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承
認
論
は
近
代
自
然
法
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
書

は
、
こ
の
承
認
論
の
祖
形
と
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
一
七
九
六
年
の
『
知

識
学
に
基
づ
い
た
自
然
法
の
基
礎
』
で
展
開
す
る
議
論
と
、
ヘ
ー
ゲ

ル
が
「
イ
エ
ナ
体
系
構
想
」
と
『
精
神
現
象
学
』
と
で
展
開
す
る
議

論
と
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
簡
潔
に
整
理
し
た
上
で
、
こ
の
議
論
の

現
代
的
な
受
容
・
変
容
・
批
判
と
し
て
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
チ

ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
、
竹
村
和
子
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
等

の
議
論
を
総
括
し
て
み
せ
る
。
と
り
わ
け
著
者
が
専
門
と
す
る
ヘ
ー

ゲ
ル
の
議
論
の
捉
え
な
お
し
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
さ
ら

に
は
現
代
思
想
へ
と
つ
な
が
る
広
い
射
程
と
が
示
さ
れ
て
、
承
認
を

め
ぐ
る
議
論
状
況
を
知
る
上
で
も
き
わ
め
て
意
義
深
い
著
作
と
言
え

よ
う
。 片
山
善
博
『
差
異
と
承
認
ｌ
共
生
理
念
の
構
築
を
圓
指
し
て
ｌ
』
創
風
社
二
○
○
七
年

片
山
善
博
氏
著
『
差
異
し
」
承
認
ｌ
共
生
理
念
の
構
築
を
目
指
し
て
Ｉ
』
を
読
む

【
書
評
】

フ
ィ
ヒ
テ
の
承
認
論
で
は
、
主
体
は
他
の
主
体
の
自
由
を
承
認
す

る
が
、
そ
れ
は
主
体
を
主
体
た
ら
し
め
て
い
る
主
体
の
実
働
性

（
三
『
斎
自
民
皇
）
が
、
他
の
理
性
的
存
在
者
の
「
促
し
」
に
よ
っ
て
成

立
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
、
自
由
な
個
人

が
他
者
の
自
由
を
承
認
す
る
と
は
、
著
者
の
整
理
で
は
、
自
己
の
自

由
を
相
互
に
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
他
者
と
の
共
同
Ⅱ

具
体
的
な
自
由
の
実
現
を
可
能
と
す
る
。
「
各
人
が
自
分
の
自
由
な

意
識
に
到
達
で
き
る
の
は
、
他
の
人
間
が
彼
を
自
由
な
行
為
へ
と
促

す
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
」
（
本
書
二
八
頁
）
。

イ
エ
ナ
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
承
認
論
を
受
容
す

る
こ
と
か
ら
始
め
る
が
、
は
や
く
も
一
八
○
三
／
○
四
年
の
『
精
神

哲
学
Ｉ
』
で
は
、
「
各
人
が
他
者
の
意
識
の
中
に
自
己
を
定
立
し
、
他

石
川
伊
織
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の
個
別
性
を
廃
棄
す
る
」
（
本
書
二
九
頁
）
と
い
う
承
認
の
あ
ら
た
な

展
開
が
見
ら
れ
る
。
著
者
が
注
目
す
る
の
は
、
こ
の
、
「
互
い
に
自
己

を
廃
棄
し
あ
う
」
と
い
う
契
機
で
あ
る
。

『
精
神
現
象
学
』
の
相
互
承
認
論
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
常

識
的
な
扱
い
方
は
、
欲
望
か
ら
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
を
経
て
、
主
人

と
奴
隷
の
弁
証
法
へ
と
い
う
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
「
自
己
意
識
」

章
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
著
者
は
、

自
分
の
中
に
他
者
を
見
る
と
い
う
契
機
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
は
、

む
し
ろ
「
精
神
」
章
の
良
心
論
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
、
と
す
る
。

「
自
己
意
識
」
章
が
対
自
と
対
他
の
関
係
を
軸
に
、
他
者
の
否
定
へ

と
い
た
る
理
論
を
展
開
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
理
性
」
章
で
は
即
自

と
対
自
の
関
係
が
中
心
で
あ
り
、
「
精
神
」
章
に
至
っ
て
始
め
て
対

自
・
対
他
・
即
自
の
関
係
が
十
全
に
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て

初
め
て
、
承
認
の
成
立
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
う
る
の
で
あ
り
、
ま

た
、
他
者
と
の
共
生
の
論
理
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
の
が
著

者
の
主
張
で
あ
ろ
う
。

承
認
論
が
自
然
法
思
想
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
経
緯
か
ら

し
て
も
、
個
別
主
体
と
社
会
と
い
う
普
遍
性
の
対
立
構
造
を
ど
う
捉

え
る
か
が
、
問
題
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
個
別
主
体
の
自
立
を
前
提

に
、
こ
れ
を
絶
対
視
し
、
個
別
主
体
相
互
の
契
約
と
い
う
概
念
で
普

遍
性
、
す
な
わ
ち
国
家
の
成
立
を
説
く
、
と
い
う
の
が
社
会
契
約
説

の
論
理
構
造
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
個
別
主
体
か
ら
始
ま
る
社
会
契

約
説
を
批
判
し
た
の
だ
、
と
い
う
の
が
常
識
的
な
理
解
で
は
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
す
る
側
も
ま
た
、
個
別
主
体
よ
り
以
前
に
絶
対
的

な
国
家
理
性
を
立
て
る
と
こ
ろ
が
全
体
主
義
で
あ
り
、
国
家
主
義
で

あ
る
、
と
応
酬
す
る
。
し
か
し
、
問
題
構
成
は
こ
の
よ
う
に
は
な
っ

て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
著
者
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
論
ず
る

た
め
に
、
著
者
は
現
代
の
承
認
を
め
ぐ
る
議
論
を
概
観
す
る
の
で
あ

る
。承
認
の
問
題
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い

る
。
《
私
は
私
で
あ
る
》
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
に
承
認

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
《
私
は
私
で
あ
る
》
は
、
《
私
は

私
で
は
な
い
何
か
で
は
な
い
》
を
意
味
す
る
。
承
認
を
得
る
と
は
、

こ
う
し
て
承
認
に
与
ら
な
い
外
部
を
排
除
す
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ

の
排
除
は
、
《
私
は
私
を
承
認
す
る
者
た
ち
の
党
派
に
属
す
る
》
と
い

う
帰
属
意
識
と
つ
な
が
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
承
認
に
は
、

権
力
関
係
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
と
竹
村
の
対
立
は
、

こ
う
い
う
構
造
を
と
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
必
要
な
も
の
と
し

て
認
め
、
承
認
論
を
是
認
す
る
か
、
そ
れ
と
も
否
定
す
る
か
の
違
い

で
あ
る
。
著
者
は
、
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
現
代
の
承
認
論
を

め
ぐ
る
議
論
を
三
つ
に
分
類
す
る
。
第
一
は
承
認
を
肯
定
す
る
テ
イ

ラ
ー
ら
の
立
場
で
あ
り
、
第
二
は
こ
れ
を
他
者
排
除
と
し
て
否
定
す

る
竹
村
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
批
判
で
あ
る
。

し
か
し
、
両
者
は
と
も
に
、
《
私
》
を
変
化
し
な
い
実
体
的
な
何
か
と
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見
な
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
視
点
は
共
通
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
が
バ
ト
ラ
ー
の
立
場
で
あ
る
。

バ
ト
ラ
ー
の
承
認
論
は
、
「
自
己
の
承
認
が
新
た
な
排
除
す
べ
き

他
者
の
産
出
に
加
担
し
て
い
る
こ
と
を
見
極
め
、
自
ら
が
意
識
的
で

あ
れ
、
無
意
識
的
で
あ
れ
、
排
除
し
て
い
る
他
者
を
、
自
ら
の
核
心

に
す
え
続
け
て
い
く
よ
う
な
自
己
意
識
の
①
ｏ
‐
呂
呂
○
（
脱
‐
静
態
的
）

な
構
造
を
強
調
し
た
承
認
論
」
（
本
書
一
八
八
頁
）
で
あ
る
。
バ
ト
ラ

ー
自
身
も
述
べ
て
い
る
が
、
バ
ト
ラ
ー
が
こ
の
よ
う
な
承
認
論
を
構

想
す
る
基
底
に
は
、
彼
女
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
が
あ
る
。
『
精
神
現
象

学
』
の
承
認
論
は
、
承
認
を
通
し
て
自
己
意
識
が
変
容
を
遂
げ
る
過

程
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
提
と
し
て
あ
る
個
別
主
体
が
、
承

認
前
も
承
認
後
も
同
一
の
抽
象
的
主
体
と
し
て
経
済
活
動
の
担
い
手

で
あ
り
続
け
る
よ
う
な
、
古
典
的
な
社
会
契
約
説
に
お
け
る
主
体
は

あ
り
え
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
己
意
識
は
承
認
に
よ
っ
て
変
化
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
権
力
構
造
も
変
化
し
、
他
者
も
ま
た
変
化
を
遂
げ
る
。

そ
う
し
た
主
体
と
権
力
構
造
の
動
的
変
成
の
過
程
が
「
承
認
」
な
の

で
あ
る
。
バ
ト
ラ
ー
に
な
ら
っ
て
、
著
者
も
ま
た
、
こ
う
し
た
承
認

の
可
能
性
を
探
求
す
る
。
そ
の
根
拠
を
示
そ
う
と
す
る
の
が
、
本
書

前
半
の
中
枢
を
な
す
「
精
神
現
象
学
」
の
考
察
で
あ
り
、
「
精
神
現
象

学
』
の
承
認
論
の
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
「
自
己
意
識
」
章
に
で
は

な
く
「
精
神
」
章
に
あ
る
の
だ
、
と
す
る
著
者
の
見
立
て
で
あ
り
、

こ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
「
承
認
に
よ
る
自
己
意
識
相
互
の
自
己
否
定
」

と
い
う
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
自
己
意
識
の
相
互
否
定
」
と
い
う

こ
の
発
見
か
ら
、
著
者
は
「
共
生
」
を
理
論
化
す
る
可
能
性
を
見
出

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

著
者
と
は
別
の
角
度
か
ら
で
は
あ
る
が
、
書
評
子
も
ま
た
、
こ
こ

数
年
バ
ト
ラ
ー
を
読
み
つ
つ
、
同
様
の
感
想
を
抱
い
て
い
た
。
バ
ト

ラ
ー
は
優
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
読
み
手
で
あ
る
。
バ
ト
ラ
ー
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
を
批
判
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
換
骨
奪
胎
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を

組
み
立
て
た
の
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
内
在
的
に
、
ヘ
ー

ゲ
ル
自
身
の
論
理
に
語
ら
せ
る
こ
と
で
、
あ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
構

築
し
た
の
で
あ
る
と
、
書
評
子
は
考
え
る
。
バ
ト
ラ
ー
の
理
論
の
対

極
に
あ
る
と
す
ら
思
わ
れ
る
「
法
哲
学
』
の
家
族
論
で
さ
え
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
表
面
上
の
主
張
に
反
し
て
、
性
差
と
家
族
と
を
「
自
然
」
で

あ
る
と
言
い
く
る
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
近
代
社
会
が
成
立
す

る
の
だ
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
拙
稿
、
「
家
族
の
限

界
・
国
家
の
限
界
ま
た
は
自
然
の
提
造
」
弓
現
代
社
会
に
お
け
る

グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
シ
ッ
ク
ス
形
成
の
た
め
の
理
論
的
研
究
』
平
成
一

五
年
度
～
’
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
課

題
番
号
一
五
三
一
一
○
○
○
五
最
終
報
告
書
）
参
照
の
こ
と
）
。
も
ち

ろ
ん
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
行
き
着
く
こ
と
を
自
覚
し
つ

つ
『
精
神
現
象
学
』
や
『
法
哲
学
』
を
書
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
展
開
さ
れ
る
理
論
を
正
確
に
追
跡
す

る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
見
え
て
く
る
の
は
、
’
九
世
紀
初
頭
と
い
う
時
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代
的
制
約
を
取
り
外
し
て
し
ま
え
ば
全
く
異
な
る
結
論
に
つ
な
が
る

で
あ
ろ
う
、
多
様
な
論
理
の
展
開
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
を
現
代
的
に
読
み
直
す
と
い
っ
た
よ
う
な
試
み
が
、
し

ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
を
現
代
に
お
い
て
「
活
用
す
る
」

と
い
っ
た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
言
い

方
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
の
核
心
は
既
に
時
代

遅
れ
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
時
代
遅
れ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
を
「
現
代
的
に
読
み
直
す
」
必
要
が
あ
る
。
時
代
お
く
れ
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
「
活
用
」
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し

な
け
れ
ば
、
時
代
遅
れ
な
哲
学
を
研
究
し
て
い
る
研
究
者
は
メ
シ
を

食
え
な
く
な
る
か
ら
。
し
か
し
、
「
時
代
遅
れ
な
も
の
を
現
代
的
に
読

み
直
し
て
み
よ
う
」
と
い
っ
た
態
度
の
対
極
に
、
バ
ト
ラ
ー
と
本
書

の
著
者
は
立
っ
て
い
る
。

書
評
子
が
最
近
取
り
組
ん
で
い
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
捉
え
な
お

し
と
い
う
仕
事
に
ひ
き
つ
け
て
言
う
な
ら
、
へ
Ｉ
ゲ
ル
が
実
際
に
芸

術
作
品
に
ど
う
接
し
た
の
か
を
示
す
資
料
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
ヘ
ー

ゲ
ル
が
ど
の
よ
う
な
記
録
を
残
し
て
い
る
の
か
を
調
べ
て
い
く
と
、

『
美
学
講
義
』
で
提
示
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
常
識
的
な
テ
ー
ゼ
を

裏
切
る
よ
う
な
、
豊
か
な
芸
術
体
験
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
拙

稿
「
旅
の
日
の
ヘ
ー
ゲ
ル
ー
美
学
体
系
と
音
楽
体
験
二
八
二
四
年

九
月
ヴ
ィ
ー
ン
ー
」
（
『
県
立
新
潟
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』

第
四
五
集
所
収
参
照
の
こ
と
）
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
体
験
と
い
え
ど

も
、
一
九
世
紀
初
頭
の
時
代
的
制
約
を
免
れ
て
は
い
な
い
。
ヘ
ー
ゲ

ル
の
死
後
に
登
場
す
る
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
芸
術
を
体
験
し
た
な
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ど
の
よ
う
な
講
義
を
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
、

で
き
の
悪
い
弟
子
の
ホ
ト
ー
な
ど
の
想
像
を
絶
す
る
理
論
を
展
開
し

て
く
れ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
ヘ
ー
ゲ
ル

は
時
代
遅
れ
だ
と
言
い
た
い
の
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
者
の

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
受
容
の
歴
史
こ
そ
が
時
代
遅
れ

な
の
だ
と
自
覚
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
語
ら
し
め
る
と
い
う
示

唆
に
と
ん
だ
著
作
で
あ
り
、
一
九
世
紀
か
ら
現
代
に
至
る
承
認
論
を

め
ぐ
る
議
論
の
概
略
を
一
望
で
き
る
、
学
ぶ
と
こ
ろ
大
き
い
名
著
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
著
作
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
た
喜
び
を
、
読
者

と
共
有
し
た
い
。
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