の
関
係
上
、

先
の
二
つ
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

　
第
一
の
点
は
、
法
へ
の
忠
誠
と
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
対
応
関
係
で
あ
る
。
フ
ラ
ー
は
、
市
民
等
に
よ
る
法
へ
の
忠
誠
が
成
立
す
る

た
め
に
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
維
持
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
憲
法
は
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
助
力
な
し
に
そ
れ
自
体
を
も

ち
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
）
92
（
い
」
と
い
う
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
法
へ
の
忠
誠
と
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
対
応
が

成
り
立
つ
の
は
、
そ
こ
に
相
互
性
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
法
へ
の
忠
誠
の
名
宛
人
は
市
民
で
あ
り
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
は
立
法

者
を
名
宛
人
に
し
て
い
る
。
こ
の
市
民
と
立
法
者
の
あ
い
だ
の
相
互
性
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
政
府
が
市
民
に
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
る
と
し
よ
う
。『
わ
れ
わ
れ
政
府
は
、
あ
な
た
が
た
市
民
が
従
う
と
期
待
す
る
い
く
つ
か
の
ル
ー

ル
が
あ
る
。
も
し
あ
な
た
が
た
市
民
が
そ
れ
ら
ル
ー
ル
に
従
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
政
府
は
そ
れ
ら
ル
ー
ル
が
あ
な
た
が
た
の
行
動
に
適
用
さ
れ
る
だ

ろ
う
こ
と
を
保
証
す
る
』。
こ
の
相
互
性
の
結
束
が
決
定
的
か
つ
完
全
に
政
府
に
よ
っ
て
切
り
裂
か
れ
た
場
合
、
そ
れ
ら
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
と
い
う

市
民
の
義
務
を
基
礎
づ
け
る
も
の
は
な
に
も
な
）
93
（

い
。

　
こ
こ
で
言
う
「
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
と
い
う
市
民
の
義
務
」
こ
そ
が
法
へ
の
忠
誠
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
政
府
が
市
民
に
述
べ
て
い
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る
内
容
は
、
ま
さ
に
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
一
つ
で
あ
る
公
布
と
運
用
の
一
致
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
立
法
者
に
よ
る
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ

の
原
理
の
充
足
が
、
法
へ
の
忠
誠
の
成
立
条
件
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
市
民
と
立
法
者
の
あ
い
だ
の
相
互
性
の
成
立
条
件
を
も
構
成
し
て

い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
応
す
る
形
で
、
市
民
は
法
へ
の
忠
誠
義
務
を
果
た
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
市
民
と
政
府
の
相
互
性
を

構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
法
へ
の
忠
誠
が
市
民
の
義
務
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
法
へ
の
忠
誠
の
第
二
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
目

的
追
求
的
な
営
み
と
し
て
の
法
と
い
う
理
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ー
は
、「
法
は
忠
誠
の
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
人
間
の
到

達
点
（hum

an achievem
ent

）
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
94
（

い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
事
実
と
価
値
の
関
係
や
目
的
手

段
関
係
に
つ
い
て
の
フ
ラ
ー
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
法
と
あ
る
べ
き
法
の
融
合
と
い

う
想
定
の
も
と
で
は
、
市
民
相
）
95
（
互
の
、
あ
る
い
は
市
民
と
政
府
の
あ
い
だ
で
生
じ
る
「
法
」
は
そ
れ
自
体
で
人
間
の
到
達
点
で
あ
り
、
人

間
の
到
達
点
を
示
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
。
こ
れ
が
、
市
民
が
法
へ
の
忠
誠
義
務
を
負
う
と
す
る
論
拠
で
あ
）
96
（
る
。

　
さ
て
、
本
章
の
ま
と
め
に
入
ろ
う
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
一
九
六
九
年
に
出
版
さ
れ
た
フ
ラ
ー
『
法
の
道
徳
性
』
改
訂
版
の
「
批
判
者

へ
の
応
答
」
を
参
照
し
た
。
彼
は
ま
ず
、
な
ぜ
か
く
も
論
争
で
両
者
が
す
れ
違
っ
た
の
か
、
出
発
点
の
違
い
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の

検
討
に
よ
る
と
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
な
ど
を
も
含
む
幅
広
い
意
味
で
の
法
実
証
主
義
者
が
、
五
つ
の
前
提
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
前

提
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
ハ
ー
ト
ら
法
実
証
主
義
者
と
フ
ラ
ー
の
あ
い
だ
の
重
要
な
相
違
点
へ
と
結
実
す
る
。
そ
の
相
違
点
こ
そ
、
法
シ
ス

テ
ム
を
維
持
す
る
よ
う
努
力
し
て
い
る
人
々
や
公
務
員
が
ま
さ
に
協
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
次
元
で
あ
る
。
法
実
証
主
義
者
は
法

を
権
威
の
一
方
的
な
投
射
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
法
秩
序
の
構
成
員
で
あ
る
は
ず
の
市
民
が
そ
こ
か
ら
放
逐
さ
れ
る
。
他
方
の

フ
ラ
ー
は
社
会
的
次
元
に
立
法
者
と
市
民
の
相
互
性
を
見
出
し
、「
毒
殺
の
道
徳
」
批
判
に
応
答
す
る
。
そ
し
て
、
権
威
の
一
方
的
な
投

射
と
し
て
法
を
捉
え
る
見
解
に
お
い
て
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
一
部
遵
守
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
実
効

性
の
原
理
と
し
て
機
能
す
る
だ
け
で
あ
る
。
対
す
る
フ
ラ
ー
は
、
立
法
者
と
市
民
の
相
互
性
や
人
々
の
相
互
行
為
に
お
け
る
相
互
性
を
前
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提
し
た
も
の
と
し
て
法
を
捉
え
る
。
そ
の
相
互
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
法
へ
の
忠
誠
と
い
う
概
念
を
あ
げ
、
そ
れ
を
リ
ー
ガ
リ

テ
ィ
の
原
理
と
対
応
す
る
形
で
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
ハ
ー
ト
＝
フ
ラ
ー
論
争
の
対
立
点
を
明
確
に
し
、
ハ
ー
ト
以
外
の
論

者
に
よ
る
諸
批
判
の
検
討
を
し
た
い
。

四
　
論
争
の
波
及

㈠
　
論
点
の
再
構
築

　
こ
の
論
争
全
体
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ー
が
得
意
で
は
な
い
分
析
法
理
学
の
手
法
に
の
っ
と
っ
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
）
97
（

た
だ

と
か
、
最
後
ま
で
平
行
線
を
た
ど
っ
た
だ
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
評
価
が
適
切
で
あ
る
か
を
決
め
る
こ
と
は
本
稿

の
関
心
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
論
争
の
戦
線
は
拡
大
す
る
ば
か
り
で
、
一
向
に
収
束
を
み
な
い
と
い
う
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の

論
争
か
ら
適
切
な
含
意
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
何
が
真
に
対
立
点
で
あ
っ
た
の
か
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
も
っ
て
、
ハ
ー
ト
と
フ
ラ
ー
と
で
は
、「
法
」
と
い
う
言
葉
で
意
味
す
る
こ
と
が
明
確
に
異
な
る
。
ハ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
説
明
し
た
よ
う
に
、
彼
は
法
を
第
一
次
ル
ー
ル
と
第
二
次
ル
ー
ル
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
捉
え
る
。
第
二
次
ル
ー
ル
の
う
ち
、
と
く
に

承
認
の
ル
ー
ル
の
存
在
根
拠
は
、
公
的
な
規
準
と
し
て
公
務
員
に
実
効
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
公
務
員
・
市
民
に
か
か
わ

ら
ず
一
般
に
服
従
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
二
つ
に
求
め
ら
れ
る
。
承
認
の
ル
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
性
質
か
ら
、
ハ
ー
ト
自
身
も
認
め
て
い
る

よ
う
に
、
そ
の
極
端
な
場
合
に
市
民
は
屠
畜
場
に
送
ら
れ
る
羊
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
他
方
、
フ
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ト
の
描
像

を
拒
否
す
る
。
法
と
管
理
型
指
令
の
区
別
を
設
け
た
う
え
で
、
前
者
に
該
当
す
る
法
シ
ス
テ
ム
は
市
民
の
相
互
行
為
や
市
民
と
政
府
の
相

互
性
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ー
に
と
っ
て
市
民
は
、
法
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
能
動
的
に
活
動
す
る
主
体
で
あ
り
、
ま
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さ
に
法
シ
ス
テ
ム
の
一
部
な
の
で
あ
）
98
（
る
。
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
法
シ
ス
テ
ム
下
で
の
市
民
の
振
る
舞
い
方
を
屠
畜
場
に
送
ら
れ
る

羊
に
な
ぞ
ら
え
る
ハ
ー
ト
の
議
論
を
フ
ラ
ー
は
拒
絶
す
る
。
ハ
ー
ト
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
フ
ラ
ー
か
ら
す
れ
ば
法
の
も
つ
社
会
的
次

元
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
両
者
の
「
法
」
と
い
う
語
の
用
い
方
の
違
い
は
、
単
な
る
言
葉
の
上
の
対
立
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
法
」
に
お
い
て
前
提
さ
れ
る

市
民
観
は
、
両
者
の
実
効
性
の
議
論
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
。
ハ
ー
ト
法
理
論
に
お
い
て
実
効
性
は
妥
当
性
と
の
関
係
で
理
解
さ
れ
る
。

彼
に
よ
る
と
、
あ
る
ル
ー
ル
が
法
的
妥
当
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
、
承
認
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
実
効
性
が

「
一
定
の
行
動
を
要
求
す
る
法
的
ル
ー
ル
が
た
い
て
い
従
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
意
味
す
る
な
ら
ば
」
と
留
保
を
つ
け
た
う
え
で
、

実
効
性
と
妥
当
性
の
関
係
に
は
な
ん
ら
必
然
的
関
係
は
な
い
と
述
べ
）
99
（
る
。
こ
の
見
解
は
、
ま
さ
に
市
民
を
屠
畜
場
に
送
ら
れ
る
羊
に
な
ぞ

ら
え
る
も
の
だ
ろ
う
。
他
方
フ
ラ
ー
に
お
い
て
、
市
民
は
法
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
し
て
能
動
的
に
活
動
す
る
主
体
で
あ
る
か
ら
、
実
効
性

は
妥
当
性
に
と
っ
て
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
効
性
と
妥
当
性
と
い
う
論
点
で
も
ま
た
、
両
者
は
対
立
す
る
。

　
ま
た
、
第
一
の
点
に
関
連
し
て
、
両
者
は
市
民
観
、
あ
る
い
は
人
間
観
に
お
い
て
、
根
本
的
に
異
な
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。
と
は
い
え
、

論
争
の
「
出
発
点
に
お
い
て
如
何
と
も
し
が
た
い
隔
た
り
が
あ
っ
）
100
（
た
」
と
し
て
も
、
論
争
が
す
れ
違
い
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
道
徳
か
と
い
う
問
題
や
、
毒
殺
の
道
徳
の
批
判
で
真
に
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

市
民
の
地
位
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ー
陣
営
が
優
位
に
立
つ
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
問
い
で
は
な
く
、
法
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
も

取
り
組
ま
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
）
101
（
る
。
こ
の
視
点
か
ら
整
理
す
る
な
ら
ば
、
ハ
ー
ト
は
法
的
妥
当
性
の
領
域
か
ら
市
民
を
ほ
と
ん
ど
排
除
し
、

公
務
員
が
法
シ
ス
テ
ム
の
主
役
を
担
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
対
す
る
フ
ラ
ー
は
、
市
民
は
法
シ
ス
テ
ム
の
一
部
で
あ
り
、
能
動
的
に

活
動
す
る
主
体
で
あ
り
、
政
府
と
の
関
係
で
は
相
互
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ー
の
法
理
論
に
お
い
て
、
市
民
の
参
加
や

法
へ
の
忠
誠
は
、
実
効
性
や
妥
当
性
に
と
っ
て
の
重
要
な
条
件
で
あ
る
。
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㈡
　
ラ
ズ
、
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
へ
の
応
答

1　

ラ
ズ
に
よ
る
批
判

　
フ
ラ
ー
へ
の
批
判
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ト
に
よ
る
批
判
以
外
に
は
、
ラ
ズ
に
よ
る
も
の
が
重
要
で
あ
る
。
ラ
ズ
は
、
フ
ラ
ー
に
よ
る
リ
ー

ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
に
関
す
る
一
連
の
主
張
を
法
の
支
配
に
関
す
る
主
張
と
読
み
替
え
た
上
で
、
そ
れ
が
悪
し
き
目
的
に
も
仕
え
る
こ
と
を

示
そ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
有
名
な
ナ
イ
フ
の
例
で
あ
る
。

　
鋭
利
で
あ
る
こ
と
は
ナ
イ
フ
を
よ
い
も
の
に
す
る
（good-m

aking

）
固
有
の
性
質
で
あ
る
。
よ
い
ナ
イ
フ
と
は
、
と
り
わ
け
鋭
い
ナ
イ
フ
の
こ
と

で
あ
る
。
同
様
に
、
法
の
支
配
へ
の
適
合
は
諸
法
の
固
有
の
価
値
で
あ
り
、
実
際
に
そ
れ
は
最
も
重
要
な
固
有
の
価
値
で
あ
）
102
（

る
。

つ
ま
り
、
ま
ず
ナ
イ
フ
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
用
途
や
目
的
に
仕
え
よ
う
と
も
、
鋭
利
で
あ
る
こ
と
は
ナ
イ
フ
に
と
っ
て
固
有
の
価
値

で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
法
の
支
配
へ
の
適
合
も
ま
た
、
法
に
と
っ
て
の
固
有
の
価
値
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
価
値
は
道
徳
的
な
価
値
で
は
な
い
。

　
法
は
、
他
の
道
具
と
同
じ
よ
う
に
、（
…
…
）
目
的
に
対
し
て
中
立
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
道
徳
的
に
中
立
で
あ
る
特
定
の
美
徳
（virtue

）
な
の

で
あ
る
。
法
は
効
率
性
（efficiency

）
と
い
う
価
値
を
も
つ
。
そ
し
て
そ
れ
は
道
具
と
し
て
道
具
的
な
価
値
を
も
つ
の
で
あ
る
。
法
に
と
っ
て
こ
の

価
値
と
い
う
の
は
法
の
支
配
で
あ
）
103
（
る
。

こ
う
し
て
ラ
ズ
は
、
法
の
支
配
は
法
に
と
っ
て
固
有
の
価
値
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
道
徳
的
な
美
徳
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
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結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
そ
れ
自
体
が
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
フ
ラ
ー
に
対
す
る
批
判

と
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
批
判
は
ほ
と
ん
ど
毒
殺
の
道
徳
の
批
判
と
同
型
の
議
論
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
ラ
ズ
の
批
判
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
そ
れ
自

体
が
道
徳
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
そ
れ
自
体
は
、
法
内
在
道

徳
と
法
外
在
道
徳
の
区
別
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
正
義
や
平
等
、
人
権
と
い
っ
た
実
質
的
価
値
に
つ
い
て
の
原
理
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
う
い
っ
た
実
質
的
価
値
の
み
を
道
徳
的
と
評
価
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
そ
れ
自
体
は
道
徳
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
フ
ラ
ー
法
理
論
全
体
を
踏
ま
え
て
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
批
判
は
市
民
を
法
シ
ス
テ
ム
か

ら
排
除
す
る
見
解
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
市
民
の
行
為
者
性
や
人
格
な
ど
を
前
面
に
押
し
出
し
た
フ
ラ
ー
解
釈
を
す
る

な
ら
）
104
（

ば
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
尊
重
は
結
果
的
に
道
徳
的
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

2　

ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
の
検
討

　
ハ
ー
ト
や
ラ
ズ
の
批
判
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
そ
れ
自
体
が
道
徳
で
は
な
い
と
い
う
側
面
に
の
み
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

同
じ
く
法
実
証
主
義
者
の
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
（Jerem

y W
aldron

）
に
よ
る
検
）
105
（

討
は
、
そ
れ
ら
と
は
一
線
を
画
す
検
討
と

な
っ
て
い
る
。
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
道
徳
的
で
あ
り
、
か
つ
法
実
証
主
義
者
も
受
容
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
方
向
で
の
検
討
を
し
て
い
る
。

　
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
は
ま
ず
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
に
関
す
る
フ
ラ
ー
の
法
理
論
に
は
二
つ
の
問
題
意
識
が
あ
る
と
考
え
）
106
（

る
。
第
一
の
ア

ジ
ェ
ン
ダ
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
と
、
ル
ー
ル
の
体
系
（system

 of rule
）
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
性
格
づ
け
る
法
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
お
よ
び
法
シ
ス
テ
ム
の
あ
い
だ
の
関
係
は
な
に
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
法
概
念
な
い
し

法
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
い
か
な
る
重
要
性
を
も
つ
の
か
、
こ
の
原
理
は
そ
れ
ら
の
存
在
条
件
を
規
定
し
て
い
る
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の
か
と
問
う
こ
と
に
あ
る
。
フ
ラ
ー
法
理
論
の
第
二
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
と
、
ル
ー
ル
の
体
系
を
わ
れ
わ
れ
が
評

価
す
る
際
に
用
い
る
正
義
や
権
利
、
共
通
善
の
促
進
と
の
関
係
と
は
な
に
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
に

よ
っ
て
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
道
徳
的
な
重
要
性
（significant

）
を
も
つ
か
と
い
う
問
い
へ
と
変
換
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ー
の
立
場
は
、「
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
遵
守
は
法
概
念
な
い
し
法
シ
ス
テ
ム
の
概
念
を

ル
ー
ル
の
体
系
に
適
用
（application

）
す
る
た
め
の
必
然
的
規
準
の
一
つ
で
あ
る
」
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
ル
ー
ル
の
体

系
が
そ
れ
自
体
で
ま
ず
存
在
し
う
る
が
、
そ
れ
に
法
な
い
し
法
シ
ス
テ
ム
の
概
念
を
適
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
リ
ー
ガ
リ

テ
ィ
の
原
理
の
遵
守
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
法
実
証
主
義
者
の
立
場
は
そ
れ
ら
へ
の
適
用
の
た
め
の
必
然
的
規
準

の
一
つ
で
は
な
い
と
規
定
さ
れ
る
。
フ
ラ
ー
法
理
論
の
第
一
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
は
、
こ
の
線
で
対
立
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
、
こ

の
第
一
の
問
題
を
⑴
、
こ
れ
に
対
し
て
肯
定
的
に
答
え
る
見
解
を
（1a）
、
否
定
的
に
答
え
る
見
解
を
（1b）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
）
107
（

る
。

　
次
に
、
フ
ラ
ー
法
理
論
の
第
二
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
と
り
上
げ
よ
）
108
（
う
。
彼
は
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
道
徳
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、

上
で
定
式
化
さ
れ
た
ア
ジ
ェ
ン
ダ
は
次
の
よ
う
な
問
い
に
導
か
れ
る
。
そ
の
問
い
と
は
、「
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
遵
守
が
、
ル
ー
ル

の
体
系
の
道
徳
的
な
質
に
積
極
的
な
違
い
を
も
た
ら
す
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
第
二
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
⑵
、
こ
れ

に
対
し
て
肯
定
的
に
答
え
る
見
解
を
（2a）
、
否
定
的
に
答
え
る
見
解
を
（2b）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
問
い
へ
の
フ
ラ
ー
の
回
答
は
（2a）
で
あ

る
。
他
方
、
法
実
証
主
義
者
の
回
答
は
、「
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
遵
守
が
ル
ー
ル
の
体
系
に
も
た
ら
す
道
徳
的
な
違
い
に
つ
い
て
、

確
実
な
一
般
化
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
（2b）
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
は
、
法
実
証
主
義
者
が
と
り
う
る
⑵
の
回
答
を
さ
ら
に
洗
練
さ
せ
、
法
実
証
主
義
者
が
採
り
う
る
回
答
を
二
つ

提
示
す
）
109
（
る
。
そ
の
回
答
と
は
、
①
シ
ス
テ
ム
が
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
遵
守
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
道
徳
的
な
重

要
性
は
全
く
存
在
し
な
い
、
②
シ
ス
テ
ム
が
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
遵
守
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
決
定
的
な
道
徳

的
重
要
性
（conclusive m

oral significance

）
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
ハ
ー
ト
が
と
る
回
答
は
②
で
あ
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る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
遵
守
は
そ
れ
自
体
で
道
徳
的
な
重
要
性
を
も
つ
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
が
、
ま
っ
た

く
道
徳
的
な
重
要
性
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
と
ハ
ー
ト
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
遵
守

が
何
ら
か
の
意
味
で
道
徳
的
な
重
要
性
を
も
つ
の
で
あ
れ
ば
、
ハ
ー
ト
ら
法
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
も
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
受
容
可

能
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
実
効
性
の
観
点
か
ら
し
か
捉
え
て
こ
な
か
っ
た
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
に
係
る
論
点

が
、
法
実
証
主
義
者
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
は
以
上
の
議
論
を
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
ハ
ー
ト
は
、
⑴
の
問
い
と
⑵
の

問
い
を
注
意
深
く
わ
け
た
う
え
で
、
⑵
の
問
い
に
つ
い
て
は
肯
定
的
に
答
え
つ
つ
、
⑴
の
問
い
に
は
否
定
的
に
答
え
る
こ
と
に
な
）
110
（

る
。
⑵

に
肯
定
的
に
答
え
る
と
い
う
の
は
、
②
の
意
味
で
、
す
な
わ
ち
、「
シ
ス
テ
ム
が
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
遵
守
し
て
い
る
と
い
う
事
実

か
ら
引
き
出
さ
れ
る
決
定
的
な
道
徳
的
重
要
性
は
存
在
し
な
い
」
が
、
何
ら
か
の
意
味
で
道
徳
的
な
重
要
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

　
す
る
と
、
（2a）
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
道
徳
的
重
要
性
を
区
別
で
き
よ
）
111
（

う
。
第
一
に
、「
偶
然
的
な
（contingent

）
道
徳
的
重
要
性
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
に
依
拠
す
る
仕
方
で
あ
る
。「
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
遵
守
と
関
係
す
る
ル
ー
ル
の
体
系
の
特
性
が
道
徳
的
な
重
要
性

を
有
す
る
他
の
道
徳
的
原
理
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
た
め
に
、
（2a）
が
真
と
な
る
」
と
き
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
遵
守
に
は
偶
然
的
な

道
徳
的
重
要
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
偶
然
的
と
い
う
の
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
遵
守
そ
れ
自
体
が
道
徳
的
重
要
性
を
も
つ
の
で
は

な
く
、
そ
の
遵
守
に
よ
っ
て
他
の
点
で
道
徳
的
重
要
性
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
法
実
証
主
義
者
は
（2a）
を
認
め
る
だ
ろ

う
。
①
と
②
の
相
違
を
検
討
し
た
際
に
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ハ
ー
ト
ら
法
実
証
主
義
者
が
否
定
す
る
の
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原

理
の
遵
守
が
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
遵
守
が
他
の
道
徳
的
原
理
を
導
く
と
い
う
意
味
で
道
徳
的
な
重
要
性
を
も
つ

と
い
う
こ
と
は
法
実
証
主
義
者
も
容
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
は
「
非
偶
然
的
な
（noncontingent

）
道
徳
的
重

要
性
」
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
こ
れ
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
道
徳
的
な
重
要
性
が
偶
然
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
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原
理
そ
れ
自
体
が
道
徳
的
原
理
や
道
徳
的
価
値
を
具
体
化
す
る
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
遵
守
が
必
然
的
か
つ

決
定
的
な
道
徳
的
重
要
性
を
も
つ
と
す
る
見
解
は
、
（1a）
と
（2a）
の
両
方
を
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ー
の
立
場
そ
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
実
証
主
義
者
は
非
偶
然
的
な
道
徳
的
重
要
性
を
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
に
認
め
る
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
が
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
の
検
討
で
あ
る
。
彼
の
議
論
は
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
法
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
も
受
容
可
能
で
あ
る
こ
と

を
説
得
的
な
形
で
提
示
し
た
点
で
参
照
に
値
し
よ
う
。
と
は
い
え
、
先
の
議
論
を
踏
ま
え
た
彼
の
立
場
は
フ
ラ
ー
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
立
場

と
は
異
な
る
。
フ
ラ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
法
内
在
道
徳
と
い
う
呼
称
か
ら
も
読
み
取
れ
る
こ
と
だ
が
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
は
そ
れ
自
体

道
徳
で
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
の
検
討
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
法
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
偶
然
的
な
道
徳
的
重
要
性
が

あ
る
と
い
う
意
味
で
受
容
可
能
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原
理
そ
れ
自
体
は
法
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
で
も
な
け

れ
ば
、
決
定
的
な
道
徳
的
重
要
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

　
で
は
本
稿
の
立
場
か
ら
、
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
の
検
討
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
本
稿
の
関
心
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の

原
理
の
検
討
を
踏
ま
え
、
ハ
ー
ト
＝
フ
ラ
ー
論
争
に
お
け
る
真
の
対
立
点
を
特
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
両
者
に
お

い
て
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
市
民
の
地
位
が
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ー
の
関
心
は
、
一
九
五
八
年
の
論
文
か

ら
続
く
も
の
と
し
て
、
ナ
チ
ス
体
制
な
ど
の
邪
悪
な
体
制
に
抗
し
て
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
や
秩
序
の
道
徳
、
市
民
と
政
府
の
相
互
性
な

ど
を
あ
げ
、
法
（
シ
ス
テ
ム
）
と
敬
意
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
た
め
の
条
件
を
特
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
目
的
さ
え
達

成
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
の
関
心
を
損
ね
る
こ
と
な
く
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
そ
れ
自
体
は
道
徳
で
は
な
い
と
認
め
る
こ
と
も
で
き

る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
法
内
在
道
徳
と
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
譲
歩
を
認

め
る
に
し
て
も
、
フ
ラ
ー
法
理
論
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
一
線
が
あ
る
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ー
を
擁
護
す
る
上
で
重
要
な
点
は
、
リ
ー
ガ
リ

テ
ィ
の
原
理
を
道
徳
な
い
し
何
ら
か
の
規
範
的
な
原
）
112
（

理
で
あ
る
と
は
認
め
ず
、
市
民
を
屠
畜
場
に
送
ら
れ
る
羊
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
み

る
見
解
は
、
邪
悪
な
体
制
に
対
抗
す
る
理
論
を
持
ち
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
は
、
他
の
箇
所
で
市
民
の
地
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位
に
つ
い
て
論
じ
て
お
）
113
（
り
、
い
ま
一
度
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

五
　
結
語
に
代
え
て

　
本
稿
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
を
鍵
概
念
と
し
た
論
争
の
検
討
を
踏
ま
え
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
が
前
提
す
る
市
民
の
地
位
と
い
う
論
争
の
対
立

点
を
特
定
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
争
が
非
常
に
広
範
な
ト
ピ
ッ
ク
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
い
ま
だ
十
分
に
吟
味
さ
れ
て
い

な
い
主
張
が
積
み
残
さ
れ
て
い
た
り
、
両
者
の
立
場
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
り
す
る
見
解
が
あ
る
。
最
後
に
こ
の
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
本
稿
が
特
定
し
た
論
争
の
対
立
点
が
、
市
民
の
地
位
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
関
連
す
る
。
フ
ラ
ー
の
法
理
論
は
市
民
の
行

為
者
性
や
人
格
と
い
う
道
徳
的
重
要
性
を
認
め
る
方
向
で
議
論
を
す
す
め
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
が
真
に
価
値
で
あ
る
か
は
実
は
自
明
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
、
道
徳
哲
学
者
・
法
哲
学
者
の
安
藤
馨
が
、
功
利
主
義
の
立
場
か
ら
「『
人
格
』
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
ど
れ
ほ
ど
価

値
が
あ
る
か
は
疑
わ
れ
て
も
良
）
114
（
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
背
景
に
あ
る
道
徳
理
論
に
よ
っ
て
人
格
に
価
値
が
あ
る
か
否
か
が

決
ま
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
こ
の
点
の
説
明
は
フ
ラ
ー
に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
第
二
に
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
遵
守
が
基
本
的
に
立
法
者
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
受
け
、
そ
れ
を
立
法
者
の
徳
と
し
て
再
構

成
す
る
見
解
が
あ
）
115
（
る
。
こ
の
議
論
は
、
ま
ず
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
道
徳
性
を
、
邪
悪
な
立
法
者
に
よ
っ
て
も
遵
守
可
能
で
あ
る
こ
と

を
理
由
に
否
定
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
原
理
の
賢
慮
的
な
性
格
に
徳
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
展
開
を
と
る
。
こ
の
よ
う
な

リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
へ
の
理
解
は
フ
ラ
ー
の
理
解
か
ら
は
離
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
立
法
者
に
課
さ
れ
る
特
別
な
要
請
と
し
て
リ
ー

ガ
リ
テ
ィ
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
る
点
で
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
の
ほ
か
に
も
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
を
積
極
的
に
取
り
込
も
う
と
す
る
法
実
証
主
義
者
の
議
論
が
い
く
つ
か
存
在
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す
る
。
と
く
に
、
ス
コ
ッ
ト
・
シ
ャ
ピ
ロ
（Scott J. Shapiro

）
の
計
画
と
し
て
の
法
と
い
う
議
）
116
（
論
や
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
を
法
的
妥
当
性

と
理
解
す
る
議
）
117
（

論
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
議
論
も
、
本
稿
の
整
理
を
踏
ま
え
た
う
え
で
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
四
に
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
法
に
特
有
の
原
理
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
他
の
規
制
的
概
念
に
応
用
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
統
治
の
手
段
が
な
ぜ
法
か
」
と
い
う
問
題
意
識
が
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
い
う
新
た
な
規
制
概
念
の
登
場

を
受
け
て
提
示
さ
れ
て
い
）
118
（
る
。
こ
れ
に
対
し
て
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
の
か
も
ま
た
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

　
市
民
は
羊
だ
ろ
う
か
。
市
民
は
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ー
が
提
示
し
た
こ
の
根
本
問
題

は
、
い
ま
だ
に
解
決
を
み
て
い
な
い
。
論
争
は
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
）  

プ
ラ
ト
ン
（
久
保
勉
訳
）『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
　
ク
リ
ト
ン
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
2
）  

グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
（
小
林
直
樹
訳
）「
実
定
法
の
不
法
と
実
定
法
を
超
え
る
法
」『
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
第
4
巻
　
実
定
法
と
自
然

法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
年
）
二
四
九
―
二
六
八
頁
。

（
3
）  

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
前
掲
注
（
2
）、
二
六
一
頁
。

（
4
）  

悪
法
問
題
は
遵
法
責
務
に
関
す
る
問
題
を
提
起
す
る
。「
不
正
な
法
に
従
う
道
徳
的
義
務
は
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
遵
法
責
務
を
問

う
も
の
と
し
て
、
横
濱
竜
也
『
遵
法
責
務
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）。

（
5
）  

ハ
ー
ト
＝
フ
ラ
ー
論
争
に
言
及
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
そ
の
う
ち
主
要
な
も
の
と
し
て
は
、
参
照
、
田
中
成
明

『
法
の
支
配
と
実
践
理
性
の
制
度
化
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）、
中
山
竜
一
「『
ハ
ー
ト
＝
フ
ラ
ー
論
争
』
を
読
み
直
す

―
Ｎ
・
レ
イ
シ
―
に

よ
る
思
想
史
的
発
掘
か
ら

―
」『
法
の
理
論 

30
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
一
四
一
―
一
六
四
頁
、
濱
真
一
郎
『
ハ
ー
ト
対
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

論
争
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
』（
成
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）、
深
田
三
徳
『〈
法
の
支
配
と
立
憲
主
義
〉
と
は
何
か
：
法
哲
学
・
法
思
想
か
ら
考
え
る
』

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
一
年
）。See, Jerem

y W
aldron, 

“Why Law
―Efficacy, Freedom

, or Fidelity?

”, Law and Philosophy, vol. 
13, 1994, pp. 259 -284; N

igel Sim
m
onds, Law as a M

oral Idea, O
xford U

niversity Press, 2007; Peter Cane 

（ed.

）, The H
art-

Fuller D
ebate in the Twenty-First Century: 50 Years O

n, Bloom
sbury Publishing, 2010. 

ま
た
、N

ew York U
niversity Law Review, 

vol. 83, no. 4

に
収
録
さ
れ
た
一
連
の
論
文
も
ハ
ー
ト
＝
フ
ラ
ー
論
争
を
検
討
し
て
い
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
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（
6
）  H

. L. A. H
art, 

“Positivism
 and the Separation of Law

 and M
orals

”, H
arvard Law Review, vol. 71, 1958, pp. 593 -629. （
Ｈ
・

Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
（
上
山
友
一
・
松
浦
好
治
訳
）「
実
証
主
義
と
法
・
道
徳
分
離
論
」、
同
『
法
学
・
哲
学
論
集
』
第
二
章
（
み
す
ず
書
房
、
一
九

九
〇
年
）
五
九
―
一
〇
二
頁
）。

（
7
）  L. L. Fuller, 

“Positivism
 and Fidelity to Law

: A Reply to Professor H
art

”, H
arvard Law Review, vol. 71, 1958, pp. 630 -672.

（
8
）  H

. L. A. H
art, The Concept of Law, Third Edition, O

xford U
niversity Press, 2012. 

（
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
（
長
谷
部
恭
男
訳
）

『
法
の
概
念
〔
第
3
版
〕』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
四
年
））。
な
お
、
参
照
す
る
『
法
の
概
念
』
が
第
一
版
で
あ
る
か
他
の
版
で
あ
る
か
は
本
稿
の

議
論
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
第
三
版
を
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
9
）  H

. L. A. H
art, 

“The M
orality of Law

”, H
arvard Law Review, vol. 78, 1965, pp. 1281 -1296. 

（
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
（
小
林
和

之
・
松
浦
好
治
訳
）「
ロ
ン
・
Ｌ
・
フ
ラ
ー
著
『
法
と
道
徳
』」、
ハ
ー
ト
・
前
掲
注
（
6
）
所
収
、
三
八
九
―
四
一
一
頁
）。

（
10
）  L. L. Fuller, The M

orality of Law, Revised Edition, Yale U
niversity Press, 1969. （

第
一
版
の
邦
訳
と
し
て
、
Ｌ
・
Ｌ
・
フ
ラ
ー
（
稲

垣
良
典
訳
）『
法
と
道
徳
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
））。

（
11
）  

こ
の
よ
う
な
理
解
を
採
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
中
山
竜
一
『
二
十
世
紀
の
法
思
想
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）、
五
七
―
六
二
頁
。See, 

N
eil M

acCorm
ick, H

. L. A
. H

art, Second Edition, Stanford U
niversity Press, 2008, p. 10. 

（
第
一
版
の
邦
訳
と
し
て
、
Ｎ
・
マ
コ
ー

ミ
ッ
ク
（
角
田
猛
之
監
訳
）『
ハ
ー
ト
法
理
学
の
全
体
像
』（
晃
洋
書
房
、
一
九
九
六
年
））。

（
12
）  

フ
ラ
ー
は
こ
の
ほ
か
に
、「
法
そ
れ
自
体
の
道
徳
性
（the m

orality of law
 itself

）」
や
「
独
自
の
暗
黙
の
道
徳
性
（ow

n im
plicit m

orality

）」

と
い
っ
た
用
語
を
使
用
す
る
が
、
こ
れ
ら
も
法
内
在
道
徳
を
指
し
て
い
る
。

（
13
）  

「
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
（legality

）」
は
、
合
法
性
、
法
律
性
、
則
法
性
な
ど
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
注
意
が
必
要
な
の
は
、
大
陸
法
系

のLegalität

と
英
米
法
系
のLegality

と
で
同
じ
「
合
法
性
」
と
い
う
訳
が
与
え
ら
れ
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
ま
か
に
言
え
ば
、
前
者
は
制

定
法
適
合
性
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
は
こ
の
意
味
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
合
法
性
と
い
う
訳
語

は
い
さ
さ
か
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。
ま
た
、
法
律
性
や
則
法
性
と
い
っ
た
訳
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
い

難
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
「
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、Legalität

とLegality

の
異
同
に
つ
い
て
は
、

参
照
、
田
中
・
前
掲
注
（
5
）、
一
六
六
―
一
六
七
頁
、
注
1
。

（
14
）  

中
山
・
前
掲
注
（
11
）、
五
七
頁
。

（
15
）  

な
お
、
本
稿
で
は
、
後
に
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
と
法
内
在
道
徳
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
区
別
を
示
す
ま
で
は
、
フ
ラ
ー
の
用
語
法
に
則
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る
こ
と
に
す
る
。

（
16
）  Fuller, supra note 10, Chapter 2.

（
17
）  

「
一
般
性
（generality

）」
は
フ
ラ
ー
自
身
の
用
語
法
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
か
ら
す
れ
ば
「
法
の
存
在
」
の
方
が
適
切
で
あ
る
。
参
照
、
椎

名
智
彦
「
フ
ラ
ー
解
釈
の
新
局
面

―
法
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
人
間
像

―
」『
法
哲
学
年
報
2
0
1
4
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）
一
九

四
―
二
〇
五
頁
。

（
18
）  
数
少
な
い
例
外
と
し
て
、
田
中
成
明
の
研
究
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
参
照
、
田
中
・
前
掲
注
（
5
）、
田
中
成
明
「『
合
法
性
』
に
関
す
る
法
理

学
的
考
察

―
ロ
ン
・
Ｌ
・
フ
ラ
ー
の
見
解
を
手
が
か
り
に

―
」
矢
崎
光
圀
他
（
編
）『
現
代
の
法
哲
学

―
井
上
茂
教
授
還
暦
記
念
』（
有
斐

閣
、
一
九
八
一
年
）、
三
七
一
―
四
〇
八
頁
。

（
19
）  

直
後
に
触
れ
る
タ
マ
ナ
ハ
や
ラ
ズ
の
ほ
か
に
も
、
Ｍ
・
Ｈ
・
ク
レ
イ
マ
ー
や
Ａ
・
マ
ル
モ
ー
、
Ｄ
・
ダ
イ
ゼ
ン
ハ
ウ
ス
な
ど
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ

と
法
の
支
配
を
同
一
視
す
る
論
者
は
多
い
。See, M

atthew
 H

. Kram
er, O

bjectivity and the Rule of Law, Cam
bridge U

niversity Press, 
2007; Andrei M

arm
or, 

“The Rule of Law
 and Its Lim

its

”, Law and Philosophy, vol. 23, no. 1, 2004, pp. 1 -43; D
avid D

yzenhaus, 

“The G
rudge Inform

er Case Revisited

”, N
ew York U

niversity Law Review, vol. 83, no. 4, 2008, pp. 1000 -1034.

（
20
）  

深
田
・
前
掲
注
（
5
）、
第
三
章
。

（
21
）  B. Tam

anaha, Law as a M
eans to an End, Cam

bridge U
niversity Press, 2006, pp. 227 -228.

（
22
）  J. Raz, 

“The Rule of Law
 and its V

irtue
”, in Joseph Raz, The A

uthority of Law: Essays on Law and M
orality, Second Edition, 

O
xford U

niversity Press, 2009, p. 223.

（
23
）  

フ
ラ
ー
は
、
法
の
支
配
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
に
お
い
て
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
の
一
部
が
法
の
支
配
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。See, Fuller, supra note 10, pp. 209 -210.

（
24
）  

な
お
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
意
義
と
し
て
は
、
後
に
言
及
す
る
法
的
妥
当
性
と
の
関
連
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
Ｊ
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
の
よ
う
に
法
実
証

主
義
を
法
的
妥
当
性
に
関
す
る
見
解
で
あ
る
と
整
理
す
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ー
の
議
論
を
法
的
妥
当
性
に
関
す
る
見
解
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
。See, John G

ardner, Law as a Leap of Faith, O
xford U

niversity Press, 2012, Chapter 2.

（
25
）  H

art, supra note 6, p. 617.

（
26
）  H

art, supra note 6, pp. 618 -619.

（
27
）  H

art, supra note 6, pp. 619 -620.
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（
28
）  H

art, supra note 8, pp. 80 -81.

（
29
）  H

art, supra note 8, pp. 92 -97.
（
30
）  H

art, supra note 8, pp. 105 -108.
（
31
）  H

art, supra note 8, pp. 116 -117.
（
32
）  
ハ
ー
ト
に
お
い
て
「
公
務
員
」
と
は
、
法
曹
や
立
法
者
な
ど
法
の
運
用
に
関
わ
る
人
々
を
指
す
用
語
で
あ
る
。

（
33
）  H

art, supra note 8, pp. 88 -91.

（
34
）  H

art, supra note 8, p. 117.

（
35
）  H

. L. A. H
art, 

“The N
ew

 Challenge to Legal Positivism

”, O
xford Journal of Legal Studies, vol. 36, no. 3, 2016, p. 463.

（
36
）  H

art, supra note 35, pp. 460 -461.

（
37
）  H

art, supra note 8, pp. 188 -191.

（
38
）  H

art, supra note 8, pp. 194 -198.

（
39
）  Fuller, supra note 7, pp. 654 -655.

（
40
）  Fuller, supra note 7, p. 661.

（
41
）  Fuller, supra note 7, p. 642.

（
42
）  Fuller, supra note 7, p. 644.

（
43
）  Fuller, supra note 7, p. 660.

（
44
）  H

art, supra note 6, p. 620.

（
45
）  Fuller, supra note 7, pp. 645 -646.

（
46
）  

「
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
ー
ト
教
授
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
に
も
た
ら
さ
れ
て
き
た
も
の
よ
り
も
魔
女
の
大
釡
の
匂
い
が
す
る
方
へ
と
接
近
す
る
た
め

に
、
少
し
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
論
文
で
無
視
さ
れ
て
い
た
問
題
の
側
面
、
す
な
わ
ち
私
が
法
そ
れ
自
体
の
内
在
道
徳

と
呼
ん
だ
も
の
を
ど
の
程
度
ナ
チ
ス
が
遵
守
し
た
の
か
も
ま
た
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」。See, Fuller, supra note 7, p. 650.

（
47
）  See, H

art, supra note 9; Ronald D
w
orkin, 

“Philosophy, M
orality, and Law

―O
bservations Prom

pted by Professor Fuller

’s 
N
ovel Claim

”, Pennsylvannia Law Review, vol. 113, 1965, pp. 668 -690.

（
48
）  Fuller, supra note 10, p. 41.
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（
49
）  Fuller, supra note 10, pp. 131 -133.

（
50
）  Fuller, supra note 10, pp. 5 -9.

（
51
）  Fuller, supra note 10, pp. 42 -43.

（
52
）  
フ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
法
（
シ
ス
テ
ム
）
が
目
指
す
べ
き
完
全
性
の
目
標
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
し
か
し
、
彼
は
法
シ
ス
テ
ム
が
目
指
す
べ
き
完
全
性
の
目
標
の
内
容
を
何
ら
記
述
し
て
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
理
想
を
想
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
不
明
で
あ
る
。

（
53
）  Fuller, supra note 10, pp. 43 -44.

（
54
）  Fuller, supra note 10, pp. 91 -94.

（
55
）  H

art, supra note 9, p. 1286.

（
56
）  

こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ト
の
記
述
か
ら
、
彼
が
「
ゲ
ー
ム
」
を
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
て
い
る
の
だ

と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ハ
ー
ト
の
法
理
論
が
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
参

照
、
中
山
・
前
掲
注
（
11
）、
三
九
―
五
二
頁
、
大
屋
雄
裕
「
言
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
法

―
法
学
に
お
け
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

―
」

荒
畑
靖
宏
・
山
田
圭
一
・
古
田
徹
也
（
編
）『
こ
れ
か
ら
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

―
刷
新
と
応
用
の
た
め
の
14
篇

―
』（
リ
ベ
ル
タ
ス
出

版
、
二
〇
一
六
年
）
二
三
四
―
二
四
五
頁
。

（
57
）  H

art, supra note 8, pp. 101 -102.

（
58
）  H

art, supra note 6, p. 613.

（
59
）  H

art, supra note 6, p. 613.

（
60
）  H

art, supra note 9, p. 1286.

（
61
）  

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
も
同
様
の
批
判
を
加
え
て
い
る
。See, D

w
orkin, supra note 47, p. 669.

（
62
）  H
art, supra note 8, p. 207.

（
63
）  H

art, supra note 9, p. 1288.

（
64
）  H

art, supra note 9, p. 1287.

（
65
）  Fuller, supra note 10, p. 96.

（
66
）  

井
上
達
夫
の
よ
う
に
、
法
（
シ
ス
テ
ム
）
を
「
人
間
行
動
を
正
し
い
準
則
の
支
配
に
服
せ
し
め
る
企
て
」
と
捉
え
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
参
照
、
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井
上
達
夫
『
法
と
い
う
企
て
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
―
一
一
頁
。
な
お
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ー
の
こ
の
法
シ
ス
テ
ム
の
捉
え

方
を
法
シ
ス
テ
ム
の
目
的
で
あ
る
と
は
捉
え
ず
、
単
な
る
記
述
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ー
の
道
具
立
て
で
も
っ
て
彼
を
擁
護
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
道
徳
的
で
あ
る
よ
う
な
目
的
を
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
義
務
の
道
徳
と
大
望
の
道
徳
と
い
う
議
論
に
つ
い

て
は
必
ず
し
も
乗
る
も
の
で
は
な
い
が
、
後
ほ
ど
み
る
相
互
性
（reciprocity

）
や
市
民
の
行
為
者
性
（agency

）
が
前
提
す
る
人
格
こ
そ
が
、

道
徳
的
で
あ
る
よ
う
な
目
的
と
な
り
う
る
と
考
え
て
い
る
。
フ
ラ
ー
の
法
理
論
を
市
民
の
行
為
者
性
や
人
格
か
ら
捉
え
な
お
す
も
の
と
し
て
、
椎

名
・
前
掲
注
（
17
）、
平
見
健
太
「
ロ
ン
・
フ
ラ
ー
の
法
理
論

―
そ
の
基
底
に
あ
る
人
間
観
と
社
会
構
想

―
」
社
会
科
学
研
究
七
一
巻
一
号

（
二
〇
二
〇
年
）、
五
三
―
六
九
頁
。See, Kristen Rundle, Form

s Liberate: Reclaim
ing the Jurisprudence of Lon L Fuller, H

art  
Publishing, 2012.

（
67
）  

も
と
も
と
ハ
ー
ト
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
罪
刑
法
定
主
義
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
も
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。See, H

art, supra 
note 6, pp. 595 -596.

（
68
）  

こ
の
点
で
ハ
ー
ト
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
が
実
効
性
の
担
保
に
役
立
つ
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
効
性
と
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原

理
の
関
係
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
扱
う
。

（
69
）  H

art, supra note 9, p. 1281.

（
70
）  Fuller, supra note 10, pp. 189 -192.

（
71
）  Fuller, supra note 10, pp. 191 -193.

（
72
）  

む
ろ
ん
、
ハ
ー
ト
が
論
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
法
実
証
主
義
者
が
役
割
の
道
徳
に
つ
い
て
論
じ
る
余
地
は
な
い
と
断
じ
る
の
は

尚
早
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
規
範
的
法
実
証
主
義
者
で
あ
る
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
は
あ
る
べ
き
制
度
像
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
し
、
彼

の
議
論
か
ら
、
そ
の
制
度
を
担
う
立
法
者
等
の
公
務
員
が
誠
実
に
そ
の
機
能
を
果
た
す
べ
し
と
い
っ
た
形
で
役
割
の
道
徳
を
引
き
出
す
こ
と
も
可

能
で
あ
ろ
う
。See, J. W

aldron, 

“Political Political Theory: An Inaugural Lecture

”, The Journal of Political Philosophy, vol. 21, 
no. 1, 2013, pp. 1 -23.

（
73
）  See, L. L. Fuller, 

“Hum
an Purpose and N

atural Law

”, The Journal of Philosophy, vol. 53, no. 22, 1956, p. 697 -705.

（
74
）  L. L. Fuller, The Law in Q

uest of Itself, The Law
book Exchange, Ltd., 2012, pp. 10 -11.

（
75
）  

た
だ
ち
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
車
輪
・
ギ
ア
・
ピ
ス
ト
ン
が
目
の
前
に
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
る
状
況
で
「
こ
れ
は
蒸
気
機
関
だ
ろ
う
か
」
と
問

う
の
は
あ
ま
り
に
奇
妙
な
想
定
で
あ
る
。
ま
た
、
目
的
と
価
値
と
を
結
び
つ
け
る
の
を
認
め
る
と
し
て
も
、
事
実
と
価
値
の
融
合
が
あ
る
法
と
あ



ロン・L・フラーの「リーガリティ」

39

る
べ
き
法
の
区
別
と
同
一
視
で
き
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
同
一
視
は
、
ど
ん
な
法
で
あ
れ
目
的
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
価
値
が

あ
り
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
悪
法
と
い
う
も
の
は
初
め
か
ら
存
在
し
な
い
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
76
）  Fuller, supra note 74, p. 64.

（
77
）  Fuller, supra note 10, p. 193.

（
78
）  Fuller, supra note 10, p. 204.

（
79
）  Fuller, supra note 10, pp. 39 -40.

（
80
）  Rundle, supra note 66, p. 126.

（
81
）  Fuller, supra note 7, p. 632.

（
82
）  Fuller, supra note 10, p. 207.

（
83
）  Fuller, supra note 7.

（
84
）  

フ
ラ
ー
は
、
管
理
型
指
令
に
お
い
て
残
り
の
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
う
ま
く
取
り
込
め
な
い
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
拠
は
錯
綜
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
管
理
型
指
令
が
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
を
す
べ
て
う
ま
く
取
り
込
ん
だ
と
し
て
も
、
フ
ラ
ー
の
擁
護
す
る
「
法
」
の
立
場
は
維
持
可

能
で
あ
り
か
つ
実
効
性
の
原
理
と
呼
ん
だ
フ
ラ
ー
の
意
図
も
汲
め
る
と
考
え
て
い
る
。

（
85
）  Fuller, supra note 10, p. 208.

（
86
）  Fuller, supra note 10, p. 209.

（
87
）  

こ
の
点
に
つ
き
、
フ
ラ
ー
は
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
（M

ichael Polanyi

）
を
引
用
し
て
い
る
。「
社
会
設
計
（social design

）
の
全
般
に

及
ぶ
問
題
と
は
、
堅
固
な
構
造
と
適
応
可
能
な
流
動
性
の
あ
い
だ
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
倫
理
学
や
法
学
、
経

済
学
、
美
学
、 

そ
し
て
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
示
し
た
よ
う
に
、
科
学
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」。See, Fuller, supra note 

10, p. 29. 

な
お
フ
ラ
ー
は
他
の
箇
所
で
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
多
中
心
性
（polycentricity

）」
を
引
用
し
て
、
裁
定
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。See, 

L. L. Fuller, 

“The Form
s and Lim

its of Adjudication

”, in L. L. Fuller, The Principles of Social O
rder: Selected Essays on Lon L 

Fuller, Revised Edition, Kenneth L. W
inston 

（ed.

）, H
art Publishing, 2001, pp. 126 -136. 

こ
の
点
に
つ
き
言
及
す
る
邦
語
文
献
と
し

て
、
参
照
、
濱
・
前
掲
注
（
5
）、
七
一
頁
。

（
88
）  

井
上
達
夫
『
立
憲
主
義
と
い
う
企
て
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）、
五
二
頁
。
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（
89
）  

横
濱
・
前
掲
注
（
4
）、
七
一
―
七
三
頁
。

（
90
）  Fuller, supra note 7, p. 632.

（
91
）  

こ
こ
で
の
「
悪
法
」
と
い
う
の
は
、
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
に
違
背
す
る
と
い
う
意
味
で
の
悪
法
で
は
な
い
。
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
に
違
背

し
た
も
の
は
、
そ
も
そ
も
法
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
悪
法
」
は
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
の
原
理
以
外
の
何
ら
か
の
仕
方
に
よ
っ
て
道

徳
的
に
悪
い
法
で
あ
る
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
92
）  Fuller, supra note 7, p. 642.

（
93
）  Fuller, supra note 10, pp. 39 -40.

（
94
）  Fuller, supra note 7, p. 632.

（
95
）  L. L. Fuller, 
“Hum

an Interaction and the Law

”, A
m
erican Journal of Jurisprudence, vol. 14, p. 15.

（
96
）  

本
稿
と
し
て
は
法
の
目
的
に
関
す
る
フ
ラ
ー
の
見
解
は
受
け
容
れ
が
た
い
の
で
、
法
へ
の
忠
誠
の
基
礎
に
つ
い
て
も
疑
義
が
生
じ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
の
点
は
、
主
に
遵
法
責
務
の
議
論
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
が
、
本
稿
の
議
論
に
お
い
て
は
さ
し
た
る
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

（
97
）  N

icola Lacey, 

“Out of the 
‘Witches

’ Cauldron

’?: Reinterpreting the Context and Reassessing the Significance of the H
art-

Fuller D
ebate

”, in Peter Cane, supra note 5, 2010, p. 4.

（
98
）  

田
中
・
前
掲
注
（
18
）、
三
八
六
―
三
八
七
頁
。See, Rundle, supra note 66, pp. 131 -134.

（
99
）  H

art, supra note 8, p. 103.

（
100
）  

平
見
・
前
掲
注
（
66
）、
六
四
頁
。

（
101
）  

実
際
に
、
法
実
証
主
義
を
法
的
妥
当
性
と
の
関
係
で
理
解
す
る
論
者
と
し
て
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。See, G

ardner, supra note 
24, Chapter 2.

（
102
）  Raz, supra note 22, p. 225.

（
103
）  Raz, supra note 22, p. 226.

（
104
）  Rundle, supra note 66.

（
105
）  Jerem

y W
aldron, 

“Positivism
 and Legality: H

art

’s Equivocal Response to Fuller

”, N
ew York U

niversity Law Review, vol. 83, 
pp. 1135 -1169.

（
106
）  W

aldron, supra note 105, p. 1137.
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（
107
）  W

aldron, supra note 105, pp. 1140 -1141.

（
108
）  W

aldron, supra note 105, pp. 1142 -1143.
（
109
）  W

aldron, supra note 105, pp. 1152 -1153.
（
110
）  W

aldron, supra note 105, pp. 1159 -1160.
（
111
）  W

aldron, supra note 105, p. 1165.

（
112
）  
こ
の
点
で
、
井
上
達
夫
の
よ
う
な
法
内
在
道
徳
を
正
統
性
と
読
み
替
え
る
の
は
、
フ
ラ
ー
主
義
者
と
し
て
の
あ
り
う
べ
き
一
つ
戦
略
で
あ
る
。

参
照
、
井
上
・
前
掲
注
（
88
）、
五
二
―
五
五
頁
。

（
113
）  J. W

aldron, The D
ignity of Legislation, Cam

bridge U
niversity Press, 1999. （

Ｊ
・
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
（
長
谷
部
恭
男
・
愛
敬
浩
二
・
谷

口
功
一
訳
）『
立
法
の
復
権
：
議
会
主
義
の
政
治
哲
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
））。

（
114
）  

安
藤
馨
『
統
治
と
功
利
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
一
七
九
頁
。

（
115
）  M

atthew
 H

. Kram
er, In D

efense of Legal Positivism
: Law without Trim

m
ings, O

xford U
niversity Press, 1999, Chapter 3.

（
116
）  Scott J. Shapiro, Legality, The Belknap Press of H

arvard U
niversity Press, 2011.

（
117
）  G

ardner, supra note 24, Chapter 2.

（
118
）  

参
照
、
大
屋
雄
裕
「
功
利
主
義
と
法

―
統
治
手
段
の
相
互
関
係
」
若
松
良
樹
（
編
）『
功
利
主
義
の
逆
襲
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
七

年
）
二
三
一
―
二
五
三
頁
。
永
石
尚
也
「
法
の
執
行
と
正
統
性

―
『
法
の
前
』
の
個
人
／
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

―
」『
法
政
策
学
の
試
み
（
法

政
策
研
究
　
第
19
集
）』（
信
山
社
、
二
〇
一
九
年
）
七
七
―
一
〇
七
頁
。

佐
々
木　

誠
矢
（
さ
さ
き
　
せ
い
や
）

所
属
・
現
職
　
木
更
津
工
業
高
等
専
門
学
校
非
常
勤
講
師

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
法
理
学


