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法
哲
学
史
・
法
思
想
史
の
領
域
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
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・
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に

　
　
遅
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を
と
っ
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い
る
よ
う
に
み
え
る
。
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（
一
）

　
　
も
つ
ド
イ
ツ
語
圏
と
比
べ
る
と
、
こ
の
領
域
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語

　
　
圏
の
著
作
に
は
、
目
ぼ
し
い
も
の
が
今
日
み
あ
た
ら
な
い
。
か
っ

　
　
て
F
・
ジ
ェ
ニ
ー
が
そ
の
「
実
定
私
法
に
お
け
る
科
学
と
彼
術
」
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書　
　
白
墨
”
μ
O
μ
α
で
当
時
の
主
要
な
法
哲
学
説
を
採
り
挙
げ
て
な
し

た
よ
う
な
、
周
到
な
文
献
渉
猟
、
明
快
な
分
析
、
そ
し
て
鋭
い
論

　
　
ヘ
　
　
へ

評
の
さ
え
を
み
せ
た
よ
う
な
迫
力
あ
る
書
物
は
、
そ
れ
以
後
み
あ

た
ら
な
い
。
比
較
的
よ
い
も
の
で
あ
る
M
・
ヴ
ィ
レ
イ
の
「
法
哲

学
史
講
義
」
句
．
≦
濠
ざ
ピ
。
ゆ
。
ロ
ユ
．
窪
ω
8
胃
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o
冨
b
匡
δ
ω
o
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b
匪
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ユ
＝
脅
。
一
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μ
Φ
窃
8
b
o
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●
”
H
㊤
O
b
o
は
、
新
ト
マ
ス
主
義
の

立
場
か
ら
か
か
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
は
最
初
の
纒
つ
た
法
哲
学

通
史
と
し
て
、
斬
新
な
主
張
に
満
ち
て
い
る
長
所
は
あ
る
が
、
新

ト
マ
ス
主
義
の
傾
向
以
外
の
諸
学
説
へ
の
理
解
や
批
判
が
幾
分
生

硬
に
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
教
授
ア
ル
ベ

ー
ル
・
ブ
リ
モ
の
、
四
五
〇
頁
近
い
大
部
な
近
著
、
「
法
お
よ
び
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書評

国
家
哲
学
の
大
潮
流
」
を
期
待
を
も
っ
て
読
み
は
じ
め
た
。
最
近

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
法
哲
学
の
状
況
変
化
を
、
今
さ
ら
の
よ
う
に

生
き
生
き
と
示
し
て
く
れ
て
い
る
点
で
一
気
に
読
了
さ
せ
る
だ
け

の
も
の
は
あ
っ
た
が
、
行
論
の
細
部
で
は
い
ろ
い
ろ
疑
問
も
生
じ
、

全
体
と
し
て
幻
滅
の
感
な
き
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
後
に
も
の

べ
る
理
由
で
一
読
に
は
価
い
す
る
書
物
と
し
て
、
こ
こ
に
紹
介
し

．
て
お
こ
う
。

二

　
本
書
の
篇
別
の
立
て
か
た
が
、
ま
ず
読
者
の
意
表
を
衝
い
て
い

る
。
本
書
は
四
部
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
部
「
合
理
主
義
の
潮

流
」
、
第
二
部
「
非
合
理
主
義
の
お
よ
び
反
自
然
主
義
の
潮
流
」

と
あ
っ
た
後
で
、
著
者
に
よ
れ
ば
こ
の
両
潮
流
を
超
え
て
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
マ
　
ニ
　
ス
ム

総
合
す
る
も
の
で
あ
る
「
人
本
主
義
の
潮
流
」
が
第
三
部
を
成

し
、
最
後
に
第
四
部
は
、
　
「
現
象
学
的
、
価
値
論
的
、
実
存
主
義

的
潮
流
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
第
一
部
で
は
、
序
論
に
お
い
て
古
代
ギ
ジ
シ
ャ
お
よ
び
ロ

ー
マ
の
法
哲
学
が
簡
単
に
扱
わ
れ
た
後
に
、
本
論
は
聖
ト
マ
ス
。

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
法
哲
学
の
詳
論
に
始
ま
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に

す
で
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
法
哲
学
の
最
近
の
傾
向
が
く
っ
き
り

と
で
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
聖
ト
マ
ス
は
最
近
ま
で
の
ど
の
法

思
想
史
、
学
説
史
の
教
科
書
に
お
い
て
も
そ
う
解
さ
れ
て
き
た
よ

う
な
、
現
代
に
無
関
係
な
迂
遠
な
中
世
的
暗
黒
世
界
の
神
学
者
で

あ
る
の
で
は
な
く
、
実
は
も
っ
と
も
現
代
的
で
か
つ
影
響
力
の
あ

る
｝
大
学
派
の
祖
と
し
て
、
そ
の
法
哲
学
の
意
義
が
今
日
で
は
大

い
に
見
直
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
の
著
者
に
よ
れ

ば
、
グ
ロ
ー
チ
ウ
ス
か
ら
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
を
経
て
カ
ン
ト
、
ヘ

ー
ゲ
ル
に
お
よ
ぶ
近
代
啓
蒙
主
義
の
自
然
法
論
が
そ
の
当
時
に
も

っ
た
影
響
力
は
、
こ
れ
が
今
日
そ
れ
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
と
よ

い
対
照
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
（
℃
．
Q
。
笛
）
、
こ
れ
に
た
い

し
聖
ト
マ
ス
の
ま
す
ま
す
増
大
す
る
現
代
的
意
味
が
、
著
者
に
よ

っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
部
は
、
本
質
的
に
は
聖
ト
マ
ス
お
よ
び
そ
の
今
日
の
後
継

者
の
自
然
法
論
と
そ
れ
以
後
の
啓
蒙
期
自
然
法
論
と
に
分
れ
る
。

そ
し
て
著
者
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統

を
継
ぐ
聖
ト
マ
ス
の
自
然
法
論
は
、
事
物
の
本
質
に
固
有
の
（
人

間
の
理
性
か
ら
独
立
し
た
）
客
観
的
な
法
を
認
め
、
か
っ
こ
れ
を

認
識
し
う
る
人
間
の
理
性
能
力
を
強
調
す
る
意
味
で
あ
く
ま
で
合

理
主
義
、
本
質
主
義
で
あ
り
な
が
ら
、
近
世
の
デ
カ
ル
ト
以
後
の

合
理
主
義
の
識
如
き
、
こ
と
に
カ
ン
ト
の
「
純
粋
」
理
性
の
合
理
主

義
の
如
き
過
度
の
そ
れ
に
は
堕
ち
ず
、
他
方
で
は
歴
史
的
・
偶
然

的
「
事
物
の
本
性
」
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
経
験
を
考
慮
す
べ
き
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「
思
慮
」
的
理
性
の
法
的
判
断
の
重
要
性
を
語
ウ
て
い
る
（
歴
史

主
義
、
実
存
主
義
へ
の
接
近
）
　
（
や
ら
Q
◎
）
。
こ
れ
に
た
い
し
近
世

の
啓
蒙
期
の
自
然
法
論
は
、
過
度
の
合
理
主
義
、
そ
れ
に
混
合
さ

れ
た
主
意
主
義
、
お
よ
び
主
意
主
義
の
帰
結
と
し
て
の
契
約
的
思

想
の
三
つ
を
、
そ
の
主
要
要
素
と
し
て
い
る
（
℃
．
O
蔭
）
。
こ
の

自
然
法
論
は
、
自
然
法
の
細
目
に
ま
で
及
ん
で
で
き
上
っ
た
永
久

不
変
の
法
典
を
い
っ
た
り
（
過
度
の
合
理
主
義
）
、
法
律
の
基
礎

を
「
権
利
」
　
（
一
1
自
由
）
と
考
え
て
こ
れ
を
国
家
活
動
や
公
法
の

目
的
と
し
た
り
（
主
意
主
義
）
、
あ
る
い
は
国
家
や
法
律
が
国
民

の
意
志
つ
ま
り
「
契
約
」
に
よ
っ
て
存
す
る
と
考
え
た
り
（
契
約

説
）
す
る
に
い
た
る
。
カ
ン
ト
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
理
論
を
含

あ
て
、
ブ
リ
モ
が
近
世
啓
蒙
期
自
然
法
論
に
つ
い
て
い
う
と
こ
ろ

お
お
む
ね
妥
当
で
あ
り
、
こ
れ
は
本
書
の
も
っ
と
も
穏
当
な
部
分

を
成
し
て
い
る
。

　
ま
た
著
者
が
今
日
に
お
け
る
ト
マ
ス
主
義
を
大
別
し
て
、
十
九

世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
聖
ト
マ
ス
の
（
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
）
本
質
主
義
的
な
面
が
強
調
さ
れ
た
の
に
た
い
し
、
マ
リ
タ
ン

や
ジ
ル
ソ
ン
が
出
て
そ
の
実
存
主
義
的
側
面
を
強
調
す
る
に
い
た

っ
た
、
前
者
の
傾
向
に
応
じ
て
法
哲
学
の
世
界
で
は
、
ル
・
フ
ユ

ー
ル
、
ル
ナ
レ
ル
ゐ
デ
ロ
ス
、
ル
ク
レ
ー
ル
、
カ
ー
ト
ラ
イ
ン
、

ロ
ン
メ
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
を
樹
て
、
後
者
の
傾
向
に
応
じ
て

ヴ
ィ
レ
イ
、
マ
ル
チ
ッ
チ
の
最
近
の
活
動
が
あ
る
、
と
い
う
の
は

注
目
さ
れ
る
べ
き
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
前
者
の
諸
学
者
の
中
で

も
ル
ク
レ
ー
ル
や
ロ
ン
メ
ソ
は
単
純
に
本
質
主
義
者
と
は
い
い
難

い
の
み
な
ら
ず
、
後
者
の
中
の
ヴ
ィ
レ
イ
を
実
存
主
義
的
と
は
い

え
ま
い
。
聖
ト
マ
ス
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
の
は
マ
ル
チ
ッ
チ
の
み
で
あ
る
（
そ
の
マ
ル
チ
ッ
チ
を
大
い

に
称
揚
し
た
論
文
が
ヴ
ィ
レ
イ
に
は
あ
る
と
い
え
】
≦
●
≦
目
。
さ

q
p
α
q
冨
昌
傷
〇
三
一
〇
ω
o
b
げ
。
山
ロ
山
円
。
一
計
畠
9
霧
5
ω
2
》
器
三
く
。
。
・

傷
。
”
ゲ
臨
。
。
。
o
b
霞
。
傷
偉
α
8
津
”
遷
ド
O
①
9
）
。
ま
た
マ
リ
タ
ン
学
説

の
な
か
か
ら
「
本
性
的
認
識
」
と
「
反
省
的
・
概
念
的
認
識
」
と

の
区
別
の
よ
う
な
認
識
論
の
中
心
学
説
を
汲
み
上
げ
て
い
な
い
点

で
は
、
ブ
リ
モ
も
ヴ
ィ
レ
イ
も
同
様
で
あ
っ
て
、
．
ヴ
ィ
レ
イ
を
単

純
に
マ
リ
タ
ン
の
徒
と
い
え
な
い
の
み
な
ら
ず
、
も
し
こ
の
区
別

を
著
者
ブ
リ
モ
が
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
本
性
的
認
識
を
尊
重
す
，

る
聖
ト
マ
ス
の
自
然
法
論
と
、
そ
れ
を
忘
却
し
た
近
世
合
理
主
義

の
行
き
す
ぎ
た
自
然
法
論
と
の
区
別
の
本
書
に
お
け
る
救
述
は
、

一
そ
う
鋭
く
な
っ
た
ご
と
で
あ
ろ
う
。

三

　
本
書
の
第
二
部
「
反
合
理
主
義
、
反
自
然
主
義
の
諸
潮
流
」
で

は
、
佃
ヒ
ュ
ー
ム
や
ベ
ン
タ
ム
、
イ
ェ
リ
ン
グ
の
功
利
主
義
、
咽
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書評

デ
ュ
悪
妻
や
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
社
会
学
的
理
論
、
熾
マ
ル
ク
ス
主

義
、
㈹
仏
、
独
、
英
の
法
実
証
主
義
（
註
釈
学
派
、
分
析
法
学
、

実
用
主
義
お
よ
び
カ
レ
。
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
）
、
㈲
こ
と
に
ケ
ル

ゼ
ン
の
そ
れ
、
が
扱
わ
れ
る
。

　
ブ
リ
モ
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
の
自
ら
の
先
師
デ
ュ
ギ
ー
に

つ
い
て
は
、
最
大
の
敬
意
と
愛
慕
と
を
も
っ
て
、
そ
の
哲
学
の
弱

さ
に
も
か
か
わ
ら
ぬ
法
哲
学
者
と
し
て
の
偉
大
さ
と
実
定
公
法
へ

の
影
響
と
を
語
っ
て
い
る
が
、
デ
ュ
ギ
ー
が
第
一
次
大
戦
中
そ
の

息
子
を
喪
っ
た
の
を
契
機
と
し
て
単
に
人
間
の
社
会
連
帯
を
説
い

て
き
た
従
来
．
の
学
説
を
改
め
、
社
会
的
正
義
の
人
問
本
性
を
説
く

に
い
た
っ
た
次
第
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
b
．
N
O
戯
～
U
）
。

　
次
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
項
で
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
に
お
け
る
そ
の

公
定
的
学
説
の
変
化
に
も
注
目
し
て
い
る
が
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム

の
頂
点
に
達
し
た
時
に
、
そ
れ
ま
で
の
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
的
な
市

民
的
「
権
利
」
を
中
心
と
し
た
法
観
念
を
否
定
し
て
拾
頭
し
た
ヴ

ィ
シ
ン
ス
キ
i
学
説
の
法
観
念
に
お
け
る
国
家
権
力
の
契
機
の
強

調
を
、
た
ん
に
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
復
活
と
し
て
い
る
の
は
、
あ
た

る
ま
い
。
正
し
、
く
は
、
　
「
権
利
」
中
心
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
法
観
念

へ
の
否
定
の
動
き
は
、
国
家
権
力
の
創
定
す
る
行
為
の
一
般
的
規

範
の
下
で
生
き
る
こ
と
へ
と
傾
く
人
間
の
根
深
い
本
性
（
法
律
的

本
性
）
に
基
づ
い
て
、
資
本
主
義
国
で
あ
れ
土
ハ
産
主
義
国
で
あ

れ
、
ど
こ
で
も
不
断
に
芽
翁
い
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
α

　
さ
ら
に
著
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
を
、
普
通
に
そ
う
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
カ
ン
ト
の
徒
と
し
て
合
理
主
義
の
系
列
に
入
れ
る
こ
と

を
せ
ず
、
却
っ
て
反
合
理
主
義
に
数
え
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一

見
識
で
あ
る
。
著
者
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
方
法
論
上
の
実
証
主
義
を
強

調
す
る
が
、
他
方
で
そ
の
「
規
範
主
義
」
が
実
は
こ
う
し
た
扱
い

を
許
す
こ
と
を
i
明
白
に
で
は
な
い
が
　
　
理
解
し
て
い
る
。

著
者
が
あ
る
程
度
そ
れ
を
見
抜
い
て
い
る
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
の

い
う
法
規
範
の
妥
当
性
は
「
中
性
的
」
で
、
実
力
と
あ
る
仕
方
で

結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
点
で
は
、
従
来
の
合
理
主
義
的
法
理
論

の
い
っ
て
き
た
法
規
範
の
妥
当
性
と
は
、
　
違
味
が
違
う
の
で
あ

る
。
な
お
著
者
は
正
当
に
も
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
た
め
に
多
く
の
頁

（
二
四
頁
）
を
割
い
た
後
、
今
日
も
な
お
こ
の
学
説
が
少
し
も
衰

え
ぬ
影
響
力
を
、
全
世
界
に
も
っ
て
い
る
こ
と
を
詳
論
し
て
い
る

（
娼
●
N
㊤
O
～
ω
O
ω
）
。

四

　
と
こ
ろ
で
問
題
な
の
は
第
三
部
で
あ
る
。
著
者
は
第
三
部
に
「

法
学
上
の
ヒ
ュ
…
マ
ニ
ズ
ム
」
の
副
題
を
つ
け
る
が
、
こ
の
場
合

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
何
な
の
か
？
　
著
者
の
の
べ
る
と
こ
ろ
、

か
な
り
履
昧
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ど
う
や
ら
法
学
の
方
法
論
が

35（4●124）50＆



アルベール・ブリモ「法および国家哲学の大潮流」（水波）

問
題
で
あ
る
ら
し
い
。
つ
ま
り
合
理
主
義
や
非
合
理
主
義
の
把
え

て
き
た
法
現
象
の
一
面
的
観
方
1
そ
れ
は
結
局
入
間
に
つ
い
て

の
一
面
的
各
方
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
る
が
一
を
去
っ
て
、
人

間
の
肉
体
的
・
心
理
的
な
、
精
神
的
・
超
越
的
な
全
側
面
を
考
慮

す
る
と
い
う
点
で
「
ユ
マ
ニ
ス
ム
」
で
あ
る
法
思
想
で
あ
る
（
b
●

ω
O
◎
。
）
。
著
者
に
よ
れ
ば
こ
の
潮
流
の
鼻
祖
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
で

あ
る
が
、
本
書
で
扱
わ
れ
る
の
は
、
オ
ー
リ
ュ
．
1
、
ヂ
ェ
ニ
ー
、

ダ
バ
ン
と
い
っ
た
ト
ミ
ス
ト
の
外
に
は
、
　
り
ペ
ー
ル
、
　
パ
ウ
ン

ド
、
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
ど
、
種
々
の
傾
向
の
学
者
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
篇
別
を
穿
て
る
こ
と
に
つ
い
て
読
者

を
納
得
さ
せ
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
第
一
部
、
第
二
部
で

い
う
合
理
主
義
、
非
合
理
主
義
の
区
別
は
、
も
と
も
と
法
の
本
質

的
要
素
を
理
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
合
理
的
な
も
の
と
す
る
か

ど
う
か
、
と
い
う
法
本
質
論
の
上
の
区
別
で
あ
る
の
に
、
第
三
部

で
は
い
き
な
り
法
学
方
法
論
上
の
分
類
へ
と
飛
躍
し
て
い
る
難
点

が
あ
る
。
第
二
に
は
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
べ
く
選
ば
れ
た
諸
学
者

の
選
択
が
、
か
な
り
愚
意
的
で
あ
る
。
方
法
論
的
に
は
か
な
り
一

面
的
で
あ
る
利
益
法
学
が
こ
う
し
た
意
味
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
か
ど
う

か
疑
問
で
あ
ろ
う
し
、
後
に
第
四
部
で
現
象
学
者
と
し
て
と
り
あ

っ
か
わ
れ
る
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
チ
な
ど
は
、
こ
の
意
味
で
は
ユ
マ
ニ
ス

ト
に
数
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
著
者
が
こ
こ
で
深
い
敬
意
を
も
つ
．
て
そ
の

偉
大
さ
を
説
い
て
い
る
の
は
オ
ー
リ
ュ
ー
で
あ
る
。
こ
と
に
オ
ー

リ
ュ
ー
を
プ
ラ
ト
ン
お
よ
び
聖
ト
マ
ス
の
徒
で
あ
る
と
繰
返
し
の

べ
た
り
（
冒
●
ω
h
b
o
鴇
b
・
’
ω
漣
こ
と
に
掌
。
。
N
9
そ
の
他
冒
・
ω
旨
）

｝
マ
ス
主
義
と
ペ
ル
グ
ソ
ン
と
の
中
途
で
あ
っ
た
と
結
論
し
た
り

（
℃
・
ω
旨
）
、
オ
ー
リ
ュ
ー
は
多
く
の
点
で
二
十
世
紀
の
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
で
あ
る
、
但
し
そ
の
制
度
理
論
は
「
法
の
精
神
」
よ
り

も
「
神
学
大
全
」
に
似
て
い
る
と
い
っ
た
り
（
や
ω
b
。
α
）
す
る
と
こ

ろ
は
、
従
来
の
水
準
を
抜
い
た
正
し
い
オ
ー
リ
ュ
ー
論
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
，
て
、
ジ
ェ
ニ
ー
を
方
法
論
的
折
衷
主
義
と
特
徴
ず

け
る
だ
け
の
ジ
ェ
ニ
ー
論
は
、
不
充
分
で
あ
る
。
ブ
リ
モ
は
、
ジ

ェ
ニ
ー
に
は
古
典
的
自
然
法
論
（
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー
1

聖
ト
マ
ス
主
義
の
自
然
法
論
）
が
な
い
と
い
っ
て
批
判
す
る
ヴ
ィ

レ
イ
に
答
え
て
、
ジ
ェ
ニ
ー
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
聖
ト
マ
ス

の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
で
は
く
、
ド
イ
ツ
で
今
日
復
活
し
て
い
る

「
事
物
の
本
性
」
論
の
先
駆
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
っ
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
ヴ
ィ
レ
イ
の
い
さ
さ
か
慌
た
だ
し
い
ジ

ェ
ニ
ー
論
　
（
周
H
o
昌
8
δ
O
Φ
昌
矯
。
酔
吟
『
o
昌
鋤
凶
ω
ω
Ω
。
昌
o
o
住
β
島
i

o
津
昌
暮
q
話
語
山
曽
昌
ω
、
日
o
o
Φ
暮
①
旨
9
。
貯
。
α
億
α
o
矯
。
ロ
司
壁
口
3
δ

0
9
気
．
、
”
ド
㊤
O
ω
）
に
引
き
ず
ら
れ
す
ぎ
て
い
て
、
ジ
ェ
ニ
ー
が
い
か

に
深
ぐ
聖
ト
マ
ス
の
哲
学
の
あ
る
核
心
（
マ
リ
タ
ン
に
よ
っ
て
も
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書評

揖
摘
さ
れ
た
上
記
の
認
識
の
一
、
一
様
態
の
区
別
の
論
も
そ
の
一
部
）

を
把
握
し
て
い
た
か
を
看
過
し
て
い
る
（
拙
稿
「
ジ
ェ
ニ
ー
と
ダ

バ
ン
」
　
「
法
政
研
究
」
三
十
二
巻
二
…
六
合
併
号
所
収
参
照
）
。

　
ま
し
て
著
者
が
同
じ
く
ヴ
ィ
レ
イ
の
ダ
バ
ン
論
（
上
記
の
「
法

哲
学
史
」
の
附
録
と
し
て
収
め
た
U
鋤
げ
貯
角
ゴ
ひ
〇
二
①
m
9
三
巴
①

畠
億
脅
。
芦
ド
㊤
q
G
◎
へ
の
書
評
、
（
］
≦
・
≦
＝
①
ざ
帥
び
箆
”
b
●
N
㊤
ω
～
Q
◎
）

を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
て
ダ
バ
ン
の
法
理
論
、
国
家
理
論
は
曖
昧

で
も
あ
り
、
　
独
創
性
に
も
欠
け
て
い
る
、
　
と
い
う
の
は
判
ら
な

い
。
も
し
ダ
バ
ン
が
ま
っ
た
く
そ
う
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
な

ら
、
ど
う
し
て
著
者
は
わ
ざ
わ
ざ
一
章
を
割
い
て
ダ
バ
ン
を
論
ず

る
の
か
？
　
ま
た
著
者
ブ
リ
モ
は
、
ダ
バ
ン
の
法
理
論
は
新
ト
マ

ス
主
義
の
自
然
法
論
と
カ
レ
・
ド
。
マ
ル
ベ
ー
ル
的
法
実
証
主
義

と
の
折
衷
で
あ
る
と
い
い
、
そ
し
て
法
律
は
結
局
自
然
的
で
あ
る

か
又
は
実
定
的
で
あ
る
か
ど
ち
ら
か
で
、
自
然
的
で
あ
れ
ば
法
律

の
内
容
は
こ
の
自
然
法
に
拘
束
さ
れ
、
実
定
的
で
あ
れ
ば
、
そ
の

内
容
は
自
然
法
を
却
け
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
を
一
度
に
主
張
で

き
ぬ
。
　
「
聖
ト
マ
ス
と
カ
レ
・
ド
。
マ
ル
ベ
ー
ル
と
を
融
合
さ
せ

る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
」
、
と
き
め
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ

は
ダ
バ
ン
理
論
の
堂
奥
に
透
徹
し
な
い
も
の
の
所
論
で
あ
る
。
社

会
的
集
団
こ
と
に
国
家
の
共
同
善
の
た
め
に
そ
の
立
法
者
が
、
・
法

的
思
慮
を
用
い
て
自
然
法
の
内
容
か
ら
独
立
し
て
法
律
を
創
定
し

他
方
済
民
は
こ
の
法
律
の
下
で
暮
す
こ
と
へ
と
人
間
の
本
性
が
傾

く
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
政
治
的
自
然
法
の
一
部
と
し
て
の
〔
法
律

的
〕
自
然
法
で
あ
る
、
こ
れ
に
よ
っ
て
実
定
的
法
律
は
そ
の
形
相

に
お
い
て
自
然
法
的
基
礎
を
も
ち
つ
つ
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
は

立
法
者
の
自
由
な
選
定
に
ま
っ
た
く
依
存
す
る
の
だ
、
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
ダ
バ
ン
は
こ
の
問
題
の
独
創
的
解
決
を
聖
ト
マ
ス

か
ら
と
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
拙
稿
「
ダ
バ
ン
と
ケ
ル
ゼ
ン
」

年
報
「
自
然
法
の
研
究
」
一
、
二
号
所
収
参
照
）
。

五

　
第
四
部
は
更
に
篇
別
の
原
理
を
異
に
し
て
、
法
哲
学
が
依
拠
す

る
哲
学
に
よ
っ
て
「
現
象
学
的
、
価
値
論
的
、
実
存
主
義
的
潮
流

」
と
題
さ
、
れ
る
。
現
象
学
的
傾
向
と
し
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ラ

イ
ナ
ッ
ハ
お
よ
び
コ
ッ
シ
オ
や
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
チ
が
、
価
値
論
的
傾

向
と
し
て
は
、
ド
イ
ソ
の
コ
ー
イ
ン
グ
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
お
よ
び
「

事
物
の
本
性
」
論
者
（
ラ
ー
ド
ブ
ル
ッ
フ
と
マ
イ
ホ
フ
ァ
ー
な
ら

び
に
シ
プ
ラ
ン
ガ
ー
）
　
が
、
　
フ
ラ
ン
ス
の
ボ
ナ
ー
ル
や
ル
ー
ヴ

ィ
エ
と
と
も
に
扱
わ
れ
る
。
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
実
存
主
義
的
価
値
論

者
、
マ
イ
ホ
フ
ァ
！
は
「
事
物
の
本
性
」
を
実
存
主
義
的
に
論
ず
る

者
で
あ
り
、
附
録
と
し
て
加
え
ら
れ
た
「
国
家
の
実
存
主
義
的
概

念
」
は
主
と
し
て
サ
ル
ト
ル
の
そ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
、

35　（4　0126）　510



アルベール・ブリモ「法および国家哲学の大潮流」（水波）

こ
こ
で
は
実
存
主
義
の
法
哲
学
の
潮
流
も
問
麺
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
第
四
部
は
、
全
体
と
し
て
記
述
に
均
衡
が
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
コ
ッ
シ
オ
の
さ
し
て
特
徴
の
な
い
ひ
σ
q
o
ざ
α
q
冨
の
法

哲
学
な
る
も
の
の
長
な
が
し
い
紹
介
は
い
さ
さ
か
退
屈
で
、
こ
の

た
め
ジ
ェ
ニ
ー
に
費
し
た
と
同
じ
頁
数
（
九
頁
）
を
用
い
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
に
ボ
ナ
ー
ル
や
ル
ー
ビ
エ
を
現
象
学

的
価
値
論
の
系
列
で
考
え
る
の
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
、
志
向
性

．
と
か
時
間
性
と
か
の
現
象
学
的
概
念
を
そ
こ
に
読
も
う
と
し
て
も

無
理
で
は
な
い
の
か
？
（
b
・
自
O
～
N
）
。
さ
ら
に
ま
た
一
般
的
に

い
っ
て
著
者
は
、
　
「
実
存
主
義
」
を
サ
ル
ト
ル
に
近
い
前
途
で
考

え
て
、
こ
れ
を
本
質
主
義
に
対
比
さ
せ
る
が
、
こ
れ
で
は
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
実
存
主
義
は
把
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
マ
イ
ホ
フ
ァ
ー
や

マ
ル
チ
ッ
チ
に
つ
い
て
の
本
書
の
記
述
（
O
●
　
刈
μ
～
N
糟
　
弓
博
　
心
O
◎
Q
～
O
）

が
、
要
領
を
え
な
い
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

占’、

　
こ
れ
を
．
要
す
る
に
、
本
書
の
全
体
を
通
じ
て
次
の
よ
う
な
欠
点

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ω
著
者
自
身
の
徹
底
し
た
法
哲
学
の

確
立
が
な
い
。
そ
の
た
め
種
々
の
学
説
へ
の
理
解
が
い
ま
一
歩
突

っ
込
ん
だ
も
の
と
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
学
説
へ
の
著
者
の
し
ば
し
ば

断
定
的
な
批
判
が
、
動
揺
的
で
あ
る
。
②
垂
垂
の
配
列
基
準
が
乱

れ
、
全
体
と
し
て
の
纒
り
を
損
じ
て
い
る
。
㈲
記
述
の
繁
簡
が
、

扱
わ
れ
て
い
る
学
者
の
重
要
性
に
応
じ
て
い
な
い
嫌
い
が
あ
る
。

　
他
方
に
お
い
て
本
書
の
長
所
と
し
て
、
ω
こ
の
書
評
の
は
じ
め

で
も
の
べ
た
通
り
、
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
思
想
の
変
化
し
た

状
況
に
生
ま
生
ま
し
く
接
せ
し
め
て
く
れ
る
。
②
こ
と
に
ト
マ
ス

主
義
と
ケ
ル
ゼ
ン
学
説
と
の
今
日
の
学
界
に
お
け
る
比
重
や
、
フ

ッ
ナ
ー
ル
に
始
る
現
代
哲
学
の
（
観
念
論
、
唯
物
論
か
ら
の
）
転

換
の
法
哲
学
界
へ
の
影
響
、
今
日
の
法
哲
学
界
に
お
け
る
新
カ
ン

ト
学
派
の
、
新
カ
ン
ト
学
派
と
し
て
の
ま
っ
た
く
の
凋
落
な
ど
を

印
象
深
く
理
解
さ
せ
る
。
㈲
本
書
の
各
綱
目
鼻
に
挿
入
さ
れ
た
極

め
て
豊
富
な
文
献
（
そ
の
配
列
は
か
な
り
恣
意
的
で
あ
る
）
は
、

研
究
の
よ
い
手
引
き
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
長
所
の
故
に
、
い
つ

れ
に
せ
よ
わ
が
国
の
研
究
者
の
批
判
的
な
一
読
に
価
し
よ
う
。
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