
戦

後

日
本
法
律
学
の

歩
み

の
!
!
と
く
に
『
法
律
学
の
科
学
性
』
る
め
ど
っ
て

l
l

宮

一
、
は
し
が
き

二
、
い
わ
ゆ
る
『
法
社
会
学
論
争
』
の
展
開

、
い
わ
ゆ
る
『
法
社
会
学
論
争
』
の
社
会
的
役
割

四
、
法
社
会
学
論
争
に
お
け
る
『
法
律
学
の
科
学
性
』
に
つ
い
て
の
見
解

豆
、
『
法
律
学
の
科
学
性
』
に
つ
い
て
の
反
省

六
、
日
本
の
法
律
学
の
新
た
な
前
進

七
、
『
法
律
解
釈
の
科
学
性
』
に
つ
い
て
の
問
題
の
提
起

八
、
む
す
び

戦
後
の
日
木
法
律
学
の
歩
み

]JJ 

一山
一
O
九

澄



戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

三一

O

tま

し

主主

主
d

日
本
の
法
律
学
は
、

が
で
ち
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
が
『
ポ
ツ
ダ
ム
主
言
』
を
受
哲
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。

一
九
四
五
年
ハ
昭
和
二
O
年
》
八
月
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、

ふ
た
た
び
新
ら
し
い
万
向
に
む
か
つ
て
出
発
す
る
こ
と

『
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
』
の
な
か
で
、

は

っ
き
り
一
不
さ
れ
て
い
る
民
主
主
義
的
諸
条
項
を
、
一
一
一
口
葉
の
正
し
い
意
味
に
お
い
て
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
か
つ
て
の
絶
対
主
義
的
な

日
本
の
法
律
制
度
を
打
ち
破
り
、
民
主
主
義
的
な
法
律
制
度
と
し
て
再
編
成
す
る
乙
と
が
、
な
に
よ
り
も
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本

の
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
法
律
制
度
を
さ
さ
え
て
い
た
明
治
憲
法
(
大
日
本
帝
国
憲
法
〉
ぞ
廃
止
し
、
新
ら
し
い
民
主
主
義
的
国
家
の
構
造

と
作
用
し
」
そ
表
現
す
る
新
ら
し
い
日
本
の
憲
法
を
、
は
っ
き
り
と
打
ち
だ
す
こ
と
、
乙
れ
が
一
「
ポ
ツ
ダ
ム
宜
一
一
一
白
』
の
期
待
す
t

る
と
こ
ろ
で

J

あ
っ
た
。
こ
の
『
ポ
ツ
ダ
ム
立
言
』
の
期
待
応
と
た
え
て
、
日
本
の
法
律
学
は
、
日
本
の
民
主
主
義
的
法
律
制
度
の
再
編
成
に
、
だ
い
た

ん
に
立
ち
上
っ
た
の
で
ゐ
マ
た
。
こ
の
こ
と
は
敗
戦
後
に
お
け
る
日
本
の
法
律
学
が
、
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
も
と
で
、
す
っ
か
り
見
う

し
な
っ
て
い
た
、
ほ
ん
と
う
の
・
正
し
い
課
題
を
と
り
も
ど
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
法
律
学
の
正
し

ゃ
万
向
へ
の
第
一
歩
を
ふ
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
な
が
い
ゐ
い
だ
支
配
階
級
の
手
に

ιぎ
ら
れ
て
い
た
日
本
の
法
律

学
は
、
支
配
階
級
と
は
別
に
民
衆
の
側
に
立
っ
て
、
い
ま
や
正
し
い
実
践
的
課
題
な
も
っ
て
再
出
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
、
は
っ

き
り
と
し
た
の
で
あ
る
。
法
律
学
者
は
こ
の
新
ら
し
い
課
題
と
と
り
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
い
ま
ま
で
の
日
本
の

法
律
学
は
、
大
き
く
ど
う
よ
う
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
に
お
い
て
『
日
本
国
憲
法
』
の
制
定
は
、
支
配
階
級
に
大
き
な
打
撃
と
動
揺
を
与

え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
い
ま
ま
で
の
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
法
理
的
う
ら
や
つ
り
吾
な
し
、
支
配
階
級
に

の
み
奉
仕
す
る
と
い
う
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
日
本
の
法
律
学
に
、
大
き
な
打
撃
な
あ
た
え
た
乙
と
は
い
主
ま
で
も
な
か
っ
た
。



法
律
学
者
が
、
具
体
的
な
法
理
上
の
諸
見
解
や
諸
問
題
に
つ
い
て
と
り
く
む
た
め
に
は
、
じ
ぶ
ん
た
ち
の
お
か
れ
て
い
る
客
観
的
な
諸

条
件
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
伯
仲
学
者
は
そ
れ
を
基
礎
と
し
、
そ
乙
か
ら
出
発
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
法
律
学
者
は
、

け
っ
じ
て
観
会
的
な
・
抽
象
的
な
論
議
を
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
現
実
的
・
・
具
休
的
な
社
会
関
係
か
ら
実
践
的
に
ま
む

び
と
っ
て
、
理
論
を
組
み
立
て
て
い
く
の
で
あ
る
ο

だ
が
法
律
学
者
も
、
敗
戦
後
の
日
本
の
諸
条
件
に
つ
い
て
、
国
民
一
般
が
そ
う
で
あ

っ
た
と
い
え
る
よ
う
に
、
客
観
的
な
諸
条
件
の
把
握
に
つ
い
て
、
大
き
な
ゐ
や
ま
ち
を
お
か
し
た
の
で
ゐ
る
。
そ
れ
ば
敗
戦
な
き
っ
か
け

と
し
て
、
大
き
く
変
佑
し
て
い
っ
た
日
本
の
政
治
的
諸
条
件
と
、

一
一
層
複
雑
と
な
っ
た
新
ら
し
い
世
界
史
的
な
諸
条
件
の
た
め
に
、

ア
メ

リ
カ
占
領
者
と
客
観
的
情
勢
の
推
移
と
に
か
ん
す
芯
本
質
を
、
正
確
に
つ
か
む
と
い
う
点
で
ゐ
っ
た
。
ぞ
テ
コ
い
う
点

ιつ
い
て
、
科
学
的

な
分
杭
と
理
解
と
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
は
、
と
う
ぜ
ん
に
ア
メ
リ
カ
占
領
政
策
の
正
し
い
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
あ
弘
、
困
難
と
し
た
の

で
ゐ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
お
け
る
法
律
上
の
諸
問
題
の
解
決
吾
、
い
ら
じ
る
し
く
困
難
な
も
の
と
し
に
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も

に
、
法
律
学
者
、
が
歴
史
の
正
し
い
発
展
に
か
ん
す
る
法
則
性
に
つ
い
て
確
信
を
も
つ
こ
と
号
、
困
難
に
じ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
の

で
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
現
実
的
に
経
験
し
た
法
律
学
者
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
、
と
る
か
く
絶
対
主
詩
的
天
皇
制

に
奉
仕
す
る
た
め
の
法
律
学
か
ら
、
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
意
識
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
日
本

ω法
律
学
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
『
法

律
学
の
科
学
性
』
ぞ
と
り
も
ど
す
と
い
う
と
と
缶
、
第
一
の
課
題
と
し
て
認
識
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
社
会
科
学

と
し
て
の
法
律
学
の
建
設
と
い
う
、
法
律
学
の
正
し
い
方
向
に
向
つ
て
の
努
力
で
あ
っ
た
。
と
の
日
本
の
法
律
学
の
切
実
な
・
当
面
の
課

題
は
、
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
『
法
社
会
学
論
争
』
に
よ
っ
て
、
は
げ
し
く
論
争
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
九
年
ハ
昭
和
二
四
年
V

か
ら

九
五

O
年
(
昭
和
二
去
年
〉
ぞ
頂
点
と
し
て
、

は
な
ば
な
じ
く
展
開
し
た

司
法
社
会
学
論
争
』
は
、

法
律
学
上
の
と
の
よ
う
な
論
争
で
あ

つ
に
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
な
に
故
に
生
起
し
た
の
か

Q

と
う
い
う
点
か
ら
戦
後
の
日
本
の
法
律
学
の
動
向
を
あ
と
づ
け
て
い
き
に
い
e

戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

一一一一一



戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

一一一一一一

一一
い
わ
ゆ
る
『
法
枇
会
学
論
争
』

の
展
開

日
本
の
法
律
学
界
に
お
け
る
戦
後
の
法
律
学
の
新
ら
し
い
方
向
づ
り
は
、
法
理
論
ハ
法
学
説
〉
上
の
論
争
形
式
に
よ
っ
て
出
発
し
た
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
『
法
社
会
学
論
争
』
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
は
、
乙
の
い
わ
ゆ
る
『
法
社
会
学
論
争
』

は
、
日
本
の
法
律
学
の
当
面
す
る
実
践
的
課
題
か
ら
は
な
れ
て
、
も
っ
ぱ
ら
理
論
的
論
争
の
み
に
終
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ず
の
う

か
。
で
は
な
'
に
故
に
、
日
本
の
法
律
坐
の
新
ら
し
い
方
向
づ
け
は
、
法
理
論
ー
ハ
法
学
説
〉
上
の
論
争
形
式
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

ocの

点
に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
と
と
が
で
き
る
よ
思
う
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、

い
ま
ま
で
の
日
本
の
法
律
学
が
再
出
発
す
る
に

あ
た
っ
て
、
日
本
の
法
律
学
が
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
た
め
に
奉
仕
す
る
ζ

と
を
強
要
さ
れ
、
自
由
に
・
科
学
的
に
研
究
す
る
こ
と
は
、

ま
っ
た
く
で
き
h

弛
か
っ
た
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
第
二
に
、
そ
う
し
む
絶
対
主
義
的
天
皇
制
に
よ
る
抑
圧
が
、
日
本
の
法
律
学

の
科
学
性
な
、
け
っ
し

τ法
律
学
の
課
題
と
な
し
得
な
か
っ
た
ζ

と
で
ゐ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
第
三
に
は
、
日
求
の
敗
戦
に
よ
っ
て
絶
対

主
義
的
抑
圧
か
ち
解
放
さ
れ
た
と
い
う
法
律
学
者
の
自
意
識
が
、
た
や
す
く
法
理
論
ハ
法
学
説
)
上
の
論
争
形
式
と
な
っ
て
き
た
と
と
℃
ゐ

る
。
乙
れ
ら
の
諸
事
情
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
『
法
社
会
学
論
争
』
が
展
開
し
た
乙
と
は
、
具
体
的
に
・
は
っ
き
り
と
物
語
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
う
の
で
あ
る

Q

乙
の
こ
と
は
あ
と
で
示
す
よ
う
に
、
乙
の
法
理
論
(
法
学
説
〉
上
の
論
争
が
、
い
わ
ゆ
る
進
歩
的
な
陣
営
の
内
部

に
お
い
て
の
み
展
開
し
た
ζ

と
で
も
、
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
絶
対
主
義
的
な
抑
圧
か
ら
解
放
さ
れ
た
日
本
の
若
い
法

律
学
の
、
と
う
ぜ
ん
の
帰
結
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
ゐ
る
。
ま
た
と
の
こ
と
は
、
日
本
の
法
律
学
が
、
過
去
の
実
践
的
な
諸
経
験
と
諸

課
題
と
に
、
し
っ
か
り
結
び
つ
か
な
か
っ
‘
に
と
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
も
、
し
っ
か
り
と
地
に
つ
い
た
実
践
的
活
動
に
よ

び
と
ゐ
し
ご
と
に
前
進
し
つ
づ
け
た
日
本
の
法
律
学
で
あ
ヮ
た
な
ら
ば
、
そ

っ

τ導
か
れ
、
そ
の
上
に
築
き
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、



節
が
多
い
』

(
長
谷
川

E
安

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
法
学
入
門
A

理
論
社

論
争
に
参
加
し
た
わ
た
く
し
自
身
疑
問
の

一
九
五
二
年
七
月
V

一
六
ペ
ー
ジ
)
と
嘆
か
じ
め
、
同
時
に
『
多
少
に
か
か

生
産
的
で
ゐ
っ
た
か
は
、

れ
ら
の
論
争
の
後
に
、
『
こ
れ
ら
の
論
争
が
、
ど
れ
だ
け
有
効
で
、

わ
ら
ず
こ
れ
ら
の
論
争
の
理
論
的
成
果
を
充
分
く
み
と
っ
た
上
で
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
論
争
形
式
の
は
げ
し
い
反
省
か
ら
再

出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ζ

と
は
、
た
し
か
だ
と
思
う
』
〈
同
上
一
六
ペ
ー
ジ
)
と
、
自
己
批
判
さ
れ
る
ζ

と
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

いす也、

い
わ
ゆ
る
『
法
社
会
学
論
争
』
と
怠
る
諾
論
文
吾
例
示
す
る
と
、

つ
E
の
よ
う
に
な
る
。

す
な
わ
ち
杉
之
原
舜
一
氏
は
、
『
怯

律
学
に
於
け
る
唯
物
論
』

(
東
北
学
生
新
聞
四
四
号
〉
、

『
法
社
会
学
の
性
格
』
ハ
法
律
時
報
一
一
一
巻
五
八
勺
A

一
九
四
九
年
五
月
V
)
、
『
科
学
と
し

τ

i
l行
為
規
範
と
裁
判
規
筒
』
〔
民
科
注
律
部
会
編

法
社
会
学
の
諮
問
題
《
北
隆
館

の
法
学

l
i山
中
教
授
の
教
え
を
乞
う
』
(
法
律
時
報
一
二
巻
六
号
)
、
『
法
と
は
何
か
、

一
九
五
0
年
四
月
V
)

を
、
つ
ぎ
つ
ま
に
と
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
山
中
康
雄
教
授
(
名
古
屋

大
学
〉
の
『
市
民
法
と
民
法
』
(
日
本
評
諭
社

一
九
四
六
年
〉
以
来
の
『
客
観
的
法
秩
序
』

の
法
理
論
に
た
い
し
て
一
員
し
て
批
判
さ
れ
、

独
自
の
主
張
ぞ
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

乙
れ
に
た
い
し
て
山
中
康
雄
教
授
は
、
『
民
主
主
義
の
法
認
識
』
、
(
法
律
時
報
一
八
巻
一

O
号)、

『
法
の
科
学
性
』
(
評
論

一
九
四
八
年
七
月
号
)
、

司
法
範
曙
の
尭
屡
に
つ
い
て

!
l杉
之
原
教
授
の
批
判
に
答
え
る
』
(
法
律
時
報
二
一
巻

九
号
入
一
九
四
九
年
九
月
V

U

な
ど
に
よ
っ
て
、

再
批
判
さ
れ
た
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
杉
之
原
舜
一
民
H
山
中
康
雄
教
授
論
争
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
や
が

τ山
中
康
雄
教
授
は
、
『
批
判
者
の
批
判
の
し
か
た
お
己
批
判
す
る
』
〈
法
律
時
報
一
一
一
一
巻
七
・
八
号
八
一
九
五
O
年

七
・
八
月

v
v
に
よ
っ
て
、
杉
之
原
舜
一
氏
と
の
論
争
を
、

そ
の
論
文
の
な
か
で
、
杉
之
尿
舜
一
氏
の

『
注
と
は
な
に
か
』
ハ
民
科
法
律
部
会
新

打
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

w

山
中
康
雄
教
授
は

一
九
五
O
年
四
月
ぎ
、
尾

法
社
会
学
の
一
諸
問
題
九
北
陸
館

高
朝
雄
教
授
ハ
東
京
大
学
)
の
『
私
法
と
私
法
性
』
(
法
学
協
会
雑
誌
六
八
巻
二
号
〉
、

長
谷
川
正
安
助
教
授
(
名
前
屋
大
学
)
の
『
書
評
ハ
民
法

と
哲
学
・
法
の
隷
従
的
権
威
)
』

ハ
法
律
時
報
二
二
巻
五
号
A

一
九
五
O
年
十
万
月
V

)
、
沼
田
稲
次
郎
教
授
(
都
立
大
学
)
の
司
労
働
者
権
の
確
立
』

戦
後
mw
日
本
法
律
学
の
歩
み

一一一一一一



戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

三
一
四

(
季
刊
法
律
学
七
号
〉
の
諸
論
文
に
ふ
れ
ら
れ
て
、

『
私
は
る
う
ζ

れ
以
上
、
そ
の
よ
う
な
酷
評
に
は
と
り
あ
う
ま
い
と
思
っ
文
。

け
だ
し

理
論
に
は
お
答
え
で
き
る
が
、

理
論
肉
、
き
の
御
叱
り
の
文
章
は
学
術
的
検
討
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
か
ら
で
ゐ
る
』
ハ
向
上
A
法
律
時
報

二
三
巻
七
号
V

八
0
ペ
ー
ジ
〉
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

Q

こ
う
し
て
杉
之
原
芳
一
民
H
山
中
康
雄
教
授
論
争
は
、

未
解
決
の
問
題
を
多
分
に
残

し
な
が
ら
、

一
応
の
終
結
を
み
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
杉
之
原
舜
一
民
は
、
『
法
社
会
学
の
性
格
』

(
法
律
時
報
一
二
巻
五
号
A

一
九
内
九
年
五
月
V

)

ー
に
よ
っ
て
、
川
島
武
宣
教
授
(
東

京
大
学
〉
の
見
解
に
つ
い
て
批
判
さ
れ
た
。
ま
に
、
戒
能
通
孝
教
授
ハ
都
立
大
学
〉
は
、

雄
著
「
市
民
社
会
と
親
族
身
分
法
」
』
と
い
う
書
評
(
法
律
時
報
一
一
一
巻
六
号
八
一
九
四
九
年
六
月
v
u
に
よ
っ
て
、

山
中
康
雄
教
授
の
見
解
に
た
い
し
て
、

開
山
中
康

自
己
の
見
解
を
述
べ
、

批
判
さ
れ
で
い
る
叩

ζ

れ
に
た
い
し
て
山
中
康
雄
教
授
は
、

た
え
ら
れ
た
批
判
を
機
掃
と
じ
て
』
ハ
法
律
時
報
二
一
巻
一
一
号
A

一
九
四
九
年
一
一
月
V

)
、
ま
た
、
『
法
学
と
法
社
会
学
の
区
別
に
つ
い
て
の

北
臨
開
館
A

一
九
五
O
年
四
月
V

〉
を
発
表
さ
れ
た
。

ζ

れ
が
、
い
わ
ゆ
る
戒
能
通
孝
教
授

『
法
学
の
科
学
と
し
て
の
限
界
に
つ
い
て
の
一
考
察
1
1
1戒
能
教
授
か
ら
ゐ

一
考
察
』
(
民
科
法
律
部
会
編

法
社
会
学
の
諸
問
題

u山
中
康
雄
教
授
論
争
よ
な
っ
て
展
開
3
れ
た
も
の
で
あ
る
。
き
ら
に
、
長
谷
川
正
安
助
教
授
は
、
山
中
康
雄
教
授
の
著
室
田
『
民
法
と
哲

学
』
お
よ
び
『
法
の
轟
束
的
権
威
に
つ
い
て
』
の
書
評
(
法
律
時
報
二
二
巻
五
号
入
一
九
五
O
年
五
月
v
u
に
よ
っ
て
、

山
中
康
雄
教
授
の
見

解
を
批
判
さ
れ
た
。

と
れ
に
た
い
し
て
、
山
中
康
雄
教
授
は
、
前
載
の
む
仙
判
者
の
批
判
の
し
か
た
を
批
判
す
る
』
ハ
訟
律
時
報
二
二
巻
八
号

A

一
九
五
O
年
八
月
v
v
ι
よ
っ
て
、
再
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

い
わ
ゆ
る
山
中
康
雄
教
授
H
長
谷
川
正
安
助
教
授
論
争
が

行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
長
谷
川
正
安
助
教
授
に
よ
る
杉
之
原
舜
一
氏
や
川
島
武
宣
教
授
に
た
い
す
る
批
判
な
ど
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
円
法
社

会
学
論
争
』
は
多
彩
を
き
わ
め
た
の
で
ゐ
る
。

こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
『
法
社
会
学
論
争
』
に
つ
い
て
の
諸
論
文
に
よ
っ
て
、
諸
家
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
せ
ん
と
し
た



か
の
検
討
は
、
の
ち
に
取
上
げ
る
ζ

と
に
し
た
い
。
し
が
レ
、

ζ

れ
を
要
約
し
て
み
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
『
一
法
律
学
の
科
学
性
』
と
い

う
問
題
で
ゐ
っ
た
と
い
え
る
の
で
み
の
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
学
を
研
究
し

τい
く
に
は
、
ど
の
よ
う
な
万
法
に
よ
っ
て
行
う
の
か
。
ど
の

よ
う
な
万
法
が
も
っ
と
も
正
し
い
・
科
学
性
を
も
っ
た
も
の
に
な
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
法
律
学
を
研
究

し
て
い
く
に
は
、
ま
ず
法
律
そ
の
も
の
の
在
立
す
る
物
質
的
基
盤
で
ゐ
る
社
会
関
係
を
、
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ

が
国
家
的
意
思
み
通
じ
て
、

ど
の
よ
う
に
法
律
と
し
て
衰
弱
さ
れ
て
い
る
か
を
研
究
す
べ
き
で
め
る
と
す
る
見
解
と
、

こ
れ
と
は
こ
と
な

っ
て
、
法
律
そ
の
も
の
の
内
的
構
造
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
が
国
家
的
意
思
を
?
コ
じ
て
、

い
か
に
社
会
関
係
に
ま
で
反
映
し
て
い
る
か
を

研
究
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
と
す
る
見
解
と
の
論
争
で
ゐ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
簡
単
に
図
式
的
に
い
え
ば
、
第
一
の
見
解
は
、
経

済
↓
国
家
意
思
↓
法
と
い
う
よ
う
に
研
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
見
解
で
ゐ
り
、
第
二
の
見
解
は
、

法
↓
国
家
意
思
↓
経
済

と
い
う
よ
う
に
明
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
見
解
で
あ
る
よ
い
え
る
だ
ろ
う
。
法
律
の
科
宇
佐
は
、

も
ち
ろ
ん
経
済
↓
国
家
意
思
↓

法
と
い
う
よ
う
に
、
つ
ま
り
法
か
ら
で
は
な
く
、
ぎ
ゃ
く
に
一
定
の
社
会
の
物
質
的
基
礎
か
ら
、
社
会
の
生
産
関
係
そ
の
も
の
か
ら
出
発

し
、
そ
れ
が
い
か
に
具
体
的
に
国
家
意
思
に
よ
っ
て
法
律
的
に
表
現
主
れ
、
現
実
の
社
会
関
係
に
反
作
用
し
て
い
る
か
と
い
う
相
互
関
係

に
つ
い
て
、
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
『
法
世
会
学
論
争
』

の
枇
会
的
役
割

一
九
五

O
年
(
昭
和
二
五
年
〉
の
学
会
回
顧
ハ
法
律
時
報
一
一
一
一
巻
一
二
号
A

一
九
五
Q
年
一
二

月
V
)

の
な
か
で
、
同
大
体
万
法
論
と
い
う
も
の
は
社
会
の
変
革
に
よ
る
学
問
の
対
象
の
変
動
そ
契
機
と
し
て
論
じ
は
じ
め
ら
れ
る
も
の
で

法
社
会
学
の
問
題
が
戦
後
に
非
常
に
問
題
と
な
っ
て
来
ま
し
た
の
は
、
こ
れ
は
や
は
り
日
本
の
戦
後
の
社
会
の
変
化
、
こ
れ
が
原
因
と
し

さ
て
、

浅
井
清
信
教
授
〔
立
命
館
大
学
〉
は
、

戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

三
一
玄



戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

一一六

て
居
る
の
で
は
な
い
か
』
(
同
上
一

0
ペ
ー
ジ
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

法
律
学
上
の
万
法
論
論
争
の
一
般
的
基
礎
は
、

浅
井
清

信
教
授
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
学
問
の
対
象
の
変
動
と
い
う
こ
と
を
、
基
礎
と
し
て
い
る
と
い
え
る
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
と
同

時
に
、
法
律
学
上
の
諸
理
論
は
、
個
々
の
法
律
学
者
の
主
観
的
な
・
孤
立
的
な
思
想
で
は
な
く
、
諸
学
者
の
立
っ
て
い
る
社
会
的
諸
条
件

に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

ゐ
れ
こ
も
れ
の
法
理
論
(
法
学
説
)
の
基
盤
に
は
、

や
は
り
あ
る
階
級
な
い

ぞ
れ
ら
の
法
理
論
(
法
学
説
)
を
、
な
ん
ら
か

の
抽
象
的
な
・
非
現
実
的
な
思
想
な
い
し
見
解
と
し
て
、
表
明
さ
れ
た
も
の
で
ゐ
る
と
考
え
る
乙
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ

し
階
層
の
一
般
的
な
思
想
や
考
え
万
が
醍
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

と
は
、
法
律
学
者
の
学
説
な
い
し
見
解
が
、
階
級
的
・
階
層
的
基
盤
か
ら
、
け
っ
し
て
き
り
は
な
さ
れ
て
は
存
在
し
え
な
い
し
、
ま
た
、

き
り
は
な
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
律
学
上
の
諸
見
解
は
、
そ
れ
ら
の
階
級
な
い
し
階
層
の

一
般
的
な
見
解
を
ば
、
具
体
的
な
個
々
の
法
律
上
の
諸
問
題
に
た
い
し
て
表
明
し
た
も
の
で
ゐ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
丈
、
法
理

論
(
法
学
説
〉
上
の
論
争
が
な
さ
れ
た
と
い
う
ζ

と
は
、

そ
の
論
争
に
参
加
し
た
法
律
学
者
が
、

じ
ぷ
ん
を
支
え
て
い
る
基
盤
を
は
っ
き

り
と
・
正
し
く
代
表
し
、
そ
の
見
地
に
立
っ
た
う
え
で
、

じ
ぶ
ん
の
法
律
学
上
の
見
解
ぞ
構
成
し
、
主
張
し
て
い
る
は
づ
で
あ
る
9

乙
の

点
に
、
法
理
論
(
法
学
説
)
土
の
論
争
の
意
味
と
そ
の
社
会
的
役
割
と
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ζ

の
こ
と
は
法
理
論
(
法
学
説
)

じ
ぶ
ん
の
実
践
的
諸
活
動
を
通
じ
て
、
ど
れ
だ
け
じ
ぷ
ん
の
立
っ
て
い
る
基
盤
と
結
び
つ
、
き
、
実

践
的
な
諸
経
験
を
整
理
し
、
そ
の
理
論
を
構
成
し
た
か
が
先
決
問
題
と
な
る
こ
と
を
、
理
解
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
そ
の
論
争
は
た
だ
観
念
的
な
・
抽
象
的
な
法
理
論
(
法
学
説
)
上
の
論
争
と
し
て
か
ら
ま
わ
り
し
、

な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
と
う
ぜ
ん
な
こ
と
、
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ほ
ぼ
明
白
に
さ
れ
た
ζ

と
は
、

土
の
論
争
に
参
加
し
た
法
律
学
者
が
、

た
に
そ
れ
ど
け
に
終
る
こ
と
と

と
に
か
く
、
乙
の
い
わ
ゆ
る
『
法
社
会
学
論
争
』
に
よ
っ
て
、

つ
ぎ
の
諸
点
に
要
約
で
き
る
だ
ろ
う
。



す
な
わ
ち
第
一
に
、
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
も
と
で
は
、
絶
対
的
な
権
威
ぞ
身
に
ま
と
う
ζ

と
の
で
き
た
法
律
な
い
し
法
律
制
度
は
、
す

く
な
く
と
も
'
形
式
的
に
は
、
す
っ
か
り
権
威
を
う
し
な
っ
て
し
ま
づ
た
。
そ
し
て
そ
の
権
威
は
、
連
合
同
最
高
司
令
官
の
超
憲
法
的
権
威

に
、
と
っ

τ代
え
ら
れ
た
の
で
ゐ
る
。
と
う
し
て
法
律
は
、
現
実
と
の
背
離
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
る
い
法

律
学
を
支
え
て
い
た
法
律
な
い
し
法
律
制
度
に
た
い
す
る
『
物
神
崇
拝
性
』
が
、
は
ま
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
み
の
る
。
法
律
学
者
は
、

じ
ぶ
ん
た
ち
の
よ
り
ど
ζ

ろ
で
ゐ
っ
た
『
法
律
の
究
極
に
あ
る
も
の
』
に
た
い
す
る
法
理
的
根
拠
を
、
再
認
識
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

か
っ
た
。
第
二
に
、
日
本
の
法
停
学
の
不
幸
は
、
法
律
学
者
が
民
衆
と
遊
離
し
、
民
衆
の
諸
権
利
を
擁
護
す
る
と
い
う
ζ

と
を
、
ま
っ
た

く
わ
す
れ
さ
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
後
に
お
け
る
日
本
の
法
律
学
は
、
か
つ
て
の
・
ふ

る
い
法
律
学
に
、
新
ら
し
い
法
律
学
と
し
て
の
と
ろ
も
を
着
せ
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
実
際
的
危
必
要
が
ゐ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
う
い
う
事
情
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
法
社
会
学
が
、
多
く
の
法
律
学
者
に
よ
っ
て
問
題
ー
と
さ
れ
る
や
、
法
和
学
界
の
革
新
児
で
ゐ

る
と
ま
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
ゐ
る
。
乙
の
新
ら
じ
い
法
律
学
に
た
い
す
る
期
待
に
容
え
℃
、
法
社
会
学
は
、
戦
後
に
お
け
る

日
本
の
法
律
学
を
明
確
に
物
向
ゃ
つ
け
る
と
い
う
課
題
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
乙
の
『
法
社
会
学
論
争
』
に
よ
っ

τ、
日
本
の
法
律
学
は
新
ら
し
い
・
若
々
し
い
い
ぶ
き
を
吹
き
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

Q

そ
う
し

τ日
本
の
法
律
学
は
、
正
し
い
五
向

に
一
歩
前
進
す
る
足
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
法
律
学
の
一
歩
前
進
の
端
初
が
、

ζ

の
『
法
社
会

学
論
争
』
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
ζ

と
は
、
否
定
し
え
な
い
ζ

と
だ
と
思
う

Q

だ
が
、

ζ

の
司
法
社
会
学
論
争
』
の
社
会
的
背
景
は
、

四
五
年
ハ
昭
和
二
O
年
〉
八
月
以
後
か
ら
一
九
五

O
年
(
昭
和
二
五
年
〉
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
が
ど
ん
な
に
日
本
を
、
そ
の
半
植

民
地
・
従
属
国
に
か
え
る
た
め
に
、
最
犬
限
巳
占
領
政
策
を
押
し
進
め
て
い
た
か
を
、
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
、
さ
な
か
っ
に
時 九

期
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
五

O
年
ハ
昭
和
二
五
年
)
に
な
っ
て
、
民
主
主
義
的
諸
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
の
『
一
了
一
ゼ
、
不
・
ス
ト
』

戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

コ
二
七



戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

三
一
八

が
連
合
国
最
高
司
令
官
の
手
に
よ
っ
て
、
む
ざ
ん
に
も
禁
止
さ
れ
る
や
、
問
題
の
焦
点
が
明
瞭
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
占
領
政
策
は
、
け

っ
し
て
日
本
に
ほ
ん
と
う
の
民
主
主
義
を
保
護
・
助
長
す
る
と
い
う
乙
と
で
は
な
い
乙
と
を
、
事
実
に
よ
っ
て
理
解
す
る
と
と
が
で
き
た

の
で
ゐ
る
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
に
日
本
を
奉
仕
さ
せ
る
こ
と
が
、
占
領
政
策
の
ほ
ん
と
う
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
人
々
の
体
験
、
に
よ
っ
て
、
も
は
や
だ
れ
も
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
乙
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
以
来
人

々
の
あ
い
だ
に
、
多
く
の
あ
い
ま
い
さ
を
残
し
て
い
た
戦
後
の
日
本
の
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
に
つ
い
て
の
、
正
し
い
科
学
的
仕
分
析
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
『
法
社
会
学
論
孟
に
よ
っ
て
、
新
ら
し
わ
日
本
の
法
律
の
樹
立
に
た
い
す
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
た
の
は
、
乙
う
し
た
時
期
で

ゐ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
う
し
た
時
期
に
お
け
る
新
ら
し
い
法
律
学
の
方
向
は
、
は
じ
め
か
ら
一
定
の
構
想
を
も
ち
什
そ
れ
を
理
論
づ
け
て

い
く
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
『
法
律
学
の
科
学
性
』
と
い
う
乙
と
を
頭
の
中
で
構
想
し
、
が

そ
れ
に
も
と
-
つ
い
て
論
争
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
法
律
学
臥
科
学
性
と
い
う
問
題
の
提
起
は
、
こ
ん
に
ち
の
法
律
な
い

し
法
律
制
度
が
、
ど
ん
な
に
支
配
階
級
に
奉
仕
し
て
い
た
か
、
従
っ
て
、
こ
ん
に
ち
の
日
本
の
条
件
の
も
と
で
は
、
ど
ん
な
に
米
日
反
動

勢
力
の
手
に
に
ま
ら
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
、
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

法
律
お
よ
び
法
律
制
度
に
よ
っ
て
、
い
か
に
擁
護
さ
れ
、
占
領
政
策
を
一
歩
と
と
に
押
し
す
す
め
て
い
た
か
を
、
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
に
よ
っ
て
、
.
ま
す
ま
す
半
植
民
地
・
従
属
国
に
つ
き
落
注
れ
て
い
る
こ
ん
に
ち
の
日
本

そ
う
し
た
実
践
的
課
題
を
明
確
化
し
て
い
く
ζ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
条
件
の
も
と
で
、

『
法
律
学
の
科
学
性
』
と
い
う
乙
と
と
は
、

い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
時
期
の
法
律
学
上
の
諸
課
題
に
た
い
す
る
法
理
論
(
法
学
説
〉
上
の
論
争
は
、
現
実
的
紅
白
本
の

諸
条
件
の
分
析
と
、
会
ら
に
じ
ぷ
ん
の
一
実
践
的
な
・
諸
活
動
と
に
は
、
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、
た
だ
観
念
的
な
抽
象
的
な
方
法
論
論
争
の



形
式
を
と
広
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る

Q

事
実
に
お
い
て
『
法
社
会
学
論
争
』
は
、

そ
う
じ
た
法
理
論
〈
法
学
説
〉
上
の
論
争
と
い

う
形
式
に
満
足
し
、
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
の
法
律
学
は
、
ま
だ
若
く
、
そ
う
し
た
経
済
的
土
台
と
、

そ
の
よ
に
そ
び
え
た
つ
法
律
な
い
し
法
律
制
度
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
究
明
に
ま
で
進
む
ζ

と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
ゐ

〉

o
f
、、〉、

z

t
ヵ

一
九
五

O
年
(
昭
和
二
五
年
〉
の

ヲ
一
・
一
ゼ
ネ
・
ス
ト
』
以
後
の
日
本
の
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
の
大
き
な
変
化
は
、

と

う
ぜ
ん
に
日
本
の
法
律
学
の
上
に
、
新
ら
し
い
課
題
を
な
げ
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

い
ま
や
日
本
の
法
律
学
は
、

ζ

の
新
ら
し
い
理
解

の
基
礎
に
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
む
べ
き
か
を
、

み
づ
か
ら
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
日
本
の
法
律
学
は
端
初
的
な

一
歩
前
進
か
ら
、
さ
ら
に
ニ
歩
前
進
す
る
か
ど
う
か
の
重
要
な
課
題
に
当
面
し
た
の
で
ゐ
る
。

と
う
し
て
一
九
五
O
年
〈
昭
和
二
五
年
)

の
後
半
期
に
な
る
と
、
法
社
会
学
論
争
と
い
う
言
葉
が
、
ほ
と
ん
ど
の
法
律
誌
上
か
ら
、
姿
を
け
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と

と
も
に
、

い
わ
ゆ
る
司
法
社
会
学
論
争
』
は
未
解
決
の
ま
ま
、

一
応
の
中
断
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る

u

そ
し
て
、

い
ま
ま
℃
の
方
法
論

論
一
争
は
、
具
体
的
な
課
題
と
と
り
く
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
方
法
論
の
正
当
性
そ
実
証
し
よ
う
と
す
る
ぢ
み
な
努
力
に
、
そ
の
ス
タ

イ
ル
を
変
ぼ
う
し
て
行
っ
た
の
で
ゐ
る
。

四

法
枇
会
学
論
争
に
・
砕
け
る
『
法
律
学
の
科
学
性
』
に
つ
い
て
の
見
解

ζ

の
よ
う
な
日
本
の
新
ら
し
い
法
律
学
の
傾
向
は
、
大
ち
く
わ
け
で
、
二
つ
の
万
向
に
向
っ
て
進
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
に
ろ

¥
コ
。
そ
の
一
つ
は
法
社
会
学
的
傾
向
で
ゐ
り
、
い
ま
一
つ
は
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
法
学
へ
の
傾
向
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
法
社
会
学
の

な
か
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
傾
向
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
、
ニ
つ
の
傾
向
、
が
ゐ
る
と
い
え
る
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
法
解
釈
学
の
立
場
か
ら
出
発
し
、
や
が
て
法
解
釈
学
の
立
場
に
も
ど
っ
て
い
く
実
用
法
学
で
あ
る
。

ζ

れ
は
法
の

齢
制
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

一一二九



戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

解
釈
の
た
め
に
法
社
会
学
的
方
法
を
と
り
い
れ
る
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。

三
二
O

つ
ま
り
、
ふ
る
い
法
律
学
に
新
ら
し
い
法
律
の
と
ろ
も
ぞ
着
せ

か
え
る
と
い
う
、
実
際
的
な
必
要
か
ら
、
法
社
会
学
を
問
題
と
し
て
い
く
と
い
う
傾
向
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
の

・
傾
向
に
た

τば
、
す
乙
し
も
問
題
意
識
を
も
た
ず
、
た
ん
に
事
実
の
蒐
集
の
み
で
満
足
し
て
し
ま
う
態
度
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ま
。

い
ま
ま
で
の
法
律
学
の
概
念
か
ら
は
な
れ
た
も
の
で
あ
る
。
乙
の
立
場
は
戦

後
に
び
じ
ょ

3
に
強
い
勢
で
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
し
た
問
題
意
識
を
も
ち
、
つ
ま
り
科
学
と
し
て
の
法
律

学
を
探
究
じ
て
い
ζ

う
と
い
う
積
極
的
な
問
題
を
も
づ
て
、
法
社
会
学
の
研
究
し
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
現
在

ま
で
の
と
と
ろ
、
法
社
会
学
の
課
題
や
万
法
論
に
た
い
す
る
は
っ
き
り
し
た
一
般
的
・
統
一
的
な
見
解
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

法
社
会
学
を
法
社
会
学
と
い
う
一
つ
の
範
曜
に
統
一
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ほ
ぽ
つ
ぎ
の
共
通
点
を
も
つ
に
め
で
は
~
な
か
ろ
う
か
一
。

す
な
わ
ち
~
法
社
会
学
を
一
研
究
じ
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
律
学
語
科
学
に
ま
で
高
め
る
と
い
う
目
的
意
識
を
も
ち
つ
つ
、
当
面
の
法
律
学

上
心
諸
課
題
に
と
り
く
も
う
と
努
力
し
て
い
る
点
に
求
め
る
ζ

と
が
で
き
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
ベ
!
多
く
り
法
律
学
者
除
、
二
そ
れ

ぞ
れ
の
見
解
を
表
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
『
法
社
会
学
論
争
』
応
し
め
さ
れ
た
こ
三
の
見
解
を
・
か
か
肢
で
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
川

島
武
宣
教
授
は
、
科
学
と
し
て
の
法
律
学
と
い
う
と
と
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

Q

す
な
わ
ち
、
『
第
一
は
、
法
的

一

な
価
値
判
断
の
分
析
、
か
一
J

は
そ
の
価
値
判
断
を
一
定
の
人
々
に
伝
達
す
る
手
段
|
|
法
的
概
念
お
よ
び
論
理
↑
ー
に
つ
い
て
の
分
析
の

ニ
つ
に
な
り
ま
す
』
(
法
解
釈
学
の
「
科
学
性
」

A
法
律
時
報
二
六
巻
四
号
・
一
九
五
四
年
四
月
V

五
三
ペ
ー
ジ
U

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

て
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
具
体
的
に
論
及
さ
れ
、
『
第
一
の
問
題
は
、

そ
し
て
、
い
ま
一
つ
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
ζ

と
な
っ
て
、

そ
し

い
か
な
る
価
値
の
体
系
が
あ
る
か
、

そ
れ
に
基
く
個
々
の

価
値
判
断
が
相
互
に
い
か
な
る
関
係
を
も
つ
か
、
個
々
の
価
値
判
断
に
よ
っ
て
全
体
の
価
値
休
系
が
い
か
な
る
影
響
を
う
け
、

い
か
に
変

化
す
る
か
、
と
い
う
ζ
と
を
組
織
的
に
理
解
す
る
乙
と

l
!と
れ
が
科
学
と
し
て
の
第
一
の
任
務
ピ
と
思
う
の
で
す
』
ハ
同
上

五
三
ベ

I



HV
〉
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
戒
能
通
孝
教
授
は
、

『
法
律
学
の
科
学
性
』
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
、
と
く
に
法
律
の
階
級
性
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
見

解
を
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
こ
と
に
い
っ
て
み
れ
ば
法
律
の
階
級
性
が
ゐ
る
け
れ
ど
も
、

法
律
の
階
級
性
の
基
礎
に
あ
る
も

の
は
、
法
律
自
体
の
階
級
性
よ
り
も
、
社
会
関
係
の
な
か
に
ゐ
る
階
級
性
が
、
そ
の
ま
ま
法
律
に
反
映
さ
れ
、
法
律
が
全
体
の
体
系
と
し

て
、
社
会
調
係
自
体
の
革
命
な
し
に
は
、
社
会
関
係
の
摺
級
性
を
否
認
す
る
万
向
に
動
い
て
い
か
な
か
っ
た
こ
と
、
動
き
得
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
』
ハ
法
律
の
階
級
性

ア
テ
ネ
文
庫
版
八
一
九
五
O
年
四
月
V

一
0
ペ
ー
ジ
)
と
述
ベ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
論
述
の
な
か
で
は
、

直
接

に
は
法
律
学
の
科
学
性
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。
し
か
し
、
法
律
が
そ
の
土
台
と
し
て
の
経
済
的
諸
関
係
の
反
映
で
あ
る
こ
と
、
従
っ

τま
た
、
既
存
の
法
律
一
体
系
は
、
け
っ
し
て
社
会
関
係
に
お
け
る
附
級
佐
を
否
定
す
る
積
部
的
・
能
動
的
梗
割
ぞ
演
ず
る
こ
と
が
で
き
な

い
ζ

と
吾
、
述
べ
ら
れ

τい
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ζ

の
乙
と
に
よ
っ
て
、
法
律
学
は
、
法
律
な
い
し
法
律
制
度
と
経
済
的
諸
関
係
と
の
関

連
性
に
お
い
て
、
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ζ

と
、
さ
ら
に
、

そ
れ
を
い
っ
そ
う
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
法
律
学
の
科
学
性
』
が

実
現
す
る
こ
と
の
論
述
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
法
律
学
の
科
学
的
建
設
を
意
慾
さ
れ
な
が
ら
、
数
多
く
の
労
作
を
発
表
さ
れ
て
い
る
山
中
康
雄
教
授
は
、
法
倖
学
が
な
お
社

〆
会
科
学
と
し
て
成
立
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い

τの
、
根
本
的
な
疑
問
を
も
っ
て
の
ぞ
ま
れ
よ
う
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
山
中
康
雄
教

授
は
、
『
法
の
研
究
伝
そ
の
基
底
と
な
す
社
会
の
生
産
関
係
に
ま
で
掘
り
下
げ
る
と
と
ろ
の
社
会
科
学
的
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

実
は
法
学
の
社
会
科
学
性
の
絶
無
と
い
う
根
本
的
な
パ
ク
口
径
実
現
し
は
し
な
い
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
私
の
い
う
客

観
的
法
秩
序
の
否
定
で
あ
る
。
民
法
学
か
ら
マ
ル
キ
シ
、
ス
ム
と
し
て
の
経
済
学
や
歴
史
学
や
政
治
学
に
去
っ
て
い
っ
た
先
覚
者
は
、

こ
の

よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
、
か
。

マ
ル
ク
ス
そ
の
人
も
法
学
者
と
し
て
ス
タ

i
ト
し
て
、
法
学
か
ら
は
な
れ
去
っ
た
の

戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

一一一ー一
一



戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
1
4

一一一
一一

で
ゐ
る
。

乙
れ
が
票
実
、
だ
と
す
れ
ば
、
民
法
学
ぞ
私
も
亦
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
ぞ
の
ま
え
に
私
は
、
社
会
の
生
産
関
係
と
表
裏一

一
休
を
な
す
も
の
と
し

τの
、
客
観
的
法
秩
序
空
存
在
す
る
か
ど
う
か
。
容
在
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
注
的
構
造
そ
も
つ
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
を
と
こ
と
ん
ま
で
究
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
る
。
民
法
学
は
ム
つ
や
自
分
じ
し
ん
が
は
た
し
て
社
会
科
学
と
し

τ成

立
し
得
る
も
の
で
ゐ
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
対
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
』
(
民
法
学
の
進
む
ベ
ぎ
道

法
律
文
化
四
巻
一
号
〉
と

述
べ
ら
れ
、
法
律
学
に
と
っ
て
の
板
本
的
な
問
題
を
提
起
さ
れ
た
の
で
ゐ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
『
法
学
の
科
学
と
し
て
の
限
界
に
つ
い

て
の
一
考
察
』
内
法
律
時
報
二
一
巻
一
一
号
A

一
九
四
九
年
一
一
月
V
)

に
お
い
て
も
同
様
な
見
地
広
た
っ
て
、

『
法
律
学
の
科
学
性
』

乙
i
e

』

J
'

t
j
l
 

、、

す
る
疑
問
を
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
長
谷
川
正
安
助
教
授
は
、
ま
え
に
述
べ
た
よ
う
に
、
山
中
康
雄
教
授
の
『
民
法
と
哲
学
』
ハ
朝
倉
書
后
A

一
九
四
九
年
一
二
月
v
v
と

『
法
の
踊
来
的
権
威
』
ハ
日
本
評
論
社
A

一
九
五
O
年
一
月
V
U

に
つ
い
て
の
書
評
の
な
か
で
、

及
さ
れ

τい
る
。
そ
の
書
評
に
は
、
と
く
に
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
法
学
の
近
況
と
い
う
副
題
が
添
え
ら
れ

τい
る
。
長
谷
川
王
安
助
教
授
は
そ

そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

『
法
律
学
の
科
学
性
』
の
問
題
に
つ
い
七
論

の
な
か
で
、
『
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
立
場
で
今
日
法
を
科
学
的
に
研
究
し
よ
う
と
い
う
こ
L

」は、

資
本

制
社
会
で
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
階
級
抑
圧
の
た
め
の
階
級
意
識
・
階
級
暴
力
が
、
窮
極
的
に
は
経
街
構
造
に
規
定
吉
れ
な
が
ら
も
、
半
意

識
的
に
ね
じ
ま
げ
る
れ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ね
じ
ま
げ
ら
れ
た
方
を
把
握
し
何
拙
け
れ
ば
な
ら
な
い
ο

も
ろ
も
ろ
の
上
部
構
造
の

研
究
は
、
下
部
構
造
の
研
究
と
ぢ
が
っ
て
、
下
部
構
造
ぞ
ま
ず
と
ら
え
る
と
同
時
に
、
自
己
と
同
じ
平
面
で
の
他
の
上
部
構
造
と
の
額
雑

な
相
互
作
用
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
大
変
で
あ
る
ω

ζ

れ
を
忘
れ
て
下
部
構
造
と
の
関
係
だ
り
し
か
み
な
い
も
の

は
、
法
学
者
た
る
資
格
は
な
い
が
、
そ
れ
す
ら
で
き
な
い
で
は
、

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
法
学
者
と
し

τの
第
一
歩
は
ふ
み
だ
せ
な
い
』
ハ
法
律
時

報
二
二
巻
五
号
A

一
九
五
O
年
五
月
V

四
七
ペ
ー
ジ
U

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
ら



と
の
よ
う
な
諸
家
の
見
解
の
表
明
に
よ
っ
て
『
法
律
の
科
学
性
』
と
い
う
と
と
が
、
人
々
の
関
心
の
ま
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
e

主

『
法
律
学
の
科
学
性
』
に
つ
い
℃
の
反
省

と
れ
ら
の
『
法
社
会
学
論
争
』
に
よ
っ
て
、
法
律
学
上
の
万
法
論
に
た
い
す
る
法
理
論
的
論
争
が
、

日
本
の
法
律
学
者
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
と
き
、
イ
ェ
・
ヴ
ェ
・
ス
タ
ー
リ
ン
の
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
言
語
学
の
諸
問
題
』
〈
言
語
学
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
八
一

九
五
O
年
六
月
二
O
日
プ
ラ
ウ
ダ
V

・
言
語
学
の
君
子
の
問
題
に
つ
い
て
九
一
九
五
心
年
八
月
二
日
ブ
ラ
ウ
ダ
V

〉
が
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

乙

の
ス
タ
ー
リ
ン
論
文
の
発
表
に
よ
っ
て
す
く
な
く
と
も
法
律
学
上
の
方
法
論
に
つ
い
て
法
理
論
的
論
争
の
形
式
を
と
る
こ
と
は
終
っ
た
の

で
あ
る
。

イ
ェ
・
グ
ェ
・
ス
タ
ー
リ
ン
は
そ
れ
ら
の
諸
論
文
に
よ
っ
て
、
社
会
の
土
台
と
そ
の
上
部
構
造
と
の
あ
い
だ
の
相
互
関
係
を
、

み
ご
と
に
明
確
に
・
科
学
的
に
さ
し
し
め
し
た
の
で
ゐ
る
。
乙
の
ス
タ
ー
リ
ン
論
文
に
よ
っ
て
、
日
本
の
法
律
学
の
い
ま
ま
で
の
方
法
論

に
た
い
す
る
法
理
論
的
論
争
の
形
式
が
、
度
作
さ
れ
に
の
で
あ
る

Q

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
一
歩
前
進
し
て
、
社
会
の
経
済
的
土
台
と
、
そ

の
上
部
構
造
と
し
て
の
法
律
お
よ
び
法
律
制
度
と
の
あ
い
だ
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
よ
り
深
い
学
問
的
研
究
を
お
し
進
め
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
諸
論
文
は
、
こ
う
し
て
日
本
の
法
律
学
の
発
展
に
、
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
の
で
あ
る
。
日

本
の
多
く
の
若
い
法
律
学
者
は
、
こ
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
諸
論
文
に
導
び
か
れ
て
、
す
す
ん
で
社
会
の
経
済
的
士
台
と
、
上
部
構
造
と
し
て

の
法
律
お
よ
び
法
律
制
度
と
の
あ
い
だ
の
相
互
関
係
を
究
明
し
、
そ
れ
に
か
ん
す
る
労
作
を
つ
ま
つ
ぎ
に
発
表
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
ゐ

る
ο

こ
う
し
て
多
く
の
法
律
学
者
の
手
に
な
る
社
会
の
経
済
的
土
台
と
上
部
構
造
と
し
て
の
法
律
お
よ
び
法
律
制
度
と
の
相
互
関
係
に
つ

い
て
の
諸
論
文
が
、
研
究
機
関
誌
を
に
ま
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
言
語
学
の
諸
問
題
』
は

日
本
の
法
律
学
を
一
歩
前
進
さ
せ
、
新
ら
し
い
諸
課
題
に
と
り
く
む
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

黒
木
三
郎
助
教
授

戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

一一一一
一一



戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

三
二
四

円
愛
知
大
学
〉
が
『
法
の
社
会
的
構
造
(
素
描
風
な
詩
論
〉

1
l山
中
教
授
の
所
説
を
め
ヤ
る
若
干
の
問
題
に
ふ
れ
て
』
(
愛
知
大
学
法
経
論
集

五
巻
A

「
九
五
二
年
一
一
一
月
V

〉
を
発
表
き
れ
、
法
と
下
部
構
造
と
の
あ
い
だ
の
相
互
関
係
に
論
及
会
れ
る
な
ど
は
、

み
な
そ
の
例
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
と
と
も
に
、
乙
の
社
会
の
経
済
的
土
台
と
法
律
お
よ
び
法
律
制
度
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
課
題
の
究
明
の
た
め
に
、

す
ん
だ
ソ
ヴ
ェ
ト
法
理
論
や
法
律
学
の
紹
介
や
論
文
が
1

つ
ぎ
つ
ぎ
と
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
之
内
一

一
歩
す

郎
教
授
(
東
京
大
学
〉
の
『
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
ソ
ヴ
ェ
ト
法
理
論
』
(
社
会
科
学
研
究
二
・
一
二
巻
号
A

一
九
五
O
年一

O
月
V

〉
や
、
『
社

会
主
義
国
家
の
法
』
A
上
・
下
V

(

東
大
協
組
出
版
部

一
九
五
O
年
一
一
月

t
一
一
一
月
〉
な
ど
の
論
文
や
著
書
は
主

そ
の
例
で
ゐ
っ
た
。

乙
F

コ

し
て
日
本
の
法
律
学
者
は
、
次
第
に
ソ
ヴ
ェ
ト
法
律
学
の
分
野
に
自
伝
む
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

0

・
こ
れ
ま
で
ソ
ヴ
ェ
ト
法

律
学
が
日
本
の
法
律
学
界
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
か
っ
た
‘
の
は
、
い
ろ
い
ろ
の
事
情
が
あ
る
§
た
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な

事
情
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
絶
対
主
義
天
皇
制
の
も
と
で
は
、

J

ソ
ヴ
L

ト
法
律
学
を
取
扱
う
こ
と
は
、
タ
プ

l
と
看
倣
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
よ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ソ
ヴ
ェ
ト
法
律
学
研
究
の
実
際
的
な
必
要
に
よ
っ
て
、
次
第
に
研
究
資
料
の
大
き
な
空

白
が
う
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
稲
子
恒
夫
助
教
授
ハ
名
古
屋
大
学
〉
の
『
ソ
ヴ
ェ
ト
社
会
主
義
民
法
の
理
論
』

柳
春
生
教
授
(
九
州
大
学
〉

A
0
・
c

-
ヨ
ッ
ェ
フ
の
論
文
を
中
心
と
し
て
V
(
法
律
時
報
二
三
巻
三
号
二
九
五
一
年
一
ニ
月
刊

の
『
ソ
ヴ
ェ
ト
社
会
主
義
法

の
性
格
』
(
法
政
研
究
一
九
巻
二
号
)
、
福
島
正
夫
講
師
(
東
京
大
学
〉
の

『
戦
後
に
お
け
る
ソ
同
盟
諸
法
典
の
編
纂
』
(
法
社
会
学
二
巻
A

日
本

法
社
会
学
会
・
有
斐
閣
一
九
五
二
年
七
月
V
〉
な
ど
、
い
ち
い
ち
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

..... ，、

日
本
の
法
律
学
の
新
た
な
前
進



一
九
四
八
年
(
昭
和
二
三
年
V

末
か
ら
一
九
四
九
年
ハ
昭
和
二
四
年
)
に
か
け
て
、
世
界
資
本
主
義
は
第
ニ
次
大
戦
後
に
お
け
る
重
大
な

危
機
に
直
面
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
回
↓
八
年
〈
昭
和
二
三
年
〉
後
半
か
ら
、

九
年
ハ
昭
和
二
四
年
〉
二
月
に
な
る
と
、
商
品
・
株
式
市
場
は
い
っ
せ
い
に
急
落
し
た
。
そ
れ
は
た
ん
に
農
産
物
だ
け
で
は
な
く
、

経
済
的
活
動
の
後
退
が
は
じ
ま
っ
た
。

そ
し
て
一
九
四

工
業

新
民
主
主
義
革
命
に
成
功
し
、

製
品
に
ま
で
波
及
し
、
恐
慌
は
も
は
や
不
可
避
で
ゐ
っ
た
。
乙
う
し
に
時
期
に
ア
ジ
ア
に
お
け
る
最
大
の
商
品
市
場
で
あ

i

っ
た
中
国
は
、

一
九
四
九
年
ハ
昭
和
二
四
年
〉

一
O
月
に
は
、
中
華
人
民
共
和
国
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
は

恐
慌
か
ら
の
脱
出
と
、
社
会
主
義
国
に
た
い
す
る
攻
撃
の
た
め
に
、
資
本
主
義
諸
国
の
対
米
従
属
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
戦
争
準
備
体

制
を
世
界
的
に
拡
大
す
る
政
策
径
と
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
一
九
五

O
年
ハ
昭
和
二
五
年
〉
六
月
に
は
、
朝
鮮
戦
争
が
ぽ
つ
ぽ
つ
し

た
。
そ
し
て
一
九
五

O
年
(
昭
和
二
五
年
〉
一
一
月
に
は
、
中
国
が
参
加
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ア
メ
リ
カ
が
恐
慌
を
戦

争
に
転
化
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
中
阜
事
基
地
日
本
は
前
線
基
地
に
転
化
し
、
重
要
な
地
位
ぞ
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
、
日
本
を
従
属
的
章
一
字
体
制
に
即
応
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
こ
う
じ
て
一
九
五
一
年
ハ
昭
和
二
六
年
〉
九
月
に
は
、

ス
コ
両
条
約
〈
日
本
国
と
の
平
和
条
約
・
白
本
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
問
の
安
全
保
障
条
約
)
が
締
結
さ
れ
た
の
で
ゐ
る
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ

こ
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
両
条
約
に
よ
っ
て
、
日
本
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
的
独
立
ぞ
与
え
ら
れ
た
の
で
ゐ
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

両
条
約
は
、
}
九
五
二
年
(
昭
和
二
七
年
〉
ニ
月
に
締
結
さ
れ
た
『
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
問
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
く

行
政
協
定
』
と
と
も
に
、
日
本
の
経
済
を
い
っ
そ
う
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
に
従
属
き
せ
、
日
本
を
戦
争
政
策
の
拠
点
た
ら
し
め
る
テ
コ
で

ゐ
っ
た
。
こ
の
ま
っ
た
く
の
形
式
的
意
味
じ
レ
か
す
ぎ
な
い
日
本
の
独
立
と
い
う
こ
と
が
、
と
に
か
く
連
合
同
最
高
司
令
官
の
起
憲
法
的

な
桔
威
に
す
が
っ
て
、
占
領
政
策
の
進
行
と
い
う
目
的
に
統
一
さ
れ
て
い
た
日
本
の
占
領
下
に
お
け
る
法
律
に
た
い
し

τ、
い
ま
ま
で
の

条
件
を
失
わ
し
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
起
憲
法
的
な
権
威
に
か
く
れ
て
、
日
本
の
諸
法
律
を
わ
い
き
よ
く
し
、

戦
後
の
白
木
法
律
学
の
歩
み

主



戦
後
心
一
日
本
法
律
学
骨
一
歩
み

一一二ハ

歯
民
ぞ
占
領
政
策
に
強
制
す
る
と
い
う
や
り
か
た
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
従
っ
て
、
い
ま
で
は
あ
く
ま
で
も
悶
内
法
的
権
威
に
そ
の
妥
当

の
根
拠
を
見
い
だ
し
、
す
く
な
く
と
も
法
律
そ
の
も
の
に
妥
当
性
を
松
拠
。
っ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
じ
も

法
律
じ
た
い
の
な
か
に
、
合
理
的
な
一
変
当
の
根
拠
を
求
め
え
な
け
れ
ば
、
政
治
的
権
威
に
に
よ
る
以
外
に
は
手
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ

ろ
3
0
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
的
狛
立
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
に
従
属
化
し
た
日
本
資
本
主
義
が
、
最
大
眼
利
潤
の
法

則
に
従
う
た
め
に
は
、
す
で
に
民
主
主
義
的
形
式
に
よ
っ
て
き
さ
え
ら
れ

τい
た
と
こ
ろ
の
法
律
を
根
こ
そ
ぎ
と
り
の
ぞ
、
き
、
資
本
主
義

的
搾
取
を
最
大
隈
に
強
化
す
る
以
外
に
は
、
も
は
や
生
き
ぬ
ミ
手
段
を
も
た
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
ば
ゐ
い
に
は
、
必
然
的

に
政
治
的
権
威
に
た
よ
り
、
そ
れ
を
十
二
分
に
効
岡
市
的
に
行
使
す
る
以
外
に
ほ
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
の
変
化
は
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
と
う

ぜ
ん
伝
法
律
そ
の
も
の
あ
-
変
質
3
せ
て
い
く
の
で
ゐ
る
ο

そ
し
て
変
質
し
て
い
く
法
律
の
諸
形
態
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
学

だ
か
ら
そ
れ
は
フ
7

ッ
シ
ズ
ム
と
な
る
の
で
あ
る
。

者
の
意
識
そ
の
も
の
も
ま
た
変
移
し
は
じ
め
る
。
法
律
学
者
は
じ
ぷ
ん
の
法
理
論
を
け
っ
し
て
観
念
的
・
抽
象
的
に
、
た
だ
頭
脳
の
な
か

だ
け
で
組
み
立
て
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
経
済
的
諸
条
件
の
発
展
の
な
か
に
、
経
済
的
諸
条
件
を
ば
土
台
と
し
、
そ
の
う
え
で
実
践
的

に
組
み
立
て
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
法
律
学
の
科
学
性
』
を
問
題
と
す
れ
ば
、

ど
う
し
て
も
経
済
的
諸
条
件
の
研
究
と
じ
っ
か
り

と
結
び
つ
い
た
法
律
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
り
で
あ
る
。
も
し
も
法
律
理
論
が
、

一
切
の
経
済
的
条
件
を
、
す
こ
し
も
考
慮
し
て

い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
の
法
律
理
論
で
ゐ
る
己
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
に
実
際
に
す
こ
し
も
社
会
の
役
に
た
た
な
い
も
の
で
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ

τ、
こ
の
よ
ち
な
日
本
の
社
会
・
経
済
的
詰
条
件
の
急
激
な
変
化
は
、

世
界
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
い
っ
そ
う
の
深
化
ハ
第
二

段
階
〉
と
い
う
、

客
観
的
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
生
起
し
た
の
で
あ
る
@

イ
A

・
ヴ
ェ
・
ス
タ
ー
リ
ン
は
、

『
ソ
同
盟
に
お
け
る
社
会
主



義
の
経
済
学
的
諸
問
題
』
〈
A

一
九
五
一
年
二
月
の
討
論
会
に
関
連
し
た
経
済
的
諸
閣
題
に
か
ん
す
る
意
見

一
九
五
二
年
二
月
v
・
A
同
志
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ル
・
イ
リ
イ
チ
・
ノ
l
ト
キ
ン
へ
の
回
答

一
九
五
二
年
四
月
v
-
A
尚
志
エ
リ
・
デ
・
ヤ
ロ
シ
エ
ン
コ
の
誤
謬
に
つ
い
て

一
九
万
二
年
五
月
v
-
A
同

志
ア
・
、
ヴ
ェ
・
サ
i
ニ
ナ
と
ウ
ヱ
・
グ
'

J

ソ
ェ
ン
ジ
ヱ
ル
に
・
た
い
す
る
回
答

一
九
五
二
年
九
月
V

〉
吾
発
表
し
た

Q

イ
ェ
・
グ
ェ
・
ス
タ
ー
リ
ン

は
そ
れ
ら
の
論
文
に
よ
っ
て
、
世
界
資
本
主
義
の
全
般
的
危
棋
の
い
づ
ぞ
う
の
深
化
ハ
第
二
段
階
)
に
お
け
る
諸
矛
盾
の
急
激
怠
る
発
展

に
た
い
し
て
、
明
確
な
・
科
学
的
分
析
と
法
則
性
と
ぞ
明
ら
か
に
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
論
文
に
よ
っ
て
、

こ
ん
に
ち
の
哲
問
題

の
所
在
は
、
だ
れ
の
自
に
も
は
っ
き
り
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
ェ
・
ヴ
ェ
・
ス
タ
ー
リ
ン
の
諸
論
文
に
導
か
れ
て
、
一
日
本
の
法
律

学
者
に
と
っ
て
は
世
界
資
本
主
義
や
日
本
資
本
主
義
に
た
い
す
る
正
確
な
理
解
の
う
え
で
、
こ
ん
に
ち
の
問
題
を
い
か
に
法
律
的
に
解
決

じ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
問
題
と
な
っ
た
の
で
ゐ
る
。
こ
ん
に
ち
の
よ
う
に
、
資
本
主
義
が
全
般
的
品
機
の
第
二
段
階
に
ま
で
深
化

し
た
時
期
に
お
い
て
は
、
正
し
い
学
問
的
基
礎
に
た
た
な
け
'
れ
ば
、
な
に
一
つ
解
決
し
え
な
い
の
で
ゐ
る
。
こ
ん
に
ち
に
お
い
て
は
、
も

は
や
法
律
の
客
観
性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
目
を
ご
ま
か
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
資
本
主
義
ば
そ
れ
ほ
ど
矛
盾
を
激
化

そ
こ
で
は
法
律
の
階
級
性
は
は
っ
、
さ
り
と
そ
の
姿
を
ゐ
ら
わ
し
、

民
衆
の
う
え
に
お
J

お

n
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
の
で
あ

し
た
の
で
ゐ
る
。

る
。
こ
う
い
う
事
態
を
ま
え
に
し
て
、
法
律
学
者
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
乙
と
が
、
じ
ぷ
ん
じ
し
ん
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
緊
急
の
問
題
と
な
っ

τき
た
の
で
あ
る
。

七

『
法
律
解
釈
の
科
学
性
』
に
つ
い
て
の
問
題
の
提
起

日
本
の
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
は
、

M
・
S
-
A
協
定
を
日
本
が
受
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
太
一
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ

た。

M
・
S
-
A協
定
に
よ
っ
て
日
本
の
半
植
民
地
・
従
属
国
的
条
件
は
、

一
段
と
急
速
化
し
た
。
こ
う
し
て
日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
傾

戦
後
の
〆
臼
本
法
律
学
の
歩
み

三
二
七



戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

三
二
八

向
も
ま
た
、

い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
、
露
骨
と
な
っ
た
の
で
ゐ
る
。
こ
う
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
日
本
の
法
律
学
の
当
面
の
課
題
は
、

フ
プ

〉
シ
ズ
ム
に
よ
る
法
律
の
否
定
か
ら
、

い
か
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
じ
た
い
を
守
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
努
力
が
な
け
れ
ば

政
治
的
権
力
に
よ
っ
て
、
法
律
を
支
配
階
級
に
奉
仕
さ
せ
、
も
し
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
の
形
式
的
な
自
白
性
と
平
等
性
と
が
、
現
実
の
日
本

の
諸
条
件
に
適
合
し
な
い
も
の
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
じ
た
い
を
な
げ
す
て
て
ま
で
も
、
支
配
階
級
の
慾
意
的
な
解
釈
に

従
っ
て
、
民
衆
を
抑
圧
す
る
と
い
う
現
実
に
と
り
く
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
た
い
し
て
、
法
律
学
者
は
民
衆
の
立
場
に
立
っ
て

法
律
そ
の
も
の
を
理
解
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
吾
、
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
階

級
の
階
級
的
支
配
の
武
器
で
あ
る
法
律
を
ば
、
支
配
階
級
の
手
か
ら
う
ば
い
と
り
、
じ
ぶ
ん
た
ち
を
守
り
、
民
主
主
義
の
た
め
に
た
た
か

う
武
器
に
変
質
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
命
題
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

Q

日
本
に
お
け
る
フ
7

7

シ
ズ
ム
が
、
公
然

と
露
骨
に
あ
ら
わ
れ
る
傾
向
が
次
第
に
は
っ
き
り
と
す
る
や
、

つ
ぎ
つ
ぎ
と
反
民
主
主
義
的
法
律
や
法
律
の
改
悪
が
、
強
行
的
に
な
さ
れ

て
い
っ
た
@
そ
う
し
た
悪
法
に
た
い
し
て
、
日
本
の
法
律
学
は
、
ど
の
よ
う
に
闘
争
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
に

乙
ん
に
一
ち
の
法
律
学
の
課
題
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
に
お
い
て
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
な
い
し
ブ

ル
ジ
ョ
ア
法
律
学
そ
の
も
の
の
本
質
そ
明
ら
か
に
し
、

そ
の
ア
ン
チ
・
テ

i
ゼ
と
し
て
、

『
法
律
学
の
科
学
性
』
を
湾
ば
り
す
る
こ
と
で

ゐ
り
、
他
方
で
は
日
本
の
ほ
ん
と
う
の
独
立
・
自
由
・
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
悪
法
に
た
い
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
が
、
国

民
の
生
存
的
権
利
で
あ
り
、
正
当
な
と
う
ぜ
ん
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
努
力
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

山
中
震
雄
教
授
が
、
『
現
代
国
家
に
お
け
る
法
の
支
配
』
〈
思
想
ス
。
・
三
三
七
A

一
九
五
二
年
七
月
ご
に
お
い
て
、
『
資
本
家
的
社
会
科
学
は
、

資
本
制
社
会
径
永
遠
不
変
の
人
間
自
然
の
本
性
に
か
た
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
、
資
本
制
社
会
に
階
級
対
立
の
あ
る
こ
と
を
抹
殺

し
、
右
対
立
が
危
機
的
と
な
っ
て
く
る
と
、
労
資
協
調
す
べ
く
、
か
れ
ら
の
あ
い
だ
に
根
本
的
た
利
害
の
対
立
は
仔
在
し
泣
い
の
で
あ
る



む
と
な
ど
を
と
い
て
、
資
本
制
社
会
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
国
家
の
法
秩
序
の
記
述
と
し
て
の
法
典
色
、
、
資
本

制
社
会
の
維
持
擁
護
の
た
め
の
武
器
と
し
て
、
右
の
点
に
か
ぎ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
資
本
家
的
社
会
科
学
の
も
っ
て
い
る
誤
謬
と
虚
偽

を
身
に
つ
け
て
い
る
』
ハ
同
上

九
ペ
ー
ジ
〉
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
前
者
の
例
で
あ
る
と
い
え
る

rろ
う
。

ま
た
、

沼
田
稲
次
部
教

授
ハ
都
立
大
学
〉
が
、
『
悪
法
と
労
働
基
本
権
』
(
法
律
文
化
社

に
じ
ろ
う
と
す
る
資
本
家
階
級
の
法
律
の
改
悪
に
、
ど
の
よ
う
に
抵
抗
し
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
か
を
示
さ
れ
た
の
は
、
後
者
の
例
で
あ
る
と

一
九
五
四
年
四
月
〉
に
お
い
て
、
労
働
者
階
級
が
労
働
者
の
諸
権
利
を
ふ
み

い
吾
ル
レ
4

でコ。

こ
の
よ
う
に
法
律
学
者
は
、
『
法
律
学
の
科
学
睦
』
と
い
う
乙
と
は
、

同
時
に
法
律
学
が
、

い
か
に
民
衆
の
色
の
と
し
て
生
き
ぬ
く
か

と
い
う
問
題
一
と
怒
る
ζ

と
を
、
意
識
す
る
よ
う
民
怠
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
法
律
の
解
釈
』
の
問
題
が
、
大
き
く
取
上
げ
ら
れ
る

よ
う
に
怒
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
一
九
五
四
年
(
昭
和
二
九
年
)
の
春
の
法
律
学
界
は
、

こ
の
問
題
と
と
り
く
ん
だ
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
こ
の
間
題
の
直
接
の
導
火
緯
と
怠
っ
た
の
は
、

大
学
〉
の
報
告
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
来
栖
三
郎
教
授
は
、
そ
の
報
告
『
法
の
解
釈
と
法
律
家
』
ハ
私
法
二
号
A

一
九
五
四
年
四
月
ぎ

の
な
か
で
、
法
律
家
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
さ
れ
た
。
来
栖
三
郎
教
授
は
そ
の
報
告
の
な
か
で
、
『
法
の
解
釈
と
い
う
も
の

こ
の
来
栖
三
郎
教
授
の
見
解
・
疑
問
は
、
『
法
の

一
九
五
三
年
(
昭
和
二
八
年
〉
一
一
月
の
私
法
学
会
に
お
け
る
来
栖
三
郎
教
授
(
東
京

は
幾
遥
り
も
の
解
釈
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
』
と
い
う
疑
問
を
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

解
釈
と
法
の
遵
法
』
(
法
学
協
会
雑
誌
六
六
巻
六
号
・
六
六
巻
八
号
〉
や
、
『
法
律
家
』
ハ
末
川
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
《
民
事
法
の
諸
問
題
V

有
斐
閣

一
九
五
三
年
一
一
月
〉
な
ど
の
論
文
に
よ
っ
て
、
法
解
釈
学
に
関
す
る
問
題
の
，
提
起
と
な
っ
て
い
る
わ
け
ぜ
あ
る
。
乙
と
に
『
法
律
家
』
の

な
か
で
来
栖
三
郎
教
授
は
、
法
の
解
釈
の
い
わ
ゆ
る
客
観
性
と
い
う
乙
と
の
不
可
能
な
こ
と
を
問
題
と
さ
れ
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
法
の
解
釈
は
単
に
法
規
の
客
観
的
な
認
識
た
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
多
か
れ
少
か
れ
解
釈
す
る
個
人

戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

三
二
九



戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

三一二

O

の
主
観
的
価
値
判
断
が
入
り
込
む
こ
と
を
免
が
れ
な
い
』
(
法
律
家
A
民
事
法
の
諸
問
題
V

二
五
0
ペ
ー
ジ
〉
と
し
、

法
の
解
釈
は
.
『
客
観
的

要
素
と
主
観
的
要
素
と
の
不
可
分
離
の
結
合
物
』
(
法
律
家
A
民
事
法
の
諸
問
題
V

二
五
0
ペ
ー
ジ

t
二
五
一
ペ
ー
ジ
〉

で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で

ゐ
る
。

こ
う
い
う
来
栖
三
郎
教
授
の
問
題
提
起
と
ほ
ぼ
前
後
し
て
、
川
島
武
宣
教
授
(
東
京
大
学
〉
も
『
法
の
解
釈
は
科
学
た
り
う
る
か
』

と
い
う
こ
と
を
、
『
科
学
と
し
て
の
法
律
学
』
(
都
留
重
人
他

扱
わ
れ
、

新
ら
し
く
学
ぶ
た
め
に

弘
文
堂
A

一
九
五
三
年
ぎ

と
い
う
論
文
の
な
か
で
取

問
題
を
な
げ
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
日
本
の
法
律
学
は
、
『
法
律
解
釈
の
科
学
性
』
と
い
う
乙
と
を
問
題
と
し
つ

っ
、
ふ
た
た
び
活
液
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
ゐ
る
。

こ
の
『
法
律
解
釈
の
科
学
性
』
の
問
題
に
た
い
し
て
、
磯
村
哲
教
授
(
京
都
大
学
U

は
、
『
こ
れ
か
ら
の
法
律
学
と
法
学
者
』
(
法

律
時
報
{
一
六
巻
一
号
全
九
五
四
年
一
月
ち
と
い
う
座
談
会
の
な
か
で
、

さ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
芯
見
解
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

社
会
科
学
的
把
握
と
い
う
立
場
か
ら
、
従
来
の
解
釈
学
の
成
果
を
摂
取
す
る
、
両
者
の
橋
渡
し
を
す
る
一
つ
の
万
法
と
し
て
、
諸
概
念
や

法
律
構
成
の
歴
史
を
自
-
覚
的
に
や
る
こ
と
で
す
』
r

(

同
上
八

0
ペ
ー
ジ
〉
と
。
℃
の
こ
と
は
、
『
法
律
学
の
科
学
性
』
と
い
う
こ
と
が
、
法

そ
の
も
の
の
孤
立
的
な
・
観
念
的
な
研
究
態
度
か
ら
は
、
け
っ
し
て
導
ぴ
き
出
さ
れ
え
な
い
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
法
律

『一法の

や
法
律
制
度
と
、
そ
の
経
済
的
土
台
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
、
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
さ
れ
た
も
の
、
だ
と
思
う
。
ま
た

川
島
武
宣
教
授
も
、
『
結
婚
』
(
岩
波
新
書
A

一
九
五
四
年
五
月
ぎ
に
お
い
て
、

婚
姻
と
い
う
法
律
制
度
が
、

歴
史
的
諸
条
件
と
き
り
は
な
さ

れ
て
寄
在
し
え
な
い
乙
と
、

こ
ん
に
ち
の
経
済
的
条
件
、
が
、
現
在
の
婚
姻
制
度
を
築
き
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し

一
般
の
政
治
的
経
済
的
社
会
的
な
塵
史
的
転
換
と
と
も
に
転
換
し
、
頚
魔
の
に
な
い
手
た
る
寄
生
階
級
が
没
落
し
建

設
の
に
な
い
手
た
る
人
々
が
指
導
力
ぞ
も
つ
時
代
が
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
諸
々
の
頚
魔
が
没
落
し
そ
の
代
り
に
新

て
、
司
も
し
過
去
の
人
類
の
歴
史
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
学
び
得
た
歴
史
の
法
則
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

や
習
俗
の
状
態
は
、

現
在
の
右
の
よ
う
な
道
徳



ら
し
い
道
徳
や
習
俗
が
支
配
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
幾
多
の
ま
わ
り
道
や
苦
労
の
後
で
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
い
で
あ

ろ
う
け
れ
ど
も
位
(
伺
よ

二
一
二
一
ペ
ー
ジ

t
二
三
二
ペ
ー
ジ
〉
と
い
う
結
論
に
到
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

八

む

す

0¥ 

こ
の
よ
う
に
、

こ
ん
に
ち
の
ま
じ
め
な
多
く
の
法
律
学
者
が
到
達
し
つ
つ
占
め
る
よ
う
に
、

『
法
律
学
の
科
学
性
』
を
と
り
も
ど
す
と
い

う
こ
と
は
、
法
律
お
よ
び
法
律
制
度
の
正
し
い
理
解
と
深
い
分
析
と
に
よ
っ
て
、

科
学
的
理
論
を
法
律
学
に
う
ち
た
て
る
こ
と
だ
と
思

ぅ
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
、

こ
ん
に
ち
の
社
会
関
係
の
発
展
に
た
い
す
る
諸
要
素
を
発
見
し
、
そ
れ
に
も
と
や
す
い
て
、
結
局

は
わ
れ
わ
れ
が
実
践
的
に
到
達
す
る
と
こ
ろ
の
理
想
を
、
理
論
的
に
つ
く
り
出
す
こ
と
だ
と
考
え
る
。
法
律
学
者
の
ほ
ん
と
う
の
社
会
的

な
役
割
は
、

こ
う
し
た
未
来
に
た
い
す
る
筋
罫
を
、
ピ
れ
よ
り
も
早
く
み
と
め
そ
れ
を
整
理
し
、
理
論
化
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

戦
後
の
日
本
法
律
学
の
歩
み

一一一一一一一




