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論

説

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て

酒

匂

一

郎

１

は
じ
め
に

２

法
概
念
と
実
証
主
義
批
判

３

法
学
的
実
証
主
義
と
状
況
認
識

４

不
法
国
家
」
と
し
て
の
ナ
チ
ス
体
制

５

お
わ
り
に
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１

は

じ

め

に

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
一
連
の
論
稿
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
命
題
を
主
張
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、

法
律
は
法
律
だ
」
と
す
る
実
証
主
義
は
ナ
チ
ス
の
「
法
律
的
不
法
」

g
esetzlich

es U
n
rech

t

）
に
対
し
て
法
律
家
や
国
民
を
「
無

防
備
に
」

w
eh
rlo
s

）
に
し
た
、
こ
れ
に
対
し
て
我
々
は
自
然
法
や
理
性
法
と
い
っ
た
「
超
法
律
的
法
」

u
b
erg

esetzlich
es R

ech
t

）

を
あ
ら
た
め
て
深
く
心
に
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と１

）。
そ
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
後
に
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
」

R
a
d
b
ru
ch

 
F
o
rm
el

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
基
準
に
照
ら
し
て
、
ナ
チ
ス
期
の
法
律
の
「
妥
当
す
る
法
」
と
し
て
の
効
力
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ

た２
）。右

の
命
題
が
、
戦
後
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
に
お
け
る
自
然
法
へ
の
依
拠
と
も
相
俟
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
法
の
復
興
」
と
い
う
論

調
を
生
み
出
し
た
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る３

）。
そ
の
後
、
こ
の
論
調
は
次
第
に
鎮
静
化
し
、
そ
れ
と
と
も
に
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
こ
の
命

題
も
そ
の
当
初
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
失
っ
て
い
っ
た４

）。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
世
紀
末
あ
た
り
か
ら
、
こ
の
命
題
は
再
び
一
部
の
注
目
を
浴

び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
命
題
の
真
意
に
つ
い
て
疑
念
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る５

）。

そ
の
要
因
の
一
つ
は
一
九
六
〇
年
代
中
頃
か
ら
は
じ
ま
り
八
〇
年
代
に
大
き
く
進
展
し
た
ナ
チ
ス
期
の
法
理
論
及
び
法
実
務
に
つ
い
て
の

実
証
的
研
究
の
展
開
に
あ
る６

）。
そ
れ
ら
の
研
究
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
ス
期
の
法
理
論
も
法
実
務
も
法
律
へ
の
忠
実
を
要
求
す
る

制
定
法
実
証
主
義
（G

esetzesp
o
sitiv

ism
u
s

）
又
は
法
学
的
実
証
主
義
（ju

ristisch
er P

o
sitiv

ism
u
s

）
と
は
む
し
ろ
正
反
対
の
も
の

で
あ
っ
た
。
法
理
論
の
面
で
は
、
ナ
チ
ス
体
制
初
期
に
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
カ
ー
ル
・
ラ
レ
ン
ツ
ら
に
よ
っ
て
実
証
主
義
が
侮
蔑
的
批

判
の
対
象
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
当
初
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
司
法
実
務
に
お
い
て
も
実
証
主
義
的
な
法
律
へ
の
忠
実
は
蹂
躙
さ
れ
、

ナ
チ
ス
的
な
政
策
や
世
界
観
に
適
合
す
る
仕
方
で
拡
張
解
釈
や
一
般
条
項
が
濫
用
さ
れ
た
と
い
う
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
こ
う
し
た
研
究
に
携
わ
っ
た
ベ
ル
ン
ト
・
リ
ュ
ー
タ
ー
ス
は
最
近
の
著
作
で
こ
う
し
た
研
究
の
成
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果
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る７

）。

一
九
四
五
年
以
降
、
制
定
法
実
証
主
義
は
ナ
チ
ス
国
家
の
不
法
秩
序
と
そ
の
司
法
に
つ
い
て
の
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
（P

ru
g
elk

n
a
b
e

）

と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
第
三
帝
国
に
お
い
て
ナ
チ
ス
綱
領
の
貫
徹
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
若
干
の
法
律
、
た
と
え
ば
一
九
三
五

年
の
ド
イ
ツ
血
統
保
護
の
た
め
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は
こ
の
責
任
帰
属
は
誤
り

で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
に
お
い
て
法
秩
序
が
途
方
も
な
く
歪
め
ら
れ
た
の
は
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
ナ
チ
ス
の

包
括
的
立
法
が
な
さ
れ
る
に
は
一
二
年
と
い
う
時
間
で
は
と
て
も
足
り
な
か
っ
た
。
ま
っ
た
く
反
対
に
、
法
学
と
裁
判
所
は
し
ば
し
ば
法
律

か
ら
完
全
に
解
き
放
た
れ
、
人
種
政
策
目
的
の
た
め
に
権
力
保
持
者
の
意
思
を
有
効
な
法
律
に
反
し
て
現
実
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
改

釈
』

U
m
d
eu
tu
n
g

）
は
、
法
技
術
的
に
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
新
し
い
ナ
チ
ス
的
法
源
、
す
な
わ
ち
『
総
統
の
意
思
』、
ナ

チ
ス
党
綱
領
、
そ
し
て
人
種
主
義
的
に
規
定
さ
れ
た
新
し
い
『
血
と
土
に
基
づ
く
自
然
法
』
に
即
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
」。

こ
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
先
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
命
題
は
、
ナ
チ
ス
期
の
理
論
や
実
務
が
制
定
法
実
証
主
義
又
は
法
学
的
実
証
主
義
の
理
論

に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
命
題
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
ナ
チ
ス
的
不
法
の
原
因
は
実
証
主
義
に
あ
っ
た
と
す
る
診
断
の
部
分
と
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
自
然
法
や
理
性

法
の
意
義
を
説
く
処
方
の
部
分
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
の
診
断
の
部
分
は
と
く
に
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
又
は
「
実
証
主
義

テ
ー
ゼ
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
事
実
認
識
の
問
題
と
し
て
誤
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る８

）。
診
断
が
誤
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
に
対
す
る
処
方
も
見
当
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

ナ
チ
ス
的
自
然
法
」
を
斥
け
え
な
い
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
危

険
で
す
ら
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る９

）。

テ
ー
ゼ
」
が
事
実
認
識
と
し
て
誤
り
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
考
え
ら
れ
る
原
因
は
い
く
つ
か
あ
る
。
第
一
の
可
能
性
は
、
ナ
チ
ス
の
政
権

奪
取
後
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
教
壇
を
追
わ
れ
て
い
わ
ば
国
内
亡
命
状
態
に
あ
っ
た
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
当
時
の

理
論
や
実
務
の
実
態
に
つ
い
て
詳
細
な
情
報
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ラ
ー
ト
ブ

ラートブルフ・テーゼについて（酒匂）
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ル
フ
は
事
実
認
識
を
誤
っ
て
、
か
つ
軽
率
に
ナ
チ
ス
期
の
不
法
な
実
務
の
責
任
を
実
証
主
義
に
負
わ
せ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

見
方
に
よ
れ
ば
、

テ
ー
ゼ
」
は
実
証
主
義
を
ナ
チ
ス
的
不
法
の
原
因
と
み
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
の
「
テ
ー
ゼ
」
は
「
原
因

テ
ー
ゼ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る10

）。
し
か
し
、
ナ
チ
ス
期
の
状
況
に
つ
い
て
の
認
識
に
そ
れ
ほ
ど
の
誤
り
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
検
討
の

余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
二
の
可
能
性
は
、
か
り
に
ナ
チ
ス
期
の
理
論
や
実
務
に
つ
い
て
大
き
な
誤
認
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
実
証
主
義
が
ナ
チ
ス
的
不
法
に

対
し
て
法
律
家
や
国
民
を
「
無
防
備
に
」
し
た
と
い
う
表
現
が
示
唆
す
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
ナ
チ
ス
期
以
前
の

法
理
論
や
法
実
務
が
実
証
主
義
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、
人
々
は
ナ
チ
ス
期
の
不
法
に
対
し
て
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
ナ
チ
ス
期
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
認
識
や
判
断
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
う
る
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
法
実
証
主
義

が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
す
る
見
方
は
あ
る11

）。
ま
た
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
自
身
の
立
場
が
ま
さ
に
実
証
主
義
的

で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
「
痛
切
な
」
自
己
反
省
を
も
っ
て
、
ナ
チ
ス
の
支
配
を
阻
止
し
え
な

か
っ
た
実
証
主
義
の
責
任
を
問
い
、
自
然
法
論
へ
と
転
向
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る12

）。
だ
が
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
転
向
し
た
の
だ
と
い

う
見
解
に
は
異
論
も
あ
る
。

第
三
の
可
能
性
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
事
実
認
識
の
点
で
は
実
は
必
ず
し
も
誤
認
は
し
て
お
ら
ず
、
ナ
チ
ス
的
不
法
の
責
任
を
実
証
主
義

に
帰
し
た
の
は
別
の
意
図
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
は
「
法
律
的
不
法
」
論
文
や
「
法
律
と
法
」
論
文
で
、
実
証
主
義
の

訓
育
を
受
け
た
裁
判
官
は
そ
の
判
決
に
よ
る
ナ
チ
ス
的
不
法
に
つ
き
故
意
を
も
ち
え
な
か
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
事
実
誤
認
を
装
っ
て
、
実
証
主
義
に
責
任
を
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
裁
判
官
の
責
任
を
免
除
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
す
ら
生
じ
る
こ
と
に
な
る13

）。
ま
た
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
地
区
で
は
、
実
際
そ
の
後
、
ナ
チ
ス
に
荷
担
し
た
法
学

者
や
裁
判
官
た
ち
が
、
少
数
の
例
外
を
除
い
て
、
復
権
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
か
り
に
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
意
図
に
疑
念
を
も
た
な

い
と
し
て
も
、
結
果
と
し
て
「
テ
ー
ゼ
」
は
「
免
責
テ
ー
ゼ
」
と
し
て
機
能
し
た
と
い
う
見
方
も
あ
り
う
る14

）。

論 説
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本
稿
は
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
に
対
す
る
こ
う
し
た
疑
念
に
検
討
を
加
え
つ
つ
、

テ
ー
ゼ
」
の
真
意
を
探
求
し
て
み
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
疑
念
は
「
テ
ー
ゼ
」
の
真
意
を
適
切
に
捉
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

の
が
本
稿
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
ま
ず
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
い
う
「
実
証
主
義
」
が
、
疑
念
の
想
定
す
る
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
「
制
定
法
実
証

主
義
」
又
は
「
法
学
的
実
証
主
義
」
を
意
味
し
た
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
戦
前
か

ら
の
法
概
念
論
に
遡
り
、
そ
こ
で
の
実
証
主
義
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
一
九
一
九
年
に
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
が
行
っ
て
い
る
実
証
主
義
批
判
が
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
い
わ
ゆ
る
「
転
向
」
を
め
ぐ

る
議
論
と
も
関
わ
っ
て
い
る
（
第
一
節
）。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
は
た
し
か
に
む
し
ろ
実
証
主
義
的
と
み
ら
れ
う
る
よ
う
な

議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
自
由
法
運
動
に
つ
い
て
の
評
価
の
変
遷
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
司
法
審
査
権
の
主
張
に
対
す
る
警
鐘
、
そ
し
て
裁
判

官
の
職
業
倫
理
に
関
す
る
議
論
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
を
「
公
然
た
る
実
証
主
義
者
」
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
議
論
は
彼
の
法
哲
学
上
の
基
本
的
見
解
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
状
況
論
的
な
側
面
を

も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
第
二
節
）。
最
後
に
、
ナ
チ
ス
体
制
に
つ
い
て
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
見
解
は
そ
れ
を
端
的
に
「
不
法
国
家
」
で

あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
体
制
は
正
義
を
軽
侮
す
る
の
み
な
ら
ず
、
法
的
安
定
性
す
ら
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
戦
後
に
は
制
定
法
実
証
主
義
又
は
法
学
的
実
証
主
義
の
意
義
は
む
し
ろ
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な

お
、
こ
れ
ら
の
実
証
主
義
も
ナ
チ
ス
的
不
法
に
対
し
て
は
「
無
防
備
」
で
あ
る
と
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
い
う
の
で
あ
る
（
第
三
節
）。
な
お
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
と
免
責
の
問
題
は
、

テ
ー
ゼ
」
の
原
因
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
真
偽
の
問
題
と
は
独
立
の
側
面
を
も
っ
て
お
り
、

別
個
の
立
ち
入
っ
た
検
討
の
対
象
と
な
る
の
で
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

１
）

戦
後
の
い
く
つ
か
の
論
稿
か
ら
引
用
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
か
ら
の
引
用
は
原
則
と
し
てG

u
sta
v
 
R
a
d
b
ru
ch

 
G
esa

m
ta
u
sg
a
b
e,
B
d
.
20,

1987
2003

に
よ
り
、G

R
G
A
 
B
a
n
d
,
S
eite

と
い
う
形
式
で
表
記
す
る
。
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一
九
四
五
年
九
月
一
二
日
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
発
行
さ
れ
た
「
ラ
イ
ン
・
ネ
ッ
カ
ー
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
」
紙
に
掲
載
さ
れ
た
「
五
分
間
の
法
哲
学
」

の
第
一
分
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

法
律
と
そ
の
妥
当
に
つ
い
て
の
こ
の
考
え
方
（
我
々
は
そ
れ
を
実
証
主
義
的
見
解
と
呼
ぶ
）
は
、
あ
れ
ほ
ど
恣
意
的

で
、
あ
れ
ほ
ど
残
酷
で
、
あ
れ
ほ
ど
犯
罪
的
な
法
律
に
対
し
て
、
法
律
家
と
国
民
を
無
防
備
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
究
極
の
と
こ
ろ
で
法
と
権
力
と

を
同
一
の
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
た
だ
権
力
が
あ
る
と
こ
ろ
に
の
み
、
法
は
あ
る
。」
そ
し
て
、
第
五
分
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

あ
ら
ゆ
る

法
の
制
定
よ
り
も
強
い
法
原
則
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
反
す
る
法
律
が
妥
当
を
う
し
な
う
よ
う
な
法
原
則
が
存
在
す
る
。
人
は
こ
の
原
則
を
自
然
法
あ
る

い
は
理
性
法
と
呼
ぶ
。」

F
u
n
f M

in
u
ten

 
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

in
:
R
h
ein
-N
eck

er-Z
eitu

n
g
(H
eid
elb
erg

)
v
o
m
 
12.

S
ep
tem

b
er
 
1945,

G
R
G
A
 
3,
78f.

）

次
に
一
九
四
六
年
一
月
一
二
日
同
紙
に
掲
載
さ
れ
た
「
法
の
革
新
」

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
法
学
部
再
開
に
あ
た
っ
て
学
部
長
と
し
て
行
っ
た
挨
拶
）

は
次
の
よ
う
に
い
う
。

我
々
は
、
法
律
そ
の
も
の
が
不
正
義
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
犯
罪
を
認
可
す
る
こ
と
に
奉
仕
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
時
代
を
振
り

返
る
。
ド
イ
ツ
の
法
律
家
を
支
配
し
て
い
た
見
解
、
す
な
わ
ち
秩
序
に
適
合
し
て
成
立
し
た
い
か
な
る
法
律
に
も
法
の
性
格
と
妥
当
性
を
認
め
る
実
証
主

義
は
、
そ
の
よ
う
な
不
正
で
犯
罪
的
な
法
律
に
対
し
て
無
防
備
で
あ
っ
た
。
我
々
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
を
超
え
る
人
権
、
正
義
に
反
す
る
法
律
に
妥
当
性

を
拒
否
す
る
自
然
法
を
、
あ
ら
た
め
て
深
く
心
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

E
rn
eu
eru

n
g d

es R
ech

ts:
R
ed
e d

es D
ek
a
n
s a
n
la
ß
lich d

er
 

W
ied
erero

ffn
u
n
g d

er Ju
ristisch

en F
a
k
u
lta
t d
er U

n
iv
ersita

t H
eid
elb
erg

(A
u
szu

g
),
in
:
R
h
ein
-N
eck

er-Z
eitu

n
g
(H
eid
elb
erg

)
v
o
m

 
12.

Ja
n
u
a
r 1946,

G
R
G
A
 
3,
80.

）

法
律
的
不
法
」
及
び
「
超
法
律
的
法
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
四
六
年
第
一
号
の
「
南
ド
イ
ツ
法
曹
雑
誌
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
法
律
的
不
法
と
超
法

律
的
法
」
に
よ
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

法
律
は
法
律
だ
」
と
い
う
原
則
に
つ
い
て
い
か
な
る
例
外
も
知
ら
な
い
「
実
証
主
義

的
法
思
考
」
が
長
年
に
わ
た
っ
て
法
律
家
を
支
配
し
て
き
た
が
、
こ
の
法
思
考
に
と
っ
て
は
「
法
律
的
不
法
は
、
超
法
律
的
法
と
同
様
に
、
一
つ
の
自
己

矛
盾
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
り
（G

R
G
A
 
3,83.

）、

実
証
主
義
は
、
実
際
、『
法
律
は
法
律
だ
』
と
い
う
そ
の
信
念
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
法
曹
階
級
を
恣

意
的
で
犯
罪
的
な
法
律
に
対
し
て
無
防
備
に
し
た
。」

G
esetzlich

es
 
U
n
rech

t
 
u
n
d
 
Ü
b
erg

esetzlich
es
 
R
ech

t,
in
 
S
u
d
d
eu
tch

e
 
Ju
risten

-

zeitu
n
g 1,

1946,
G
R
G
A
 
3,
88.

）

２
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
esetzlich

es U
n
rech

t u
n
d Ü

b
erg

esetzlich
es R

ech
t,
G
R
G
A
 
3,
89.

そ
こ
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
正
義
と
法
的
安
定
性
と

い
う
二
つ
の
法
理
念
の
優
先
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
基
準
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
通
常
は
、
正
義
に
法
的
安
定
性
が
優
先
し
、
秩
序
適

合
的
に
制
定
さ
れ
権
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
法
律
は
そ
の
内
容
が
不
正
で
合
目
的
性
に
反
す
る
場
合
で
も
効
力
を
失
わ
な
い
。
し
か
し
、
②
法
律

の
不
正
が
耐
え
が
た
い
程
度
に
達
し
て
、
法
律
が
「
不
正
な
法
」
と
し
て
正
義
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
の
後
者
の
場
合
の
境
界
線

を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
③
正
義
の
核
心
を
な
す
平
等
処
遇
の
原
理
が
法
律
制
定
に
際
し
て
意
図
的
に
否
認
さ
れ
て
い

る
と
き
は
、
そ
の
法
律
は
そ
も
そ
も
法
と
は
み
な
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
」
と
い
う
の
は
こ
の
第
二
と
第
三
の
基
準
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を
指
し
、
第
二
の
も
の
は
「
受
忍
不
能
定
式
」

U
n
ertra

g
lich

k
eitsfo

rm
el

）、
第
三
の
も
の
は
「
拒
否
定
式
」

V
erleu

g
n
u
n
g
sfo
rm
el

）
と
呼
ば

れ
て
い
る
（V

g
l.
R
.D
reier,

G
esetzlich

es U
n
rech

t im
 
S
E
D
-S
ta
a
t?
A
m
 
B
eisp

iel d
es D

D
R
-G
ren

zg
esetzes:

in S
tra
fg
erech

tig
k
eit:

F
estsch

rift fu
er A

.K
a
u
fm
a
n
n zu

m
 
70.

G
eb
u
rtsta

g
(H
rsg

.v
.F
.H
a
ft et a

l.),
1993,

57f.,
R
.A
lex

y
,
M
a
u
ersch

u
tzen

:
Z
u
m
 
V
erh

a
ltn
is

 
v
o
n R

ech
t,
M
o
ra
l u
n
d S

tra
fb
a
rk
eit,

1993,
3f.

）。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
自
身
は
「
拒
否
定
式
」
に
よ
っ
て
、
ナ
チ
ス
の
法
律
を
「
不
法
」
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
裁
判
で
は
「
受
忍
不
能

定
式
」
が
援
用
さ
れ
る
例
が
あ
り
（V

g
l.
B
G
H
 
3 Z

R
 
168 /50

）、
ま
た
最
近
の
東
西
ド
イ
ツ
統
一
後
の
い
わ
ゆ
る
「
壁
の
射
手
」
事
件
裁
判
で
連
邦
通

常
裁
判
所
判
決
（B

G
H
 
5 S

tR
 
370 /92

）
で
も
こ
の
定
式
が
援
用
さ
れ
、
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
法
哲
学
的
文
献
だ
け
を
挙
げ
る

と
、
右
のR

.A
lex

y
,
R
.D
reier

の
も
の
の
他
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。R

.A
lex

y
,
D
er B

esch
lu
ß
d
es B

u
n
d
esv

erfa
ssu

n
g
sg
erich

t zu
 

d
en T

o
tu
n
g a

n d
er in

n
erd

eu
tsch

en G
ren

z v
o
m
 
24.

O
k
to
b
er 1996,

1997;
d
ers.,

A
 
D
efen

ce o
f R

a
d
b
ru
ch
’s F

o
rm
u
la
,
in
:
R
ecra

ftin
g

 
th
e R

u
le o

f L
a
w
:
T
h
e L

im
its o

f L
eg
a
l O

rd
er
(D
.D
y
zen

h
a
u
s,
ed
.),
1999;

A
.K
a
u
fm
a
n
n
,
D
ie R

a
d
b
ru
ch
sch

e F
o
rm
el v

o
m
 
g
esetzli-

ch
en U

n
rech

t u
n
d v

o
m
 
u
b
erg

esetzlich
en R

ech
t in d

er D
isk
u
ssio

n u
m
 
d
a
s im

 
N
a
m
en d

er D
D
R
 
b
eg
a
n
g
en
e U

n
rech

t,
in N

JW
,

1995,
81

86;
H
.D
reier,

G
u
sta
v R

a
d
b
ru
ch u

n
d d

ie M
a
u
ersch

u
tzen

,
in JZ

,
1997,

421
434.

日
本
語
の
も
の
と
し
て
は
、
大
橋
智
之
輔
「
所

謂
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
定
式F

o
rm
el

」
を
め
ぐ
っ
て
」

奥
島
・
田
中
編
『
法
学
の
根
底
に
あ
る
も
の
』
一
九
九
七
）
な
ど
を
参
照
。
本
稿
で
は
こ
の
定

式
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

３
）

こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
ハ
ー
ト
と
フ
ラ
ー
の
間
で
論
争
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。H

.L
.A
.H
a
rt,

P
o
sitiv

ism
 
a
n
d th

e S
ep
a
ra
-

tio
n
 
o
f L

a
w
 
a
n
d
 
M
o
ra
ls,

in
:
H
a
rv
a
rd
 
L
a
w
 
R
ev
iew

 
71,

1968

（
矢
崎
光
圀
他
訳
『
法
学
・
哲
学
論
集
』
一
九
九
〇
年
）;L

o
n
 
L
.F
u
ller,

P
o
sitiv

ism
 
a
n
d F

id
elity to L

a
w
,
in o

p
.cit.

４
）

と
く
に
西
ド
イ
ツ
で
は
、
戦
後
の
継
続
裁
判
で
も
早
い
時
期
に
、
自
然
法
へ
の
依
拠
は
遡
及
処
罰
禁
止
と
の
衝
突
を
理
由
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。V

g
l.
C
.L
a
a
g
e,
D
ie A

u
sein

a
n
d
ersetzu

n
g u

m
 
d
en B

eg
riff d

es g
esetzlich

en U
n
rech

ts n
a
ch 1945,

in
:
K
ritisch

e Ju
stiz,

V
iertelja

h
ressch

rift Ja
h
rg
a
n
g 22 H

eft 4,
1989.

ま
た
、
芝
健
介
「
何
が
裁
か
れ
、
何
が
裁
か
れ
な
か
っ
た
の
か
｜
｜
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
と

ド
イ
ツ
人
に
よ
る
ナ
チ
犯
罪
裁
判
の
問
題
｜
｜
」
『
岩
波
講
座

世
界
歴
史

25

戦
争
と
平
和
』
一
九
九
七
年
）、
熊
野
直
樹
「
東
西
ド
イ
ツ
司
法
と

『
過
去
の
克
服
』」
『
法
政
研
究
』
第
七
一
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

５
）

V
g
l.
M
.W
a
lth
er,

H
a
t d
er ju

ristisch
e P

o
sitiv

ism
u
s d
ie d

eu
tsch

en Ju
risten im

“D
ritten R

eich
”
w
eh
rlo
s g
em
a
ch
t?,
in
:
R
ech

t
 

u
n
d Ju

stiz im
“D
ritten R

eich
”,
1989;

S
.L
.P
a
u
lso
n
,
L
o
n L

.
F
u
ller,

G
u
sta
v R

a
d
b
u
ru
ch
,
a
n
d th

e
“p
o
sitiv

ist”
T
h
eses,

in
:
L
a
w
 
a
n
d

 
P
h
ilo
so
p
h
y 13,

1994;
T
h
.
M
erten

s,
N
a
zism

,
L
eg
a
l P

o
sitiv

ism
 
a
n
d
 
R
a
d
b
ru
ch
’s T

h
esis o

n
 
S
ta
tu
to
ry
 
In
ju
stice,

in
:
L
a
w
 
a
n
d

 
C
ritiq

u
e 14,

2003;

青
井
秀
夫
「
実
証
主
義
伝
統
の
謎
｜
｜
戦
後
法
哲
学
の
現
実
と
課
題
」
『
刑
事
法
学
の
現
代
的
課
題
』
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。
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６
）

個
別
に
は
戦
後
の
ナ
チ
ス
裁
判
に
関
す
る
多
数
の
論
評
の
形
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
初
期
の
も
の
と
し
て
は
、B

.

R
u
th
ers,

D
ie U

n
b
eg
ren

zte A
u
sleg

u
n
g
,
1968,

M
.S
to
lleis,

G
em
ein
w
o
h
lfo
rm
eln im

 
n
a
tio
n
a
lso
zia
listisch

en R
ech

t,1974

な
ど
が
あ
り
、

一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
多
数
現
れ
る
。
法
哲
学
的
観
点
か
ら
も
関
心
を
ひ
く
い
く
つ
か
を
出
版
順
に
あ
げ
る
と
、R

ed
a
k
tio
n
 
K
ritisch

e
 
Ju
stiz

(H
rsg

.),
D
er U

n
rech

ts-S
ta
a
t:
R
ech

t u
n
d Ju

stiz im
 
N
a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,1979;U

.R
eifn

er
(H
rsg

.),D
a
s R

ech
t d
es U

n
rech

tssta
a
tes,

1981;
H
.R
o
ttleu

th
n
er
(H
rsg

.),
R
ech

t,
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie u

n
d N

a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,
1983

（
ナ
チ
ス
法
理
論
研
究
会
訳
『
法
、
法
哲
学
と

ナ
チ
ズ
ム
』
一
九
八
七
年
）;R

ed
a
k
tio
n
 
K
ritisch

e
 
Ju
stiz

(H
rsg

.),
D
er U

n
rech

ts-S
ta
a
t II,

1984;
U
.R
eifn

er /B
.-R
.S
o
n
n
en

(H
rsg

.),

S
tra
fju
stiz u

n
d P

o
lizei im

 
D
ritten R

eich
,
1984;

B
.R
u
th
ers,

E
n
ta
rtetes R

ech
t,
1988;

R
.D
reier /W

.S
ellert

(H
rsg

.),
R
ech

t u
n
d Ju

stiz
 

im
“D
ritten R

eich
”,
1989;

F
.J.S

a
ck
er
(H
rsg

.),
R
ech

t u
n
d R

ech
tsleh

re im
 
N
a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,
1992

な
ど
。

な
お
、
上
記
のD

er U
n
rech

ts-sta
a
t,
1979,

7

に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
ス
期
に
お
け
る
法
と
司
法
の
役
割
に
関
す
る
研
究
は
や
っ
と
一
九
六
〇
年
代
後
半

か
ら
始
ま
っ
た
が
、
必
ず
し
も
直
ち
に
盛
ん
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
は
、
一
九
四
一
年
のO

.K
irch

h
eim

er

の
英
語
論
文
を
独
語
訳
し
た
も
の

を
冒
頭
に
掲
げ
る
他
、
一
九
六
八
年
に
刊
行
が
始
ま
っ
たD

ie K
ritisch

e Ju
stiz

誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
を
多
数
収
め
て
い
る
。

７
）

B
.R
u
th
ers,

R
ech

tsth
eo
rie,

3.A
u
fl.,

295f
(5.A

u
fl.,

321).
U
.R
eifn

er,
Ju
stiz

 
u
n
d
 
F
a
sch

ism
u
s,
in
:
R
eifn

er /S
o
n
n
en

(H
rsg

.),

S
tra
fju
stiz u

n
d P

o
lizei im

 
D
ritten R

eich
,
1984,

17

も
す
で
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

実
証
主
義
の
責
任
と
い
う
テ
ー
ゼ
｜
｜
残
念
な
が
ら

こ
の
テ
ー
ゼ
は
一
九
四
五
年
以
降
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
い
く
つ
か
の
論
評
に
も
依
拠
し
う
る
の
だ
が
｜
｜
と
、
い
う
と
こ
ろ
の
司
法
介
入
（F

rem
t-

steu
eru

n
g d

er Ju
stiz

）
は
、
当
時
の
事
実
に
つ
い
て
よ
り
も
、
今
日
こ
れ
ら
を
主
張
す
る
者
の
立
場
に
つ
い
て
、
語
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
」。

８
）

cf.
S
.L
.P
a
u
lso
n
,
L
o
n L

.
F
u
ller,

G
u
sta
v R

a
d
b
ru
ch
,
a
n
d th

e
“P
o
sitiv

ist”
T
h
eses,

in
:
L
a
w
 
a
n
d P

h
ilo
so
p
h
ie 13,

1994,
329

333;

R
.D
reier /S

.L
.P
a
u
lso
n
,
E
in
fu
h
ru
n
g
 
in
 
d
ie R

ech
tsp
h
ilo
so
p
h
ie R

a
d
b
ru
ch
s,
in
:
G
.R
a
d
b
ru
ch

(h
rsg

.
v
.
D
reier /P

a
u
lso
n
),
R
ech

ts-

p
h
ilo
so
p
h
ie,

S
tu
d
ien
a
u
sg
a
b
e
(2.A

u
fl.),

2003,
251.

９
）

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
規
範
的
提
言
が
的
外
れ
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
青
井
前
掲
一
三

一
四
頁
参
照
。

10
）

cf.
S
.L
.P
a
u
lso
n
,
ib
id
.,
314.

11
）

cf.
S
.L
.P
a
u
lso
n
,
ib
id
.,
345

348.

12
）

cf.
H
.L
.A
.H
a
rt,

ib
id
.,
616

（
邦
訳
八
〇

八
一
頁
）.

13
）

cf.
T
h
.M
erten

s,
N
a
zism

,
L
eg
a
l P
o
sitiv

ism
 
a
n
d R

a
d
b
ru
ch
’s T

h
esis o

n S
ta
tu
to
ry In

ju
stice,

in
:
L
a
w
 
a
n
d C

ritiq
u
e 14,

2003,

286.

14
）

cf.
S
.L
.P
a
u
lso
n
,
ib
id
.,
338

341.
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２

法
概
念
と
実
証
主
義
批
判

テ
ー
ゼ
」
に
お
け
る
実
証
主
義
批
判
の
真
意
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
法
の
概
念
と
理
念
に
つ
い
て
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
哲
学

的
見
解
に
遡
っ
て
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
哲
学
的
立
場
に
つ
い
て
は
、
戦
前
の
実
証
主
義
か
ら
戦
後
の
自

然
法
論
へ
と
転
向
し
た
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
ナ
チ
ス
の
犯
罪
的
不
法
の
原
因
を
実
証
主
義
に
見

出
し
て
、
戦
後
に
に
わ
か
に
実
証
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ナ
チ
ス
の
実
態
が
実
証
主
義
と

は
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

テ
ー
ゼ
」
は
ま
っ
た
く
の
的
外
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
彼
の
法
哲
学
的
立

場
は
戦
前
か
ら
基
本
的
に
一
貫
し
て
い
た
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

テ
ー
ゼ
」
の
真
意
は
別
様
に
理
解
さ
れ
う
る
は
ず
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
、

実
証
主
義
」
の
意
味
は
テ
ー
ゼ
見
直
し
論
が
想
定
す
る
も
の
と
は
異
な
る
様
相
を
も
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

⑴

転
向
か
一
貫
か

転
向
説
を
と
る
論
者
は
少
な
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
八
年
に
ハ
ー
ト
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
ナ
チ
ス
の
専
制
ま
で
は
『
実
証
主
義
的
』
原
理
を
支
持
し
て
い
た
が
、
ナ
チ
ス
の
専
制
を
経
験
し
て
転
向
し
た
人
で

あ
る
か
ら
、
彼
が
法
と
道
徳
と
の
分
離
と
い
う
原
理
を
捨
て
る
よ
う
に
他
の
人
に
訴
え
る
様
子
に
は
、
自
説
を
変
更
す
る
と
い
う
特
殊
な
痛

切
さ
が
あ
る１

）」。
ま
た
、
ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
ー
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
つ
い
て
「
一
九
三
二
年
の
公
然
た
る
実
証
主
義
者
（d

er
 
erk

la
rte

 
P
o
sitiv

ist

）」
は
戦
後
は
「
実
証
主
義
の
批
判
者
」
と
な
っ
て
、

一
九
三
三
年
の
無
防
備
の
責
任
を
ま
さ
に
実
証
主
義
に
と
ら
せ
た
」
と

評
し
て
い
る２

）。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
基
本
的
な
法
哲
学
的
見
解
を
引
き
継
い
で
い
る
と
思
わ
れ
る
ア
レ
ク
シ
ー
も
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
ナ
チ

ス
期
以
前
は
実
証
主
義
者
で
あ
っ
た
。
一
九
四
五
年
以
降
、
彼
は
そ
の
見
解
を
変
更
し
、
法
実
証
主
義
は
『
法
律
家
と
国
民
を
、
か
く
も
恣
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意
的
で
、
残
酷
で
、
犯
罪
的
な
法
律
に
対
し
て
無
防
備
に
し
た
』
と
い
う
見
解
を
主
張
し
た
」
と
述
べ
て
い
る３

）。

他
方
で
、
戦
前
か
ら
戦
後
ま
で
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
基
本
的
な
立
場
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
一
九
三
三
年
に
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
が
解
職
さ
れ
た
後
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
法
哲
学
及
び
刑
法
の
教
授
と
な
っ
た
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
、
後
に
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
を
追
悼

す
る
論
集
に
収
め
た
短
い
論
稿
の
中
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
戦
後
の
議
論
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
こ
こ

で
憎
む
べ
き
過
去
に
対
す
る
武
器
と
し
て
一
つ
の
理
論
を
鍛
造
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
を
誤
解
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
解
の
本
質
的
な
要
素
、
た
と
え
ば
正
義
へ
の
努
力
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
法
律
だ
け
が
法
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
、

か
な
り
以
前
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
す
で
に
見
出
さ
れ
う
る４

）」。
ま
た
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
晩
年
の
弟
子
で
あ
っ
た
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
そ
の
『
法

哲
学
の
根
本
問
題
』
に
お
い
て
、

生
涯
を
通
し
て
堅
持
し
、
そ
れ
に
何
の
変
化
も
な
か
っ
た
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
概
念
は
、
こ
の
両
者

﹇
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
﹈
の
い
ず
れ
の
帰
結
で
も
な
」
く
、
そ
の
対
立
の
彼
方
に
あ
る
「
第
三
の
道
」
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と

述
べ
て
い
る５

）。
さ
ら
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
『
法
哲
学
』
の
学
生
版
を
編
集
し
た
ド
ラ
イ
ア
ー
と
ポ
ー
ル
ソ
ン
は
、
そ
の
解
説
で
「
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
の
立
場
は
、
一
九
三
三
年
以
前
に
も
、﹇
法
と
道
徳
と
の
﹈
分
離
テ
ー
ゼ
の
意
味
で
実
証
主
義
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
、

転
向
説
を
否
定
し
て
い
る６

）。

こ
れ
ら
二
つ
の
見
解
の
う
ち
、
一
貫
説
の
ほ
う
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
立
場
を
適
切
に
捉
え
て
い
る
と
本
稿
は
考
え
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は

戦
前
に
お
い
て
も
端
的
な
自
然
法
論
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
時
に
端
的
な
実
証
主
義
者
で
あ
っ
た
の
で
も
な
く
、
永
遠
不
変
の

自
然
法
と
い
う
見
解
に
対
し
て
は
消
極
的
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
一
元
論
的
な
実
証
主
義
に
対
し
て
は
明
か
に
批
判
的
で
あ
っ
た７

）。
し
た

が
っ
て
実
証
主
義
に
関
す
る
戦
後
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
言
説
も
ナ
チ
ス
体
験
に
よ
っ
て
に
わ
か
に
出
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
戦
前
か
ら
の

一
貫
し
た
法
哲
学
的
見
解
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
戦
後
の
実
証
主
義
批
判
は
理
論
的
必
然
性
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
転
向
か
一
貫
か
を
め
ぐ
る
上
記
の
議
論
に
は
な
お
検
討
す
べ
き
論
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。

ま
ず
、
転
向
説
を
支
持
す
る
も
っ
と
も
強
力
な
論
拠
と
み
ら
れ
る
の
は
、
裁
判
官
に
と
っ
て
の
第
一
の
課
題
に
つ
い
て
の
戦
前
と
戦
後
の
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言
説
の
相
違
で
あ
る
。
戦
前
は
そ
れ
を
何
よ
り
も
（
正
義
に
反
し
て
で
も
）
法
的
安
定
性
だ
と
し
、
戦
後
は
何
よ
り
も
（
死
を
賭
し
て
で

も
）
正
義
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る８

）。
こ
れ
以
上
に
明
白
な
言
説
の
転
向
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ロ
ッ
ト

ロ
イ
ト
ナ
ー
が
「
一
九
三
二
年
の
公
然
た
る
実
証
主
義
者
」
と
い
う
の
も
、
裁
判
官
の
職
務
に
関
す
る
三
二
年
の
『
法
哲
学
』
の
言
明
を
想

定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
裁
判
官
職
務
論
と
も
呼
び
う
る
こ
の
議
論
の
変
更
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
概
念
論
に
お
け
る
転
向
を
意
味
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な

い
。
裁
判
官
職
務
論
は
い
う
ま
で
も
な
く
司
法
の
局
面
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
概
念
論
は
よ
り
広
く
立
法
の
局
面
を
も
視
野
に
入

れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
概
念
論
を
問
題
に
す
る
か
ぎ
り
、
少
な
く
と
も
こ
の
双
方
の
局
面
を
統
合
的
に
把
握

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
裁
判
官
職
務
論
に
お
け
る
こ
の
変
容
は
司
法
に
関
す
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
状
況
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
に
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
概
念
法
学
的
制
定
法
実
証
主
義
を
批
判
す
る
自
由
法
運
動
の
担
い
手
の
一

人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
は
た
し
か
に
法
律
の
拘
束
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
司
法
に

関
す
る
状
況
認
識
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
。

第
二
に
、
転
向
説
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
価
値
相
対
主
義
に
依
拠
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
ア
レ
ク
シ
ー
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
二
年

の
『
法
哲
学
』
第
一
〇
章
で
は
、
法
の
妥
当
性
の
根
拠
と
な
り
う
る
法
理
念
の
三
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
正
義
、
合
目
的
性
、
そ
し
て
法
的

安
定
性
は
相
互
に
「
等
価
」

g
leich

w
ertig

）
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
衝
突
す
る
と
き
に
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
は
各
人
の
良

心
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
（
た
だ
し
、
裁
判
官
に
つ
い
て
は
法
的
安
定
性
が
優
先
す
る
）
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
四
五
年
以
降
の
論
稿

で
は
最
終
的
に
正
義
が
優
位
に
お
か
れ
る
に
い
た
る
の
だ
か
ら
で
あ
る９

）。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
一
九
三
四
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
雑
誌
に
「
法

哲
学
に
お
け
る
相
対
主
義
」
と
い
う
論
稿
を
公
表
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
相
対
主
義
か
ら
い
く
つ
か
の
絶
対
的
要
請
を
導
い
て
い
る10

）。
こ

こ
で
大
き
な
立
場
の
転
回
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
れ
も
決
定
的
な
論
拠
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

正
義
へ
の
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努
力
に
満
た
さ
れ
た
法
律
だ
け
が
法
で
あ
る
」
と
い
う
基
本
思
想
は
戦
前
か
ら
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
見
出
さ
れ
る
。
正
義
の
法
的
安
定
性
に
対

す
る
究
極
的
な
優
先
性
と
い
う
戦
後
の
議
論
は
そ
こ
か
ら
の
理
論
的
帰
結
で
あ
っ
て
、
戦
後
の
言
明
は
こ
の
含
意
を
明
示
的
に
表
現
す
る
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
相
対
主
義
は
、
通
常
の
価
値
相
対
主
義
や
三
四
年
論

文
に
み
ら
れ
る
規
範
的
相
対
主
義
と
も
異
な
る
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
自
身
も
明
確
に
は
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
、
あ
る
意
味
を
も
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
法
の
概
念
と
理
念
の
関
係
に
関
す
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
見
解
そ
の
も

の
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
項
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
。

⑵

法
の
概
念
と
理
念

先
の
ハ
ー
ト
の
見
解
と
ド
ラ
イ
ア
ー
・
ポ
ー
ル
ソ
ン
の
見
解
は
一
見
す
る
と
真
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。
ハ
ー
ト
は
、
戦
前
の
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
は
法
と
道
徳
と
の
分
離
テ
ー
ゼ
に
立
っ
て
い
た
と
し
、
ド
ラ
イ
ア
ー
ら
は
、
戦
前
に
も
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
分
離
テ
ー
ゼ
の
意
味
で
実
証

主
義
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
概
念
論
そ
の
も
の
に
関
わ
る
見
解
の
相
違
と
い
え
る
。
ハ
ー
ト
に

よ
れ
ば
、
法
と
道
徳
の
分
離
テ
ー
ゼ
か
結
合
テ
ー
ゼ
か
と
い
う
の
が
、
実
証
主
義
と
自
然
法
論
な
ど
の
非
実
証
主
義
と
を
区
別
す
る
主
要
な

メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る11

）。
こ
の
点
で
は
、
ド
ラ
イ
ア
ー
や
ア
レ
ク
シ
ー
も
同
様
の
見
解
を
と
っ
て
い
る12

）。
こ
の
同
じ
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
照
ら

し
て
、
ハ
ー
ト
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
転
向
説
を
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
見
解
の
相
違
も
少
し
く
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
と
、
見
掛
け
ほ
ど
対
立
的
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る

「
視
点
」
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
の
論
争
が
示
す
よ
う
に
、
ハ
ー
ト
の
立
場
は
法
の
「
内
的
側
面
」

を
な
お
「
記
述
」
す
る
観
察
者
の
視
点
に
た
つ
も
の
で
あ
る13

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
そ
れ
は
法
に
対
し
て
「
評
価
的
態
度
」

を
と
る
関
与
者
の
視
点
に
た
つ
も
の
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る14

）。
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も
ち
ろ
ん
、
両
者
の
相
違
は
た
ん
に
視
点
の
相
違
に
終
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
「
関
与
者
」
の
視
点
か
ら
み
た
法
的
実
践
の
意
義
、
つ

ま
り
「
正
義
へ
の
努
力
」
と
い
う
側
面
が
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
と
っ
て
は
法
概
念
の
重
要
な
要
素
な
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
法
を
、
科
学
や
芸
術
と
同
様
に
、
価
値
関
係
的
事
実
又
は
「
文
化
的
事
実
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
文

化
的
事
実
と
し
て
の
科
学
や
芸
術
の
営
為
が
、
そ
の
作
品
に
お
い
て
真
又
は
美
で
あ
ろ
う
と
す
る
失
敗
又
は
成
功
し
た
営
為
で
あ
る
と
き
に

は
じ
め
て
、
科
学
や
芸
術
で
あ
り
う
る
よ
う
に
、
法
も
正
義
価
値
を
追
求
す
る
失
敗
又
は
成
功
し
た
営
為
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、

法
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る15

）。
そ
れ
ゆ
え
、

正
義
へ
の
努
力
」
は
文
化
的
事
実
と
し
て
の
法
に
と
っ
て
「
構
成
的
原
理
」

d
a
s
 
k
o
n
-

stitu
tiv
e
 
P
rin
zip

）
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
価
値
そ
の
も
の
と
し
て
の
正
義
は
こ
の
営
為
に
と
っ
て
の
「
統
制
的
原
理
」

d
a
s

 
reg

u
la
tiv
e P

rin
zip

）
と
し
て
の
「
理
念
」

Id
ee

）
な
の
で
あ
る16

）。

次
に
、
上
記
の
見
解
の
相
違
は
「
道
徳
」
の
意
味
の
相
違
に
基
づ
い
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
は
ハ
ー
ト
の
立
場
を
「
関
与

者
」
の
視
点
に
た
つ
も
の
と
想
定
し
た
と
き
に
も
生
じ
る
相
違
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
が
法
と
は
分
離
さ
れ
る
道
徳
と
い
う
と
き
、
道
徳
は
何
ら

か
の
具
体
的
｜
実
質
的
な
価
値
原
理
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
自
然
法
の
最
小
限
の
内
容
も
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
パ
ト

リ
ッ
ク
・
デ
ブ
リ
ン
が
主
張
す
る
よ
う
な
多
数
派
の
社
会
道
徳
も
そ
れ
で
あ
る17

）。
ハ
ー
ト
は
こ
れ
ら
が
歴
史
的
｜
社
会
的
に
は
法
の
内
容
と

な
り
う
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
彼
が
否
定
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
を
内
容
と
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
法
と
は
い
え
な
い
と
す
る
主
張

（
自
然
法
論
的
主
張
）
な
の
で
あ
る18

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
ラ
イ
ア
ー
ら
が
い
う
道
徳
は
さ
し
あ
た
り
形
式
的
｜
実
質
的
な
価
値
原
理
を
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
が
文
化
的
事
実
と
し
て
の
法
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
と
す
る
法
の
理
念
と
し
て
の
価
値
原
理
、
と
く
に
正
義
で
あ
る
。
な
る
ほ

ど
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
お
い
て
は
こ
の
正
義
も
さ
し
あ
た
り
平
等
処
遇
原
則
と
し
て
の
形
式
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る19

）。
そ
れ
で
も
、
法
の
概

念
は
こ
の
価
値
理
念
を
抜
き
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
概
念
論
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
か
ぎ
り

で
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
概
念
は
こ
の
正
義
と
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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自
然
法
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
い
え
ば
、
カ
ウ
フ
マ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
戦
前
か
ら
永
遠
不
変
の
特
定
の
内
容
を

指
示
す
る
自
然
法
論
を
退
け
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
見
解
は
戦
後
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い20

）。
そ
し
て
、
特
定
の
内
容
に
関

し
て
は
見
解
の
相
違
が
あ
り
う
る
が
ゆ
え
に
、
安
定
し
た
法
秩
序
の
成
立
の
た
め
に
は
実
定
化
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

ま
た
、
法
を
実
定
法
に
限
定
す
る
見
解
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
一
元
論
的
な
見
解
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
退
け
ら
れ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は

シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
の
「
正
法
」
の
思
想
を
真
剣
に
受
け
取
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
の
「
正
法
」
も
個
的
人
間
に
定
位
す
る

「
古
い
形
態
の
自
然
法
」
に
逆
戻
り
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る21

）。

正
法
」
は
「
内
容
の
変
転
す
る
自
然
法
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
先
に
触
れ
た
法
の
価
値
理
念
に
関
す
る
相
対
主
義
の
問
題
が
あ
る
。
法
の
理
念
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
平
等
原
則
と
し
て
の

正
義
は
形
式
的
な
そ
れ
に
と
ど
ま
る
。
法
に
具
体
的
内
容
を
与
え
る
も
の
と
し
て
目
的
価
値
の
実
現
（
合
目
的
性
）
と
い
う
価
値
理
念
が
現

れ
る
わ
け
だ
が
、
目
的
価
値
に
つ
い
て
は
理
論
的
に
決
着
を
つ
け
え
な
い
見
解
の
相
違
が
あ
り
う
る
。
そ
こ
で
、
安
定
し
た
法
秩
序
の
存
立

の
た
め
に
は
実
定
化
が
必
要
と
な
り
、
か
く
て
法
的
安
定
性
が
第
三
番
目
の
価
値
理
念
と
し
て
現
れ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
の
三
つ
の
価

値
理
念
も
相
対
主
義
的
に
等
価
だ
と
し
た
の
で
あ
っ
た22

）。
し
か
し
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
相
対
主
義
は
独
特
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。ラ

ー
ト
ブ
ル
フ
は
合
目
的
性
の
内
容
を
な
す
目
的
価
値
を
究
極
的
に
三
つ
（
個
人
価
値
、
集
団
価
値
、
作
品
価
値
）
に
限
定
す
る23

）。
こ
の

限
定
が
適
切
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
そ
れ
は
一
種
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
基
づ
い
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
こ
と
が
、
正

義
、
合
目
的
性
、
法
的
安
定
性
と
い
う
法
の
三
つ
の
価
値
理
念
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
価
値
理
念
は
法
の
概
念
に
と
っ

て
不
可
欠
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
要
素
を
な
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
目
的
価
値
が
等
価
で
あ
り
、
三
つ
の
価
値
理
念
が
等
価

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
他
を
排
し
て
絶
対
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
い
ず
れ
も
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
え
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
個
人
価
値
を
絶
対
化
し
て
、
集
団
価
値
や
作
品
価
値
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る
こ
と
は
、
集
団
価
値
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を
絶
対
化
し
て
、
他
の
価
値
を
排
す
る
こ
と
と
同
様
に
、
こ
の
意
味
で
の
相
対
主
義
に
反
す
る24

）。
そ
し
て
、
同
様
に
、
正
義
価
値
を
絶
対
化

し
て
、
合
目
的
性
や
法
的
安
定
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
法
的
安
定
性
を
絶
対
化
し
て
、
そ
の
他
の
価
値
理
念
を
排
す
る
こ
と
と
同
様
に
、

こ
の
意
味
で
の
相
対
主
義
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
正
義
と
法
的
安
定
性
が
究
極
の
と
こ
ろ
で
衝
突
す
る
と
し
て

も
、
ど
ち
ら
か
を
完
全
に
否
定
す
る
選
択
は
相
対
主
義
に
反
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
概
念
論
に
と
っ
て
、
合
目
的
性
や
法
的
安
定
性
と
と
も
に
、
正
義
は
法
の
概
念
に
お
け
る
不
可
欠

の
価
値
理
念
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
形
式
的
｜
実
質
的
な
価
値
理
念
に
と
ど
ま
る
け
れ
ど
も
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
と
っ

て
正
義
と
い
う
道
徳
的
価
値
理
念
は
法
と
概
念
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
概
念
論
を
法

｜
道
徳
分
離
テ
ー
ゼ
と
い
う
意
味
で
の
実
証
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
は
や
は
り
適
切
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

⑶

一
九
一
九
年
の
実
証
主
義
批
判

戦
後
の
実
証
主
義
批
判
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
一
貫
し
た
法
概
念
論
か
ら
の
帰
結
だ
と
い
う
見
方
は
、
さ
ら
に
別
の
資
料
に
よ
っ
て
強
化
さ

れ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
第
一
次
世
界
大
戦
直
後
の
一
九
一
九
年
に
も
実
証
主
義
批
判
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
ッ
ト
ロ

イ
ト
ナ
ー
は
一
九
一
九
年
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
講
演
「
若
き
法
律
家
に
」
か
ら
次
の
よ
う
な
一
節
を
引
用
し
て
い
る25

）。

法
学
的
実
証
主
義

（d
er ju

ristisch
e P

o
sitiv

ism
u
s

）、
そ
れ
に
と
っ
て
法
は
国
家
の
恣
意
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
法
感
覚
（R

ech
tssin

n

）
は
服
従
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
権
力
へ
の
偶
像
崇
拝
は
、
現
実
主
義
政
治
の
時
代
、
権
力
国
家
の
時
代
の
法
学
上
の
部
分
現
象
を
意

味
し
て
い
た26

）」。

同
様
の
実
証
主
義
批
判
は
同
じ
く
一
九
一
九
年
の
キ
ー
ル
大
学
で
の
講
義
草
稿
に
も
見
出
さ
れ
る
。

法
学
的
実
証
主
義
は
現
実
政
治
、

権
力
政
治
の
時
代
の
法
学
的
現
象
形
態
で
あ
る
。
法
学
的
実
証
主
義
に
と
っ
て
は
、
法
は
本
質
的
に
法
律
に
等
し
く
、
国
家
意
思
に
等
し

（78-２- ）183 15

ラートブルフ・テーゼについて（酒匂）



い
。
法
と
権
力
と
の
区
別
、
法
と
恣
意
と
の
区
別
は
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
法
は
国
家
権
力
と
不
可
分
に
結
び
付
い
て
お
り
、
国
家
の
恣
意
は

法
律
の
形
式
を
と
っ
て
法
と
な
る
。
法
学
、
そ
れ
は
権
力
に
対
す
る
偶
像
崇
拝
で
あ
る27

）」。

も
う
一
つ
、
同
じ
く
一
九
一
九
年
の
講
演
「
社
会
的
国
民
国
家
に
お
け
る
法
」
か
ら
、
少
し
長
く
な
る
が
、
引
用
し
て
お
こ
う
。

正
義

に
関
わ
る
仕
事
で
あ
ろ
う
と
せ
ず
、
た
だ
国
家
意
思
の
探
求
だ
け
を
こ
と
と
す
る
法
学
は
、
そ
の
若
者
た
ち
の
心
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
ま
し
て
や
国
民
の
心
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
国
家
の
恣
意
的
制
定
を
超
え
る
法
を
知
り
、
実
定
法
の
物
神
崇
拝
に
陥

る
こ
と
な
く
、
法
の
法
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
い
（jed

e F
ra
g
e n

a
ch d

em
 
R
ech

te d
es R

ech
ts

）
を
自
然
法
的
思
考
様
式
の
許
容
さ

れ
な
い
活
動
と
し
て
学
問
の
領
域
か
ら
排
除
し
な
い
よ
う
な
法
曹
は
、
こ
れ
ま
で
ど
こ
に
い
た
だ
ろ
う
か
。
法
を
国
家
の
恣
意
と
同
一
と
み

な
す
実
証
主
義
は
、
現
実
政
治
的
な
、
権
力
国
家
的
な
時
代
の
一
貫
し
た
法
学
的
現
象
形
態
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
法
思
想
か
ら
普
通
の

人
々
の
良
心
（L

a
ien
g
ew
issen

）
に
と
っ
て
の
あ
ら
ゆ
る
荘
厳
さ
、
あ
ら
ゆ
る
印
象
深
さ
を
奪
っ
た
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
法
意
識
と
、

『
人
権
』
と
い
う
形
態
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
実
定
法
の
超
国
家
的
な
評
価
基
準
や
自
然
法
と
の
生
き
生
き
と
し
た
関
連
を
堅
持
し
て
い
る
諸

国
の
法
意
識
と
の
間
に
、
深
い
亀
裂
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
自
然
法
の
最
初
の
子
ど
も
で
あ
る
超
国
家
的
な
法
秩
序
が
今
日

ま
で
自
然
法
の
大
き
な
部
分
と
し
て
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
、
そ
し
て
国
際
法
が
当
然
の
評
価
を
受
け
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
認
め
よ
う
と

し
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
ド
イ
ツ
は
他
の
国
よ
り
も
頻
繁
に
国
際
法
に
違
背
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
が
、
そ

の
生
存
関
心
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
と
主
張
す
る
国
際
法
違
反
を
、
最
善
の
良
心
の
あ
の
自
明
性
を
も
っ
て
、
率
直
に
、
世
界
の
他
の
部
分

に
対
す
る
影
響
を
い
っ
さ
い
予
想
す
る
こ
と
な
く
な
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
学
の
実
証
主
義
、
国
家
の
命
令
で

は
な
い
法
原
則
に
対
す
る
理
解
の
欠
如
は
強
度
に
共
同
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
実
証
主
義
の
支
配
の
下
で
、
ド
イ
ツ
の
法
曹
身
分
は
、
全
ド

イ
ツ
国
民
の
法
良
心
に
対
す
る
そ
の
責
任
を
十
分
に
自
覚
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る28

）」。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
九
一
九
年
、
ド
イ
ツ
が
第
一
次
世
界
大
戦
に
敗
れ
、
第
二
帝
政
が
崩
壊
し
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス
団
の
蜂
起
が
失
敗

し
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
が
立
ち
上
が
っ
た
最
初
の
年
に
、
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
第
一
次
世
界
大
戦
で
ハ
イ
デ
ル
ベ

（法政研究78-２- ）16 184

論 説



ル
グ
か
ら
西
部
戦
線
に
従
軍
し
、
い
わ
ゆ
る
塹
壕
戦
を
経
験
し
、
彼
の
自
伝
に
よ
れ
ば
、
そ
の
塹
壕
の
中
で
あ
る
深
い
確
信
（
民
主
主
義
及

び
社
会
主
義
に
つ
い
て
の
、
ま
た
宗
教
的
な
）
を
え
て
、
ベ
ル
リ
ン
に
復
員
し
て
き
た29

）。
そ
し
て
、
社
会
民
主
党
員
と
し
て
憲
法
の
起
草
に

関
与
し
、
キ
ー
ル
で
カ
ッ
プ
一
揆
の
危
機
を
切
り
ぬ
け
、
社
会
民
主
党
出
身
の
ラ
イ
ヒ
議
会
議
員
と
も
な
り
、
さ
ら
に
後
に
は
二
度
に
わ

た
っ
て
司
法
大
臣
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
新
し
い
ド
イ
ツ
共
和
国
を
創
出
す
る
た
め
に
、
法
学
者
と
し
て
ま
た
実
務
家
と
し

て
「
法
の
革
新
」
に
携
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
く
に
若
い
法
律
家
や
学
生
に
向
け
た
最
初
の
二
つ
の
講
演
は

や
や
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
な
音
調
を
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
三
番
目
に
挙
げ
た
講
演
は
「
法
の
革
新
」
に
向
け
た
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
全

体
的
構
想
を
力
強
く
述
べ
た
も
の
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
「
法
の
革
新
」
と
題
す
る
二
つ
の
論
文
と
内
容
的
に
も
基
本
的
に
は
ほ
と
ん

ど
異
な
ら
な
い30

）。
上
に
引
用
し
た
一
節
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
国
際
法
違
反
を
批
判
的
に
指
摘
す
る
も
の
で
、
コ
ン
テ

キ
ス
ト
は
異
な
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
諸
論
文
の
一
節
と
し
て
引
用
さ
れ
た
と
し
て
も
違
和
感
の
な
い
文
章
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。と

こ
ろ
で
、
ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
ー
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
か
ら
の
先
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
の
「
実
証
主
義
」
が
一
九
四
五
年
以

後
の
諸
論
文
の
そ
れ
と
は
異
な
る
と
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
権
力
政
治
に
親
和
的
な
態
度
と
し
て
の
実
証
主
義
と
、
自
ら
の
「
道
徳
的
及

び
政
治
的
立
場
に
反
し
て
で
も
正
し
く
成
立
し
た
法
律
を
適
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
説
く
法
理
論
と
し
て
の
実
証
主
義
で
あ
る31

）。
た
し
か

に
、
以
上
に
引
用
し
た
箇
所
に
お
け
る
「
実
証
主
義
」
は
、
法
と
国
家
権
力
、
法
と
国
家
の
恣
意
と
を
同
一
と
み
な
す
見
解
だ
と
言
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
意
味
で
の
実
証
主
義
に
対
す
る
批
判
が
一
九
四
五
年
以
後
の
諸
論
文
に
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
第
三
節
で
さ
ら
に
検
討

す
る
が
、
た
と
え
ば
「
五
分
間
の
法
哲
学
」
の
冒
頭
で
は
、
実
証
主
義
は
「
究
極
の
と
こ
ろ
で
法
と
権
力
を
同
一
の
も
の
と
す
る
」
と
い
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
、

法
律
的
不
法
」
論
文
で
も
、

法
律
の
妥
当
は
そ
れ
が
自
己
を
貫
徹
す
る
権
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に

証
明
さ
れ
る
と
実
証
主
義
は
考
え
る
」
と
さ
れ
て
い
る32

）。
他
方
、
一
九
一
九
年
の
批
判
で
は
、
実
証
主
義
は
「
自
然
法
的
思
考
様
式
」
と
対

比
さ
れ
、

法
の
法
」、

人
権
」、

超
国
家
的
な
評
価
基
準
」、

国
家
の
命
令
で
は
な
い
法
原
則
」
等
に
対
す
る
「
理
解
の
欠
如
」
に
よ
る
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も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
法
や
基
準
や
原
則
が
一
九
四
五
年
以
後
の
「
法
律
を
超
え
る
法
」
と
別
物
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
一

九
一
九
年
の
法
学
的
実
証
主
義
批
判
と
一
九
四
五
年
以
後
の
実
証
主
義
批
判
を
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。以

上
よ
り
言
え
る
の
は
、
一
九
四
五
年
以
後
の
テ
ー
ゼ
に
お
け
る
実
証
主
義
批
判
は
ナ
チ
ス
の
経
験
の
後
に
に
わ
か
に
現
れ
た
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
批
判
は
、
法
と
正
義
と
の
概
念
的
結
合
を
認
め
ず
、
法
の
妥
当
根
拠
を
権
力
に
求
め
、
法
を
究
極
の
と
こ

ろ
で
恣
意
的
と
な
り
う
る
権
力
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
法
の
権
力
理
論
」
と
も
い
う

べ
き
実
証
主
義
に
対
す
る
批
判
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
法
の
革
新
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
お
い
て
戦
前
か
ら
戦
後
ま
で

変
わ
ら
ず
に
継
続
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
対
象
を
欠
い
た
空
虚
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
の
権
力
理
論

と
し
て
の
実
証
主
義
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
以
前
か
ら
戦
後
に
い
た
る
ま
で
な
お
支
配
的
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
リ
ュ
ー
タ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る32

）。

制
定
法
実
証
主
義
に
と
っ
て
法
の
妥
当
根
拠
は
権
力
で
あ
る
。
こ
の
法
の
権
力
理
論

（d
iese M

a
ch
tth
eo
rie d

es R
ech

ts

）
は
長
い
間
ド
イ
ツ
国
法
学
を
支
配
し
て
き
た
し
、
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
ド
イ
ツ
の
法
律
家
た
ち

を
精
神
的
に
形
作
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
国
法
の
通
常
状
態
に
お
い
て
は
今
日
で
も
な
お
作
用
し
て
い
る
」。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と

も
こ
の
意
味
で
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
の
実
証
主
義
批
判
は
理
論
的
及
び
歴
史
的
な
真
理
性
の
主
張
を
伴
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で

あ
る
。

１
）

H
.L
.A
.H
a
rt,

P
o
sitiv

ism
 
a
n
d th

e sep
a
ra
tio
n o

f la
w
 
a
n
d m

o
ra
ls,
in H

a
rv
a
rd L

a
w
 
R
ev
iew

,
V
o
l.
71,

1958,
616

（
邦
訳
八
〇

八

一
頁
）.

２
）

H
.R
o
ttleu

th
n
er,

S
u
b
sta
n
tieller D

ezisio
n
ism

u
s zu

r F
u
n
k
tio
n
 
d
er R

ech
tsp
h
ilo
so
p
h
ie
 
im
 
N
a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,
in
:
d
ers

(H
rsg

.),
R
ech

t,
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie u

n
d N

a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,
34f

（
邦
訳
五
四
頁
）.

３
）

R
.A
lex

y
,
B
eg
riff u

n
d G

eltu
n
g d

es R
ech

ts,
1992,

S
.
80.

ち
な
み
に
、
ア
レ
ク
シ
ー
が
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
一
九
三
二
年
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の
『
法
哲
学
』
の
「
法
の
妥
当
」
に
関
す
る
第
一
〇
章
で
あ
る
。

４
）

K
.E
n
g
isch

,
G
u
sta
v R

a
d
b
ru
ch a

ls R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
,
in
:
A
.K
a
u
fm
a
n
n
(H
rsg

.),
G
ed
a
ch
tn
issch

rift fu
r G

u
sta
v R

a
d
b
ru
ch
,
1968,

67.
５
）

A
.K
a
u
fm
a
n
n
,
G
ru
n
d
p
ro
b
lem

e d
er R

ech
tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

1994,
34

（
上
田
健
二
訳
『
法
哲
学
』
第
二
版
、
二
〇
〇
六
年
、
五
三
頁
）.

６
）

R
.D
reier /S

.L
.P
a
u
lso
n
,
E
in
fu
h
ru
n
g in d

ie R
ech

tsp
h
ilo
sp
h
ie R

a
d
b
ru
ch
s,
in
:
G
.R
a
d
b
ru
ch

(H
rsg

.
v
.
D
reier /P

a
u
lso
n
),
R
ech

ts-

p
h
ilo
so
p
h
ie,

S
tu
d
ien
a
u
fg
a
b
e,
2.A

u
fl.,

243.

７
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
ru
n
d
zu
g
e d

er R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
33

40;
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
246

250.

８
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
315f.;

G
esetzlich

es U
n
rech

t u
n
d Ü

b
erg

esetzlich
es R

ech
t,
G
R
G
A
 
3,
92.

９
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
315;

G
esetlich

es U
n
rech

t u
n
d Ü

b
erg

esetzlich
es R

ech
t,
G
R
G
A
 
3,
89.

10
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
D
er R

ela
tiv
ism

u
s in d

er R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
3,
17

22.

11
）

H
.L
.A
.H
a
rt,

o
p
.cit.;

d
o
.,
T
h
e C

o
n
cep

t o
f L

a
w
,
1961,

181
182

（
矢
崎
光
圀
監
訳
『
法
の
概
念
』
一
九
七
六
年
、
二
〇
三
頁
）.

12
）

R
.D
reier,

D
er B

eg
riff d

es R
ech

ts,
in N

JW
 
1986,

H
eft 14,

890
896;

R
.A
lex

y
,
Z
u
r K

ritik d
es R

ech
tsp
o
sitiv

ism
u
s,
in A

R
S
P

 
B
eih
eft 37,

1990,
9
26.

な
お
、
ド
ラ
イ
ア
ー
と
ア
レ
ク
シ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
法
と
道
徳
と
の
関
連
｜
｜R

.

ド
ラ
イ
ヤ
ー
とR

.

ア
レ
ク

シ
ー
の
所
説
を
中
心
に
｜
｜
」
『
法
政
研
究
』
第
五
九
巻
第
三

四
合
併
号
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

13
）

H
.L
.A
.H
a
rt,

P
o
stscrip

t,
in d

o
.,
T
h
e C

o
n
cep

t o
f L

a
w
,
2n
d ed

.,
1993,

239
244.

14
）

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
と
っ
て
、
実
践
哲
学
の
一
分
野
と
し
て
の
法
哲
学
は
、
た
ん
に
法
の
認
識
で
は
な
く
、
法
に
つ
い
て
の
価
値
判
断
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
。V

g
l.
G
ru
n
d
zu
g
e d

er R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
35;

R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
226.

な
お
、
フ
ラ
ー
は
、
戦
後
の
ナ
チ

ス
裁
判
に
対
し
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
、
ハ
ー
ト
と
は
異
な
っ
て
、

生
き
た
関
与
者
」

liv
in
g p

a
rticip

a
n
t

）
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。L

.L
.

F
u
ller,

P
o
sitiv

ism
 
a
n
d F

id
erity to L

a
w

｜A
 
R
ep
ly to P

ro
fesso

r H
a
rt,

in
:
H
a
rv
a
rd L

a
w
 
R
ev
iew

,
V
o
l.
71,

1958,
655.

15
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
ru
n
d
zu
g
e d

er R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
54.

16
）

V
g
l.
R
a
d
b
u
rch

,
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
227.

そ
こ
で
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
「
法
理
念
、
す
な
わ
ち
法
現
実
に
と
っ
て
の
構
成
的
原
理

（d
a
s k

o
n
stitu

tiv
e P

rin
zip

）
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
価
値
尺
度
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
評
価
的
態
度
に
属
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
周

知
の
よ
う
に
、
第
四
章
「
法
の
概
念
」
は
、
ゲ
ー
テ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
「
理
念
を
恐
れ
る
者
は
け
っ
き
ょ
く
は
も
は
や
概
念
を
も
も
つ
こ
と
が
な
い
」

を
、
エ
ピ
グ
ラ
ム
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
法
理
念
が
文
化
的
現
実
と
し
て
の
法
に
と
っ
て
の
構
成
的
原
理
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
と
い
え
る
。

17
）

H
a
rt,

T
h
e C

o
n
cep

t o
f L

a
w
,
189

195

（
邦
訳
二
一
一

二
一
八
頁
）;d

o
.,
L
a
w
,
L
ib
erty

,
a
n
d M

o
ra
lity

,
1963.
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18
）

こ
の
点
は
ケ
ル
ゼ
ン
も
同
様
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
も
法
が
道
徳
的
価
値
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
法
と
道
徳
の
関
係

を
「
法
の
内
容
に
関
す
る
問
題
で
は
な
く
、
法
の
形
式
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
」
と
す
る
。H

.K
elsen

,
R
ein
e R

ech
tsleh

re,
2.A

u
fl.,

1961,
67.

も
っ
と
も
、
ハ
ー
ト
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
異
な
り
、
法
と
道
徳
の
衝
突
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。H

.L
.A
.H
a
rt,
K
elsen V

isited
,
in
:
U
C
L
A
 
L
a
w

 
R
ev
iew

,
V
o
l.
10,

1963,
722

728

（
矢
崎
他
訳
『
法
学
・
哲
学
論
集
』
三
四
〇

三
四
七
頁
）.

こ
の
衝
突
の
可
能
性
は
明
ら
か
に
関
与
者
の
視
点
に
立

つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
理
解
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
法
の
最
小
限
の
道
徳
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
は
、
デ
ブ
リ
ン
の
議
論

を
批
判
す
る
際
に
、
実
定
道
徳
を
法
的
に
強
制
す
る
こ
と
が
道
徳
的
に
正
当
化
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
だ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
現
れ
て
い
る
。

cf.H
.L
.A
.H
a
rt,

L
a
w
,
L
ib
erty

,
a
n
d M

o
ra
lity

,
1963,

22
24.

し
か
し
、
ハ
ー
ト
は
こ
の
議
論
の
含
意
を
必
ず
し
も
明
確
に
把
握
し
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

19
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
258.

20
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
ru
n
d
zu
g
e d

er R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
38;

d
ers,

N
eu
e P

ro
b
lem

e in d
er R

ech
tsw

issen
sch

a
ft,
in
:
(H
rsg

.

v
.
B
.S
ch
m
id
t)
E
in
e F

eu
erb

a
ch
-G
ed
en
k
red

e so
w
ie d

rei A
u
fsa
tze a

u
s d
em
 
w
issen

sch
a
ftlich

en N
a
ch
la
ß
,
1952,

33,
a
u
ch in G

R
G
A

 
4,
234.

21
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
ru
n
d
zu
g
e d

er R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
39f.

22
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
ru
n
d
zu
g
e d

er R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
168f.,

R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
315.

23
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
ru
n
d
zu
g
e d

er R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
101,

R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
279.

24
）

た
と
え
ば
、
近
代
自
然
法
論
に
基
づ
く
自
由
権
の
尊
重
が
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
社
会
的
権
利
の
要
求
を
無
視
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ラ
ー
ト

ブ
ル
フ
に
と
っ
て
個
人
価
値
の
強
調
の
も
と
で
の
共
同
体
価
値
の
軽
視
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
一
九
三
四
年
の
「
法
哲
学
に
お
け
る
相
対
主

義
」
で
、
不
可
知
論
的
相
対
主
義
か
ら
帰
結
す
る
絶
対
的
要
請
の
一
つ
と
し
て
「
社
会
主
義
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
窺
え
る
。G

.R
a
d
-

b
ru
ch
,
D
er R

ela
tiv
ism

u
s in d

er R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

1934,
G
R
G
A
 
3,
21.

ま
た
、
ナ
チ
ス
の
標
語
「
汝
は
何
も
の
で
も
な
い
、
汝
の
民
族
だ

け
が
す
べ
て
だ
」
が
、
集
団
価
値
の
た
め
に
個
人
価
値
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ち
な
み
に
、
近
代
自
然
法

論
に
由
来
す
る
人
権
の
平
等
な
保
障
は
、
平
等
原
則
で
あ
る
正
義
と
目
的
価
値
で
あ
る
個
人
的
人
格
価
値
と
の
結
合
か
ら
導
か
れ
る
だ
ろ
う
。

25
）

H
.R
o
ttleu

th
n
er,

o
p
.cit.,

22

（
邦
訳
三
六
）.

26
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
Ih
r ju

n
g
en Ju

risten
!,
G
R
G
A
 
13,

36.

27
）

G
.R
a
d
b
ru
ch

(H
ra
g
.
v
o
n H

.
A
d
a
ch
i /N

.T
eifk

e),
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
isch

e T
a
g
esfra

g
e:
V
o
rlesu

n
g
sm
a
n
u
sk
rip
t,
K
iel,

S
o
m
m
er-

sem
ester 1919,

2004,
33.

28
）

G
.R
a
d
b
u
ru
ch
,
D
a
s R

ech
t im

 
so
zia
len V

o
lk
ssta

a
t,
in
:
D
er G

eist d
er n

eu
en V

o
lk
sg
em
ein
sch

a
ft
(H
rsg

.
v
.
d
er Z

en
tra
le fu

r
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H
eim

a
td
ien
st),

1919,
G
R
G
A
 
13,

63
64.

29
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
D
er in

n
ere W

eg
,
G
R
G
A
 
16,

243.

30
）

V
g
l.
G
.R
a
d
b
ru
ch
,
D
ie E

rn
eu
eru

n
g d

es R
ech

ts,
1947,

in
:
D
ie W

a
n
d
lu
n
g
,
2,
G
R
G
A
 
3,
107

114.
31
）

H
.R
o
ttleu

th
n
er,

o
p
.cit.,

22f

（
邦
訳
三
六

三
七
）.

32
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
F
u
n
f M

in
u
ten R

ech
tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
3,
78;

G
esetzlisch

es U
n
rech

t u
n
d Ü

b
erg

esetzlich
es R

ech
t,
G
R
G
A
 
3,

88.

33
）

B
.R
u
th
ers,

R
ech

tsth
eo
rie,

3.A
u
fl.,

2007,
297.

３

法
学
的
実
証
主
義
と
状
況
認
識

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
立
場
に
つ
い
て
の
転
向
説
は
ま
っ
た
く
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
戦
前
に
は
、
裁
判
官
は

自
己
の
正
義
感
情
に
反
す
る
場
合
で
も
法
的
安
定
性
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
そ
の
職
務
上
の
義
務
だ
と
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
戦
後
は
裁
判
官

は
死
を
賭
し
て
で
も
正
義
に
仕
え
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
戦
前
の
見
解
は
、
法
の
権
力
理
論
と
は
区
別
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
、

法
学
的
実
証
主
義
又
は
制
定
法
実
証
主
義
を
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
積
極
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
も
、
最
後
に
触
れ
る

よ
う
に
、
こ
の
意
味
で
の
実
証
主
義
は
戦
後
に
お
い
て
も
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
法
概
念
論
に
お
け
る
実
証
主
義
批
判
と
矛
盾
す

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
戦
前
の
議
論
に
お
け
る
法
的
安
定
性
の
強
調
も
正
義
を
内
的
理
念
と
す
る
法
の
概
念
に
つ
い
て
の

見
解
と
相
容
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
、
戦
前
に
お
け
る
実
証
主
義
的
立
場
の
強
調
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
状
況
認
識
と
深
く
結
び
付

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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⑴

自
由
法
運
動
に
つ
い
て
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
評
価

ま
ず
、
自
由
法
運
動
に
つ
い
て
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
見
解
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
は
限
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
自
由
法
運

動
は
、
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
、
シ
ュ
テ
ル
ン
ベ
ル
ク
、
そ
し
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
ら
五
人
の
若
い
法
律
家
の
研
究
会
か
ら
始
ま
っ
た１

）。
そ
し

て
、
一
九
〇
六
年
に
、
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
グ
ナ
エ
ウ
ス
・
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
と
い
う
仮
名
で
「
法
学
の
た
め
の
闘
争
」
を
、
ラ
ー
ト
ブ
ル

フ
は
「
法
の
創
造
と
し
て
の
法
学
」
を
公
表
し
た２

）。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

国
家
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
」
も
の
だ
け
を
法
と
し
、
し
か

も
そ
れ
を
完
結
し
た
も
の
と
捉
え
る
見
解
（
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
そ
れ
を
「
一
九
世
紀
の
実
証
主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
）
に
対
し
て
、
法

律
の
欠
缺
の
不
可
避
性
と
裁
判
拒
否
の
禁
止
と
の
対
立
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
が
「
自
由
法
」
や
「
創
造
的
な
法
学
」
に
よ
っ
て
の
み
乗
り
越

え
ら
れ
う
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
こ
の
新
し
い
法
学
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
法
学
者
た
ち
の
名
前
を
列
挙

し
て
い
る３

）が
、
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
論
文
は
こ
れ
ら
の
法
学
者
た
ち
の
新
し
い
法
学
の
傾
向
を
「
自
由
法
運
動
」
と
命

名
し
て
、
い
わ
ば
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
運
動
の
主
張
は
広
汎
な
論
議
を
呼
び
、
一
九
一
九
年
の
『
法
学
入

門
』
第
四
版
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
運
動
は
「
比
較
的
最
近
ま
で
は
な
お
耳
な
れ
な
い
も
の
と
し
て
憤
激
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ

た
の
だ
が
、
今
日
で
は
す
で
に
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
軽
視
を
も
っ
て
片
付
け
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
に
つ
き
も
の
の
、

パ
ラ
ド
ク
ス
か
ら
陳
腐
へ
の
道
程
を
数
年
の
う
ち
に
踏
破
し
て
し
ま
い
、
ま
た
こ
の
運
動
に
と
っ
て
は
思
い
が
け
ず
も
多
く
の
年
齢
的
に
も

地
位
的
に
も
指
導
的
な
人
々
の
支
持
を
得
た
た
め
、
今
で
は
す
で
に
論
敵
も
な
く
、
こ
の
若
気
の
軽
騎
兵
の
進
軍
は
そ
の
盛
り
を
あ
ま
り
に

早
く
過
ぎ
て
し
ま
い
、
法
学
上
の
常
識
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
か
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る４

）」。

し
か
し
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
も
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
も
、
彼
ら
の
主
張
が
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
に
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
。
と

く
に
、
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
綱
領
的
文
書
は
、
裁
判
官
が
法
律
を
「
度
外
視
し
て
よ
い
し
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
」
ケ
ー
ス
と
し

て
、
法
律
が
裁
判
官
に
疑
い
の
余
地
の
な
い
判
決
を
命
じ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
場
合
と
「
裁
判
官
の
自
由
で
良
心
的
な
確
信
に
よ
れ
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ば
、
判
決
当
時
の
国
家
権
力
が
法
律
が
要
請
し
て
い
る
通
り
の
判
決
を
下
し
そ
う
に
な
い
場
合
」
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、

裁
判

官
は
、
現
在
の
国
家
権
力
が
そ
の
個
別
的
事
案
を
思
い
浮
か
べ
た
と
し
た
ら
下
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
判
決
を
、
自
分
の
確
信
に
し

た
が
っ
て
下
す
べ
き
で
あ
」
り
、

も
し
そ
の
よ
う
な
確
信
を
も
ち
え
な
い
な
ら
ば
、
自
由
法
に
し
た
が
っ
て
判
決
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し

て
い
た５

）。
要
す
る
に
、
慎
重
な
言
い
回
し
で
あ
る
と
は
い
え
、
裁
判
官
が
、
自
己
の
確
信
に
し
た
が
っ
て
、

現
在
の
国
家
権
力
」
が
下
す

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
判
決
を
下
し
う
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
は
「
法
律
に
反
す
る
」

co
n
tra

 
leg
em

）
判
決
を
も
認
め
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
後
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
ら
が
開
催
し
た
一

九
一
一
年
の
第
一
回
社
会
学
会
で
、
自
分
の
主
張
が
法
律
に
反
す
る
判
決
を
下
す
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る６

）。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
す
で
に
一
九
〇
七
年
の
学
界
回
顧
記
事
の
中
で
、
彼
ら
の
主
張
が
、
概
念
法
学
的
制
定
法

実
証
主
義
の
様
相
の
下
で
裁
判
官
た
ち
が
実
際
に
行
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
由
な
法
発
見
に
よ
っ
て
欠
缺
の
補
充
を
行
っ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
あ
り
、

法
律
に
反
す
る
司
法
」
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る７

）。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
さ
ら
に
、
一
九
一
九
年
の
『
法
学
入
門
』
第
四
版
で
は
、
上
記
の
よ
う
に
法
学
的
常
識
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
由
法
運

動
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る８

）。

我
々
は
同
時
に
、
自
由
法
運
動
は
た
だ
法
律
家
の
使
命
の
こ
れ
ま
で
疎
か
に
さ
れ
て
い
た
一
側

面
｜
｜
自
由
法
運
動
自
身
も
こ
れ
を
も
っ
と
も
本
質
的
な
側
面
と
説
く
こ
と
は
で
き
な
い
｜
｜
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
も
、
沈
黙
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
正
義
を
行
使
す
る
こ
と
が
法
律
家
の
使
命
で
あ
る
の
は
、
た
だ
法
が
法
律
家
に
明
示

的
に
あ
る
い
は
黙
示
的
に
正
義
を
参
照
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
家
が
正
義
を
信
奉
し

て
よ
い
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
法
が
法
律
家
に
そ
の
こ
と
を
授
権
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
逆
に
法
が
正
義
に
逆
ら
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
法
に

服
従
す
る
こ
と
は
義
務
で
あ
る
」。
ち
な
み
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
ナ
チ
ス
が
自
由
法
運
動
の
精
神
を
濫
用
し
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ナ
チ
ス
は
自
由
法
運
動
の
思
想
を
簒
奪
し
、
も
は
や
た
ん
に
欠
缺
あ
る
法
律
の
補
充
の
た
め
に
、
法
律
の
内
部
で

（in
tra
 
leg
em

）
そ
し
て
法
律
と
並
ん
で
（p

ra
eter leg

em

）
用
い
る
だ
け
で
な
く
、
人
は
そ
の
ゆ
え
に
自
由
法
運
動
を
不
当
に
非
難
し
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て
い
た
の
だ
が
、
法
律
に
反
し
て
（co

n
tra
 
leg
em

）
も
用
い
た
の
で
あ
る９

）」。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
戦
前
に
す
で
に
、
ラ
ー

ト
ブ
ル
フ
は
「
法
律
に
反
す
る
」
判
決
を
退
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
に
自
ら
自
由
法
運
動
の
一
員
と
し
て
概
念
法
学
的
制
定
法
実
証
主
義
を
批
判
し
た

の
だ
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
は
自
由
法
運
動
の
意
義
を
限
定
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る10

）。
そ
の
背
景
に
は

ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
司
法
に
対
す
る
危
機
意
識
が
あ
っ
た
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
フ
ー
ゴ
・
ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
ー
ら
と
、
共
和
主
義
裁
判
官
同
盟

の
機
関
誌
で
も
あ
る“D

ie Ju
stiz”

を
一
九
二
五
年
か
ら
三
三
年
ま
で
刊
行
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
ド
イ
ツ
裁
判
制
度
の
改
革
の
た
め
の

雑
誌
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
官
憲
国
家
（O

b
rig
k
eitssta

a
t

）
か
ら
解
放
さ
れ
て
独
立
性
を
獲
得
し
た
裁
判
官
た
ち
の
「
政
治
的
司
法
」

た
と
え
ば
共
産
主
義
者
に
対
す
る
差
別
的
司
法
や
エ
ー
ベ
ル
ト
大
統
領
に
対
す
る
訴
追
事
件
な
ど
）
に
対
す
る
危
機
意
識
に
基
づ
く
も
の

で
あ
っ
た11

）。
な
お
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
司
法
危
機
に
関
す
る
戦
後
の
論
稿
の
な
か
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

独
立
の
正
し
い
司
法
の
た
め
の
先
駆
者
た
ち
が
﹇
ナ
チ
ス
の
時
代
を
﹈
耐
え
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
自
ら
の
独
立

性
に
支
え
ら
れ
て
、
ド
イ
ツ
共
和
国
に
た
び
た
び
強
固
な
抵
抗
を
も
っ
て
相
対
し
た
司
法
は
、
新
た
な
権
力
保
持
者
に
ほ
と
ん
ど
無
抵
抗
で

（w
eh
rlo
s

）
屈
伏
し
た
の
で
あ
る12

）」。
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
「
無
抵
抗
で
（w

eh
rlo
s

）」
と
い
う
言
葉
の
含
意
に
つ
い
て
は
最
後
に
触
れ

る
。

⑵

司
法
審
査
権
に
つ
い
て
の
論
評

第
二
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
よ
る
司
法
審
査
権
の
主
張
に
対
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
危
機
感
を
こ
め
て
警
告
し
て
い

る
。
上
記
の
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
帝
政
期
か
ら
「
法
律
に
反
す
る
」
司
法
を
退
け
て
き
た
し
、
そ
れ
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
な
っ
て
も

同
様
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
初
期
か
ら
戦
後
ま
で
一
貫
し
て
そ
れ
を
退
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
司
法
が
政
治
的
な
諸
力
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
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司
法
の
独
立
を
危
う
く
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
司
法
の
独
立
は
「
文
献
学
的
」
解
釈
方
法
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
持

さ
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
他
方
で
政
治
的
諸
力
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に

な
る
と
と
く
に
問
題
と
な
っ
た
。
裁
判
官
た
ち
は
帝
政
期
に
お
い
て
は
皇
帝
の
大
権
の
も
と
行
政
権
に
服
し
て
い
た
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に

は
こ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
な
お
「
法
の
権
力
理
論
」
的
な
姿
勢
が
解
消
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
れ

ば
、
司
法
は
今
度
は
政
治
的
党
派
性
に
左
右
さ
れ
る
危
険
が
あ
っ
た
。
一
九
二
九
年
の
『
法
学
入
門
』
で
は
、
こ
の
こ
と
が
明
示
的
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
一
九
一
〇
年
の
『
法
学
入
門
』
初
版
で
は
、
司
法
の
独
立
に
対
す
る
危
険
は
君
主
権
と
行
政
権
か
ら
く
る
も
の
と
さ
れ
て
い

た
が
、
二
九
年
の
第
七
／
八
版
で
は
、
そ
れ
は
「
上
か
ら
」
く
る
だ
け
で
な
く
、

下
か
ら
も
」、
す
な
わ
ち
「
党
派
」
か
ら
も
く
る
と
述
べ

ら
れ
て
い
る13

）。
こ
の
懸
念
は
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
「
司
法
審
査
権
」

R
ich
terlich

es P
ru
fu
n
g
srech

t

）
を
め
ぐ
る
議
論
に
現
れ
て
い
る
。

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
帝
政
期
に
は
も
ち
ろ
ん
司
法
審
査
権
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
点
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
三
年
の
す
さ
ま
じ
い
イ
ン
フ
レ
に
対
処
す
る
た
め
に
租
税
緊
急
令
や
再
評
価
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て

具
体
的
な
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
二
四
年
頃
か
ら
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
法
令
に
対
す
る
実
質
的
な
司
法
審
査
権
を
主
張
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
実
際
に
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
く
に
「
憲
法
の
番
人
」
を
め
ぐ
る
三
一
年
の
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
論
争
は
有
名
で
あ

る14
）。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
法
令
の
憲
法
適
合
性
を
め
ぐ
る
高
度
に
政
治
的
な
問
題
の
取
扱
い
は
そ
も
そ
も
司
法
裁
判
所
に
は
適
さ
な
い
と
し

て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
司
法
審
査
権
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
憲
法
に
対
す
る
脅
威
は
か
つ
て
の
立
憲
君
主
制
の
時
代
と
は
異
な
っ
て
民
主

制
の
も
と
で
は
議
会
の
党
派
か
ら
生
じ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
対
抗
す
べ
き
憲
法
の
番
人
を
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
求
め
た
の
に
対
し
て
、
ケ
ル
ゼ

ン
は
、
憲
法
の
番
人
を
行
政
権
の
長
で
あ
る
大
統
領
に
付
与
す
る
の
は
む
し
ろ
立
憲
君
主
制
の
思
想
に
類
す
る
、
司
法
的
決
定
も
政
治
的
決

定
と
同
様
に
決
定
の
契
機
を
も
つ
点
で
は
異
な
ら
ず
、
そ
の
違
い
は
質
的
な
も
の
で
は
な
く
量
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
等
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を

批
判
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
の
起
草
に
お
い
て
行
っ
た
よ
う
に
、
憲
法
で
司
法
審
査
権
を
規
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
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あ
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
一
九
二
五
年
に
す
で
に
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
主
張
に
対
し
て
強
い
警
告
を
発
し
て
い
る15

）。
司
法
審
査

権
は
、
正
式
に
公
布
さ
れ
た
法
律
が
後
に
無
効
と
宣
言
さ
れ
う
る
こ
と
を
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
予
測

可
能
性
と
法
的
安
定
性
を
危
う
く
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
柔
軟
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
基
本
権
や
基
本
的
義
務
を
司
法
的
な

硬
直
し
た
解
釈
に
よ
っ
て
固
定
化
し
、
こ
れ
ら
の
点
で
の
（
立
法
に
よ
る
）
法
の
継
続
的
発
展
を
危
う
く
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
問
題
点
は
二
九
年
の
『
法
学
入
門
』
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る16

）。
そ
こ
で
は
さ
ら
に
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
再
評
価
法
を
合
憲
と
し
た
こ
と

に
触
れ
て
、

こ
れ
に
よ
り
、
裁
判
官
は
立
法
者
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
現
行
法
を
廃
棄
し
た
り
現
行
法
に
反
し
て
新
し
い
法
を
創

出
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
現
行
法
を
適
用
す
る
こ
と
の
み
を
使
命
と
す
べ
き
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
た
」
の
だ

と
し
て
い
る17

）。

二
五
年
の
論
文
の
特
徴
は
、
さ
ら
に
司
法
政
策
的
な
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
生
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
国
家
は

な
お
安
定
し
て
お
ら
ず
、

権
威
を
求
め
て
奮
闘
し
て
い
る
」
状
態
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
「
司
法
的
適
用
に
あ
つ
ら
え
む

き
と
は
い
え
な
い
我
々
の
基
本
権
の
曖
昧
な
限
界
部
分
」
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
司
法
権
が
審
査
す
る
こ
と
は
、
立
法
権
の
反
作
用
を
ま

ね
く
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
て
国
家
権
力
の
分
立
で
は
な
く
「
分
裂
」
に
、

国
家
の
諸
権
力
の
仮
借
の
な
い
闘
争
、
相
互
の
頑
固
な
独
善

的
主
張
」
に
導
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る18

）。
と
は
い
え
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
司
法
審
査
権
一
般
を
否
定
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

審
査
権
が
可
能
な
の
は
、
裁
判
所
が
揺
る
ぎ
な
い
権
威
を
も
っ
て
存
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
裁
判
所
の
声
が
法
秩
序
そ
の
も

の
の
最
後
の
言
葉
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
」
と
し
て
、
司
法
審
査
権
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る19

）。
し
か
し
、

司
法
へ
の
信
頼
が
揺
ら
い
で
い
る
と
こ
ろ
、
広
汎
な
国
民
が
裁
判
所
の
言
葉
か
ら
政
治
的
な
倍
音
を
聞
き
取
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
裁
判
所
が
国
民
代
表
の
多
数
意
思
に
対
置
す
る
判
決
は
と
て
も
判
決
と
は
評
価
さ
れ
ず
、
政
治
的
な
行
為
に
対
す

る
政
治
的
な
反
対
行
為
と
し
て
、
投
票
で
敗
れ
た
少
数
派
の
意
思
が
法
の
形
式
を
ま
と
っ
て
い
る
だ
け
の
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
」
こ
と

（法政研究78-２- ）26 194

論 説



に
な
る
。

た
し
か
に
議
会
は
全
幅
の
信
頼
を
得
て
は
い
な
い
が
、
司
法
も
全
面
的
な
信
頼
を
得
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
議
会
と
司
法
と

の
闘
争
に
お
い
て
民
意
が
ど
ち
ら
の
側
に
た
つ
か
は
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
」
の
だ
と
す
る20

）。
結
局
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
憲
法
改
正
に
よ
っ

て
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
司
法
審
査
権
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
法
律
の
合
憲
性
に
関
す
る
審
査
権
限
を
国
事
裁
判
所
に
付
与
す
る
よ
う
に
呼
び

か
け
て
い
る
。

こ
こ
に
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
司
法
に
つ
い
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
が
現
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が

当
時
の
司
法
は
全
体
と
し
て
現
実
に
政
治
的
立
場
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
た
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
彼
は
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
長
官

（
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
司
法
大
臣
と
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
の
司
法
的
な
戦
後
処
理
を
行
っ
た
と
き
に
協
働
し
た
こ
と
が
あ
る
）
が
「
司
法
を

激
し
い
政
治
闘
争
か
ら
救
出
す
る
」
と
い
う
点
で
見
解
を
と
も
に
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た21

）が
、
司
法
審
査
権
の
主
張
は
そ
の
基
本
思

想
と
調
和
し
な
い
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
司
法
が
政
治
的
立
場
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
は
当
時
実
際
に
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
友
人
で
も
あ
っ
た
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

裁
判
官
の

圧
倒
的
多
数
は
支
配
階
層
出
身
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
官
た
ち
が
平
等
条
項
に
関
わ
る
法
律
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
以
上
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
層
は
人
民
立
法
府
が
自
由
主
義
的
法
治
国
家
の
社
会
的
法
治
国
家
へ
の
移
行
と
い
う
危
険
に
対
処
す
る
有
効
な
防
波
堤
を
さ
し
あ
た
り
手

に
し
え
た
わ
け
で
あ
る22

）」。
こ
こ
に
は
、
た
し
か
に
司
法
が
法
の
権
力
理
論
で
は
な
い
と
し
て
も
、
政
治
的
意
思
へ
の
「
親
和
性
」
を
有
す

る
と
い
う
見
方
が
現
れ
て
い
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
も
、
司
法
審
査
権
が
法
的
安
定
性
及
び
法
の
継
続
発
展
を
危
殆
化
さ
せ
て
い
る
実
例
と
し

て
、

審
査
権
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
の
経
験
、
と
り
わ
け
労
働
保
護
立
法
の
合
憲
性
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
司
法
の
闘
争
」
を
挙
げ
て
い
る23

）。
こ

う
し
た
危
険
に
対
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
裁
判
官
の
法
律
へ
の
拘
束
と
法
的
安
定
性
の
要
請
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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⑶

裁
判
官
の
職
務
に
と
っ
て
の
正
義
と
法
的
安
定
性

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
か
ら
、
裁
判
官
に
と
っ
て
は
法
的
安
定
性
が
第
一
の
課
題
で
あ
る

と
説
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
裁
判
官
の
法
律
へ
の
拘
束
、
法
律
へ
の
忠
実
（G

esetzestreu
e

）
を
強
調
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

一
九
一
七
年
の
『
法
哲
学
綱
要
』
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

そ
の
職
業
上
の
行
為
に
お
い
て
、
事
実
上
法
律
の
妥
当
意
思
を
無
条
件
に

反
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
一
つ
の
職
業
身
分
が
あ
る
。
裁
判
官
身
分
で
あ
る
。
…
…
裁
判
官
と
い
う
職
業
に
適
性
を
も
つ
の
は
、
裁
判
官
は

正
義
の
で
は
な
く
法
的
安
定
性
の
奉
仕
者
で
の
み
あ
る
と
い
う
こ
と
を
断
念
的
意
識
を
も
っ
て
実
行
し
、
こ
の
控
え
目
な
課
題
に
対
す
る
パ

ト
ス
を
生
き
生
き
と
保
持
し
、
争
訟
に
ひ
と
つ
の
解
決
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
の
ほ
う
が
、
争
訟
に
正
し
い
解
決
が
与
え
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
重
要
で
あ
り
う
る
と
い
う
確
信
、
法
秩
序
の
現
存
在
が
そ
の
正
義
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
確
信
、
正
義
は
法

の
第
二
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
が
、
第
一
の
課
題
は
法
的
安
定
性
、
秩
序
、
平
和
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
、
生
き
生
き
と
保
持
し
つ
づ
け
る

こ
と
の
で
き
る
者
、
そ
の
よ
う
な
者
だ
け
で
あ
ろ
う
。
正
し
い
人
は
た
ん
に
合
法
的
な
（rech

tlich

）
人
よ
り
も
立
派
で
あ
る
が
、
合
法

的
な
裁
判
官
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
（
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
）、
す
で
に
ま
た
正
し
い
裁
判
官
で
も
あ
る24

）」。

そ
し
て
、
こ
の
点
は
一
九
三
二
年
の
『
法
哲
学
』
で
も
変
わ
ら
な
い
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
有
名
な
箇
所
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

裁
判
官

は
、
法
律
の
正
義
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
法
律
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
恣
意
の
た
ん
に
偶
然
的
な
目
的
に

奉
仕
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
律
が
そ
れ
を
求
め
る
が
ゆ
え
に
、
裁
判
官
が
正
義
の
奉
仕
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
と
し
て
も
、
彼
は
な
お

つ
ね
に
法
的
安
定
性
の
奉
仕
者
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
我
々
は
、
自
分
の
確
信
に
反
し
て
説
教
す
る
司
祭
を
軽
蔑
す
る
が
、
し
か
し
法
律
に
忠

実
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
自
分
の
あ
ら
が
う
法
感
情
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
裁
判
官
を
尊
敬
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
グ
マ
は
信

仰
の
表
現
と
し
て
の
み
そ
の
価
値
を
も
つ
が
、
法
律
は
た
ん
に
正
義
の
沈
澱
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
法
的
安
定
性
の
防
護
壁
と
し
て

価
値
を
も
つ
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
正
し
い
人
は
た
ん
に
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合
法
的
な
人
、
た
ん
に
法
律
に
忠
実
な
人
よ
り
も
立
派
で
あ
る
が
、
我
々
が
一
般
に
語
る
の
は
、『
正
し
い
裁
判
官
』
で
は
な
く
、『
合
法
的

な
』
裁
判
官
で
あ
り
、
そ
れ
は
合
法
的
な
裁
判
官
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
す
で
に
、
正

し
い
裁
判
官
で
も
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る25

）」。

ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
ー
が
「
一
九
三
二
年
の
公
然
た
る
実
証
主
義
者
」
と
い
う
の
は
、
上
の
よ
う
に
述
べ
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
上
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
か
ら
直
ち
に
窺
え
る
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
た
ん
に
裁
判
官
に
法
律
へ
の
忠
実
、
法
的

安
定
性
へ
の
奉
仕
だ
け
を
そ
の
課
題
と
し
て
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
第
一
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
法
的
安
定
性
に
奉
仕
す
る

裁
判
官
は
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
「
正
し
い
」
裁
判
官
で
も
あ
る
。
法
的
安
定
性
は
た
ん
に
法
律
が
貫
徹
さ
れ
る
と
い
う
経
験
的
な
事
態
な
の

で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
法
の
理
念
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
法
的
安
定
性
は
法
学
的
妥
当
を
根
拠
づ
け
る
。

法
は
、
そ
れ
が
実
効

的
に
実
現
さ
れ
う
る
が
ゆ
え
に
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
実
効
的
に
実
現
さ
れ
う
る
と
き
に
は
じ
め
て
法
的
安
定
性
を
与
え
る
が
ゆ

え
に
妥
当
す
る
」
の
で
あ
る26

）。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

恣
意
の
た
ん
に
偶
然
的
な
目
的
」
の
追
求
を
防
止
す
る
と
い
う
意
味
で
、

そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
正
義
の
要
請
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
的
安
定
性
は
た
ん
に
形
式
的
な
理
念
な
の
で
は
な
く
、
人
々

に
予
測
可
能
性
と
そ
れ
に
基
づ
く
行
為
の
自
由
を
保
証
す
る
と
い
う
意
味
で
実
質
的
な
理
念
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う27

）。

そ
し
て
、
こ
れ
は
戦
後
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
お
け
る
法
的
安
定
性
の
捉
え
方
と
一
致
す
る28

）。

よ
り
重
要
な
の
は
法
の
理
念
と
し
て
区
別
さ
れ
た
正
義
と
法
的
安
定
性
の
関
係
で
あ
る
。
裁
判
官
は
法
律
の
正
義
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く

法
律
に
忠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
正
義
は
裁
判
官
の
（
少
な
く
と
も
第
一
の
）
課
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
裁
判
官
は
自
己
の
主
観
的
な
正
義
感
情
の
ゆ
え
に
法
律
に
反
し
て
判
決
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
裁
判
官
に
と
っ
て
の
法
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
法
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
は
な

い
。
法
学
的
妥
当
論
は
「
最
後
の
言
葉
」
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

法
律
が
そ
れ
を
求
め
る
が
ゆ
え
に
、
裁
判
官
が
正
義
の
奉
仕
者
で

あ
る
こ
と
を
や
め
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
そ
う
読
め
る
よ
う
に
、
法
律
が
端
的
に
正
義
に
反
す
る
場
合
で
も
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そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
直
ち
に
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
律
が
す
で
に
あ
る
程
度
の
正
義
を
体
現
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
す
る
。

法
律
は
た
ん
に
正
義
の
沈
澱
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
法
的
安
定
性
の
防
護
壁
と
し
て
価
値
を

も
つ29

）」
の
で
あ
っ
て
、
法
的
安
定
性
の
要
請
が
意
味
を
も
つ
の
は
法
律
が
「
正
義
の
沈
澱
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

一
九
二
五
／
二
九
年
の
『
法
学
入
門
』
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

正
義
は
た
し
か
に
法
の
目
的

で
あ
る
が
、
こ
の
目
的
は
そ
れ
が
法
に
生
命
を
与
え
る
や
い
な
や
﹇
そ
の
使
命
を
終
え
て
﹈
死
ぬ
の
で
あ
り
、
そ
し
て
法
は
、
そ
れ
が
た
と

え
ど
ん
な
に
そ
の
創
造
者
に
似
て
い
な
い
も
の
と
な
っ
て
も
、
な
お
生
き
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
は
法
の
生
成
の
根
拠
（W

er-

d
eg
ru
n
d

）
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
存
在
の
根
拠
（S
ein
sg
ru
n
d

）
で
は
な
」
い30

）。
こ
れ
は
自
由
法
運
動
に
つ
い
て
述
べ
た
先
の
箇
所
で
触

れ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
正
義
は
法
（
法
律
）
の
存
在
根
拠
で
は
な
く
、
成
立
根
拠
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
第
一

に
は
裁
判
官
の
課
題
で
は
な
く
、
立
法
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
繰
り
返
せ
ば
、
裁
判
官
が
正
義
の
で
は
な
く
法
的
安
定
性
の

奉
仕
者
で
あ
り
う
る
の
は
、
立
法
に
お
い
て
正
義
が
法
律
に
生
命
を
与
え
、
そ
こ
に
沈
澱
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
の
帰
結
を
も
っ
と
端
的
に
言
え
ば
、
正
義
へ
の
努
力
を
い
っ
さ
い
含
ま
な
い
も
の
、
し
た
が
っ
て
法
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
法
的
安

定
性
を
語
る
こ
と
は
形
容
矛
盾
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
一
九
三
二
年
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
を
「
公
然
た
る
実
証
主
義
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
や
は
り
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
ず
、
裁
判
官
に
法
律
へ
の
忠
実
を
説
く
と
し
て
も
、
そ
れ
は
正
義
の
一
種
で
あ
る
法
的
安
定
性
と
い
う
法
理
念
に
奉
仕
す
る
た
め

で
あ
っ
て
、
法
と
権
力
と
の
同
一
視
を
許
容
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
的
安
定
性
へ
の
奉
仕
が
有
意
味
に
可
能
で
あ
る
た
め
に

は
、
立
法
に
お
い
て
正
義
へ
の
努
力
が
少
な
く
と
も
追
求
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
司
法
局
面
だ
け

で
な
く
立
法
局
面
も
含
め
た
全
体
と
し
て
の
法
は
な
お
正
義
を
構
成
的
原
理
と
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

裁
判
官
の
第
一
の
課
題
が
法
的
安
定
性
へ
の
奉
仕
で
あ
っ
て
、
正
義
へ
の
奉
仕
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
一
つ
に
は
正
義
は
さ
し
あ
た
り
立
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法
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
第
二
に
裁
判
官
は
、
立
法
が
正
義
へ
の
努
力
を
少
な
く
と
も
含
ん
で
い
る
か
ぎ
り
、
自
己
の
主
観
的
な

正
義
感
情
を
そ
れ
に
優
先
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
と
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
司
法
は
、
帝

政
期
に
は
官
憲
性
の
ゆ
え
に
、
そ
し
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
は
政
治
的
党
派
性
の
ゆ
え
に
、
こ
の
前
提
条
件
を
軽
視
し
、
法
を
権
力
と
同
一
視

す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
み
る
と
こ
ろ
、
ナ
チ
ス
体
制
は
こ
の
前
提
条
件
を
ま
っ
た
く
無
視
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
次
節
で
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

１
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
D
er in

n
ere W

eg
,
G
R
G
A
 
16,

224.
(89)

２
）

H
.K
a
n
to
ro
w
icz,

D
er
 
K
a
m
p
f
 
u
m
 
d
ie
 
R
ech

tsw
issen

sch
a
ft,

1906
(H
rsg

.v
.T
h
.W
u
rten

b
erg

er,
R
ech

tsw
issen

sch
a
ft
 
u
n
d

 
S
o
zio
lo
g
ie,

1962,
13

39),
G
.R
a
d
b
ru
ch
,
R
ech

tsw
issen

sch
a
ft a

ls R
ech

tssch
o
p
fu
n
g
,
1906,

G
R
G
A
 
1,
409

422.

ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
、

田
村
五
郎
訳
『
概
念
法
学
へ
の
挑
戦
』

一
九
五
八
年
）
に
翻
訳
が
あ
る
。

３
）

H
.K
a
n
to
ro
w
icz,

ib
id
.,
16

（
邦
訳
八
六

八
七
頁
）,G

.R
a
d
b
ru
ch
,
G
R
G
A
 
1,
421

422

（
邦
訳
七
四

七
五
頁
）.

４
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
E
in
fu
h
ru
n
g in d

ie R
ech

tsw
issen

sch
a
ft,

4.A
u
fl.,

1919,
106,

a
u
ch in 7 /8 A

u
fl.,

1929,
G
R
G
A
 
1,
327.

５
）

H
.K
a
n
to
ro
w
icz,

ib
id
.,
34

（
邦
訳
一
二
二

一
二
三
頁
）.

６
）

H
.K
a
n
to
ro
w
icz,

R
ech

tsw
issen

sch
a
ft u

n
d S

o
zio
lo
g
ie,

in o
p
.cit.,

124f.

７
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
L
itera

tu
rb
erich

t R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

in
:
Z
S
tW
 
27
(1907),

G
R
G
A
 
1,
480

484.

８
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
E
in
fu
h
ru
n
g in d

ie R
ech

tsw
issen

sch
a
ft,

4.A
u
fl.,

1919,
193f.,

a
u
ch in 7 /8 A

u
fl.,

1929,
G
R
G
A
 
1,
399.

９
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
V
o
rsch

u
le d

er R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

1948,
G
R
G
A
 
3,
197.

10
）

第
二
帝
政
期
と
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
お
け
る
自
由
法
運
動
の
機
能
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
平
野
敏
彦
「
ド
イ
ツ
自
由
法
運
動
の
生
成
と
展
開
」『
法
学

論
叢
』
一
〇
七
巻
五
号
五
一

五
二
頁
参
照
。
ま
た
、
第
二
帝
政
期
以
来
の
自
由
法
運
動
の
担
い
手
た
ち
の
多
く
が
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
は
裁
判
官
の
法
律

へ
の
拘
束
を
否
定
す
る
「
自
由
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
批
判
的
に
対
抗
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
広
渡
清
吾
『
法
律
か
ら
の
自
由
と
逃
避
』

一
九
八
六

年
）
一
四
三

一
六
七
参
照
。
な
お
、

概
念
法
学
的
制
定
法
実
証
主
義
」
と
い
う
用
語
も
広
渡
の
「
概
念
法
学
的
法
律
実
証
主
義
」
と
い
う
用
語
を
参
考

に
し
た
も
の
で
あ
る
。

11
）

V
g
l.
G
.R
a
d
b
ru
ch
,
Ju
stizk

riese
 
im
 
W
eim

a
rer S

ta
a
t,
G
R
G
A
 
14,

163
167.

“D
ie
 
Ju
stiz”

の
司
法
批
判
に
つ
い
て
は
、v

g
l.
T
h
.
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R
a
seh

o
rn
,
Ju
stizk

ritik in d
er W

eim
a
rer R

ep
u
b
lik
:
D
a
s B

eisp
iel d

er Z
eitsch

rift
“D
ie Ju

stiz”,
1985,

161
167.

12
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
ib
id
.,
166.

13
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
E
in
fu
h
ru
n
g in d

ie R
ech

tsw
issen

sch
a
ft,
7 /8 A

u
fl.,

1929,
G
R
G
A
 
1,
321f.

な
お
、
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
一
九
二
五
年
の

第
五

六
版
に
は
ま
だ
な
い
。

14
）

C
.S
ch
m
itt,

D
a
s R

eich
sg
erich

t a
ls H

u
ter d

er V
erfa

ssu
n
g
,
in
:
D
ie R

eich
sg
erich

tsp
ra
x
is im

 
d
eu
tsch

en R
ech

tsleb
en
,
B
d
.
1,

1929
(d
ers,

V
erfa

ssu
n
g
srech

tlich
e A

u
fsa
tze,

1958,
63

109);
H
.K
elsen

,
W
er so

ll d
er H

u
ter d

er V
erfa

ssu
n
g
,
in
:
D
ie Ju

stiz,
6 B

d
.,

1931
(D
ie W

ien
er rech

tsth
eo
retisch

e S
ch
u
le,

B
d
.
2,
1968,

1873
1923).

15
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
R
ich
terlich

es P
ru
fu
n
g
srech

t?,
in
:
D
ie Ju

stiz,
1 B

d
.,
1925,

G
R
G
A
 
13,

123
127.

こ
の
論
文
は“D

ie Ju
stiz”

の
創
刊

号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

16
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
E
in
fu
h
ru
n
g in d

ie R
ech

tsw
issen

sch
a
ft,

7 /8.A
u
fl.,

1929,
G
R
G
A
 
1,
322f.

17
）

ib
id
.,
323.

18
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
R
ich
terlich

es P
ru
fu
n
g
srech

t?,
G
R
G
A
 
13,

125f.

19
）

ib
id
.,
126.

20
）

ib
id
.,
127.

21
）

ib
id
.

22
）

H
.H
eller,

R
ech

tssta
a
t o
d
er D

ik
ta
tu
r?,
1929,

in
:
(H
rsg

.
v
.
C
h
.
M
u
ller)

G
esa

m
m
elte S

ch
riften

,
2.A

u
fl.,

2er B
d
.,
1992,

450

（
今

井
・
大
野
・
山
崎
編
訳
『
国
家
学
の
危
機
』
一
九
九
一
年
、
一
二
八
頁
）.

23
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
ib
id
.,
125.

24
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
ru
n
d
zu
g
e d

er R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
173f.

25
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
315f.

26
）

ib
id
.,
314.

27
）

V
g
l.
G
.R
a
d
b
ru
ch
,
E
in
fu
h
ru
n
g in d

ie R
ech

tsw
issen

sch
a
ft,

5. /6.A
u
fl.,

206f.,
7. /8.

A
u
fl.,401.

28
）

V
g
l.
G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
esetzlisch

es U
n
rech

t u
n
d Ü

b
erg

esetzlich
es R

ech
t,
G
R
G
A
 
3,
89.

29
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
2,
316.

30
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
E
in
fu
h
ru
n
g in d

ie R
ech

tsw
issen

sch
a
ft,

4 A
u
fl.,

1919,
194,

a
u
ch in 7 /8.A

u
fl.,

1929,
G
R
G
A
 
1,
399.
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４

不
法
国
家
」
と
し
て
の
ナ
チ
ス
体
制

前
節
ま
で
で
次
の
点
を
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
第
一
次
大
戦
直
後
に
も
「
法
学
的
実
証
主
義
」
の
責
任
を
問

う
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
の
実
証
主
義
責
任
論
は
第
二
次
大
戦
後
に
に
わ
か
に
現
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
し
か
も
い
ず
れ
の
場
合
で
も

法
を
結
局
の
と
こ
ろ
恣
意
的
な
権
力
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
（

法
の
権
力
理
論
」）
に
そ
の
問
題
点
が
見
ら
れ
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
次
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
帝
政
期
の
司
法
が
「
官
憲
的
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
司
法
が
「
党
派
的
」
傾
向

を
有
す
る
こ
と
に
強
い
危
惧
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
、
こ
の
傾
向
に
対
し
て
「
法
律
へ
の
忠
実
」
や
「
法
的
安
定
性
」
を
強
調
し
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
延
長
線
上
に
ナ
チ
ス
体
制
は
成
立
し
た
と
い
え
る
。

そ
う
す
る
と
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
ナ
チ
ス
体
制
に
つ
い
て
の
診
断
も
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
状
況
認
識
を
考
慮
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
ナ
チ
ス
体
制
に
つ
い
て
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
診
断
は
そ
れ
を
全
体
と
し
て
「
不
法
国
家
」
と
捉
え
る
も
の
、

し
た
が
っ
て
立
法
だ
け
で
な
く
司
法
や
行
政
に
該
当
す
る
権
力
作
用
も
そ
の
根
本
に
お
い
て
「
不
法
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
診
断
の
内
容
は
ナ
チ
ス
政
権
奪
取
の
時
点
で
す
で
に
予
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑴

不
法
国
家
」
と
し
て
の
ナ
チ
ス
体
制

ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
二
節
で
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
ナ
チ
ス
期
の
法
理
論
や
法
実
務
を
「
法

律
へ
の
忠
実
」
や
「
法
的
安
定
性
」
を
理
念
と
す
る
か
ぎ
り
で
の
実
証
主
義
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
と
み
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
ナ
チ
ス
体
制
に
つ
い
て
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
診
断

の
一
面
を
取
り
出
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
一
九
四
五
年
の
「
五
分
間
の
法
哲
学
」
で
も
、
ま
た
一
九
四
六
年
の
「
法
の
革
新
」
で
も
、
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テ
ー
ゼ
」
に
該
当
す
る
命
題
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
ナ
チ
ス
体
制
が
法
律
さ
え
侵
犯
す
る
不
法
国
家
で

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

五
分
間
の
法
哲
学
」
の
「
第
二
分
」
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
ナ
チ
ス
の
見
解
に
よ
れ
ば
法
は
「
民
族
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
で

あ
り
、

恣
意
、
契
約
違
反
、
法
律
違
反
も
、
そ
れ
が
た
だ
民
族
に
裨
益
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
践
的
に
は
次
の
こ
と

を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
権
力
の
保
持
者
に
共
同
の
利
益
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
専
制
者
の
い
か
な
る
思
い
つ
き
や
気
ま
ぐ
れ
も
、

法
律
と
判
決
に
よ
ら
な
い
処
罰
も
、
病
人
に
対
す
る
法
律
に
よ
ら
な
い
殺
人
も
、
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
支
配
者
の
自

己
利
益
が
共
同
の
利
益
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
法
と
い
わ
ゆ
る
民
族
の
利
益
と
の
同
一
視
は
、
法
治

国
家
を
不
法
国
家
に
転
換
し
た
の
で
あ
る１

）」。
ま
た
、

法
の
革
新
」
は
「
法
の
革
新
、
ド
イ
ツ
法
律
家
の
再
教
育
、
全
ド
イ
ツ
国
民
の
法
教

育
」
と
い
う
課
題
に
と
っ
て
原
則
と
す
べ
き
基
準
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
の
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
々
は

ま
っ
た
き
不
法
と
恣
意
の
一
二
年
間
を
振
り
返
る
。
自
ら
に
と
っ
て
有
益
と
思
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
、
法
律

が
も
っ
と
も
神
聖
な
る
目
的
、
す
な
わ
ち
人
間
生
命
の
保
護
と
い
う
目
的
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
も
、
妥
当
す
る
法
律
を
た
め
ら

う
こ
と
な
く
侵
犯
す
る
、
そ
う
し
た
国
家
権
力
が
支
配
し
た
時
代
を
振
り
返
る
。
我
々
は
無
法
律
（G

esetzlo
sig
k
eit

）
と
恣
意
か
ら
再

び
法
律
の
支
配
へ
、
不
法
国
家
か
ら
法
治
国
家
へ
と
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い２

）」。

し
た
が
っ
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
ナ
チ
ス
体
制
診
断
は
二
つ
の
側
面
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、

テ
ー
ゼ
」
に
要
約
さ
れ
る
よ

う
に
、
ナ
チ
ス
体
制
に
お
い
て
は
「
不
正
で
犯
罪
的
な
法
律
」
が
支
配
し
た
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
犯
罪
的
な
法
律
に

対
し
て
「
法
律
は
法
律
だ
」
と
す
る
実
証
主
義
は
法
律
家
と
国
民
を
「
無
防
備
」
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
権

力
者
の
「
気
ま
ぐ
れ
や
思
い
つ
き
」、

恣
意
」
が
支
配
し
、
し
た
が
っ
て
「
妥
当
す
る
法
律
」
の
侵
犯
、

法
律
に
よ
ら
な
い
判
決
と
処

罰
」、

無
法
律
」
が
支
配
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
診
断
は
相
互
に
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
一
方

で
は
「
不
正
で
犯
罪
的
な
法
律
」
が
支
配
し
た
と
し
、
他
方
で
は
妥
当
す
る
法
律
が
蹂
躙
さ
れ
た
「
無
法
律
」
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
の
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だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
外
見
的
矛
盾
は
「
法
律
」
が
二
義
的
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
正
義
へ

の
企
て
と
い
う
性
格
を
も
つ
、
し
た
が
っ
て
「
法
」
で
あ
る
法
律
と
、
そ
の
性
格
を
も
た
な
い
「
不
法
」
の
法
律
で
あ
る３

）。

よ
り
重
要
な
の
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
が
同
じ
源
泉
、
す
な
わ
ち
正
義
の
追
求
を
い
っ
さ
い
顧
慮
し
な
い
支
配
者
の

恣
意
的
な
権
力
に
由
来
す
る
も
の
と
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
自
身
は
「
不
法
国
家
」
と
い
う
語
を
「
無
法
律
」
の

側
面
に
つ
い
て
の
み
用
い
て
い
る
が
、
ナ
チ
ス
の
法
律
そ
の
も
の
も
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
れ
ば
「
不
法
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、

不
法
国
家
」

と
い
う
語
は
ナ
チ
ス
体
制
全
体
に
対
す
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
診
断
を
表
現
す
る
も
の
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

犯
罪
的
な
法
律
」
を
制
定

す
る
「
立
法
」
に
お
い
て
も
、
以
前
か
ら
の
「
妥
当
す
る
法
律
」
を
侵
犯
す
る
「
司
法
」
に
お
い
て
も
、
ナ
チ
ス
体
制
の
基
本
的
な
特
徴
は

そ
の
「
不
法
」
性
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
不
法
国
家
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
ナ
チ
ス
体
制

診
断
の
眼
目
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、

犯
罪
的
な
法
律
」
の
支
配
に
関
す
る
側
面
だ
け
を
表
示
す
る
「
テ
ー
ゼ
」
は
一

面
的
で
あ
り
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
だ
と
い
わ
な
け
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

テ
ー
ゼ
」
の
強
調
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
実
証
主
義
批
判

に
つ
い
て
も
誤
解
に
導
き
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

⑵

ナ
チ
ス
体
制
の
二
重
性

ナ
チ
ス
体
制
を
全
体
と
し
て
「
不
法
国
家
」
と
み
る
見
解
に
対
し
て
は
た
し
か
に
異
論
が
あ
り
う
る
。
ま
ず
、
す
で
に
触
れ
た
リ
ュ
ー

タ
ー
ス
の
指
摘
の
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
体
制
は
体
系
的
な
立
法
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い４

）。
ナ

チ
ス
は
「
犯
罪
的
な
法
律
」
を
体
系
的
に
制
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支
配
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
律
に
よ
る
支
配
一
般
を
実
証
主

義
的
と
し
て
蔑
視
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
点
は
ナ
チ
ス
体
制
を
「
不
法
」
体
制
と
み
る
こ
と
を
支
持
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
反
対
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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ナ
チ
ス
が
体
系
的
立
法
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
他
方
で
き
わ
め
て
問
題
の
あ
る
重
要
な
立
法
が
政
権
掌
握
後
数
年
の
う
ち

に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
財
産
法
の
分
野
で
は
、
一
九
三
三
年
五
月
に
「
共
産
主
義
的
財
産
の
没
収
に
関
す
る
法
律
」、

同
七
月
に
は
同
法
の
規
制
を
社
会
民
主
党
及
び
そ
の
支
援
組
織
な
ど
の
財
産
及
び
権
利
へ
も
拡
張
す
る
「
民
族
と
国
家
に
敵
対
的
な
財
産
の

没
収
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
財
産
没
収
命
令
の
根
拠
と
も
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
公
法
分
野
で

は
、
一
九
三
三
年
初
頭
の
戒
厳
令
と
全
権
委
任
法
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
九
三
四
年
一
月
に
ラ
ン
ト
議
会
の
廃
止
、
ラ
ン
ト
政
府
の
ラ
イ

ヒ
政
府
へ
の
統
合
に
よ
っ
て
全
体
国
家
化
を
図
る
と
と
も
に
、
ラ
イ
ヒ
政
府
に
新
し
い
憲
法
の
制
定
を
授
権
す
る
規
定
を
含
む
「
新
し
い
ラ

イ
ヒ
の
構
築
に
関
す
る
法
律
」

い
わ
ゆ
る
「
国
家
改
造
法
」）
が
制
定
さ
れ
た
。
ナ
チ
ス
一
党
独
裁
の
も
と
で
は
、
こ
の
憲
法
制
定
権
規
定

が
ナ
チ
ス
党
に
そ
の
二
〇
年
綱
領
を
貫
徹
す
る
た
め
の
全
権
を
付
与
し
た
に
等
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル

ク
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は
翌
一
九
三
五
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
「
ド
イ
ツ
の
血
と
栄
誉
を
保
護
す
る
た
め
の
法
律
」

は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
ド
イ
ツ
人
の
婚
姻
を
禁
止
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
な
さ
れ
た
婚
姻
を
無
効
と
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
ド
イ
ツ
人
女
性
を
家
政

婦
と
し
て
雇
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
こ
れ
ら
の
禁
止
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
は
懲
役
や
禁
錮
を
も
っ
て
処
罰
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
刑
法
分
野
で
は
、
一
九
三
四
年
一
二
月
に
、
国
家
と
ナ
チ
ス
党
の
指
導
者
を
悪
意
を
も
っ
て
公
然
と
批
判
す
る
言
説
の
開
陳
及
び
流
布

を
懲
役
刑
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
「
国
家
と
党
へ
の
悪
意
あ
る
攻
撃
に
対
す
る
及
び
党
制
服
等
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
一
九
三
五
年
九
月
に
は
、
刑
法
が
改
正
さ
れ
、
第
二
条
に
お
い
て
「
刑
法
典
の
基
本
精
神
及
び
健
全
な
民
族
感
情
に
従
っ
て

処
罰
に
値
す
る
行
為
」
と
い
う
一
般
条
項
が
犯
罪
構
成
要
件
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
直
接
に
適
用
可
能
な
特
定
の
刑
法
規
定
が
な

い
場
合
に
は
類
推
解
釈
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る５

）。

戦
時
期
に
な
る
と
、

不
法
」
は
も
は
や
法
律
の
形
式
を
す
ら
と
る
こ
と
な
く
、
た
と
え
ば
秘
密
命
令
の
形
式
で
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
も

な
る
。
そ
れ
と
比
較
す
れ
ば
、
戦
時
期
以
前
の
こ
れ
ら
の
立
法
の
う
ち
、
と
く
に
犯
罪
的
と
呼
び
う
る
よ
う
な
も
の
は
、
リ
ュ
ー
タ
ー
ス
が

い
う
よ
う
に
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
く
ら
い
の
も
の
で
、
そ
の
他
の
法
律
は
そ
れ
自
体
で
は
た
だ
ち
に
「
不
法
」
と
み
な
し
う
る
も
の
で
は
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な
い
か
も
し
れ
な
い６

）。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
法
律
こ
そ
が
た
と
え
ば
戦
時
期
の
濫
用
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
粗
雑
な
「
司

法
」
的
根
拠
づ
け
に
援
用
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
三
四
年
の
「
国
家
改
造
法
」
や
三
五
年
の
「
改
正
」
刑
法
第
二

条
な
ど
は
体
系
的
な
立
法
を
不
要
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
ナ
チ
ス
体
制
も
当
初
か
ら
端
的
に
「
不
法
国
家
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ラ
ー

ト
ブ
ル
フ
が
端
的
な
「
不
法
国
家
」
の
事
例
と
考
え
て
い
た
の
は
基
本
的
に
戦
時
期
の
そ
れ
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
戦
後
の
論
文
で
重

要
な
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
一
連
の
密
告
事
件
や
司
法
殺
人
や
医
療
殺
人
な
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ナ
チ
ス
体
制

を
当
初
か
ら
端
的
に
「
不
法
国
家
」
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
は
、
戦
時
期
以
前
の
ナ
チ
ス
の
法
理
論
や
法
実
務
に
お
け
る
固
有
の
問
題
を
看

過
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
戦
時
期
の
端
的
な
「
不
法
」
の
原
因
が
そ
こ
に
あ
っ
た
可
能
性
を
も
見
逃
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。

法
実
務
に
関
し
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、
ナ
チ
ス
期
民
事
裁
判
に
つ
い
て
の
リ
ュ
ー
タ
ー
ス
の
詳
細
な
研
究
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
当
初

は
、
司
法
省
幹
部
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
ら
の
提
示
す
る
ナ
チ
ス
的
世
界
観
や
新
し
い
政
策
目
標
な
ど
に
よ
る
解
釈
方
針
に
対
し
て
躊
躇
を
示
し
て

い
た
と
い
う７

）。
し
か
し
、
下
級
裁
判
所
か
ら
次
第
に
そ
の
方
針
を
受
容
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
上
級
裁
判
所
、
さ
ら
に
ラ
イ
ヒ
裁
判
所

も
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る８

）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
下
級
審
の
例
と
し
て
は
、
経
済
的
に
は
余
裕
の
あ
る
女
性
を
解
雇
し
て
、
失
業
中

の
男
性
を
雇
用
す
る
と
い
う
企
業
の
決
定
を
、
雇
用
機
会
の
男
女
平
等
を
規
定
す
る
企
業
法
に
反
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
新
し
い
労
働
政
策

に
依
拠
し
て
認
容
し
た
労
働
裁
判
所
判
決
や
、
無
期
限
解
雇
の
要
件
を
限
定
列
挙
し
て
い
る
産
業
法
の
規
定
に
も
関
わ
ら
ず
、
反
国
家
的
又

は
反
ナ
チ
ス
的
言
動
を
な
し
た
労
働
者
を
無
期
限
解
雇
し
た
雇
用
者
の
決
定
を
、
新
労
働
秩
序
法
に
お
け
る
産
業
秩
序
へ
の
忠
誠
の
規
定
に

よ
っ
て
認
め
た
判
決
等
が
あ
る９

）。
ま
た
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
例
で
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
制
定
以
前
に
す
で
に
、
ナ
チ
ス
の
人
種
政

策
に
沿
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
ア
ー
リ
ア
人
の
婚
姻
の
錯
誤
に
よ
る
取
消
を
認
め
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る10

）。
こ
の
判
決
は
、
錯
誤
に
よ
る

取
消
事
由
を
、
配
偶
者
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
錯
誤
だ
け
で
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
味
の
錯
誤
に
ま
で
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拡
張
し
て
、
ナ
チ
ス
の
政
権
掌
握
と
そ
の
人
種
政
策
に
よ
り
配
偶
者
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
変
容
し
た
こ
と
を
も
っ
て
取
消
事

由
に
当
た
る
と
し
、
し
か
も
取
消
期
限
の
開
始
が
司
法
そ
の
他
の
国
家
権
力
の
懈
怠
に
よ
っ
て
停
止
す
る
と
い
う
規
定
を
拡
張
解
釈
し
て
、

ナ
チ
ス
が
政
権
に
つ
く
ま
で
は
そ
の
よ
う
な
懈
怠
状
態
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
リ
ュ
ー
タ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
法
律
化
さ

れ
て
い
な
い
ナ
チ
ス
の
政
策
目
的
が
妥
当
す
る
法
律
か
ら
の
乖
離
を
方
向
づ
け
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
に
解
釈
技
法
が
濫
用
さ
れ
て

い
る
例
で
あ
る11

）。
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
一
九
三
八
年
頃
か
ら
は
人
種
差
別
的
で
な
い
法
律
（
た
と
え
ば
借
家
人
保
護
法
な
ど
）
も
反
ユ
ダ

ヤ
的
方
向
で
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る12

）。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
端
的
に
「
不
法
国
家
」
と
ま
で
は
い
え
な
い
時
期
の
法
実
務
に
お
い
て
す
で
に
、
妥
当
す
る
法
律
を
ナ
チ
ス
的
「
自
然

法
」
に
よ
っ
て
覆
す
と
い
う
反
実
証
主
義
的
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
が
戦
時
期
の
端
的
な
「
不
法
」
実
務
を
容
易
な
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
端
的
な
「
不
法
」
に
対
し
て
「
無
防
備
」
に
し
た
の
は
実
証
主
義
で
は
な

く
、
か
え
っ
て
ナ
チ
ス
初
期
の
こ
の
よ
う
な
反
実
証
主
義
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
す
で
に

見
た
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
司
法
に
法
律
へ
の
忠
実
を
軽
視
す
る
政
治
的
党
派
性
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
警
告
し
て
い

た
。
ナ
チ
ス
初
期
の
司
法
が
司
法
幹
部
の
提
示
す
る
解
釈
方
針
に
従
っ
て
法
律
の
拘
束
を
軽
視
し
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
ラ
ー
ト

ブ
ル
フ
の
診
断
の
基
本
的
趣
旨
に
影
響
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
ナ
チ
ス
政
権
初
期
か
ら
反
ナ
チ
ス
的
裁
判
官
の
排
除
や

ナ
チ
ス
的
解
釈
方
針
の
提
示
な
ど
の
司
法
介
入
が
行
わ
れ
て
お
り
、
司
法
と
裁
判
官
の
独
立
の
保
証
｜
｜
法
解
釈
の
是
非
を
論
じ
う
る
た
め

に
は
こ
の
こ
と
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｜
｜
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
え
る13

）。
と
く
に
戦
時
期
の
司
法
的
「
不

法
」
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
強
い
司
法
介
入
に
よ
る
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
「
不
法
」
が
ナ
チ
ス
体
制
の
中
核
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る14

）。
そ
の
「
不
法
」
性
は
司
法
内
部
の
解
釈
方
法
の
問
題
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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⑶

不
法
国
家
」
と
し
て
の
ナ
チ
ス
体
制
の
予
測

ナ
チ
ス
体
制
を
端
的
な
「
不
法
国
家
」
と
み
な
す
か
ど
う
か
と
い
う
以
上
の
議
論
に
類
似
し
た
議
論
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
戦
時
中
か
ら

あ
っ
た
。
Ｅ
・
フ
レ
ン
ケ
ル
と
Ｆ
・
ノ
イ
マ
ン
の
議
論
で
あ
る15

）。
ど
ち
ら
も
一
九
四
〇
年
代
初
め
ま
で
の
ナ
チ
ス
体
制
に
つ
い
て
分
析
し
て

い
る
の
だ
が
、
フ
レ
ン
ケ
ル
が
そ
れ
を
「
二
重
国
家
」
と
規
定
し
た
の
に
対
し
て
、
ノ
イ
マ
ン
は
「
ビ
ヒ
モ
ス
」
す
な
わ
ち
「
無
国
家
」
と

捉
え
た
。

フ
レ
ン
ケ
ル
に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
ス
体
制
は
、
治
安
や
公
安
な
ど
の
政
治
的
警
察
行
政
に
お
い
て
は
「
個
々
の
措
置
命
令
」
に
よ
っ
て
統
治

す
る
「
大
権
国
家
」

th
e P

rero
g
a
tiv
e S

ta
te

）
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
的
経
済
関
係
に
関
わ
る
財
産
法
の
分
野
で
は
な
お
「
法
に
よ
る

支
配
」
を
特
徴
と
す
る
「
規
範
国
家
」

th
e N

o
rm
a
tiv
e S
ta
te

）
の
側
面
を
も
っ
て
い
た16

）。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
（
ナ
チ
ス
党
と
産
業
界

の
関
係
と
同
様
に
）
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
り
、
産
業
経
済
が
大
権
国
家
に
必
要
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
規
範
国
家
は
大
権
国
家
の
「
必
要
な

補
完
物
」
で
あ
り17

）、
そ
の
か
ぎ
り
で
大
権
国
家
は
規
範
国
家
を
容
認
し18

）、
規
範
国
家
に
よ
る
制
約
を
受
け
入
れ
る
。
ナ
チ
ス
体
制
は
そ
の
よ

う
な
「
二
重
国
家
」
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ノ
イ
マ
ン
は
ナ
チ
ス
体
制
の
経
済
面
に
お
け
る
規
範
性
は
「
技
術
的
規
則
」
の
そ
れ
に

す
ぎ
ず19

）、
そ
の
民
事
裁
判
所
は
「
独
占
産
業
団
体
の
命
令
を
執
行
す
る
機
関
」
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
、
刑
事
裁
判
所
は
「
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
、
検

察
官
、
刑
執
行
者
と
と
も
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
暴
力
の
行
使
者
」
で
あ
る20

）。
ナ
チ
ス
体
制
は
、
法
の
一
般
性
、
法
の
前
の
平
等
、
そ
の
意
味

で
の
法
治
国
家
原
理
、
罪
刑
法
定
主
義
、
遡
及
処
罰
の
禁
止
、
司
法
と
裁
判
官
の
独
立
等
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
「
法
」

la
w

）
の
名
に
値
し
な
い
の
で
あ
る21

）。
ま
た
、
政
治
面
で
は
、
党
、
軍
、
官
僚
、
産
業
の
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
立
法
、
行
政
、
司
法
の
権
力

を
も
っ
て
独
断
的
に
運
動
す
る
体
制
で
あ
っ
て
、
憲
法
と
呼
べ
る
よ
う
な
統
一
的
な
統
治
機
構
を
す
ら
も
っ
て
い
な
い22

）。
結
局
、
ノ
イ
マ
ン

に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
ス
体
制
に
は
法
も
国
家
も
存
在
し
な
い
で
の
あ
る
。

た
し
か
に
ノ
イ
マ
ン
は
フ
レ
ン
ケ
ル
の
「
二
重
国
家
」
と
い
う
分
析
に
賛
同
し
な
い23

）。
し
か
し
、
そ
れ
は
ノ
イ
マ
ン
が
ナ
チ
ス
体
制
に
お
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け
る
経
済
と
財
産
法
に
お
け
る
合
理
性
を
た
ん
に
「
技
術
的
規
則
」
の
そ
れ
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
こ
と
に
よ
る
。
フ
レ
ン
ケ
ル
に
と
っ
て

も
、
ナ
チ
ス
体
制
に
お
い
て
は
、
政
治
的
な
も
の
が
「
潜
在
的
に
、
す
べ
て
の
公
的
及
び
私
的
生
活
を
含
ん
で
お
り
」、

あ
ら
ゆ
る
法
規
制

か
ら
独
立
し
た
全
権
を
有
す
る
領
域
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
規
範
国
家
は
「
法
の
支
配
の
行
わ
れ
て
い
る
国
家
、
す
な
わ
ち
法
治
国

家
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い24

）。
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
保
護
が
否
定
さ
れ
る
と
、
ナ
チ
ス
体
制
の
恒
久
的
戒
厳
令
は
す
べ
て
の

人
々
の
権
利
を
侵
害
す
る
に
い
た
る
だ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る25

）。
他
方
、
ノ
イ
マ
ン
に
お
い
て
も
、
端
的
な
「
不
法
」
の
傾
向
は
は

じ
め
は
な
お
流
動
的
で
あ
っ
た
し
、
当
初
は
幾
人
か
の
裁
判
官
が
恣
意
的
な
権
力
の
行
使
を
牽
制
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い

る26
）。

二
人
の
見
解
を
対
比
的
に
検
討
し
て
い
る
ル
ト
ハ
ル
ト
も
、
ナ
チ
ス
体
制
の
初
期
に
つ
い
て
は
フ
レ
ン
ケ
ル
の
見
解
は
同
意
で
き
る
と

し
て
い
る27

）。
フ
レ
ン
ケ
ル
と
ノ
イ
マ
ン
の
相
違
は
経
済
と
財
産
法
の
合
理
性
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
に
照
ら
せ
ば
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
ナ
チ
ス
体
制
観
は
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
「
法
体
系
」
の
名
に
値
し
な
い
も
の
と
す
る
点

で
、
ノ
イ
マ
ン
の
そ
れ
に
近
い
と
い
え
る
だ
ろ
う28

）。
他
方
、
ナ
チ
ス
体
制
前
半
の
民
事
裁
判
に
着
目
し
て
、
そ
こ
に
ま
っ
た
く
の
不
法
で
は

な
く
、
ナ
チ
ス
的
歪
曲
は
あ
る
に
せ
よ
あ
る
程
度
の
規
範
性
の
存
在
を
み
る
点
で
は
、
リ
ュ
ー
タ
ー
ス
の
分
析
は
フ
レ
ン
ケ
ル
の
そ
れ
に
類

す
る
。
む
ろ
ん
、
フ
レ
ン
ケ
ル
の
分
析
は
独
占
段
階
の
資
本
主
義
経
済
が
大
権
国
家
的
政
治
と
相
互
依
存
的
に
結
合
す
る
と
い
う
社
会
理
論

的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
リ
ュ
ー
タ
ー
ス
の
そ
れ
は
司
法
に
お
け
る
解
釈
方
法
論
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
も
の
で
、
そ
の
視
角
は
大
き

く
異
な
る29

）。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
司
法
に
関
す
る
分
析
の
展
開
と
い
う
点
で
は
、
フ
レ
ン
ケ
ル
の
そ
れ
が
不
十
分
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る

を
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
ナ
チ
ス
体
制
の
性
格
に
関
す
る
基
本
的
な
見
方
と
い
う
点
で
、
当
時
の
観
察
が
後
代
の
研

究
の
結
果
に
よ
っ
て
大
き
く
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
ナ
チ
ス
体
制
観
も
フ
レ
ン
ケ
ル
や
ノ
イ
マ
ン
が
観
察
し
え
た
と
少
な
く
と
も
同
様
の
情
報
に
基
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
フ
レ
ン
ケ
ル
と
ノ
イ
マ
ン
は
と
も
に
ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
ー
の
弟
子
で
、
社
会
民
主
党
に
属
す
る
法
律
家
で
あ
り
、
し
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た
が
っ
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
と
も
知
己
の
関
係
に
あ
っ
た30

）。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
た
め
に
と
も
に
一
九
三
三
年
に
（
フ
レ
ン
ケ
ル
は

ア
メ
リ
カ
に
、
ノ
イ
マ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
に
）
亡
命
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
ナ
チ
ス
体
制
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
分
析
は
国
外
で

得
ら
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
い
る31

）。
亡
命
に
近
い
状
況
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
国
内
に
い
た
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
も
ち
え
た
情
報
が
彼
ら
の
も

の
に
劣
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
ナ
チ
ス
体
制
に
つ
い
て
の
事
実
認
識
が
実
態
と
は
大
き
く
乖
離
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う32

）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
戦
後
の
一
連
の
論
文
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
ナ
チ
ス
体
制
を
そ
の
「
立
法
」
に
お
い
て
も
「
司
法
」
に
お
い
て
も
「
不

法
」
の
体
制
と
捉
え
た
。

法
律
的
不
法
」
論
文
は
、
ナ
チ
ス
期
の
「
不
法
」
の
行
為
を
ナ
チ
ス
期
の
「
法
律
」
に
基
づ
い
て
弁
明
す
る

（
免
責
す
る
）
こ
と
を
斥
け
る
た
め
に
、

不
法
定
式
」
に
照
ら
し
て
す
べ
て
の
「
ナ
チ
ス
法
」
の
法
的
性
格
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ
た33

）。
そ

の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

真
理
へ
の
感
覚
及
び
法
へ
の
感
覚
の
完
全
な
欠
如
」
を
示
す
ヒ
ト
ラ
ー
の
人
格
と
、
ナ
チ
ス
幹

部
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
が
一
九
三
二
年
に
『
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
タ
ー
』
紙
に
書
い
た
論
評
で
あ
る
。

人
間
は

人
間
と
同
等
で
は
な
く
、
殺
人
は
殺
人
と
同
等
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
正
当
に
も
、
平
和
主
義
者
ジ
ョ
レ
ス
の
殺
害
は
、
国
家
主
義

者
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
に
対
す
る
殺
人
未
遂
と
は
別
様
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
祖
国
愛
に
基
づ
い
て
犯
罪
を
な
し
た
行
為
者
が
、
民
族
に
敵
対
的

な
動
機
に
基
づ
く
他
の
行
為
者
と
同
一
の
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い34

）」。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
こ
の
論
評

に
「
同
等
な
も
の
は
同
等
に
扱
う
と
い
う
正
義
の
本
質
規
定
的
な
要
請
」
に
対
す
る
端
的
な
拒
否
を
み
る
。
こ
の
拒
否
は
ナ
チ
ス
体
制
の

「
は
じ
め
か
ら
言
明
さ
れ
て
い
た
」
の
で
あ
っ
て
、
ナ
チ
ス
体
制
は
は
じ
め
か
ら
こ
の
意
味
で
「
不
法
」
体
制
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
明
言
し

て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
こ
の
ナ
チ
ス
体
制
観
は
戦
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
現
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
九
三
三
年
に
ナ
チ
ス
が
政
権
を

掌
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
に
す
で
に
先
取
り
さ
れ
て
い
た
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
一
九
三
三
年
一
月
に
ナ
チ
ス
の
刑
法
理
論
を
批
判
す
る

二
つ
の
論
説
を
公
表
し
て
い
る35

）。
ど
ち
ら
も
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
自
身
が
司
法
大
臣
の
と
き
に
進
め
て
い
た
刑
法
改
革
、
す
な
わ
ち
フ
ォ
イ
エ
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ル
バ
ッ
ハ
の
啓
蒙
主
義
的
｜
自
由
主
義
的
な
刑
法
理
論
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
犯
罪
を
「
反
社
会
的
な
、
し
か
し
社
会
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら

れ
た
」
行
為
と
み
な
し
、
犯
罪
者
の
個
性
に
応
じ
た
刑
罰
と
教
育
を
組
み
合
わ
せ
る
リ
ス
ト
の
刑
法
理
論
に
基
づ
く
社
会
的
｜
自
由
主
義
的

な
（so

zia
l-lib

era
l

）
改
革
が
、
刑
罰
の
緩
和
と
教
育
刑
の
実
験
的
導
入
と
い
う
そ
の
理
念
の
半
分
だ
け
し
か
実
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
こ
ろ
で
、
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
こ
の
改
革
が
社
会
的
｜
権
威
主
義
的
な
（so

zia
l-a
u
to
rita

r

）
方
向
に
転
轍
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
警
告
す
る
も
の
で
あ
る36

）。
リ
ス
ト
が
犯
罪
者
の
「
改
善
可
能
性
」
と
「
再
社
会
化
」
を
け
っ
し
て
否
定
せ
ず
、
ま
た
自
由
主
義
を
堅
持
し

て
「
実
質
的
犯
罪
」
概
念
も
犯
罪
者
に
と
っ
て
不
利
な
方
向
で
は
適
用
す
る
こ
と
を
断
固
と
し
て
拒
否
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ナ
チ
ス
の

刑
法
理
論
は
犯
罪
者
を
基
本
的
に
「
改
善
不
能
者
」、

劣
弱
者
」
と
捉
え
、
そ
の
「
無
害
化
と
威
嚇
」、
す
な
わ
ち
死
刑
、
終
身
隔
離
、
優

生
的
不
妊
化
だ
け
を
関
心
の
中
心
に
お
い
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
犯
罪
を
「
個
々
人
の
集
合
と
し
て
の
社
会
」
に
対
す
る
行
為
と
し
て
で
は

な
く
、

人
種
的
に
捉
え
ら
れ
た
民
族
共
同
体
」
に
敵
対
す
る
行
為
と
し
て
捉
え
、
ナ
チ
ス
の
「
世
界
観
的
｜
政
治
的
見
解
」
に
反
対
す
る

行
為
を
道
徳
的
な
侮
辱
に
値
す
る
行
為
と
し
て
捉
え
る
こ
と37

）等
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
結
局
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
上
記
の
論
評
に
現
れ
た
見
解
に
帰
着
す
る
と
警
告
す
る
の
で
あ
る38

）。
要
す
る
に
、
ラ
ー

ト
ブ
ル
フ
に
と
っ
て
、
ナ
チ
ス
は
は
じ
め
か
ら
「
人
間
の
顔
を
し
た
」
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
の
平
等
原
則
と
し
て
の
正
義
を
否
定
し
よ
う

と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
ナ
チ
ス
に
お
い
て
は
、
言
う
と
こ
ろ
の
「
テ
ロ
リ
ス
ト
に
選
択
的
な
刑
法
」
と
と
も
に
、

法
一
般
（D

a
s

 
R
ech

t u
b
erh

a
u
p
t

）」
が
「
ド
イ
ツ
民
族
共
同
体
の
品
種
改
良
（H

o
ch
zu
ch
tu
n
g

）」
に
利
用
さ
れ
る
に
い
た
る
こ
と39

）が
、
確
信
を
も
っ

て
予
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

１
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
F
u
n
f M

in
u
ten R

ech
tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

1945,
G
R
G
A
 
3,
78.

２
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
E
rn
eu
eru

n
g d

es R
ech

ts,
1946,

G
R
G
A
 
3,
80.

法
律
的
不
法
と
超
法
律
的
法
」
に
お
い
て
も
、
ナ
チ
ス
体
制
が
法
的
安
定
性

を
無
視
す
る
不
法
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ナ
チ
ス
体
制
の
「
一
二
年
間
に
わ
た
る
法
的
安
定
性
の
否
認
」
を
経
験
し
た
今
日
、
正
義
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の
一
部
で
あ
る
法
的
安
定
性
を
尊
重
し
、
正
義
と
法
的
安
定
性
の
双
方
を
可
能
な
か
ぎ
り
満
た
し
う
る
「
法
治
国
家
」
を
再
び
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。G

esetzlich
es U

n
rech

t u
n
d Ü

b
erg

esetzlich
es R

ech
t,
1946,

G
R
G
A
 
3,
93.

３
）

ち
な
み
に
、
ナ
チ
ス
期
の
司
法
は
、
形
式
的
に
廃
止
さ
れ
て
い
な
い
以
前
の
法
律
は
無
視
し
な
が
ら
も
、
ナ
チ
ス
の
法
律
に
は
忠
実
で
あ
っ
た
と
す

る
見
方
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、A

.K
a
u
fm
a
n
n
,
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie
 
u
n
d
 
N
a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,
in
:
H
.R
o
ttleu

th
n
er

(H
rsg

.),
R
ech

t,

R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie u

n
d
 
N
a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,
1983,

15

（
邦
訳
二
五

二
六
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ナ
チ
ス
の
法
律
に
対
し
て
は
実
証
主
義
的

で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
誤
認
に
基
づ
く
と
い
う
批
判
も
あ
る
。I.M
a
u
s,
Ju
ristisch

e M
eth

o
d
ik u

n
d Ju

stizfu
n
k
tio
n im

 
N
a
tio
n
a
lso
zia
lis-

m
u
s,
in
:
ib
id
.,
178

180

（
邦
訳
二
六
五

二
六
七
頁
）。
と
く
に
戦
時
期
に
は
、
ナ
チ
ス
の
法
律
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
ら
の
介
入
に
よ
っ
て
、

そ
の
文
言
か
ら
恣
意
的
に
離
反
す
る
判
決
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
戦
後
の
法
曹
裁
判
か
ら
も
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
注

14
）参
照
。

４
）

B
.R
u
th
ers,

R
ech

tsth
eo
rie,

3.A
u
fl.,

2007,
295f.

５
）

S
tra
fg
esetzb

u
ch fu

r d
a
s D

eu
tsch

e R
eich

,
B
ea
rb
eitet v

.
H
.F
reiesleb

en
/C
.K
irch

n
er /E

.N
ieth

a
m
m
er,

V
erla

g F
ra
n
z B

a
h
len
,

B
erlin

,
1936,

21.

６
）

ナ
チ
ス
の
法
律
を
と
く
に
ナ
チ
ス
的
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
区
別
す
る
こ
と
の
問
題
性
に
つ
い
て
、v

g
l.

C
.L
a
a
g
e,

D
ie A

u
sein

a
n
d
ersetzu

n
g u

m
 
d
en B

eg
riff d

es g
esetzlich

en U
n
rech

ts n
a
ch 1945,

409
432.

ラ
ー
ゲ
は
、
ナ
チ
ス
体
制
を
端
的
に
「
不
法

国
家
」
と
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
な
お
規
範
的
又
は
法
的
と
呼
べ
る
要
素
の
残
存
し
た
体
制
と
み
る
と
き
、
ナ
チ
ス
的
過
去
の
克
服
は
個
別
的

な
、
し
た
が
っ
て
部
分
的
な
課
題
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
。

７
）

B
.R
u
th
ers,

D
ie u

n
b
eg
ren

zte A
u
sleg

u
n
g
,
1963,

148,
153

155.

８
）

V
g
l.
B
.R
u
th
ers,

ib
id
.,
155.

９
）

B
.R
u
th
ers,

ib
id
.,
149

152.

10
）

B
.R
u
th
ers,

ib
id
.,
155

162.

11
）

V
g
l.
B
.R
u
th
ers,

ib
id
.,
172.

12
）

B
.R
u
th
ers,

ib
id
.,
166f.

13
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、U

.R
eifn

er,
Ju
stiz u

n
d F

a
sch

ism
u
s,
in
:
U
.R
eifn

er /B
.-R
.S
o
n
n
en
(H
rsg

.),
S
tra
f-

ju
stiz u

n
d P

o
lizei im

 
D
ritten R

eich
,
1984,

17f.

は
戦
時
期
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
「
司
法
介
入
」

F
rem

tsteu
eru

n
g d

er Ju
stiz

）
の
影
響

を
す
ら
否
定
的
に
み
て
い
る
。
裁
判
官
た
ち
は
自
ら
の
「
自
由
意
思
と
確
信
」
に
基
づ
い
て
同
調
し
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、M

.W
a
lth
er,

H
a
t d
er ju

ristisch
e P

o
sitiv

ism
u
s d
ie d

eu
tsch

e Ju
risten im

“D
ritten R

eich
”
w
eh
rlo
s g
em
a
ch
t?,
1989,

332f.

は

司
法
の
独
立
が
か
り
に
も
あ
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
法
曹
連
盟
（D

eu
tsch

e R
ich
terb

u
n
d

）
が
解
散
し
た
一
九
三
三
年
一
二
月
一
五
日
ま
で
で
あ
っ
た

（78-２- ）211 43

ラートブルフ・テーゼについて（酒匂）



と
す
る
。
す
で
に
一
九
三
三
年
四
月
七
日
の
「
官
吏
組
織
の
再
建
に
関
す
る
法
律
」

G
esetz zu

r W
ied
erh

erstellu
n
g d

es B
eru

fsb
ea
m
ten

tu
m
s

）

は
、
三
条
と
四
条
に
お
い
て
、
ア
ー
リ
ア
人
以
外
の
官
吏
と
「
そ
れ
ま
で
の
政
治
的
活
動
に
照
ら
し
て
民
族
国
家
を
常
に
無
条
件
に
支
持
す
る
こ
と
に
つ

い
て
保
証
を
与
え
な
い
官
吏
」
は
解
職
さ
れ
う
る
も
の
と
し
、
ま
た
同
日
の
「
ラ
ン
ト
と
ラ
イ
ヒ
の
統
合
に
関
す
る
第
二
法
律
」
は
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
が

ラ
イ
ヒ
宰
相
の
提
案
に
基
づ
い
て
任
命
す
る
ラ
イ
ヒ
総
督
に
、
そ
れ
ま
で
ラ
ン
ト
政
府
に
よ
っ
て
任
免
さ
れ
て
い
た
官
吏
及
び
裁
判
官
の
任
免
権
を
与
え

て
い
る
（J.H

o
h
lfeld

(H
rsg

.),
D
eu
tsch

e R
eich

sg
esch

ich
te in D

o
k
u
m
en
ten

:
U
rk
u
n
d
en u

n
d A

k
tio
n
stu
ck
e,
4.H

a
lb
b
a
n
d
,
1934,

629ff.,

635f.

）。
こ
れ
ら
の
法
律
が
す
で
に
司
法
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
政
府
の
介
入
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
よ
る
解

職
を
免
れ
た
裁
判
官
は
も
は
や
ナ
チ
ス
に
対
し
て
批
判
的
で
は
な
く
同
調
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
裁
判
官
に
つ
い
て
も
ナ
チ
ス
政
権

初
期
の
司
法
省
事
務
次
官
で
あ
っ
た
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
ら
に
よ
る
司
法
介
入
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

14
）

戦
時
期
の
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
に
よ
る
司
法
介
入
に
つ
い
て
は
、v

g
l.
H
.K
a
u
fm
a
n
n
,
D
ie D

eu
tsch

e Ju
stiz u

n
d
 
d
er N

a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s:

E
in Ü

b
erb

lick
,
Q
u
ellen u

n
d D

a
rstellu

n
g
en zu

r Z
eitg

esch
ich
te,

B
d
.
16 /1,

1968,
147.

ヒ
ト
ラ
ー
は
、
一
九
四
二
年
四
月
二
九
日
の
ラ
イ

ヒ
議
会
演
説
で
、
個
々
の
判
決
を
「
誤
り
歪
め
ら
れ
た
」
も
の
と
し
て
激
し
く
攻
撃
し
、
そ
れ
ら
を
無
効
と
宣
言
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
判
決
を

下
し
た
裁
判
官
を
法
的
保
護
停
止
処
分
と
し
て
い
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
司
法
介
入
に
つ
い
て
は
戦
後
裁
判
、
た
と
え
ば
ラ
イ
ヒ
司
法
長
官
で
あ
っ
た
シ
ュ

レ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ガ
ー
に
対
す
る
裁
判
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
の
裁
判
に
つ
い
て
論
評
し
て
お
り
、
そ
こ
で
ヒ
ト
ラ
ー

が
介
入
し
た
事
例
の
う
ち
の
二
つ
に
触
れ
て
い
る
。D

es R
eich

sju
tizm

in
isteriu

m
s R

u
h
m
 
u
n
d E

n
d
e:
Z
u
r N

u
rn
b
erg

er Ju
risten

-P
ro
zess,in

:

S
JZ 3

(1948),
S
p
.
57

64,
G
R
G
A
 
8,
258

268.

15
）

E
.F
ra
en
k
el,

T
h
e D

u
a
l S

ta
te,

1941
(rep

rin
ted

 
2006)

（
中
道
寿
一
訳
『
二
重
国
家
』
一
九
九
四
年
）;F

.N
eu
m
a
n
n
,
B
eh
em
o
th
,
1942

(rep
rin
ted 1963)

（
岡
本
・
小
野
・
加
藤
訳
『
ビ
ヒ
モ
ス
』
一
九
六
三
年
）.

16
）

E
.F
ra
en
k
el,

30

（
邦
訳
三
六
頁
）.

17
）

E
.F
ra
en
k
el,

71

（
邦
訳
八
八
頁
）.

18
）

E
.F
ra
en
k
el,

61
64

（
邦
訳
七
六

七
九
頁
）.

19
）

F
.N
eu
m
a
n
n
,
440

（
邦
訳
三
七
五
頁
）.

20
）

F
.N
eu
m
a
n
n
,
458

（
邦
訳
三
八
九
頁
）.

21
）

F
.N
eu
m
a
n
n
,
458

（
邦
訳
三
八
八

三
八
九
頁
）.

22
）

F
.N
eu
m
a
n
n
,
467

468

（
邦
訳
四
〇
〇

四
〇
一
頁
）.

23
）

F
.N
eu
m
a
n
n
,
516,

n
o
te 63

（
邦
訳
三
九
一
頁
注
63
）.

24
）

E
.F
ra
en
k
el,

68,
71

（
邦
訳
八
五
、
八
八
頁
）.
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25
）

E
.F
ra
en
k
el,

96

（
邦
訳
一
一
八

一
一
九
頁
）.

26
）

F
.N
eu
m
a
n
n
,
452

453

（
邦
訳
三
八
四

三
八
五
頁
）.

27
）

W
.L
u
th
a
rd
t,
U
n
rech

tssta
a
t o

d
er
 
D
o
p
p
elsta

a
t?,

in
:
H
.R
o
ttleu

th
n
er

(H
rsg

.),
R
ech

t,
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie
 
u
n
d
 
N
a
tio
n
a
l-

so
zia
lism

u
s,
209

（
邦
訳
三
〇
四

三
〇
五
頁
）.

28
）

舟
越
耿
一
「
ナ
チ
ス
の
法
と
国
家
」
『
現
代
の
法
思
想
』
一
九
八
五
年
）
一
三
九
頁
参
照
。

29
）

V
g
l.
M
.G
esell,

B
u
ch
b
esp

rech
u
n
g
:
B
ern

t R
u
th
ers,

D
ie U

n
b
eg
ren

zte A
u
sleg

u
n
g
,
in
:
D
er U

n
rech

ts-S
ta
a
t,
105

107.

30
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
Ju
stizk

riese im
 
W
eim

a
rer S

ta
a
t,
G
R
G
A
 
14,

166.

こ
の
論
考
の
な
か
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
フ
レ
ン
ケ
ル
な
ど
の
ナ
チ

ス
に
追
わ
れ
た
法
律
家
と
対
比
し
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
裁
判
官
た
ち
が
ナ
チ
ス
に
対
し
て
「
無
抵
抗
に
」
屈
伏
し
て
い
っ
た
点
を
批
判
的
に
指
摘
し
て
い

る
。

31
）

周
知
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
右
の
著
作
は
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
で
、
し
か
も
英
語
で
出
版
さ
れ
た
。
彼
ら
の
著
作
が
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
て
出
版

さ
れ
る
の
は
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
西
ド
イ
ツ
で
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
い
わ
れ

る
。V

g
l.
D
er U

n
rech

ts-S
ta
a
t,
7.

ま
た
、
舟
越
前
掲
一
三
八
頁
参
照
。

32
）

U
.R
eifn

er,
ib
id
.,
37f.

は
、
一
九
四
二
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
の
大
量
の
死
刑
判
決
の
事
実
を
指
摘
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
「
軽
率
に
か
つ

事
実
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
」
そ
れ
ら
の
判
決
を
下
し
た
裁
判
官
た
ち
の
免
責
の
可
能
性
を
説
い
た
こ
と
を
批
判
的
に
論
評
し
て
い
る
。
当
時
の
ラ
ー
ト

ブ
ル
フ
が
そ
こ
ま
で
の
精
確
な
事
実
を
知
る
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
が
開
始
さ
れ
る

前
、
一
九
四
五
年
九
月
の
「
五
分
間
の
法
哲
学
」
の
時
点
で
す
で
に
、

法
律
と
判
決
に
よ
ら
な
い
処
罰
、
病
人
に
対
す
る
法
律
に
よ
ら
な
い
殺
人
」
に

触
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
戦
時
期
の
司
法
や
医
療
に
お
け
る
殺
害
の
事
実
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
は
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

も
否
定
で
き
な
い
。
な
お
、
芝
健
介
「
何
が
裁
か
れ
、
何
が
裁
か
れ
な
か
っ
た
の
か
｜
｜
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
と
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
ナ
チ
ス
犯
罪
裁
判

の
問
題
｜
｜
」
『
岩
波
講
座

世
界
歴
史

25
』
一
九
九
七
年
八
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
占
領
ア
メ
リ
カ
軍
政
府
局
の
世
論
調
査
で
は
、
裁
判
開
始
の
一
九

四
五
年
一
一
月
の
時
点
で
、
戦
争
犯
罪
に
つ
い
て
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
裁
判
を
通
じ
て
は
じ
め
て
知
っ
た
と
い
う
回
答
者
は
六
七
％
で
あ
っ
た
と

い
う
。

33
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
esetzlich

es U
n
rech

t u
n
d Ü

b
erg

esetzlich
es R

ech
t,
G
R
G
A
 
3,
89.

34
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
ib
id
.

35
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
S
tra
frech

tsrefo
rm
 
u
n
d N

a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,
in
:
D
er W

ien
er N

eu
en F

reien P
ress,

A
u
fg
a
b
en N

r.
24548 v

o
m

 
15.

1.
u
n
d N

r.
24554 v

o
m
 
22.

1.
1933,

G
R
G
A
 
9,
331

335;
A
u
to
rita

tes o
d
er so

zia
les S

tra
frech

t?,
in D

ie G
esellsch

a
ft 10

(1933),

G
R
G
A
 
8,
226

237.
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36
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
A
u
to
rita

tes o
rd
er so

zia
les S

tra
frech

t?,
G
R
G
A
 
8,
232.

37
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
ib
id
.,
233f.

38
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
ib
id
.,
235;

d
ers.,

S
tra
frech

tsrefo
rm
 
u
n
d N

a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,
G
R
G
A
 
9,
335.

39
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
S
tra
frech

tsrefo
rm
 
u
n
d N

a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,
G
R
G
A
 
9,
333.

５

お

わ

り

に

以
上
、
い
わ
ゆ
る
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
の
趣
旨
に
関
わ
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
議
論
を
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
か
ら
戦
後
ま
で
を
視
野

に
い
れ
て
、
検
討
し
て
き
た
。
冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
は
近
年
に
な
っ
て
疑
念
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、

こ
の
疑
念
に
答
え
る
形
で
、
本
稿
の
検
討
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

テ
ー
ゼ
に
対
す
る
疑
念
は
ま
ず
テ
ー
ゼ
が
ナ
チ
ス
期
の
法
理
論
及
び
法
実
務
の
実
態
に
つ
い
て
誤
認
し
て
い
る
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ

た
。
ナ
チ
ス
の
法
理
論
及
び
法
実
務
は
、
法
律
へ
の
忠
実
を
理
念
と
す
る
制
定
法
実
証
主
義
又
は
法
学
的
実
証
主
義
の
意
味
で
は
、
け
っ
し

て
実
証
主
義
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ナ
チ
ス
期
の
不
法
の
原
因
を
実
証
主
義
に
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、

テ
ー
ゼ
は
誤
り
だ
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
四
節
で
み
た
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
ナ
チ
ス
期
に
は
、

妥
当
す
る
法
律
の
侵

犯
」
や
「
法
律
に
よ
ら
な
い
判
決
と
処
罰
」
が
支
配
し
、

無
法
律
」
の
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇

年
代
以
降
の
研
究
の
成
果
に
比
す
れ
ば
、
そ
の
認
識
は
必
ず
し
も
精
確
で
も
十
分
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ナ
チ
ス
体
制
を
「
不
法
国

家
」
と
捉
え
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
テ
ー
ゼ
は
制
定
法
実
証
主
義
又
は
法
学
的
実
証
主
義
の
意
味
で
の
実
証

主
義
が
支
配
し
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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も
っ
と
も
こ
の
点
で
は
、
テ
ー
ゼ
を
ナ
チ
ス
期
に
実
証
主
義
が
支
配
し
た
と
い
う
主
張
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
証

主
義
は
制
定
法
実
証
主
義
又
は
法
学
的
実
証
主
義
と
は
別
の
意
味
で
あ
っ
た
可
能
性
を
想
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
ス
タ
ン
リ
ー
・
ポ
ー
ル
ソ

ン
は
そ
れ
を
「
何
で
も
あ
り
」

“a
n
y
th
in
g
 
g
o
es”

）
の
「
無
制
約
な
法
実
証
主
義
」

o
p
en
 
leg
a
l p

o
sitiv

ism

）
と
呼
び
、
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
の
い
う
実
証
主
義
が
こ
の
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ナ
チ
ス
の
実
態
に
よ
り
近
い
と
い
え
る
と
し
て
い
る１

）。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期

か
ら
の
有
効
な
法
律
だ
け
で
な
く
、
ナ
チ
ス
の
立
法
に
よ
る
法
律
に
す
ら
反
し
て
、
死
刑
判
決
を
下
し
た
裁
判
官
た
ち
の
所
為
、
し
か
も
そ

の
際
、
法
律
と
司
法
を
恣
意
的
権
力
行
使
の
た
め
の
た
ん
な
る
手
段
又
は
た
ん
な
る
装
飾
と
し
て
用
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

な
裁
判
官
た
ち
の
所
為
は
、
た
し
か
に
「
無
制
約
な
」
と
呼
び
う
る
だ
ろ
う
し
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
所
見
も
そ
う
し
た
側
面
を
含
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
そ
れ
を
も
「
実
証
主
義
」
と
呼
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ

う
。テ

ー
ゼ
に
対
す
る
疑
念
は
次
に
ナ
チ
ス
期
の
不
法
に
対
し
て
そ
れ
以
前
か
ら
の
実
証
主
義
的
傾
向
が
原
因
と
な
っ
た
と
い
う
主
張
を
テ
ー

ゼ
が
含
意
し
う
る
点
に
向
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
司
法
は
政
治
的
に
反
共
和
国
的
傾
向
が
強
く
、
法
律
へ
の
忠
実
を

理
念
と
す
る
か
ぎ
り
で
の
制
定
法
実
証
主
義
又
は
法
学
的
実
証
主
義
の
精
神
は
む
し
ろ
弱
か
っ
た
と
み
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
逆
に
共
和
国

を
擁
護
し
た
法
律
家
や
法
学
者
た
ち
は
む
し
ろ
制
定
法
実
証
主
義
的
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
が
政
権
を
掌
握
す
る
と
、
こ
う
し
た
法
律
家
や
法

学
者
は
「
実
証
主
義
者
」
と
し
て
糾
弾
さ
れ
、
免
職
さ
れ
る
か
又
は
自
ら
辞
職
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る２

）。
こ
の
点
で
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
自

身
も
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
司
法
の
党
派
性
を
批
判
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
状
況
に
お
い
て
む
し
ろ
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

は
法
律
へ
の
忠
実
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
そ
こ
に
も
う
一
つ
の
実
証
主
義
を
み
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
節
で
触
れ
た
一
九
一
九
年
の
実
証
主
義

批
判
に
み
ら
れ
る
実
証
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
を
究
極
の
と
こ
ろ
で
権
力
と
同
一
視
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
の
よ
う

な
傾
向
を
、
一
九
一
九
年
の
批
判
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
第
二
帝
政
期
の
官
憲
国
家
的
司
法
に
の
み
な
ら
ず
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
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党
派
的
司
法
に
も
看
取
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
見
方
は
ひ
と
り
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
独
自
の
見
解
な
の
で
は
な
い
。
す
で
に
触

れ
た
よ
う
に
、
リ
ュ
ー
タ
ー
ス
は
法
の
妥
当
根
拠
を
結
局
の
と
こ
ろ
権
力
に
求
め
る
実
証
主
義
を
「
法
の
権
力
理
論
」
と
呼
び
、
こ
れ
が

「
長
い
間
ド
イ
ツ
国
法
学
を
支
配
し
て
き
た
し
、
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
ド
イ
ツ
の
法
律
家
た
ち
を
精
神
的
に
形
作
っ
て
き
た
」
と
述
べ
て

い
る３

）。
ま
た
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
も
「
権
力
の
あ
る
と
こ
ろ
に
同
時
に
正
当
化
を
も
推
定
す
る
傾
向
を
権
威
主
義
的
性
格
の
特
性
と
み
な
し
、
こ

の
特
性
を
実
証
主
義
的
と
呼
ぶ
と
す
る
な
ら
ば
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
は
少
な
く
と
も
よ
り
理
解
し
う
る
も
の
と
な
る
」
と
し
て
い
る

の
で
あ
る４

）。

以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
実
証
主
義
論
は
少
な
く
と
も
二
重
の
構
造
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
法
律
へ
の
忠
実
又
は
法

的
安
定
性
を
理
念
と
す
る
か
ぎ
り
で
の
制
定
法
実
証
主
義
又
は
法
学
的
実
証
主
義
が
い
わ
ば
第
二
層
に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
実
証
主
義
を

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
必
ず
し
も
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
戦
前
も
戦
後
も
そ
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
と
い
え
る５

）。
し
か
し
、
こ
の

意
味
で
の
実
証
主
義
も
、
法
律
が
法
た
る
た
め
の
正
義
理
念
を
無
視
す
る
か
ぎ
り
で
、
い
わ
ば
第
一
層
の
実
証
主
義
、
す
な
わ
ち
法
の
妥
当

根
拠
を
究
極
の
と
こ
ろ
で
権
力
に
求
め
る
「
法
の
権
力
理
論
」
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
制
定
法
実
証
主
義
又
は
法
学
的
実
証

主
義
は
法
的
安
定
性
を
理
念
と
す
る
か
ぎ
り
、
妥
当
根
拠
を
直
ち
に
権
力
に
求
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
法
的
安
定
性
は
権
力
に
よ

る
立
法
を
前
提
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
実
証
主
義
が
立
法
に
お
け
る
正
義
理
念
の
意
義
を
無
視
す
る
か
ぎ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
で
妥
当
根
拠

を
権
力
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

リ
ュ
ー
タ
ー
ス
が
先
の
引
用
箇
所
に
続
け
て
言
う
よ
う
に
、
そ
の
問
題
性
が
現
れ
る
の
は
「
例
外
状
態
」

A
u
sn
a
m
ela
g
e

）
に
お
い
て

で
あ
る
。

犯
罪
者
集
団
が
国
家
権
力
の
簒
奪
に
成
功
す
る
と
、
こ
の
集
団
の
犯
罪
的
法
律
が
制
定
法
実
証
主
義
に
よ
っ
て
法
源
性
と
拘
束

力
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る６

）」。
法
の
権
力
理
論
と
し
て
の
実
証
主
義
は
そ
の
よ
う
な
極
端
な
場
合
に
は
ま
さ
に
「
無
制
約
な
実
証
主
義
」

へ
と
頽
落
す
る
で
あ
ろ
う
。
制
定
法
実
証
主
義
又
は
法
学
的
実
証
主
義
は
そ
の
か
ぎ
り
で
「
法
の
権
力
理
論
」
を
経
由
し
て
極
端
な
例
外
状

態
に
い
た
る
危
険
を
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
実
証
主
義
は
ナ
チ
ス
的
不
法
に
対
し
て
法
律
家
と
国
民
を
「
無
防
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備
」
に
し
た
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
き
わ
め
て
精
確
な
表
現
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
近
い

見
解
は
先
に
挙
げ
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
評
言
に
も
窺
え
る
し
、
ド
ラ
イ
ア
ー
と
ポ
ー
ル
ソ
ン
の
次
の
文
章
に
も
窺
え
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
は
、
あ
ら
ゆ
る
根
拠
あ
る
批
判
に
も
関
わ
ら
ず
、
机
の
下
に
な
げ
捨
て
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
側
面
を
含
ん
で

い
る
。
そ
れ
に
は
、
実
証
主
義
的
法
律
家
は
実
際
そ
の
都
度
の
権
力
保
持
者
へ
の
盲
目
の
奉
仕
者
と
な
る
危
険
を
冒
す
と
い
う
意
味
が
含
ま

れ
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
法
律
家
た
ち
が
第
三
帝
国
の
法
に
対
し
て
従
順
と
な
っ
た
の
は
、
明
ら
か
に
不
法
な
法
律
に
対
し
て
も
服
従

の
義
務
が
あ
る
と
考
え
る
歪
ん
だ
制
定
法
実
証
主
義
と
、
従
来
の
法
の
一
般
条
項
を
粗
暴
な
人
種
理
論
の
名
の
も
と
で
解
釈
す
る
こ
と
へ
と

導
い
た
歪
ん
だ
『
自
然
法
思
考
』
と
い
う
二
つ
の
害
悪
の
結
合
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、

法
実
証
主
義
は
ド
イ
ツ
で
は
官
憲
国
家
的
思
考
へ
の
特
殊
な
親
和
性
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、『
法
律
は
法
律
だ
』
と
い
う
標

語
は
ド
イ
ツ
で
は
あ
の
よ
う
に
不
幸
な
帰
結
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る７

）」。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
見
解
も
右
の
よ
う
な
「
無
防
備
」
の
意
味
を
テ
ー
ゼ
の
本
旨
と
み
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
好
意
的
な
読
み
込
み

と
い
う
印
象
が
強
い
。
本
稿
は
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
見
解
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
こ
そ
テ
ー
ゼ
の
本
旨
で
あ
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
く

に
一
九
一
九
年
の
実
証
主
義
批
判
と
戦
後
の
実
証
主
義
批
判
を
照
ら
し
あ
わ
せ
る
と
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
の
革
新
に
つ

い
て
一
貫
し
た
構
想
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

１
）

S
.L
.P
a
u
lso
n
,
L
o
n L

.
F
u
ller,

G
u
sta
v R

a
d
b
ru
ch
,
a
n
d th

e
“P
o
sitiv

ist”
T
h
eses,

328.

２
）

cf.
S
.L
.P
a
u
lso
n
,
o
p
.cit.,

345
346.

ポ
ー
ル
ソ
ン
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
や
ト
ー
マ
や
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
を
例
と
し
て
挙
げ
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
を
も
そ
こ

に
含
め
て
い
る
。

３
）

B
.R
u
th
ers,

R
ech

tsth
eo
rie,

3 A
u
fl.,

2007,
297.

４
）

M
.W
a
lth
er,

ib
id
.,
342.

５
）

も
っ
と
も
、
概
念
法
学
的
制
定
法
実
証
主
義
の
傾
向
に
対
し
て
は
、
な
お
自
由
法
運
動
の
主
張
が
対
置
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
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v
g
l.
G
.R
a
d
b
ru
ch
,
V
o
rsch

u
le d

er R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,
G
R
G
A
 
3,
193

197.

第
三
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
自
由
法
運
動
に
対
す
る
評
価
は
次
第

に
消
極
的
に
な
っ
て
い
く
が
、
概
念
法
学
的
制
定
法
実
証
主
義
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
そ
の
意
義
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

６
）

B
.R
u
th
ers,

ib
id
.

リ
ュ
ー
タ
ー
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
裁
判
官
や
法
共
同
体
は
犯
罪
的
権
力
に
従
う
べ
き
か
と
問
い
、
従
う
べ
き
で
は
な

い
と
自
答
し
つ
つ
、
し
か
し
こ
の
問
い
の
立
て
方
は
適
切
で
は
な
い
と
す
る
。
圧
倒
的
な
暴
力
の
前
に
は
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
た
権
力
の
問
題
を
法
学
的
手
段
で
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
可
能
な
の
は
そ
の
よ
う
な
犯
罪
的
集
団
が
権
力
を
簒
奪
す
る
前
に
、

政
治
的
ア
リ
ー
ナ
で
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
闘
う
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。ib
id
.,
298.

と
は
い
え
、
制
定
法
実
証
主
義
を
維
持
し
て
こ
の
問
題
を
政
治
の

問
題
に
還
元
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
法
と
法
学
を
結
局
は
政
治
と
権
力
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

７
）

R
.D
reier /S

.L
.P
a
u
lso
n
,
E
in
fu
h
ru
n
g in d

ie R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie R

a
d
b
ru
ch
s,
251f.

こ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
歪
ん
だ
自
然
法
思
考
」

も
、
一
九
四
五
年
の
「
五
分
間
の
法
哲
学
」
の
「
第
二
分
」
に
お
け
る
「
民
族
の
利
益
」
の
排
他
的
絶
対
化
と
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
自
身
に
よ
っ
て
批

判
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号
二
二
五
三
〇
〇
一
〇
）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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