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『
使
命
』
に
お
け
る
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
に
つ
い
て

守

矢

健

一

目

次

一
．
は
じ
め
に

二
．
ガ
グ
ネ
ア
の
『
使
命
』
理
解
の
紹
介
と
、
そ
れ
へ
の
疑
問

三
．
サ
ヴ
ィ
ニ
『
使
命
』
に
お
け
る
慣
習
法
論
・
再
考

一
．
は

じ

め

に

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ=

カ
ー
ル=

フ
ォ
ン

サ
ヴ
ィ
ニ

(F
ried

rich
C
arl

v
on

S
av

ig
n
y
,1779 -1861

）
は
、
国
法

(S
taatsrech

t

）
と
区

別
さ
れ
た
近
代
市
民
法
の
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
市
民
法
の
体
系
は
、
法
源
論
の
な
か
で
、
法
律

(
)

に
対
し
て
、
法
曹
法
を
特

１

に
重
視
す
る
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
か
か
る
立
場
を
サ
ヴ
ィ
ニ
が
採
用
す
る
の
は
、
か
れ
が
、
法
生
成
論
に
お
い
て
慣
習
法
に
重
要
な
意

義
を
担
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
定
法
は
、
フ
ォ
ル
ク
の
若
年
期
に
は
、
フ
ォ
ル
ク
そ
の
も
の
か
ら
生
ま
れ
る
が
、
や
が
て
専
門
法
曹
が
、

フ
ォ
ル
ク
を
代
表
し
て
法
形
成
発
展
に
従
事
す
る
、
と
サ
ヴ
ィ
ニ
は
構
想
し
た
。
専
門
法
曹
が
法
形
成
に
つ
い
て
フ
ォ
ル
ク
を
代
表
す
る

に
至
っ
た
時
代
の
典
型
と
さ
れ
る
の
は
、
ロ
ー
マ
帝
政
期
の
い
わ
ゆ
る
古
典
ロ
ー
マ
法
学
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
は
共
和
政
か
ら
帝
政
へ
と
国
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制
を
変
化
さ
せ
た
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、
そ
の
独
特
の
慣
習
法
論
を
媒
介
さ
せ
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
国
制
の
変
化
に
直
接
の
影
響
を
受
け

な
い
、
市
民
法
の
連
続
的
展
開
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
し
た
。
サ
ヴ
ィ
ニ
に
お
け
る
公
法
と
私
法
の
峻
別
論
も
、

ロ
ー
マ
法
史
に
つ
い
て
の
見
通
し
と
綯
い
交
ぜ
に
な
っ
た
、
慣
習
法
に
係
る
か
れ
の
か
よ
う
な
観
方
と
関
連
さ
せ
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い

(
)

。
２サ

ヴ
ィ
ニ
が
生
き
た
時
代
の
ド
イ
ツ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
動
き
と
連
動
し
て
、
政
治
的
に
、
ま
た
知
的
に
、
激
動
し
た
時
代
で

あ
っ
た
。
一
七
七
九
年
に
サ
ヴ
ィ
ニ
は
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
直
前
の
一
七
七
六
年
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
独
立
。
少
年
時
代
で
あ
る
一

七
八
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
勃
発
。
一
八
〇
三
年
に
は
帝
国
代
表
者
会
議
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
領
域
地
図
が
大
き
く
書
き
か
え
ら
れ
る
。

一
八
〇
六
年
に
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
が
終
焉
を
迎
え
る
。
そ
の
後
、
各
州
に
お
い
て
、
改
革
政
策
が
推
し
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
一
八
一
三

年
に
、
ド
イ
ツ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
か
ら
「
解
放
」
さ
れ
る
。
一
八
一
四
年
の
ヴ
ィ
ー
ン
会
議
以
降
、
全
体
と
し
て
は
保
守
的
な
ヴ
ィ
ー
ン

体
制
が
確
立
さ
れ
る
も
の
の
、
一
八
三
〇
年
に
は
七
月
革
命
が
勃
発
。
一
八
四
八
年
に
は
三
月
革
命
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
後
は
、
ド
イ
ツ

に
は
全
体
と
し
て
政
治
的
に
は
根
本
的
保
守
気
分
が
支
配
す
る
一
方
で
産
業
革
命
が
進
展
し
て
ゆ
く
が
、
マ
ル
ク
ス
ら
に
よ
り
、
資
本
主

義
を
根
底
的
に
批
判
す
る
考
察
と
政
治
的
実
践
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
も
忘
れ
る
べ
き
で
な
い

(
)

。
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、
こ
う
し
た
政
治
的
激
動
期

３

を
生
き
た
。
か
か
る
政
治
的
激
動
に
、
と
り
わ
け
一
八
世
紀
末
以
降
一
九
世
紀
前
半
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
知
識
人
た
ち
は
、
敏
感
に
反
応
し

た
。
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
展
開
と
、
こ
れ
に
刺
激
を
受
け
つ
つ
同
時
に
こ
れ
を
凌
駕
し
よ
う
と
い
う
、
次
の
世
代
の
哲
学
者

(

フ
ィ
ヒ

テ
、
シ
ェ
リ
ン
ク
、
ヘ
ー
ゲ
ル
）
の
、
大
い
な
る
知
的
冒
険
の
魅
力
に
、
十
代
の
サ
ヴ
ィ
ニ
が
ま
っ
た
く
無
関
心
で
い
ら
れ
る
は
ず
が
な

か
っ
た
。
ま
た
、
ゲ
ー
テ
、
シ
ラ
、
ヤ
コ
ー
ビ
、
あ
る
い
は
ロ
マ
ン
派
の
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
と
い
っ
た
面
々
の
、
華

麗
に
し
て
複
雑
な
文
藝
的
営
み
に
、
か
れ
が
ま
っ
た
く
無
関
心
で
い
ら
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た

(
)

。
４

こ
う
し
た
歴
史
的
文
脈
を
背
景
に
置
い
て
み
る
だ
け
で
も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
が
公
法
か
ら
私
法
を
独
立
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
概
念

論 説



的
構
成
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
概
念
的
構
成
自
体
に
政
治
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
く
な
る
。
し
か
し
こ
う

し
た
推
測
を
説
得
的
に
論
証
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
史
料
に
の
こ
さ
れ
た
痕
跡
か
ら
離
陸
し
て
自
由
な
空
想
の
羽
を
は
ば
た
か
せ

る
の
で
は
な
く
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
テ
ク
ス
ト
が
他
の
テ
ク
ス
ト
と
形
成
す
る
緊
張
を
孕
ん
だ
関
係
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

そ
の
こ
と
は
現
在
、
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
も
、
必
要
な
作
業
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
サ
ヴ
ィ
ニ
が
私
法
を
公
法
か
ら
独
立
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
て
、
最
近
、
私
法
と
公
法
と
の
関
連
に
着
目
す
る
民
法
学
者
の

考
察
も
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
大
き
な
問
題
が
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
歓
迎
す
べ
き
で
あ
る

(
)

。
し
か
し
、
私
法

５

を
公
法
か
ら
独
立
さ
せ
た
こ
と
の
歴
史
的
含
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
、
区
別
の
存
在
を
前
提
し
た
う
え
で
こ
れ
の
関
係
を
考
究
す

る
、
と
い
う
手
続
を
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
結
局
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
準
備
し
た
土
俵
の
上
で
の
考
察
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
サ
ヴ
ィ
ニ
の
用
意
し

た
土
俵
を
相
対
化
す
る
に
は
、
相
対
化
の
前
に
、
土
俵
そ
の
も
の
を
直
視
し
、
と
き
に
は
拘
泥
し
さ
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

筆
者
が
み
ず
か
ら
に
空
想
を
排
す
る
た
め
に
は
、
現
在
、
筆
者
が
持
っ
て
い
る
空
想
を
仮
説
と
し
て
提
示
し
、
そ
の
当
否
を
史
料
に
即

し
て
点
検
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
誰
し
も
自
ら
の
思
い
込
み
か
ら
完
全
に
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
し

(
)

、
そ
の
こ
と
自
体
は
必

６

ず
し
も
非
難
さ
る
べ
き
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
で
も
、
思
い
込
み
の
反
復
は
、
思
考
の
運
動
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る

(
)

。
そ
こ
で
、
こ
こ
で

７

は
、
わ
た
し
の
思
い
込
み
を
、
歴
史
的
テ
ク
ス
ト
に
曝
し
て
、
長
い
時
間
を
か
け
て
、
傷
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
の
空
想
は
、
こ

う
で
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、
古
代
ロ
ー
マ
に
於
い
て
、
共
和
政
か
ら
帝
政
期
へ
の
国
制
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
市
民
法
が
私

法
と
し
て
継
続
的
展
開
を
遂
げ
た
よ
う
に
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
大
き
な
政
治
的
変
動
、
た
と
え
ば
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
消
滅

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
法
の
継
続
的
展
開
と
い
う
も
の
が
可
能
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
が

こ
う
し
た
構
想
を
得
る
に
あ
た
っ
て
は
、
か
れ
の
提
示
し
た
慣
習
法
論
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
、『
立
法
と
法
学
と
に
向
け
た
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
使
命
に
つ
い
て
』(

一
八
一
四
年

(
)

）
に
表
現
さ

８

れ
る
限
り
で
の
慣
習
法
論
の
、
意
義
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
国
制
と
、
公
法
か
ら
独
立
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
の
「
私
法
」
と
の
関
係

が
ど
う
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
係
る
考
察
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
、
ひ
と
つ
の

(

わ
た
し
に
と
っ
て
）
重
要
な
手
掛
か
り
を
獲
得

し
た
い

(
)

。
公
法
と
切
り
離
さ
れ
た
私
法
と
国
制
と
の
関
係
と
い
う
問
題
領
域
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学
の
な
か
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

９

ば
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る

(
)

。
し
か
し
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
消
滅
後
に
、
な
お
、
ロ
ー
マ
法
を
素
材
と
し
た
民
法
の

10

継
続
的
展
開
を
説
く
サ
ヴ
ィ
ニ
の
見
解
が
、
政
治
史
的
文
脈
と
の
あ
い
だ
に
内
包
す
る
、
あ
る
緊
張
関
係
に
、
歴
史
学
は
、
も
う
少
し
驚

き
と
関
心
と
を
寄
せ
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
極
め
て
体
系
的
な
法
理
解
は
、
一
方
、
そ
れ
以
前
の
普
通

法
に
お
け
る
非
体
系
的
法
理
解
と
自
然
法
的
体
系
思
考
の
併
存

(
)

と
、
際
立
っ
た
相
違
を
見
せ
る
と
同
時
に
、
他
方
、
そ
の
よ
う
な
サ
ヴ
ィ

11

ニ
の
法
理
解
の
与
え
た
後
世
の
私
法
学
に
対
す
る
影
響
力
は
極
め
て
大
き
い
。
す
る
と
、
サ
ヴ
ィ
ニ
が
唱
え
た
私
法
の
独
自
性
説
を
重
視

し
な
い
歴
史
学
は
、
当
時
た
し
か
に
存
在
し
た
、
あ
る
知
的
潮
流
を
全
体
と
し
て
無
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
ん
に
ち
の
日
本
の
法
学
に
於
い
て
、
法
源
論
に
対
す
る
関
心
は
、
低
い
。
商
法
に
於
い
て
は
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
対
す
る
関
心

が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
、
例
外
で
あ
る
。
私
法
に
お
け
る
、
特
別
法
た
る
商
法
に
対
す
る
一
般
法
の
位
置
を
占
め
る
民
法
に
お
い
て
、

一
方
に
民
法
典
改
正
論
議
へ
の
熱
中
が
あ
り
、
他
方
に
個
別
研
究
の
低
下
と
新
手
の
教
科
書
の
隆
盛
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
学
説
や
判
例
、

実
務
を
法
源
論
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
に
つ
い
て
の
関
心
の
低
下
を
、
示
唆
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か

(
)

。
も
っ
と
も
、

12

法
源
論
に
対
す
る
関
心
の
低
下
は
、
極
東
の
一
時
的
な
現
象
で
は
な
い
。

す
で
に
、
一
九
六
〇
年
に
公
刊
さ
れ
た
著
書
『
立
法
理
念
史
研
究

(
)

』
に
お
い
て
、
ス
テ
ン
・
ガ
グ
ネ
ア

(S
ten

G
ag

n
er,1921 -2000

）

13

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
法
源
論
に
対
す
る
関
心
の
低
下
は
、
近
代
に
特
徴
的
な
現
象
で
あ
る
。
近
代
に
お
け
る
主
権
者
に
よ
る
立
法

権
の
独
占
お
よ
び
他
の
法
源

(

裁
判
例
、
学
説
、
慣
習
な
ど
）
に
対
す
る
、
法
律

(G
esetz,lex

,loi,law
,etc.

）
の
法
源
論
的
優
位
が
、

論 説



法
源
論
を
法
律
一
色
で
染
め
上
げ
て
し
ま
う
か
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
現
在
で
は
、「
法
を
法
律
に
よ
っ
て
変
え
た
り
法

律
に
よ
っ
て
新
た
な
法
を
創
出
す
る
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
可
能
か
と
か
、
そ
れ
が
推
奨
す
べ
き
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
問
い
は
、
法
政
策

的
意
義
を
完
全
に
失
っ
た

(
)

」。

14

も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
現
在
の
法
曹
が
、
立
法
以
外
に
よ
る
法
の
実
質
的
変
化
に
全
く
無
頓
着
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。

「
法
を
法
律
に
よ
っ
て
変
え
た
り
法
律
に
よ
っ
て
新
た
な
法
を
創
出
す
る
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
可
能
か
と
か
、
そ
れ
が
推
奨
す
べ
き
こ
と

な
の
か
、
と
い
う
問
い
」
は
、「
実
は
、
あ
る
別
の
形
で
、
再
び
浮
上
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
残
り
続
け
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
巧
み
に
定
め
ら
れ
た
法
律
に
よ
っ
て
契
約
の
領
域
を
整
序
す
る
こ
と
は
、
ど
の
程
度
目
的
に
適
っ
て
い
る
か
、
そ
も
そ
も
可
能
か
、

と
い
っ
た
問
い
に
姿
を
か
え
て
。
こ
の
問
い
と
密
接
に
関
わ
る
問
い
と
し
て
、
例
え
ば
、
法
律
に
大
事
な
の
は
概
念
性
か
そ
れ
と
も
カ
ズ

イ
ス
テ
ィ
ク
か
、
と
い
う
問
い
や
、
民
法
典
の
総
則
の
目
的
合
理
的
如
何
、
と
い
う
問
い
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
一
般
的
な
手
続
と
し
て

原
則
的
に
は
承
認
を
受
け
た
は
ず
の
立
法
と
い
う
営
為
が
、
実
は
突
き
当
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
限
界
が
浮
上
す
る
。
立
法
と
い
う
営
為
を

法
哲
学
的
に
ど
う
性
質
規
定
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
法
社
会
学
的
な
性
質
規
定
の
問
題
に
移
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
も
、
問
い
は
片
付
け
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
現
代
の
法
源
体
系
が
当
然
に
立
法
を
そ
の
中
心

に
据
え
て
い
る
か
ら
こ
の
問
い
は
用
済
み
だ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い

(
)

」。
要
す
る
に
、
現
代
に
お
い
て
も
法
源
論
は
、
国
家
制
定
法
中
心

15

主
義
に
よ
っ
て
片
が
つ
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

(

１)

本
稿
が
分
析
対
象
と
す
る
典
拠
に
お
い
て
、
法
律
と
い
う
語
は
、G

esetz

に
対
応
し
、
実
定
法
と
い
う
語
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、

p
ositiv

es
R
ech

t

に
対
応
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
法
律
の
語
に
鋭
く
対
立
し
得
る
。

(

２)

な
お
、
公
法
学
に
つ
い
て
、
慣
習
法
論
に
着
目
す
る
最
近
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
石
川
健
治
「
憲
法
変
遷
論
評
註
」
藤
田
宙
靖
・
髙
橋
和
之
編

『
憲
法
論
集
』(

二
〇
〇
四
）、
七
四
五
―
七
八
五
頁
所
収
、
特
に
七
六
二
頁
以
下
が
あ
る
の
で
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
よ
り
大
き
な
歴
史
的
文
脈

を
把
握
す
る
に
有
益
な
文
献
と
し
て
、S

tolleis,
M

.,
D

ie
H

istorisch
e

S
ch

u
le

u
n
d

d
as

offen
tlich

e
R
ech

t,
in

:
d
ers.,

K
on

stitu
tion

u
n
d

『使命』における、サヴィニの慣習法論について（守矢）



In
terv

en
tion

.
S
tu

d
ien

zu
r

G
esch

ich
te

d
es

offen
tlich

en
R
ech

ts
im

19.
Jah

rh
u
n
d
ert,

2001,
33 -46.

(

３)

邦
語
文
献
で
基
本
的
な
の
は
、
成
瀬
・
山
田
・
木
村
編
『
ド
イ
ツ
史
２
―
―
一
八
六
八
年
〜
一
八
九
〇
年
―
―
』(

一
九
九
六
）。

(
４)

サ
ヴ
ィ
ニ
の
こ
う
し
た
面
に
光
を
あ
て
た
最
近
の
仕
事
と
し
て
、
以
下
を
挙
げ
た
い：

R
u
ck

ert,
J.,

Id
ealism

u
s,

Ju
risp

ru
d
en

z
u
n
d

P
olitik

b
ei

F
ried

rich
C

arl
v
on

S
av

ig
n
y
,

1984
;

d
ers.,

S
av

ig
n
y-S

tu
d
ien

2011
;

村
上
淳
一
『
仮
想
の
近
代
』(

一
九
九
二)；

和
仁
陽

「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
・
ギ
ュ
ン
ダ
ー
ロ
ー
デ
・
ク
ラ
イ
ス
ト
」
海
老
原
明
夫
編
『
法
の
近
代
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』(

一
九
九
三
）、
二
二
一
―
二
四
三
頁

所
収；

N
orr,

D
.,

S
av

ig
n
y
s

p
h
ilosop

h
isch

e
L
eh

rjah
re.

E
in

V
ersu

ch
,

1994
;

K
iefn

er,
H

.,
Id

eal
w

ird
,

w
as

N
atu

r
w

ar.

A
b
h
an

d
lu

n
g
en

zu
r

P
riv

atrech
tsg

esch
ich

te
d
es

sp
a ten

18.
u
n
d

d
es

19.
Jah

rh
u
n
d
erts,

1997
;

M
oriy

a,
K

.,
S
av

ig
n
y
s

G
ed

an
k
e

im

R
ech

t
d
es

B
esitzes,

2003.

も
っ
と
も
、
思
想
史
的
政
治
史
的
な
影
響
が
法
学
的
な
著
作
に
単
純
に
反
映
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
上

記
の
各
研
究
も
よ
く
意
識
し
て
い
る
。
た
だ
、
部
分
的
に
は
上
山
安
敏
の
仕
事
の
批
判
的
検
討
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
可
能
な
限
り
史
料
に
即
し

て
、
法
実
務
と
法
学
の
距
離
、
概
念
史
、
法
学
教
育
の
在
り
方
の
大
き
な
歴
史
―
―
す
な
わ
ち
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
考
察
に
先
ん
じ
た
考
察
と
サ
ヴ
ィ

ニ
の
考
察
以
後
に
あ
ら
わ
れ
た
考
察
と
の
双
方
―
―
を
、
具
体
的
な
法
的
論
点
に
即
し
て
踏
ま
え
な
が
ら
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
法
的
考
察
に
つ
い
て
、

精
密
且
つ
射
程
の
長
い
認
識
を
提
出
し
た
、
石
部
雅
亮
の
一
連
の
論
文
が
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
か
か
る
研
究
は
欧
語
に
も
管
見
の

限
り
類
例
を
見
な
い
、
石
部
雅
亮
「
法
典
と
法
律
学
」

〜

、
そ
れ
ぞ
れ
法
学
雑
誌
二
七
巻

(

一
九
八
一
）、
三
六
九
―
四
〇
八
頁
、
同
二
八

巻

(

一
九
八
二
）、
四
三
―
七
二
頁
、
同
二
九
巻

(

一
九
八
三
）、
四
四
三
―
四
七
四
頁
所
収；

同
「
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
講
義
に
つ
い

て
」
法
学
雑
誌
三
一
巻

(

一
九
八
五
）、
八
二
九
―
八
八
四
頁
所
収；

同
「
法
律
の
解
釈
に
つ
い
て
」
原
島
重
義
編
『
近
代
私
法
学
の
形
成
と
現

代
法
理
論
』(

一
九
八
八
）、
五
七
―
一
一
七
頁
所
収；
同
「
い
わ
ゆ
る
『
法
典
論
争
』
の
再
検
討
」
法
学
雑
誌
三
九
巻

(

一
九
九
三
）、
四
四
五

―
四
六
七
頁
所
収；

同
「『
実
務
法
学
』(P

rak
tisch

e
R

ech
tsg

eleh
rsam

k
eit

）
に
つ
い
て
」
海
老
原
明
夫
編
『
法
の
近
代
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』

(

一
九
九
三
）、
一
三
七-

一
六
六
頁
所
収；

同
「
啓
蒙
期
自
然
法
学
か
ら
歴
史
法
学
へ
」
河
内
他
編
『
市
民
法
学
の
歴
史
的
・
思
想
的
展
開
』(

二

〇
〇
六
）、
一
五
三
―
二
〇
一
頁
所
収
。
ま
た
、
石
部
・
笹
倉
『
法
の
歴
史
と
思
想
』(

一
九
九
五
）、
特
に
一
〇
七
―
一
二
一
頁

(

第
八
章
石
部

担
当
部
分
）。
歴
史
学
と
古
代
史
学
、
お
よ
び
史
学
史
に
着
目
す
る
観
点
か
ら
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
占
有
論
を
方
法
史
的
に
分
析
す
る
と
い
う
興
味
深

い
試
み
も
ま
た
、
邦
語
文
献
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
、
木
庭
顕
「S

av
ig

n
y

に
よ
る
占
有
概
念
の
構
造
転
換
と
そ
の
射
程
」
海
老
原
編

『
法
の
近
代
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』(

一
九
九
三
）、
一
六
七
―
一
九
一
頁
所
収
。
た
だ
、
こ
の
研
究
は
方
法
的
負
荷
が
や
や
重
た
い
。
テ
ク
ス
ト
の

し
っ
か
り
し
た
解
読
を
通
じ
て
、
精
度
を
一
層
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
貴
重
な
素
材
を
提
供
す
る
の
は
、V

an
o,

C
.,

Il
n
ostro

au
ten

tico
G
aio

S
trateg

ie
d
ella

scu
ola

storica
alle

orig
in

i
d
ella

rom
an

istica
m

od
ern

a,
2000

;
d
ies.,

D
er

G
aiu

s
d
er

H
istorisch

en

論 説



R
ech

tssch
u
le,

2008.

後
者
は
前
者
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
あ
る
が
、
部
分
的
な
改
訂
を
含
ん
で
い
る
。
な
お
最
近
、
ド
イ
ツ
語
で
は

R
eu

tter,
W

.

P
.,

O
b
jek

tiv
W

irk
lich

es
in

F
ried

rich
C
arl

v
on

S
av

ig
n
y
s

R
ech

tsd
en

k
en

,
R

ech
tsq

u
ellen-

u
n
d

M
eth

od
en

leh
re,

2011

が
あ
ら
わ

れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

M
oriy

a,
K

.,
R

ez.
zu

d
iesem

W
erk

e,
in

:
Z
S
S

rom
.

A
b
t.

130.
B

d
.(2013),

716 -723.

(

５)
山
本
敬
三
「
現
代
社
会
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
私
的
自
治
」

法
学
論
叢
一
三
三
巻
四
号

(

一
九
九
三
）、
一-

二
〇
頁
、
同
一
三
三

巻
五
号

(

一
九
九
三
）、
一-

二
九
頁
所
収；

同
「
憲
法
と
民
法
の
関
係
」
法
学
教
室
一
七
一
号

(

一
九
九
四
）、
四
四-

五
一
頁
所
収
な
ど
が
、
最

近
の
議
論
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
、
山
本
敬
三
「
憲
法
・
民
法
関
係
論
の
展
開
と
そ
の
意
義
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究

V
ol.

5

(

二
〇
一
〇
）、
一-

二
九
頁
。
山
本
は
、
上
記
「
現
代
社
会
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
私
的
自
治
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
私
法
の
中
心
に
あ
る

民
法
典
は
ま
さ
に
国
家
法
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
憲
法
の
拘
束
を
受
け
な
い
か
の
よ
う
に
言
う
の
は
不
正
確
で
は
な
い
か
」(

四
頁
）
と
問
い
を

投
げ
か
け
て
い
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
、
民
法
典
が
私
法
の
中
心
に
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
本
稿
で
も
示
さ
れ
る
通
り
、
容
易
に
解
決
の
で
き
な

い
問
題
で
あ
る
。
な
お
、
来
栖
三
郎
は
、
契
約
法
を
考
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
徹
底
し
た
実
態
調
査
を
基
礎
と
し
た
こ
と
も
こ
こ
で
想
起
し
て
お

き
た
い
。

(

６)

プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』(

プ
ラ
ト
ン
全
集
一
一
、
一
九
七
六
年
）、
特
に
第
七
巻
。

(

７)
D

eleu
ze,

G
,

D
ifferan

ce
et

rep
etition

,
1968.

(

８)
S
av

ig
n
y
,
F

.C
.,

V
om

B
eru

f
u
n
srer

Z
eit

fu
r

G
esetzg

eb
u
n
g

u
n
d

R
ech

tsw
issen

sch
aft,

1814.

こ
の
著
作
に
限
り
、
以
下
の
引
用
は

S
av

ig
n
y
,

B
eru

f

と
簡
略
に
記
す
。

(

９)

サ
ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
を
包
括
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、『
使
命
』
を
読
む
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
す
で
に
、
山
田
晟
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

に
お
け
る
慣
習
法
」
法
協
六
八
巻
一
号

(

一
九
五
〇
）、
一-

四
一
頁
所
収
、
が
あ
り
、
重
要
。
な
お

M
oriy

a,
K

.,
Z
u
m

rom
isch

en

G
ew

oh
n
h
eitsrech

t
b
ei

G
eorg

F
ried

rich
P
u
ch

ta,
in

:
Z
R

G
rom

.
A

b
t.

128
(2011),

298 -338.

(
)

重
要
な
研
究
の
蓄
積
は
存
在
す
る
。
た
だ
、
広
義
の
意
味
で
、
公
法
学
者
あ
る
い
は
国
制
史
学
者
の
手
に
な
る
も
の
が
多
く
、
私
法
学
者
が
特

別
の
関
心
を
持
っ
て
研
究
す
る
場
合
が
少
な
い
よ
う
に
見
え
る：

B
u
llin

g
er,

M
.,

O
ffen

tlich
es

R
ech

t
u
n
d

P
riv

atrech
t,

1968
:

G
ag

n
er,

S
.,

U
b
er

V
orau

ssetzu
n
g
en

ein
er

V
erw

en
d
u
n
g

d
er

S
p
rach

form
el

O
ffen

tlich
es

R
ech

t
u
n
d

P
riv

atrech
t

im
k
an

on
istisch

en

B
ereich

(zu
erst

1967),
in

:
d
ers.,

A
b
h
an

d
lu

n
g
en

zu
r

eu
rop

a isch
en

R
ech

tsg
esch

ich
te,

h
g
.
v
on

J.
R
u
ck

ert,
M

.
S
tolleis

u
n
d

M
.

K
riech

b
au

m
,
2004,

121 -161
;

G
rim

m
,
D

.,
Z
u
r

p
olitisch

en
F

u
n
k
tion

d
er

T
ren

n
u
n
g

v
on

offen
tlich

em
u
n
d

p
riv

atem
R

ech
t

in

D
eu

tsch
lan

d
,
in

:
S
tu

d
ien

zu
r

eu
rop

a isch
en

R
ech

tsg
esch

ich
te,

h
g
.
W

.
W

ilh
elm

,
1972,

224 -242
;

村
上
淳
一
『
近
代
法
の
形
成
』(

一

『使命』における、サヴィニの慣習法論について（守矢）



九
七
九
）、
そ
の
第
三
章；

S
ch

rod
er,

J.,
P
riv

atrech
t

u
n
d

offen
tlich

es
R
ech

t.
Z
u
r

E
n
tw

ick
lu

n
g

d
er

m
od

ern
en

R
ech

tssy
stem

atik
in

d
er

N
atu

rrech
tsleh

re
d
es

18.
Jah

rh
u
n
d
erts,

in
:

F
estsch

rift
fu

r
Joach

im
G
ern

h
u
b
er

zu
m

70.
G

eb
u
rtstag

,
h
g
.
v
on

H
.
L
an

g
e,

1993,
961 -974

;
S
tolleis,

M
.,

G
esch

ich
te

d
es

offen
tlich

en
R
ech

ts
in

D
eu

tsch
lan

d
,
2.

B
d
.,

1992,
b
es.

51 -53
;

d
ers.,

O
ffen

tlich
es

R
ech

t
u
n
d

P
riv

atrech
t

im
P
roze

d
er

E
n
tsteh

u
n
g

d
es

m
od

ern
en

S
taates,

in
:

O
ffen

tlich
es

R
ech

t
u
n
d

P
riv

atrech
t

als

w
ech

selseitig
e

A
u
ffan

g
ord

n
u
n
g
en

,
h
g
.
v
.
W

.
H

offm
an

n-R
iem

u
n
d

E
.
S
ch

m
id

t-A
m

an
n
,
1996,

41 -61
;

石
部
「
啓
蒙
期
自
然
法
学

か
ら
歴
史
法
学
へ
」(

前
掲
註
４
）、
特
に
一
八
一
―
一
八
五
頁
。

(
)

尤
も
、
自
然
法
概
念
が
一
八
世
紀
の
後
半
に
入
っ
て
、
経
験
主
義
に
か
な
り
親
和
的
に
な
る
た
め
、
本
文
に
お
け
る
説
明
は
、
便
宜
的
な
も
の

に
過
ぎ
な
い
。
自
然
法
概
念
の
変
質
に
つ
い
て
はT

h
iem

e,
H

.,
D

ie
Z
eit

d
es

sp
aten

N
atu

rrech
ts,

in
:

Z
S
S

g
erm

.
A

b
t.,

B
d
.
56
(1936),

228 -263
;

d
ers.,

N
atu

rrech
t

u
n
d

d
ie

eu
rop

aisch
e

P
riv

atrech
tsg

esch
ich

te,
1947

;

磯
村
哲
「『
ル
ソ
ー
と
自
然
法
学
』
序
説
」
法
学
論

叢
六
〇
巻

(

一
九
五
四
）、
一
―
一
九
頁；

同
「
啓
蒙
期
自
然
法
理
論
の
現
代
的
意
義
」(

初
出
一
九
五
六
）
同
『
社
会
法
学
の
展
開
と
構
造
』

(

一
九
七
五
）、
一
二
一
―
一
四
五
頁
所
収；

石
部
雅
亮
『
啓
蒙
的
絶
対
主
義
の
法
構
造
』(

一
九
六
九
）、
特
に
一
二
五
―
一
三
九
頁；

石
部
「
法

典
と
法
律
学

」(

前
掲
註
４
）、
特
に
三
七
七
―
三
九
二
頁；

同
「
啓
蒙
期
自
然
法
学
か
ら
歴
史
法
学
へ
」(

前
掲
註
４
）、
特
に
一
七
一
―
一

八
一
頁；

K
lip

p
el,

D
.,

P
olitisch

e
F
reih

eit
u
n
d

F
reih

eitsrech
te

im
d
eu

tsch
en

N
atu

rrech
t

d
es

18.
Jah

rh
u
n
d
erts,

1976
;

S
ch

rod
er,

J.,
N

atu
rrech

t
b
rich

t
p
ositiv

es
R
ech

t
in

d
er

R
ech

tsth
eorie

d
es

18.
Jah

rh
u
n
d
erts?,

in
:

S
taat,

K
irch

e,

W
issen

sch
aft

in
ein

er
p
lu

ralistisch
en

G
esellsch

aft,
h
g
.

v
on

D
.

S
ch

w
ab

et
al.,

1993,
419 -433

;
d
ers.

u
n
d

P
ielem

ey
er,

I.,

N
atu

rrech
t

als
L
eh

rfach
an

d
en

d
eu

tsch
en

U
n
iv

ersitaten
d
es

18.
u
n
d

19.
Jah

rh
u
n
d
erts,

in
:

N
atu

rrech
t

S
p
atau

fk
lar-

u
n
g

R
ev

olu
tion

,
h
g
.

v
on

O
.

D
an

n
u
n
d

D
.

K
lip

p
el,

1995,
255 -269.

(
)

戦
後
の
日
本
の
民
法
学
は
法
社
会
学
に
深
い
関
心
を
示
し
た
。
そ
も
そ
も
日
本
に
お
い
て
、
法
学
は
社
会
科
学
の
一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾

向
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、Ish

ib
e,

M
.,

N
eu

ere
d
eu

tsch
e

R
ech

tsg
esch

ich
te

in
Jap

an
.
1.

T
eil:

V
on

1880
b
is

1980,
in

:
Z
N

R
27

(2005),
62 -76.

こ
の
論
文
に
は
、
戦
後
に
お
け
る
民
法
と
法
社
会
学
の
深
い
関
係
に
つ
い
て
も
重
要
な
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
う

え
で
、M

oriy
a,

K
.,

N
eu

ere
d
eu

tsch
e

R
ech

tsg
esch

ich
te

in
Jap

an
.
2.

T
eil:

V
on

1980
b
is

zu
r

G
eg

en
w

art,
in

:
Z
N

R
31
(2009),

95 -131,
b
es.

100
f.

に
お
い
て
、
星
野
英
一
以
降
、
民
法
学
の
―
―
川
島
武
宜
ら
の
強
烈
な
影
響
に
対
す
る
反
動
と
し
て
は
理
解
で
き
な
い
わ
け

で
は
な
い
―
―
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
願
望
が
、
副
作
用
と
し
て
隣
接
諸
科
学
へ
の
関
心
の
低
下
を
招
く
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
な
お
、
磯

村
哲
の
仕
事
の
個
別
研
究
と
し
て
、
守
矢
健
一
「
日
本
に
お
け
る
解
釈
構
成
探
求
の
一
例
―
―
磯
村
哲
の
法
理
論
の
形
成
過
程
―
―
」
松
本
・
野

論 説



田
・
守
矢
編
『
法
発
展
に
お
け
る
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
意
義
』(

二
〇
一
〇
）、
三
―
二
七
頁
。

(
)

G
ag

n
er,

S
.,

S
tu

d
ien

zu
r

Id
een

g
esch

ich
te

d
er

G
esetzg

eb
u
n
g
,
1960.

か
つ
て
筆
者
は
こ
の
著
作
の
題
名
を
『
立
法
に
関
す
る
思
想
史

の
研
究
』
と
訳
し
た
こ
と
が
あ
る
、
守
矢
健
一
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
学
が
採
っ
た
、
過
去
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
」
村
上
淳
一
編
『
法
律
家
の

歴
史
的
素
養
』(

二
〇
〇
三
）、
三
―
一
九
頁
所
収
、
三
頁
以
下
。
し
か
し
、
ガ
グ
ネ
ア
は

Id
een

g
esch

ich
te

を
、Id

ea

の
歴
史
と
考
え
て
い
る

こ
と
が
明
白
な
の
で
、
こ
れ
を
「
思
想
」
の
歴
史
と
捉
え
る
の
は
、
焦
点
が
ず
れ
て
お
り
、
こ
の
機
に
訂
正
し
た
い
、v

g
l.,

G
ag

n
er,

Id
een

g
esch

ich
te,

54
f.

ガ
グ
ネ
ア
が
本
書
で
し
ば
し
ば

Id
eolog

ie

と
い
う
語
を
用
い
て
い
て
も
、
日
本
語
と
し
て
一
般
に
流
通
す
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
意
味
と
必
ず
し
も
同
義
に
用
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
立
法
のId

ea

の
学
、
と
い
う
含
意
を
狙
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
理
念
史
」

と
訳
し
た
所
以
で
あ
る
。

(
)

O
p
.

cit.
52

f.

(
)

O
p
.

cit.
53.二

．
ガ
グ
ネ
ア
の
『
使
命
』
理
解
の
紹
介
と
、
そ
れ
へ
の
疑
問

二-

１：

実
務
へ
の
関
心
と
歴
史
学

さ
て
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
近
代
国
家
の
貫
徹
と
と
も
に
、
公
式
の
法
源
理
論
は
法
律
実
証
主
義
の
単

色
に
染
め
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
直
前
の
一
九
世
紀
の
初
頭
、
近
代
的
歴
史
学
の
誕
生

(

ヴ
ォ
ル
フ
、
ニ
ー
ブ
ー
ア
、
ラ
ン

ケ
）
と
相
俟
っ
て
、
ま
さ
し
く
法
政
策
的
な
議
論
の
局
面
で
、
多
層
的
な
法
源
論
の
展
開
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
議
論
の
顕
著
な
例
が
、

サ
ヴ
ィ
ニ
の
『
使
命
』
で
あ
る
―
―
ガ
グ
ネ
ア
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る

(
)

。
16

ガ
グ
ネ
ア
は
『
立
法
理
念
史
研
究
』
の
冒
頭
の
箇
所
に
お
い
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
『
使
命
』
の
叙
述
の
理
論
史
的
な
側
面
に
つ
い
て
、
こ

ん
に
ち
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
最
も
徹
底
し
た
分
析
と
解
釈
と
の
一
例
を
提
示
し
た
。『
立
法
理
念
史
研
究
』
の
中
心
課
題
は
、
一
二
世

紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
立
法
理
論
を
、
そ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
受
容
の
あ
り
方
に
特
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
に

『使命』における、サヴィニの慣習法論について（守矢）



あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
、
一
見
、
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
る

(
)

。
だ
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
も
か
か
る
徹
底
し
た
分
析
を

17

行
う
こ
と
を
か
れ
が
自
ら
に
課
し
た
の
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
『
使
命
』
を
基
本
的
に
歴
史
的
多
層
性
に
お
い
て
理
解
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ガ
グ
ネ
ア
は
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
も
依
拠
し
つ
つ

(
)

、
史
料
を
し
て
語
ら
し
め
る
方
法
を
終
始
一
貫
し
て
と
り
続
け
た

(
)

。
こ
の
方

18

19

法
は
す
で
に
『
立
法
理
念
史
研
究
』
の
全
体
を
も
貫
い
て
い
る
。
ガ
グ
ネ
ア
は
、
も
と
も
と
法
実
務
に
対
す
る
関
心
を
隠
さ
な
か
っ
た

(
)

。
20

し
か
し
か
れ
は
、
法
実
務
に
対
す
る
関
心
と
同
じ
よ
う
に
、
一
三
世
紀
の
史
料
に
も
関
心
を
持
っ
た

(
)

。
過
去
の
こ
と
は
現
在
よ
り
遠
い
、

21

と
い
う
紋
切
型
は
、
か
れ
に
は
通
用
し
な
か
っ
た
。
か
よ
う
な
態
度
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
歴
史
的
史
料
の
解
釈
を
現
在
の
問

題
に
引
き
つ
け
過
ぎ
る
こ
と
の
危
険
と
い
う
問
題
が
、
単
な
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
関
心
を
越
え
た
切
実
な
重
要
性
を
持
つ
に
い
た
る
。
む

し
ろ
、
過
去
に
よ
っ
て
現
在
と
い
う
も
の
の
自
明
性
を
動
揺
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い

(
)

。
現
在
の
自
明
性
と
は
自
ら
が
抱
く
思
い
な
し
そ
の
も

22

の
で
あ
ろ
う

(
)

。
自
ら
が
関
心
を
抱
く
史
料
に
と
こ
と
ん
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
史
料
に
対
し
て
抱
く
先
入
見
が
裏
切
ら
れ
る

23

瞬
間
を
、
待
つ
こ
と
、
不
意
打
ち
を
食
ら
う
こ
と
、
こ
れ
が
、
か
れ
に
と
っ
て
、
か
れ
が
批
判
的
な
歴
史
研
究
を
す
る
以
上
は
、
切
実
な

重
要
性
を
帯
び
た
の
で
あ
る

(
)

。
24

さ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
『
使
命
』
で
は
、
ガ
グ
ネ
ア
の
作
品
と
同
様
に
、「
立
法
」
と
い
う
主
題
に
対
し
て
歴
史
的
な
考
察
が
為
さ
れ
る

と
サ
ヴ
ィ
ニ
自
身
が
宣
言
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
は
、
こ
の
主
題
に
対
し
て
明
確
に
法
政
策
的
な
価
値
に
か
か
る
判
断
が
、

論
証
を
経
た
帰
結
と
し
て
下
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
事
法
に
関
し
て
、
立
法
に
凡
そ
反
対
で
あ
る
、
と
い
う
著
名
な
判
断
で
あ
る
。

従
っ
て
、
ガ
グ
ネ
ア
に
と
っ
て
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
に
お
け
る
政
策
的
判
断
と
歴
史
的
考
察
と
の
関
係
を
分
析
し
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
政
策
的
判
断

が
何
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
、
歴
史
的
考
察
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
捉
え

る
必
要
が
あ
っ
た
。

サ
ヴ
ィ
ニ
が
、
法
の
成
立
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
知
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
ガ
グ
ネ
ア
は
、『
使
命
』
の
綿
密
な
読

論 説



み
を
基
礎
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
整
理
を
行
う
。
か
れ
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、
法
の
成
立
に
つ
い
て
、
お
お
よ
そ
三
つ
の

異
な
っ
た
見
解
を
知
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
、
理
性
法
的
な
立
場

(
)

、
法
律
実
証
主
義
的
な
立
場

(
)

、
慣
習
法
的
な
立
場

(
)

、
で
あ
る
。

25

26

27

サ
ヴ
ィ
ニ
が
、
慣
習
法
的
な
立
場
か
ら
、
法
典
編
纂
肯
定
論
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
、
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ガ
グ
ネ
ア
は
、
サ

ヴ
ィ
ニ
が
単
に
そ
の
よ
う
な
法
政
策
的
な
立
場
を
闡
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
法
典
編
纂
肯
定
論
の
系
譜
に
、
理
性
法
的
な
そ
れ
と
法
律
実

証
主
義
的
な
そ
れ
と
が
あ
る
こ
と
を
分
析
的
に
区
別
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
、
ガ
グ
ネ
ア
は
、
法
政
策
的
な
考

察
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
歴
史
家
サ
ヴ
ィ
ニ
が
ひ
ょ
い
と
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
瞬
間
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、
理
性
法
的
な
法

典
編
纂
論
も
、
法
律
実
証
主
義
的
な
法
典
編
纂
論
も
、
共
に
攻
撃
の
対
象
と
す
る
わ
け
だ
が
、
双
方
の
立
場
を
一
纏
め
に
し
て
批
判
し
た

わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
法
生
成
論
に
異
な
っ
た
立
場
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
か
は

サ
ヴ
ィ
ニ
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ガ
グ
ネ
ア
に
よ
れ
ば
、
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、
単
に
、

法
政
策
論
の
次
元
で
法
典
編
纂
論
に
反
対
し
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ガ
グ
ネ
ア
の
サ
ヴ
ィ
ニ
に
は
、「
法
を
法
律
に
よ
っ
て
変
え
た
り

法
律
に
よ
っ
て
新
た
な
法
を
創
出
す
る
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
可
能
か
と
か
、
そ
れ
が
推
奨
す
べ
き
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
﹇
理
論
的
な
﹈

問
い
は
、
法
政
策
的
に
、
全
く
ど
う
で
も
よ
い
も
の
」
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
考
究
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、
人
為
的
な
立
法
に
よ
ら
な
い
、
連
続
的
な
慣
習
法
的
法
発
展
こ
そ
を
健
全
な
法

発
展
だ
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
理
性
法
的
か
法
律
実
証
主
義
的
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
よ
そ
法
典
編
纂
論
に
、
全
体
と
し
て

反
対
す
る
。
こ
の
点
に
、
ガ
グ
ネ
ア
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
立
論
の
、
い
わ
ば
歴
史
学
的
弱
点
が
あ
っ
た
と
批
判
的
に
指
摘
す
る
。
ガ
グ
ネ
ア

の
所
論
を
、
以
下
に
、
や
や
立
ち
入
っ
て
再
構
成
し
て
み
よ
う
。

『使命』における、サヴィニの慣習法論について（守矢）



二-

２：

ガ
グ
ネ
ア
の
サ
ヴ
ィ
ニ
理
解

も
と
よ
り
一
九
世
紀
後
半
に
お
よ
び
、
理
性
法
的
立
法
論
は
、
法
律
実
証
主
義
の
貫
徹
と
と
も
に
事
実
上
の
説
得
力
を
も
失
っ
て
ゆ
く
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
一
三
世
紀
後
半
以
降
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
受
容
を
媒
介
し
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
人
為
的
立
法
の
理
論

は
、
形
而
上
学
的
秩
序
論
の
打
破
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
ガ
グ
ネ
ア
の
『
立
法
理
念
史
研
究
』
の
全
体
を
貫
く
も
っ
と

も
重
要
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る

(
)

。
理
性
法
的
立
法
論
は
、
形
而
上
学
的
秩
序
論
の
一
つ
の
変
奏
に
過
ぎ
な
い
。
理
性
法
的
法
典
編
纂
論
は
、
理

28

性
に
反
す
る
立
法
に
対
し
て
は
拒
否
的
に
反
応
す
る
。
他
方
、
法
律
実
証
主
義
的
法
典
編
纂
論
は
、
理
性
と
い
っ
た
形
而
上
学
的
枠
組
を

そ
も
そ
も
想
定
し
な
い
。
よ
っ
て
、
理
性
法
的
法
典
編
纂
論
と
法
律
実
証
主
義
的
法
典
編
纂
論
と
を
立
法
理
論
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
す

る

(

そ
の
う
え
で
両
者
の
法
典
編
纂
論
に
全
体
と
し
て
反
対
す
る
）
こ
と
は
、
原
理
的
に
は
到
底
で
き
な
い
は
ず
だ
。
こ
の
よ
う
に
ガ
グ

ネ
ア
は
考
え
る
。
で
は
サ
ヴ
ィ
ニ
に
そ
れ
が
で
き
た
の
は
な
ぜ
か
。
ガ
グ
ネ
ア
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
が
、
形
而
上
学
的
思
考
法
に
依
然
と
し
て

拘
泥
し
て
い
た
た
め
に
、
立
法
理
論
そ
の
も
の
に
敵
対
的
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
理
解
す
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
も
、
か
か
る

形
而
上
学
的
思
考
法

(

こ
こ
で
は
特
に
、
観
念
論
哲
学
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
、
と
り
わ
け
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
）
の
発
露
の
ひ
と
つ
と
し
て
ガ

グ
ネ
ア
は
解
釈
す
る
の
で
あ
る

(
)

。
形
而
上
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
足
を
と
ら
れ
た
た
め
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
に
は
、
一
方
、
慣
習
法
論
と
理
性

29

法
的
法
典
編
纂
論
と
の
形
而
上
学
的
共
通
性
が
看
過
さ
れ

(
)

、
他
方
、
法
律
実
証
主
義
と
理
性
法
と
の
区
別
を
最
終
的
に
軽
視
し
両
者
を
立

30

法
理
論
と
断
じ
て
こ
れ
に
拒
否
的
な
態
度
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
ガ
グ
ネ
ア
の
サ
ヴ
ィ
ニ
理
解
な
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
ガ
グ
ネ
ア
の
サ
ヴ
ィ
ニ
理
解
は
、
か
れ
の
周
到
な
中
世
法
学
分
析
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
正
面
か
ら
検
討
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
サ
ヴ
ィ
ニ
も
そ
こ
に
吸
収
さ
れ
得
る
と
ガ
グ
ネ
ア
が
考
え
る
と
こ
ろ
の
、
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
に
は
、
戦
後
に
至
っ
て

も
隠
然
た
る
影
響
力
が
法
学
を
め
ぐ
る
言
説
に
看
取
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
か
れ
の
基
本
的
な
評
価
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
評
価
に

刺
激
さ
れ
て
、
優
れ
た
法
学
現
代
史
研
究
が
か
れ
の
弟
子
た
ち

(

シ
ュ
ト
ル
ア
イ
ス
、
リ
ュ
ケ
ァ
ト
な
ど

(
)

）
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
に

31

論 説



な
っ
た
。

ま
た
、
ガ
グ
ネ
ア
の
サ
ヴ
ィ
ニ
理
解
は
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
し
て
、
お
お
よ
そ
穏
当
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ヴ
ィ
ニ
は
一
方

で
た
し
か
に
、
理
性
法
論
と
法
律
実
証
主
義
と
の
ず
れ
を
察
知
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、「
ド
イ
ツ
諸
邦
に
共
通
し
て

妥
当
す
る
法
典
」
を
新
た
に
構
想
し
よ
う
と
い
う
意
見
は
、「
二
つ
の
意
味
で
歴
史
的
な
脈
絡
に
お
い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

(
)

」、
と

32

言
っ
て
い
る
。
歴
史
的
な
脈
略
の
ひ
と
つ
は
、
係
る
意
見
が
、
一
八
世
紀
中
葉
以
降
に
多
く
見
ら
れ
た
法
典
編
纂
の
提
案
と
密
接
に
関
連

す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
歴
史
的
特
性
と
は
凡
そ
無
縁
た
る
べ
く
、
ま
た
純
然
た
る
抽
象
性
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ

り
、
ど
の
民
族
に
も
、
そ
し
て
ど
の
時
代
に
も
、
同
じ
く
有
用
た
る

(
)

」
べ
き
も
の
と
し
て
の
法
典
が
構
想
さ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
で

33

あ
る
。
こ
れ
が
、
お
お
よ
そ
、
理
性
法
的
な
法
生
成
論
に
対
応
す
る

(
)

。
34

引
き
続
き
、
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、「
ド
イ
ツ
諸
邦
に
共
通
し
て
妥
当
す
る
法
典
」
を
理
解
す
る
に
資
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
歴
史
的
脈
絡
の
明

確
化
を
行
う
。
曰
く：

「
第
二
に
、
右
に
紹
介
し
た
法
典
提
案
は
、
ド
イ
ツ
の
法
曹
の
大
多
数
に
予
て
よ
り
支
配
的
な
、
凡
そ
実
定
法
の

成
立
に
つ
い
て
の
あ
る
総
論
的
見
解
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
通
常
は
、
凡
そ
法
は
法
律
に
よ
っ
て
、
つ
ま

り
最
高
の
国
権
が
公
布
し
た
規
範
に
よ
っ
て
、
成
立
す
る
と
さ
れ
る

(
)

」。
こ
の
よ
う
な
法
律
実
証
主
義
的
法
把
握
の
起
源
は
、
理
性
法
的

35

思
考
よ
り
も
古
く
か
ら
存
在
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
理
性
法
的
思
考
と
対
立
し
さ
え
す
る
、
と
、
サ
ヴ
ィ
ニ
は
説
く

(
)

。
た
だ
し
こ
れ
に
続

36

け
て
か
れ
は
言
う：

「
し
か
し
両
見
解
が
仲
良
く
共
存
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
か
っ
た

(
)

」。

37

そ
の
限
り
で
、
ガ
グ
ネ
ア
の
サ
ヴ
ィ
ニ
理
解
に
は
問
題
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
こ
の
理
解
に
基
づ
い
た
、
か
れ
の
サ
ヴ
ィ
ニ
批

判
は
適
切
か
。
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
理
性
法
の
立
場
か
ら
法
律
実
証
主
義
を
批
判
し
た
の
で
は
な
い
。
慣
習
法
論
の
立
場

か
ら
、
理
性
法
の
立
場
お
よ
び
法
律
実
証
主
義
の
立
場
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
ガ
グ
ネ
ア
に
お
け
る
サ
ヴ
ィ
ニ
批
判
の
立
論
の
根
幹
に

は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
を
基
本
的
に
形
而
上
学
と
捉
え
る
観
方
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
の
解
釈
が
そ
も
そ
も
当
た
っ
て

『使命』における、サヴィニの慣習法論について（守矢）



い
る
か
ど
う
か
な
の
で
あ
る

(
)

。
サ
ヴ
ィ
ニ
の
テ
ク
ス
ト
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
ガ
グ
ネ
ア
は
立
法
理
論
の
系
譜
を
辿
り
、
現
代
に
お
い
て

38

支
配
的
な
、
法
律
実
証
主
義
の
生
成
過
程
を
歴
史
的
に
分
析
し
、
こ
れ
を
相
対
化
し
得
た
。
そ
れ
な
の
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
を
、

そ
れ
と
し
て
歴
史
的
な
文
脈
の
中
で
捉
え
よ
う
と
い
う
途
を
、
ガ
グ
ネ
ア
は
あ
ゆ
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
先
に
指
摘
し
た
通
り
、
ガ
グ
ネ

ア
は
、
一
九
六
〇
年
と
い
う
時
代
に
於
い
て
、
な
お
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
と
く
に
ド
イ
ツ
語
圏
の
法
学
文
献
に
、
形
而
上
学
的
な
言
説
が

支
配
的
で
あ
り
、
か
か
る
言
説
が
経
験
的
現
実
を
隠
蔽
す
る
機
能
を
持
っ
た
と
い
う
状
況
を
相
当
深
刻
に
問
題
視
し
て
い
た

(
)

。
そ
の
問
題

39

意
識
は
一
応
理
解
で
き
る
も
の
の
、
現
状
批
判
的
な
問
題
意
識
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
テ
ク
ス
ト
の
精
確
な
読
解
に
基
づ
い
た
評
価
を
行
う
に

あ
た
り
、
負
の
影
響
を
与
え
て
い
な
い
か
。
ガ
グ
ネ
ア
の
作
品
も
ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
完
全
に
自
由
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

(
)

。
40

む
ろ
ん
本
稿
と
て
、
同
様
の
危
険
か
ら
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
。
と
も
か
く
、
ガ
グ
ネ
ア
が
塞
い
で
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
途
を
も
う

一
度
開
拓
し
、
以
て
、
現
代
の
法
源
論
の
不
活
性
を
歴
史
学
的
に
相
対
化
す
る
可
能
性
は
閉
ざ
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
し
、
そ

れ
が
、
ガ
グ
ネ
ア
の
採
っ
た
経
験
的
方
法
に
は
忠
実
た
る
所
以
で
も
あ
る
ま
い
か
。

(
)

G
ag

n
er,

Id
een

g
esch

ich
fe
(w

ie
F
N

13),
24

f.
u
n
d

50.

(
)

示
唆
的
な

S
tolleis,

M
.,

S
ten

G
ag

n
er
(1921 -2000),

ein
g
ro

er
L
eh

rer
d
er

eu
rop

aisch
en

R
ech

tsg
esch

ich
te,

in
:

Q
u
ad

ern
i

F
ioren

tin
i

29
(2000),

559 -569,
b
es

560
f.

(
)

G
ag

n
er,

Id
een

g
esch

ich
fe
(w

ie
F
N

13),
55.

(
)

こ
の
方
法
的
立
場
に
つ
い
て
、G

ag
n
er,

S
.,

Z
u
r

M
eth

od
ik

n
eu

erer
rech

tsg
esch

ich
tlich

er
U

n
tersu

ch
u
n
g
en

I,
1993,

b
es.

3.
K

ap
.

ガ
グ
ネ
ア
の
方
法
を
実
作
に
即
し
て
検
討
し
た
試
み
と
し
て

M
oriy

a,
K

.,
D

ie
S
tru

k
tu

r
d
er

F
rag

e
:

W
ozu

R
ech

tsg
esch

ich
te?

in
:

R
ech

tsg
esch

ich
te

3
(2003),

49 -57.

か
れ
の
方
法
を
一
般
的
に
紹
介
し
た
も
の
と
し
て

R
u
ck

ert,
J.,

Z
u
m

w
issen

sch
aftlich

en
W

erk

v
on

S
ten

G
ag

n
e r,

in
:

G
ag

n
er,

S
.,

A
b
h
an

d
lu

n
g
en

zu
r

E
u
rop

aisch
en

R
ech

tsg
esch

ich
te,

h
g
.
v
.
J.

R
u
ck

ert,
M

.
S
tolleis

u
n
d

M
.

K
riech

b
au

m
,

2004,
759 -786,

b
es.

780 -784.

(
)

か
れ
は
一
九
四
七
年
か
ら
一
九
五
九
年
ま
で
、
法
実
務
経
験
を
持
っ
た
、v

g
l.

R
u
ck

ert,
J.,

S
ten

G
ag

n
er

zu
m

G
ed

ach
tn

is
3.

M
arz

論 説



1921 -24.
M

ai
2000,

in
:

Z
S
S

g
erm

.
A

b
t.

119.
B

d
.(2002),

1094 -1112,
b
es.

1097.

(
)

法
実
務
へ
の
関
心
と
法
学
へ
の
関
心
の
、
ガ
グ
ネ
ア
に
お
け
る
並
行
性
を
推
測
で
き
る
表
現
が
、G

ag
n
er,

Z
u
r

M
eth

od
ik
(w

ie
F
N

19),
1

に
見
ら
れ
る
。
弟
子
の
観
察
と
し
て
、K

riech
b
au

m
,

M
.,

S
ten

G
ag

n
er,

in
:

JZ
21
(2000),

1046
f,

b
es.

1046
;

S
tolleis,

S
ten

G
ag

n
er

(w
ie

F
N

17),
560.

(
)

V
g
l.

T
acitu

s,
C
.,

D
ialog

u
s

d
e

oratorib
u
s

;
R

ig
au

lt,
H

.,
H

istoire
d
e

la
q
u
erelle

d
es

an
cien

s
et

d
es

m
od

ern
es,

1856.

な
お
、

G
ag

n
er,

Id
een

g
esch

ich
fe
(w

ie
F
N

13)

お
よ
び

d
ers.,

Z
u
r

M
eth

od
ik
(w

ie
F
N

21)

に
は
、
時
代
の
精
神
を
無
批
判
に
吸
い
込
ん
だ
新

た
な
研
究
動
向
に
対
す
る
か
な
り
手
厳
し
い
批
判
的
記
述
が
見
ら
れ
る
。
ガ
グ
ネ
ア
の
許
か
ら
、
現
代
法
史
を
ひ
と
つ
の
確
立
し
た
分
野
と
し
て

基
礎
づ
け
る
研
究
を
行
っ
た
者
が
多
く
育
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

(
)

中
村
光
夫
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
日
本
の
近
代
文
学
に
お
い
て
先
鋭
に
自
覚
し
た
者
と
し
て
小
林
秀
雄
を
論
じ
て
い
る
、
中
村
光
夫
『
論
考

小
林
秀
雄
』(

一
九
七
七)
、
特
に
八
〇
頁
、
一
五
一
頁
、
一
七
九
頁
。
但
し
、
中
村
は
、
そ
の
よ
う
な
小
林
が
、
分
析
方
法
に
お
い
て
根
本
的
に

私
小
説
的
伝
統
に
止
ま
り
、
歴
史
感
覚
が
失
わ
れ
た
点
を
批
判
す
る
。

(
)

現
状
批
判
を
行
う
者
に
ま
ま
見
ら
れ
る
尊
大
な
自
尊
心
が
、
ガ
グ
ネ
ア
に
お
よ
そ
無
縁
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
以
下
の
記
述
か
ら
窺
わ
れ
る
、

R
u
ck

ert,
S
ten

G
ag

n
er

zu
m

G
ed

ach
tn

is
(w

ie
F
N

20),
b
es.

1094
f.;

d
ers.,

Z
u
m

w
issen

sch
aftlich

en
W

erk
(w

ie
F
N

19),
785

f.;

S
tolleis,

S
ten

G
ag

n
er
(w

ie
F
N

17),
566 -569.

(
)

G
ag

n
er,

Id
een

g
esch

ich
fe
(w

ie
F
N

13),
47：

「
サ
ヴ
ィ
ニ
に
よ
る
と
、
法
と
は
、
す
で
に
存
在
す
る
も
の
だ
、
と
述
べ
る
者
た
ち
が
居
る
。

か
れ
ら
に
よ
る
と
、
法
は
、
例
え
ば
啓
示
に
よ
っ
て
顕
ら
か
に
な
る
が
、
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
啓
示
と
は
、
啓
蒙
の
表
現
に
よ
る
と
、
神
に
起
源
を

持
つ
も
の
で
は
な
く
理
性
の
顕
現
な
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
か
か
る
理
想
法
に
よ
っ
て
、
地
上
の
法
生
活
に
か
た
ち
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
現
実

に
存
在
す
る
法
体
系
の
理
想
か
ら
の
乖
離
や
地
域
ご
と
の
相
違
を
か
れ
ら
は
認
容
し
な
い
。
か
れ
ら
に
お
い
て
、
立
法
は
、
現
実
の
世
俗
の
法
に

対
し
て
は
、
こ
れ
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
端
的
に
顧
慮
し
な
い
の
で
あ
り
、
世
俗
の
法
を
転
覆
す
る
。
そ
し
て
、
理
想
法
に
対
し

て
は
、
こ
れ
を
虚
心
に
記
録
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
法
典
化
す
る
。」

(
)

L
oc.

cit.：

「
別
の
者
た
ち
は
、
適
用
さ
る
べ
き
法
の
す
べ
て
は
、
立
法
行
為
に
よ
っ
て
、
成
立
す
る
の
だ
、
と
云
う
。
そ
の
さ
い
の
目
標
設
定

の
あ
り
方
は
、
そ
の
都
度
の
理
念
次
第
で
い
か
よ
う
で
も
あ
り
得
る
。
目
標
設
定
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
立
法
者
も
ま
た
国
家
あ

る
い
は
な
ん
ら
か
の
お
上
の
組
織
を
前
提
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
立
法
は
法
に
先
行
し
法
と
い
う
結
果
に
対
し
て
原
因
で
あ
る
。
法
典
化
は
、

特
別
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
と
は
定
立
さ
れ
た
法
律
の
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
の
法
は
原
則
的
に
、
法
典
に
定
着
さ
れ

『使命』における、サヴィニの慣習法論について（守矢）



た
も
の
で
あ
る
か
ら
。」

(
)

O
p
.
cit.

48：

「
ま
た
別
の
者
た
ち
は
、
法
は
す
べ
て
慣
習
法
と
し
て
成
立
す
る
、
と
い
う
。
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
か
か
る
理

念
と
結
び
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
初
期
に
は
フ
ォ
ル
ク
の
生
活
の
な
か
で
構
成
員
が
み
な
参
画
す
る
法
形
成
が
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
後
に
は

法
形
成
の
専
門
化
が
起
こ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
専
門
化
と
は
つ
ま
り
、
法
曹
が
フ
ォ
ル
ク
全
体
か
ら
別
し
て
身
分
を
形
成
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
曹
身
分
は
法
に
絶
え
ず
配
慮
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
法
は
た
と
え
ば
言
語
と
同
様
、
単
刀
直
入
に
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
法
を
記
録
す
る
こ
と
、
法
典
に
す
る
こ
と
、
を
空
想
す
る
こ
と
は
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
実
現
す
る

こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
立
法
は
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
原
則
的
に
、
法
と
は
無
関
係
の
こ
と

(arech
tlich

）
で
あ
り
、
法
を
傷
つ
け
る

こ
と
で
あ
る
。」

(
)

V
g
l.

S
tolleis,

M
.,

G
esch

ich
te

d
es

offen
tlich

en
R
ech

ts
in

D
eu

tsch
lan

d
,

1.
B

d
.,

1988,
b
es.

84.

(
)

G
ag

n
er,

Id
een

g
esch

ich
te
(w

ie
F
N

13),
24 -46.

リ
ュ
ケ
ァ
ト
の
サ
ヴ
ィ
ニ
研
究
は
、
こ
の
見
立
て
の
延
長
上
に
成
立
す
る
。

(
)

理
性
法
＝
自
然
法
は
、
経
験
秩
序
を
超
え
た
静
的
な
秩
序
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
実
証
主
義
は
、
そ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
受
容

の
衝
撃
と
相
俟
っ
て
、
こ
の
静
的
な
秩
序
の
打
破
を
目
指
す
も
の
と
把
握
さ
れ
る
、G

ag
n
er,

Id
een

g
esch

ich
te
(w

ie
F
N

13),
121 -367.

サ

ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
は
、
ド
イ
ツ
形
而
上
哲
学
し
か
も
と
く
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
・
ロ
マ
ン
主
義
に
陰
に
陽
に
影
響
を
受
け
た

(24 -46

）、
理
性

法
の
特
殊
的
展
開
と
理
解
さ
れ
る
。
慣
習
法
論
を
、
そ
の
固
有
の
意
義
に
お
い
て
見
な
い
た
め
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ウ
ン
の
、
立
法
に
敵
対
し
伝

統
を
擁
護
す
る
立
場
を
も
、
ガ
グ
ネ
ア
は
、
か
れ
と
し
て
は
聊
か
蕪
雑
に
、「
ロ
マ
ン
主
義
法
史
版
」
と
か
「
サ
ヴ
ィ
ニ
の
先
駆
者
」
と
い
っ
た

標
語
に
よ
っ
て
、
片
付
け
よ
う
と
す
る

(90
f.

）。
ガ
グ
ネ
ア
は
、
慣
習
法
の
独
自
の
意
義
を
こ
の
よ
う
に
極
小
化
し
た
う
え
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
が

理
性
法
と
法
律
実
証
主
義
と
の
根
本
的
な
差
異
を
洞
察
し
な
か
っ
た
と
論
難
す
る：

「
自
然
法
論
と
立
法
思
想
と
の
両
見
解
は
、『
い
く
つ
か
の
論

点
に
お
い
て
は
、
相
互
に
敵
対
的
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
両
見
解
が
仲
良
く
共
存
す
る
場
合
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
か
っ
た
』
と
い
う
サ

ヴ
ィ
ニ
の
主
張
は
、
ド
イ
ツ
啓
蒙
に
お
け
る
立
法
の
あ
り
方
の
具
象
化
で
あ
る
。
こ
こ
ド
イ
ツ
で
は
、
近
世
合
理
主
義
お
よ
び
理
性
法
の
最
中
に

お
い
て
、
あ
る
種
の
立
法
理
論
が
貫
徹
し
た
。
こ
の
立
法
理
論
こ
そ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
』
の
遺
産
を
、
書
物
に
定
式
化
し
、
思
想
的

な
内
容
と
し
て
摂
取
し
た
の
で
あ
っ
た
。」(76

）
ド
イ
ツ
の
近
世
に
お
い
て
は
、
理
性
法
が
、
法
律
実
証
主
義
の
温
床
足
り
得
た
が
、
そ
れ
は
、

ド
イ
ツ
独
特
の
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス=

ヴ
ォ
ル
フ
的
な
、
い
わ
ば
法
律
実
証
主
義
的
理
性
法
が
存
在
し
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
種
の
理

性
法
は
、
根
本
に
お
い
て
、
永
遠
に
狙
い
を
定
め
る
元
来
の
理
性
法
と
、
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
啓
蒙

の
特
殊
性
を
過
小
評
価
し
、
そ
の
ゆ
え
自
分
の
お
か
れ
た
精
神
史
的
状
況
を
過
度
に
一
般
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
、
ガ
グ
ネ
ア
の

論 説



指
摘
で
あ
る
。
―
―
も
と
よ
り
、
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
特
殊
性
は
、
す
で
に
論
者
に
よ
っ
て
何
度
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
以
下
の
文
献
を

参
照
い
た
だ
き
た
い
、T

roeltsch
,

E
.,

D
ie

A
u
fk

laru
n
g
(zu

erst
1897),

in
:

d
ers.,

G
S
,

B
d
.

4,
338 -374,

b
es.

363 -367
;

d
ers.,

D
er

d
eu

tsch
e

Id
ealism

u
s
(zu

erst
1900),

in
:

d
ers.,

G
S
,

B
d
.

4,
532 -587,

b
es.

540
f.;

W
ieack

er,
F

.,
P
riv

atrech
tsg

esch
ich

te
d
er

N
eu

zeit,
1952,

b
es.

156
f,

187 -197.

日
本
で
も
、
磯
村
「
啓
蒙
期
自
然
法
理
論
」(

前
掲
註

）
は
、
こ
の
図
式
を
下
敷
き
に
し
て
、
特
殊
ド

イ
ツ
的
啓
蒙
の
延
長
上
に
サ
ヴ
ィ
ニ
の
歴
史
法
学
を
位
置
づ
け
る
。
さ
ら
に
、
磯
村
哲
「
市
民
法
学
」(

初
出
一
九
五
九
・
一
九
六
〇
年
）：

同

『
社
会
法
学
』(

前
掲
註

）
一
―
一
一
七
頁
所
収
、
と
く
に
五
―
一
一
頁
、
は
、
こ
の
見
方
を
前
提
と
し
て
、
ゲ
ル
バ
ー
ら
に
至
る
「
ド
イ
ツ

概
念
法
学
」
の
性
格
規
定
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ガ
グ
ネ
ア
が
目
指
す
の
は
、
特
殊
ド
イ
ツ
的
な
啓
蒙
主
義
に
も
通
底
す
る
、
中
世
以
降

の
立
法
理
念
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
し
て
具
備
す
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
構
造
を
剔
抉
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
れ
の
サ
ヴ
ィ
ニ
批
判

に
は
容
赦
が
な
く
な
る：
「
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
場
合
も
ホ
ブ
ズ
の
場
合
も
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
や
ヴ
ォ
ル
フ
の
場
合
も
ル
ソ
ー
の
場
合
も
、
立
法
理

論
は
、
自
然
法
的
思
考
方
法
を
突
き
破
っ
て
出
現
し
た
の
だ
が
、
こ
の
自
然
法
的
思
考
方
法
は
、
常
に
、
永
遠
な
る
も
の
に
狙
い
を
定
め
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
永
遠
な
る
も
の
が
、
神
の
創
造
し
た
秩
序
で
あ
る
か
、
永
劫
に
妥
当
す
る
人
間
の
理
性
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
で
あ
る
に
も
せ
よ
。

立
法
へ
の
途
は
、
自
然
法
の
崩
壊
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
、
立
法
と
い
う
理
念
を
巡
る
思
惟
は
、
あ
る
、
固
有
法

則
性
を
持
っ
た
秩
序
新
構
築
を
目
指
し
た
。
こ
の
秩
序
新
構
築
は
、
永
遠
の
法
秩
序
を
眼
前
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
単
に
伝
来
の
法
秩
序
に
対

し
て
さ
え
、
た
め
ら
い
を
持
た
な
い
。
近
世
近
代
に
お
け
る
、
法
典
編
纂
の
大
規
模
な
取
組
は
、
こ
う
し
た
、
革
命
的
と
も
い
う
べ
き
理
念
体
系

と
結
び
つ
い
て
い
た
。
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、
法
典
編
纂
の
主
導
者
た
ち
に
お
け
る
『
土
壌
の
欠
如
し
た
高
慢
』
を
、『
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
ま
た
あ
ら
ゆ

る
事
件
に
妥
当
す
る
理
想
的
立
法
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
』
へ
の
信
仰
を
、
咎
め
た
が
、
こ
れ
で
は
ま
さ
に
立
法
理
論
家
た
ち
が
そ
こ
か
ら
脱
却

し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
の
、
一
般
的
な
自
然
法
的
発
想
源
を
咎
め
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
、
か
れ
に
は
わ
か
っ
て
な
い
の
で
あ
る
。」(G

ag
n
er,

Id
een

g
esch

ich
te,

109

）
要
す
る
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
立
法
思
想
批
判
は
、
核
心
を
射
抜
い
て
い
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
)

そ
の
最
初
期
の
作
品
だ
け
を
こ
こ
に
は
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
、S

tolleis,
M

.,
G

em
ein

w
oh

lform
eln

im
n
ation

alsozialistisch
en

R
ech

t,

1974
;

R
u
ck

ert,
J.,

D
as

g
esu

n
d
e

V
olk

sem
p
fin

d
en

ein
e

E
rb

sch
aft

S
av

ig
n
y
s?

in
:

Z
S
S

g
erm

.
A

b
t.

103
(1986),

199 -247.

(
)

S
av

ig
n
y
,

B
eru

f,
4.

(
)

O
p
.

cit.
5.

(
)

す
こ
し
包
括
的
に
サ
ヴ
ィ
ニ
自
身
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
こ
う：

ド
イ
ツ
に
共
通
の
法
典
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
「
意
見

(M
ein

u
n
g

）
は
、

第
一
に
、
一
八
世
紀
中
葉
以
来
に
見
ら
れ
る
数
多
の
相
互
に
類
似
す
る
提
案
や
試
み
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全

『使命』における、サヴィニの慣習法論について（守矢）



体
に
亘
り
、
全
く
分
別
の
欠
け
た
知
的
形
成
へ
の
衝
動
が
活
発
化
し
た
。
か
つ
て
存
し
た
様
々
の
時
代
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を

持
ち
個
性
も
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
各
々
の
民
族
と
そ
の
国
制
と
に
は
そ
の
本
姓
に
相
応
し
い
発
展
が
あ
る
こ
と
―
―
こ
う
し
た
こ
と
に
対

す
る
感
受
性
こ
そ
が
、
何
に
も
ま
し
て
、
歴
史
を
救
い
あ
る
も
の
実
り
を
齎
す
も
の
に
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
の
に
、
こ
れ
が
消
失
し
た
。
そ
の

代
わ
り
に
出
て
来
た
の
は
、
い
ま
と
い
う
時
代
に
対
す
る
、
あ
る
法
外
な
期
待
で
あ
っ
た
。
絶
対
無
欠
性
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
を
実
際
に
表
現

す
る
に
は
、
こ
の
期
待
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
と
、
ひ
と
は
信
じ
た
。
か
よ
う
な
衝
動
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
衝
動
が
宗
教
お

よ
び
国
制
の
領
域
で
い
ろ
い
ろ
と
作
用
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
衝
動
に
対
し
て
い
た
る
と
こ

ろ
で
自
然
な
反
撥
が
見
ら
れ
、
以
て
、
か
か
る
衝
動
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
新
た
な
一
層
生
気
あ
る
愛
を
大
い
に
呼
び
覚
ま
す
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、

市
民
法
の
領
域
で
も
か
か
る
衝
動
は
作
用
し
た
。
す
な
わ
ち
ひ
と
は
、
新
た
な
法
典
を
欲
し
た
。
法
典
は
そ
の
包
括
性
に
よ
っ
て
司
法
実
務
に
あ

る
種
の
機
械
的
確
実
性
を
提
供
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
法
典
さ
え
あ
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
自
ら
判
断
を
下
す
任
務
か
ら
凡
そ
解
き
放
た
れ
て
、
法

律
の
文
言
の
適
用
に
専
心
す
る
だ
け
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
法
典
は
、
歴
史
的
個
性
と
は
凡
そ
無
縁
た
る
べ
く
、
ま
た
純
然
た
る
抽
象

性
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
の
民
族
に
も
、
そ
し
て
ど
の
時
代
に
も
、
同
じ
く
有
用
た
る
べ
し
、
と
さ
れ
た
。
さ
て
、
か
か
る
衝
動
に
せ
よ
、

あ
る
い
は
ま
た
右
に
紹
介
し
た
よ
う
な
、
こ
の
衝
動
の
さ
ま
ざ
ま
の
作
動
に
せ
よ
、
そ
の
責
を
個
別
の
お
か
し
な
学
者
に
の
み
帰
せ
し
め
る
、
な

ど
と
い
う
な
ら
そ
れ
は
と
ん
だ
お
門
違
い
で
あ
る
。
極
め
て
敬
意
に
値
す
る
例
外
は
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
さ
ま
ざ
ま
の
民
族
に
共
通
す
る
意
見
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」(op

.
cit.

4
f.

）。

(
)

O
p
.

cit.
6.

(
)

関
連
す
る
箇
所
を
、
こ
こ
で
も
包
括
的
に
引
用
し
て
お
こ
う：

「
第
二
に
、
右
に
紹
介
し
た
法
典
提
案
は
、
ド
イ
ツ
の
法
曹
の
大
多
数
に
予
て

よ
り
支
配
的
な
、
凡
そ
実
定
法
の
成
立
に
つ
い
て
の
あ
る
総
論
的
見
解
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
通
常
は
、
凡
そ
法

は
法
律
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
最
高
の
国
権
が
公
布
し
た
規
範
に
よ
っ
て
、
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
法
学
の
扱
う
対
象
は
法
律
が
定
め
た
内
容
の
み

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
立
法
そ
の
も
の
の
内
容
も
、
ま
た
法
学
の
内
容
も
、
ま
っ
た
く
偶
然
的
で
定
ま
ら
な
い
も
の
に
な

る
か
ら
、
明
日
の
法
が
今
日
の
法
と
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
に
る
こ
と
も
大
い
に
あ
り
得
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
完
全
な
法
典
こ
そ
最
も

必
要
で
あ
り
、
た
だ
、
法
典
に
欠
缺
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
欠
缺
の
頼
り
な
い
補
完
で
あ
る
慣
習
法
に
嘆
か
わ
し
く
も
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
、
第
二
の
見
解
は
、
第
一
の
見
解
よ
り
も
は
る
か
に
古
く
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
、
両
見
解
が
相
互
に
敵
対
的
に

な
る
よ
う
な
論
点
も
少
な
く
な
い
が
、
し
か
し
両
見
解
が
仲
良
く
共
存
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
か
っ
た
。
し
ば
し
ば
両
者
の
と
な
っ
た

の
は
、
次
の
よ
う
な
確
信
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
践
的
自
然
法
あ
る
い
は
実
践
的
理
性
法
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
、
そ
し

論 説



て
実
定
法
を
最
終
的
に
完
結
さ
せ
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
法
を
、
発
見
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
だ
、
と
」(op

.
cit.

6
f.

）。

(
)

註

の
引
用
箇
所
を
参
照
。

(
)

そ
も
そ
も
サ
ヴ
ィ
ニ
に
つ
い
て
の
ガ
グ
ネ
ア
の
か
か
る
観
方
は
、
本
稿
の
脚
註

に
対
応
す
る
本
文
で
紹
介
し
た
、
別
の
文
脈
に
お
け
る
ガ
グ

ネ
ア
自
身
の
発
言
と
、
内
在
的
な
矛
盾
を
生
じ
な
い
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

(
)

こ
れ
が
、G

ag
n
er,

Z
u
r

M
eth

od
ik
(w

ie
F
N

21

）
の
全
体
を
貫
く
問
題
関
心
で
あ
る
。

(
)

脚
註

に
指
摘
し
た
、
テ
ク
ス
ト
内
在
的
な
矛
盾
は
、
し
た
が
っ
て
む
し
ろ
ガ
グ
ネ
ア
の
考
察
の
柔
軟
性
の
表
出
と
も
言
え
る
。
実
定
法
学
者

と
し
て
の
ガ
グ
ネ
ア
の
考
察
を
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
意
義
を
強
烈
に
自
覚
す
る
法
制
史
学
者
と
し
て
の
か
れ
の
考
察
が
、
皮
肉
に
も
ま
さ
に

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
抑
圧
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

三
．
サ
ヴ
ィ
ニ
『
使
命
』
に
お
け
る
慣
習
法
論
・
再
考

サ
ヴ
ィ
ニ
は
、『
使
命
』
に
お
い
て
、
周
知
の
通
り
、
法
は
、
基
本
的
に
慣
習
法
的
に
、
生
成
す
る
、
と
説
い
た：

「
す
べ
て
の
法
は
、

支
配
的
で
は
あ
る
が
必
ず
し
も
適
切
と
は
言
え
な
い
表
現
で
は
あ
る
が
、
慣
習
法
と
呼
ば
れ
る
、
あ
る
方
法
で
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、

法
は
、
ま
ず
は
習
俗
と
民
族
の
確
証

(U
b
erzeu

g
u
n
g

）
と
に
よ
っ
て
、
次
に
専
門
法
学

(Ju
risp

ru
d
en

z

）
に
よ
っ
て
、
生
み
出
さ
れ

る
、
つ
ま
り
、
ど
こ
で
も
内
的
で
密
や
か
に
活
動
す
る
諸
力
に
よ
っ
て
、
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
立
法
者
の
決
意

(W
illk

u
h
r

）
に

よ
っ
て
で
は
な
い

(
)

」。
こ
の
よ
う
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、
立
法
活
動
に
対
抗
的
な
文
脈
に
お
い
て
、
慣
習
法
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
し
て
い

41

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
思
想
の
先
駆
者
と
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
メ
ー
ザ

(Ju
stu

s
M

oser,
1720 -1794

）
お
よ
び

グ
ス
タ
フ
・
フ
ー
ゴ

(G
u
stav

H
u
g
o,1764 -1844

）
を
挙
げ
て
い
る：

「
ド
イ
ツ
の
法
曹
の
な
か
で
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
著
作
の
な
か

で
、
支
配
的
な
見
解
﹇
法
律
実
証
主
義
的
な
見
解
﹈
に
反
対
し
て
徹
底
的
に
闘
っ
て
き
た
と
い
う
点
で
、
フ
ー
ゴ
に
こ
そ
最
大
の
功
績
が

帰
せ
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
点
で
も
、
メ
ー
ザ
の
追
憶
に
も
高
い
名
誉
が
与
え
ら
れ
る
。
メ
ー
ザ
は
常
に
、
見
事
な
洞
察
力
を
以
て
歴
史
を

『使命』における、サヴィニの慣習法論について（守矢）



理
解
す
る
こ
と
を
試
み
た
が
、
そ
れ
を
市
民
法
と
の
関
連
で
行
っ
た
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
法
曹
に
は
、
メ
ー
ザ
の
例
は
ほ
と
ん
ど
知
ら

れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
、
メ
ー
ザ
が
職
業
的
な
法
曹
で
は
な
く
、
講
義
を
受
け
持
つ
こ
と
も
教
科
書
を
執
筆
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
た

め
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

(
)

」。

42

三-

１：

メ
ー
ザ
と
サ
ヴ
ィ
ニ

サ
ヴ
ィ
ニ
は
メ
ー
ザ
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
文
献
の
書
誌
情
報
を
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
メ
ー
ザ
の
次
の
小
品
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
に

は
知
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち：

「
い
わ
ゆ
る
引
証
に
つ
い
て
、
年
配
法
曹
の
し
た
た
め
た
手
紙
」；

「
邦
内
判
決
集
成
の
提
案
」；

「
本
当

の
法
と
形
式
に
則
っ
た
法
と
の
区
別
の
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て

(
)

」。

43

「
邦
内
判
決
集
成
の
提
案
」
に
お
い
て
、
メ
ー
ザ
は
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
立
法
者
に
よ
る
新
た
な
法
律
の

作
成
よ
り
も
、
判
決
集
の
作
成
の
ほ
う
が
、
実
務
に
益
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
、
と
説
い
て
い
る

(
)

。
法
実
務
を
医
療
実
務
と
の
類
比
に
お
い

44

て
捉
え
て
い
る
こ
と
も
興
味
を
惹
か
れ
る
。
こ
の
類
比
か
ら
、
経
験
を
抑
圧
し
た
り
排
除
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
験
に
親

和
的
な
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
概
念
と
い
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
統
的
な
考
え
方

(
)

が
、
メ
ー
ザ
に
と
っ
て
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
の
衝
撃
に
も
か

45

か
わ
ら
ず
、
一
八
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
な
お
、
し
っ
く
り
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

た
だ
し
、「
本
当
の
法

(
)
(w

u
rk

lich
es

R
ech

t

）
と
形
式
に
則
っ
た
法

(form
lich

es
R
ech

t

）
と
の
区
別
の
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
」

46

で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
メ
ー
ザ
が
、
裁
判
実
務
を
法
律
に
対
し
て
優
位
に
置
く
の
は
、
法
実
務
の
単
な
る
安
定
化
を
目
指
す
か
ら
で

は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
法
実
務
が
、
法
を
、
政
治
的
決
定
や
哲
学
的
判
断
と
異
な
っ
た
仕
方
で
、
動
か
し
得
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い

か
ら
で
あ
る

(
)

。
メ
ー
ザ
は
、
形
式
に
則
っ
た
法
に
つ
い
て
は
、「
法
の
形
式
と
は
、
資
格
を
有
す
る
裁
判
官
が
当
の
も
の
を
宣
言
し
、
そ

47

の
こ
と
が
ら
が
法
的
効
力
を
獲
得
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」、
と
い
う
よ
う
に
は
っ
き
り
と
定
義
す
る
が
、「
本
当
の
法
」
に
つ
い
て

論 説



は
、
わ
か
り
切
っ
た
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
を
定
義
し
な
い
。
実
際
、
立
法
権
者
が
、
こ
れ
こ
そ
が
正
し
い
法
で
あ
る
と
し
た
と
こ
ろ
を
、

メ
ー
ザ
が
、「
本
当
の
法
」
と
い
う
表
現
で
示
し
て
い
る
こ
と
に
は
お
そ
ら
く
疑
い
が
な
く
、
さ
ら
に
、
法
典
に
記
さ
れ
た
法
律
を
「
本

当
の
法
」
の
例
と
し
て
、
明
示
で
挙
げ
て
い
る

(
)

。「
と
こ
ろ
が
」、
そ
う
メ
ー
ザ
は
続
け
る
、「
法
典
は
、
本
当
の
法
を
内
容
と
す
る
に
過

48

ぎ
ず
、
本
当
の
法
と
い
う
も
の
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
な
く
と
も
良
い

(
)

」。
現
に
、
本
当
の
法
な
し
で
済
ま
せ
て

49

い
る
邦
も
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
形
式
に
則
っ
た
法
な
し
に
済
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い

(
)

。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
裁
判
に

50

よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
、
法
の
あ
る
種
の
実
定
性
従
っ
て
ま
た
可
変
性
を
擁
護
す
る
立
場
で
あ
る
。
形
而
上
学
的
な
色
彩
は
希
薄
で
あ
る
。

形
式
に
則
っ
た
法
が
、
裁
判
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
硬
直
化
し
て
ゆ
か
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
メ
ー
ザ
は
、
形
式

に
則
っ
た
法
が
、
形
式
主
義
化
し
な
い
た
め
に
、
不
必
要
に
煩
瑣
な
訴
訟
手
続
を
排
除
し
、
以
て
、
裁
判
が
臣
民
に
使
い
勝
手
の
良
い
も

の
と
な
る
べ
き
こ
と
を
、
周
到
に
付
言
す
る

(
)

。
51

こ
の
よ
う
に
、
一
方
に
於
い
て
メ
ー
ザ
は
、
裁
判
に
よ
る
法
実
務
の
展
開
の
多
様
性
を
、
体
系
的
な
立
法
が
決
し
て
生
け
捕
り
に
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
断
言
す
る
。
他
方
で
か
れ
は
、
裁
判
に
よ
る
法
形
成
を
、
実
質
的
な

(

「
本
当
の
」）
法
と
対
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、

形
式
的
な
、
つ
ま
り
手
続
を
重
視
し
た
、
し
か
し
ま
さ
に
実
定
的
な
、
法
形
成
と
し
て
、
正
面
か
ら
認
め
る
。
こ
の
よ
う
な
メ
ー
ザ
の
立

場
を
、
法
に
つ
い
て
静
態
的
な
見
方
を
採
っ
た
も
の
だ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
評
価
で
き
な
い
。
裁
判
に
よ
る
周
密
な
法
発
展
を
、
形
而
上

学
の
ひ
と
つ
の
分
枝
と
位
置
づ
け
る
ガ
グ
ネ
ア
の
見
方
に
は
、
メ
ー
ザ
に
つ
い
て
、
無
理
が
あ
る
。

そ
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
法
の
理
解
に
は
、
メ
ー
ザ
と
相
似
す
る
要
素
が
、
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
ま
ず
、
サ
ヴ
ィ
ニ
が
、
基
本
的
に
、

立
法
で
は
な
く
、
裁
判
実
務
を
そ
の
重
要
な
構
成
要
素
と
す
る
、
慣
習
法
に
、
法
形
成
の
主
要
な
あ
り
方
を
見
た
こ
と
自
体
、
メ
ー
ザ
の

見
方
と
親
和
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
個
別
的
に
見
て
も
、
例
え
ば
、
サ
ヴ
ィ
ニ
は
、『
使
命
』
第
三
章
に
お
い
て
、
立
法
者
が
可
能
な
事

件
の
す
べ
て
を
予
見
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

(
)

、
こ
れ
は
メ
ー
ザ
の
立
場
と
重
な
り
あ
う
。

52
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も
と
よ
り
、
立
法
者
に
お
け
る
法
的
想
像
力
の
限
界
の
指
摘
は
、
一
見
、
特
に
注
目
に
値
す
る
ま
で
も
な
い
凡
庸
な
そ
れ
で
あ
っ
て
、

メ
ー
ザ
や
サ
ヴ
ィ
ニ
も
そ
の
凡
庸
さ
の
な
か
で
立
法
批
判
を
行
っ
て
い
る
の
だ
、
と
言
え
そ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
問
題
の

過
度
の
単
純
化
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
メ
ー
ザ
に
よ
れ
ば
、
重
用
す
べ
き
は
、
専
門
家
に
よ
る
、
充
分
に
経
験
に
裏
づ
け
ら
れ
た
、
周
密
な
専
門
知
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
そ
の
周
密
性
が
、
単
純
化
を
志
向
す
る
立
法
者
の
理
性
的
判
断
の
行
き
過
ぎ
を
、
食
い
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

単
に
、
専
門
家
に
よ
る
理
論
の
重
視
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
第
一
に
、
経
験
に
よ
る
裏
打
の
必
要
な
こ
と
は
、
メ
ー
ザ
が
強
調
し
て

や
ま
な
い
こ
と
で
あ
る

(
)

。
そ
し
て
第
二
に
、
メ
ー
ザ
の
視
線
の
先
に
は
、
専
門
家
に
よ
る
周
密
な
議
論
を
許
容
す
る
、
自
由
な
国
制
そ
の

53

も
の
の
擁
護
が
あ
る
。「
い
わ
ゆ
る
引
証
に
つ
い
て
、
年
配
法
曹
の
し
た
た
め
た
手
紙
」
に
お
い
て
、
学
説
の
む
や
み
や
た
ら
な
引
用
で

叙
述
を
混
乱
さ
せ
る
よ
り
、
健
全
な
悟
性
に
従
っ
て
、
率
直
な
考
え
を
、
法
曹
は
表
明
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
に
反
対
し
て
、

メ
ー
ザ
は
言
う
。「
た
だ
で
す
ね
。
引
証
に
こ
だ
わ
る
古
い
方
法
に
、
ま
ず
敵
意
を
向
け
る
の
は
、
ど
う
し
た
国
々
に
お
い
て
で
あ
る
か
、

あ
な
た
知
っ
て
お
い
で
で
す
か
。
そ
れ
は
、
専
制
政
体
に
近
い
体
制
の
国
々
で
し
た
。
尊
敬
で
き
る
古
い
学
識
法
曹
の
学
説
よ
り
健
全
な

悟
性
を
拠
り
所
に
す
る
人
た
ち
が
ど
う
い
う
人
た
ち
か
、
あ
な
た
は
気
が
つ
い
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
そ
れ
は
、
君
主
に
近
い
宮
廷
顧
問
官

た
ち
で
す
。
グ
ロ
ー
テ
ィ
ウ
ス
や
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
を
引
証
す
る
こ
と
な
く
、
明
示
的
に
、
悟
性
に
よ
る
決
断
が
援
用
さ
れ
た
戦
争
が

ど
の
戦
争
だ
っ
た
か
、
覚
え
て
お
い
で
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
直
近
の
戦
争
で
し
た

(
)

。
そ
こ
で
、
誰
も
が
、
て
ん
で
に
好
き
勝
手
な
こ

54

と
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
最
後
に
伺
い
ま
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
、
参
事
会
や
修
道
院
で
は
、
慣
習
を
引
証
す
る
こ
と
と
、
法
的

助
言
者
に
対
す
る
敬
意
と
が
、
も
っ
と
も
長
い
こ
と
保
た
れ
て
き
た
こ
と
に
は
、
も
と
よ
り
お
そ
ら
く
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
ね

(
)

。」「
よ
っ

55

て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
う
結
論
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
や
全
て
の
こ
と
が
ら
が
健
全
な
悟
性
に
基
づ
い
て
執
り
行
わ
れ

決
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
健
全
な
悟
性
と
い
う
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
強
者
へ
の
諂
い
で
あ
り
、
前
述
の

論 説



衒
学
は
自
由
の
か
な
り
し
っ
か
り
し
た
支
柱
で
あ
る
に
違
い
な
い
、
と

(
)

」。
メ
ー
ザ
の
思
考
の
動
き
を
注
意
深
く
追
っ
て
ゆ
く
な
ら
ば
、

56

権
力
の
中
心
か
ら
な
さ
れ
る
一
義
的
な
意
思
的
決
断
の
限
界
を
、
法
実
務
が
注
意
深
く
補
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
意
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
顕
わ
に
な
っ
て
く
る
。
健
全
な
悟
性

(

理
性
！
）
よ
り
も
む
し
ろ
、
専
門
知
の
洗
練
に
こ
そ
、
自
由
と
の
あ
い
だ

に
、
な
に
か
関
連
が
あ
る
の
だ
、
と
メ
ー
ザ
は
示
唆
す
る
。
そ
れ
は
、
法
に
お
い
て
フ
ォ
ル
ク
を
代
表
す
る
法
曹

(

専
門
の
単
な
る
機
能

的
分
化
で
は
な
い
！
）
と
い
う
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
よ
く
知
ら
れ
た
思
想

(
)

と
、
呼
応
す
る
。

57

メ
ー
ザ
は
変
化
に
目
を
背
け
る
反
動
的
経
験
主
義
者
で
は
な
い

(
)

。
そ
の
よ
う
な
経
験
主
義
者
で
あ
れ
ば
、
過
去
の
経
験
と
、
あ
る
い
は

58

実
質
的
な
正
義
と
、
鋭
く
緊
張
関
係
に
立
ち
得
る
、
裁
判
に
よ
る
法
の
形
式
的
妥
当
を
擁
護
す
る
は
ず
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

メ
ー
ザ
は
、
法
の
実
定
性
を
む
し
ろ
擁
護
す
る
。
た
だ
、
そ
の
実
定
性
に
、
あ
る
種
の
形
式
性
を
求
め
る
点
が
興
味
深
い
。
そ
し
て
、
こ

の
形
式
性
が
、
裁
判
に
よ
る
法
創
造
の
周
密
性
を
、
支
え
る
。
か
れ
が
、
実
体
法
よ
り
訴
訟
手
続
を
重
視
す
る
の
も
、
そ
の
意
味
で
首
尾

一
貫
し
て
い
る
。
ま
た
、
学
説
の
引
証
も
、
学
説
の
内
容
的
な
価
値
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
学
説
の
引
証
と
い
う
、

結
論
を
導
く
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
専
制
主
義
の
体
制
を
擁
護
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
踏
ん
で
お
く
べ
き
手
続
な
い
し
形
式
と
し
て
、

尊
重
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
由
主
義
の
思
想
内
容
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
心
性
と
で
も
い
う
べ
き
次
元
に
着
目
し
た
考
え
方
と
云
っ

て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
サ
ヴ
ィ
ニ
に
お
い
て
は
、
法
生
成
論
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
、
形
式
と
い
う
も
の
に
着
目
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
、
メ
ー
ザ
と
の
関
係
で
、
想
起
さ
れ
る

(
)

。
し
か
も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
に
お
い
て
も
、
法
に
お
け
る
形
式
性
の
重
視
が
、
法
と
国
制
と
の
抜
き

59

差
し
な
ら
ぬ
関
係
に
つ
い
て
の
か
れ
の
考
察
と
、
連
動
す
る

(
)

。
60

も
と
よ
り
、
メ
ー
ザ
の
見
解
は
、
寛
い
だ
小
文
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
惜
し
げ
も
な
く
豊
富
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
撒
き
散

ら
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
他
方
、
そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
ど
の
よ
う
に
相
互
に
結
び
つ
け
る
か
と
い
う
作
業
は
、
お
お
む
ね
読
者
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
は
、
メ
ー
ザ
の
見
解
と
サ
ヴ
ィ
ニ
の
見
解
と
が
同
一
だ
と
ま
で
主
張
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
で
も
、
慣
習
法

『使命』における、サヴィニの慣習法論について（守矢）



を
重
視
す
る
メ
ー
ザ
の
立
場
を
形
而
上
学
的
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
こ
こ
で
確
認
し
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
賛
意
を
表
す
る

サ
ヴ
ィ
ニ
の
立
場
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
に
顕
著
な
、
裁
判
官
に
よ
る
解
釈
に
懐
疑
的
な
立
場

(
)

に
対
す
る
具
体
的
な
反
論

(
)

と
し

61

62

て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
や
は
り
看
過
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
サ
ヴ
ィ
ニ
の
立
脚
点
を
も
形
而
上
学
的
だ
と
断
じ
る
ガ
グ
ネ
ア
の
主

張
は
、
や
は
り
概
括
的
に
過
ぎ
る
。

三-

２：

フ
ー
ゴ
と
サ
ヴ
ィ
ニ

で
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
が
、
や
は
り
賛
意
と
敬
意
を
以
て
言
及
す
る
、
グ
ス
タ
フ
・
フ
ー
ゴ

(
)

の
慣
習
法
論
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

63

で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
フ
ー
ゴ
が
、
法
律
と
の
対
比
に
お
い
て
特
に
詳
し
く
慣
習
法
論
の
意
義
を
論
じ
た
論
文
「
法
律
は
法
的
真
実
の
唯
一
の
源

で
は
な
い

(
)

」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

64

フ
ー
ゴ
は
、
こ
の
論
考
に
お
い
て
、
実
定
法
を
、
言
語
と
の
密
接
な
関
係
に
お
い
て
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
力
説
す
る
。
凡
そ
学

問
は
言
語
的
構
成
で
あ
り
、
数
学
も
言
語
的
構
成
た
る
を
免
れ
な
い
。
況
や
法
に
お
い
て
お
や
、
と
い
う
の
で
あ
る

(
)

。
65

で
は
、
フ
ォ
ル
ク
の
言
語
は
如
何
に
し
て
成
立
す
る
か
。
言
語
は
自
ず
と
形
成
さ
れ
る
。
お
上
の
命
令
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
お
手
本

に
基
づ
い
て
、
発
達
す
る
の
で
あ
る
。
習
俗
も
同
じ
よ
う
に
生
成
、
展
開
す
る
。
そ
し
て
実
定
法
も
ま
た
こ
れ
に
同
じ
な
の
で
あ
る

(
)

。
66

フ
ー
ゴ
が
こ
こ
で
念
頭
に
置
く
法
に
は
、
実
定
的
と
い
う
形
容
詞
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
か
れ
は
実
定
法

(p
ositiv

es
R
ech

t

）
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
実
定
法
は
、
法
律

(G
esetz

）
に
限
定
さ
れ
る

概
念
で
は
な
い
。

も
と
よ
り
、
実
定
法
が
高
度
に
展
開
し
た
場
合
に
、
立
法
に
よ
る
法
律

(G
esetz

）
の
策
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
そ
の
こ

論 説



と
ま
で
を
、
フ
ー
ゴ
は
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
法
律
は
、
も
ち
ろ
ん
、
実
定
法
の
一
つ
で
あ
る
に
は
違
い
な
い

(
)

。
し
か
し
な
が
ら
、

67

「
実
施
に
到
ら
な
か
っ
た
法
律
や
取
り
極
め
も
無
数
に
存
在
す
る
。
法
律
は
、
ち
ょ
い
と
刺
激
を
与
え
る
役
割
だ
け
を
持
っ
て
い
て
、
そ

の
法
律
が
実
際
に
ど
う
理
解
さ
れ
る
か
は
、
そ
こ
か
ら
一
義
的
に
決
ま
っ
て
は
こ
な
い

(
)

」。
ポ
リ
ツ
ァ
イ
令
の
ば
あ
い
も
そ
う

(
)

で
あ
る
が
、

68

69

「
私
法
の
場
合
に
お
い
て
も
重
要
な
の
は
、
裁
判
官
が
、
弁
護
人
が
、
そ
し
て
こ
う
し
た
実
務
法
曹
の
教
師
が
口
頭
の
講
義
や
著
作
を
通

じ
て
、
何
を
現
在
妥
当
す
る
法
と
見
て
い
る
か
、
で
あ
る
。
わ
が
ロ
ー
マ
法
典
に
お
い
て
は
、
ご
く
頻
繁
に
、
コ
コ
デ
我
々
ハ
法
ヲ
用
ヒ

テ
イ
ル

H
oc

ju
re

u
tim

u
r

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
実
際
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
判
決

(
arrets

〔
原
文
マ
マ
〕,

rep
orts,

E
rk

en
n
tn

isse
d
er

G
erich

te

）
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
公
布
さ
れ
た
法
律
を
一
方
に
、
法
律
と
は
全
く
異
な
っ
た
こ
と
が
ら
が
実
際
に
妥
当
し
て
い

る
こ
と
の
充
分
な
証
左
と
を
他
方
に
見
て
迫
ら
れ
る
選
択
に
お
い
て
、
迷
う
よ
う
な
法
曹
は
い
な
い
で
あ
ろ
う

(
)

」。

70

実
際
に
法
が
こ
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
法
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
良
い
こ
と
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
は
、
論
理
的
に
当
然
に
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
法
は
、
立
法
者
の
統
御
の
下
に
置
か
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
観
方

が
、
こ
の
フ
ー
ゴ
の
論
説
が
公
刊
さ
れ
た
時
代
に
は
支
配
的
で
あ
り

(
)

、
こ
れ
を
論
駁
す
る
た
め
に
こ
そ
か
れ
は
本
小
論
を
執
筆
し
て
い
る
。

71

す
な
わ
ち
フ
ー
ゴ
は
こ
の
支
配
的
見
解
を
二
つ
に
分
類
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
法
を
立
法
者
の
厳
格
な
統
制
の
下
に
置
き
、
法
と
法
律
と

を
同
義
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
慣
習
法
を
、
立
法
者
が
黙
示
に
承
認
を
与
え
た
場
合
に
の
み
そ
の
妥
当
を
認
め
る
見
解

で
あ
り
、
こ
れ
は
い
わ
ば
慣
習
法
に
立
法
権
者
の
正
当
性
を
擬
制
的
に
読
み
込
む
見
解
と
い
え
よ
う

(
)

。
72

第
一
の
見
解
に
対
し
て
は
、
フ
ー
ゴ
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
実
定
法
の
も
っ
と
も
重
要
な
目
的
は
、「
法
則

(R
eg

el

）
の
確
実
性

と
信
頼
性
で
あ
る
。
そ
の
規
則
が
ど
う
し
て
そ
う
い
う
規
則
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
問
わ
な
い
。
規
則
の
内
容
を
顧
慮
す
る

こ
と
も
、
た
い
て
い
の
場
合
、
行
わ
な
い
。
私
法
に
お
け
る
命
題
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
現
存
す
る
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
良
い
も
の
で
も
あ

る
の
で
あ
る

(
)

」。
法
の
内
容
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
と
、
法
律
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
と
は
、
同
じ
こ

73
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と
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
法
律
以
外
の
実
定
法
の
存
在
を
論
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
律
に
慣
れ
た
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
、
こ

の
見
解
は
新
鮮
な
驚
き
を
も
た
ら
す
。

第
二
の
見
解
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
統
治
者
＝
立
法
者
に
、
慣
習
の
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
医
術
の
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
統

治
者
な
ど
と
い
う
も
の
と
同
様
、
ま
ず
存
在
し
な
い
、
と
フ
ー
ゴ
は
指
摘
す
る

(
)

。
さ
ら
に
、
言
語
お
よ
び
習
俗
と
法
と
の
基
本
的
同
質
性

74

を
基
礎
と
し
て
、
法
の
成
立
も
ま
た
立
法
者
に
全
面
的
に
依
存
す
る
わ
け
で
な
い
と
い
う
見
解
が
繰
り
返
さ
れ
る

(
)

。
75

こ
う
し
て
、
フ
ー
ゴ
に
よ
る
、
実
定
法
の
実
質
が
法
律
の
み
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
支
え
る
の
は
、
言
語
お
よ
び
習

俗
と
の
法
と
の
根
本
的
同
質
性
の
認
識
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
経
験
主
義
的
な
法
の
把
握
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ヘ
ァ
ダ
や
ヒ
ュ
ー
ム
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ク
の
系
列
に
属
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
慣
習
法
に
よ
る
法
形
成
の
主
要
な
舞
台
と
し
て
、
必
ず
し

も
裁
判
を
専
ら
念
頭
に
置
い
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
も
、
メ
ー
ザ
と
比
較
し
た
場
合
に
お
け
る
フ
ー
ゴ
の
見
解
の
特
徴
と
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
裁
判
例
に
な
る
ま
で
も
な
く
、
通
常
行
わ
れ
て
い
る
実
務
慣
行
に
対
し
て
も
、
フ
ー
ゴ
は
視
線
を
馳
せ
る
の
で
あ
る
。
言
語

と
法
と
の
並
行
関
係
の
指
摘
は
、
こ
う
し
た
視
角
と
連
動
し
て
い
よ
う
。
フ
ー
ゴ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
実
定
法
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
こ

の
表
現
を
法
律
と
対
置
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
、
か
か
る
視
角
を
背
景
に
置
い
て
観
れ
ば
、
得
心
が
ゆ
く
。
そ
し
て
、
フ
ー
ゴ
の
思
考
過
程

に
、
専
ら
形
而
上
的
な
思
弁
を
看
取
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
は
フ
ー
ゴ
の
こ
の
よ
う
な
考
察
に
、
基
本
的
な
同
意
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
も
ま
た
、『
使
命
』

に
お
い
て
、
実
定
法
の
成
立
過
程
を
、
言
語
お
よ
び
習
俗
と
の
類
推
を
手
掛
か
り
に
叙
述
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
二
章
か
ら
あ
き
ら
か

で
あ
り

(
)

、
ま
た
そ
れ
自
体
と
し
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
二
章
の
表
題
が
、「
実
定
法

(d
as

p
ositiv

e
R
ech

t

）
の
成
立
」
で
あ
る
こ

76

と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
ヴ
ィ
ニ
も
ま
た
、
法
を
、
法
律
に
縮
減
さ
れ
な
い
局
面
で
、
し
か
も
経
験
的
に
把
握
可
能
な
も

の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
の
法
生
成
論
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ガ
グ
ネ
ア
の
所
謂
形
而
上
学
に
よ
っ
て

論 説



余
す
と
こ
ろ
な
く
理
解
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
の
論
述
も
ま
た
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
が
、
フ
ー
ゴ
の
そ
れ
と
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
の
論
証
を
目
指
し
た
も
の
で
な
く
、

フ
ー
ゴ
の
線
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
へ
も
及
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
に
と
ど
ま
る
。

三-

３：

ま

と

め

メ
ー
ザ
や
フ
ー
ゴ
の
、
経
験
的
慣
習
法
論
の
線
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
思
想
に
も
及
ん
で
い
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
の
理
論
的
含
意
は
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
形
而
上
学
的
思
考
に
吸
収
し
尽
く
さ
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
国
家
法
律
実
証
主
義
の
興
隆
と
と
も
に

理
論
的
に
は
忘
却
さ
れ
た
か
に
見
え
る
、(

裁
判
・
学
説
に
よ
る
法
形
成
を
含
む
）
慣
習
法
に
よ
る
法
形
成
と
い
う
視
角
は
、
実
際
の
法

実
務
に
お
い
て
は
否
定
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
ガ
グ
ネ
ア
は
、
自
然
法
的
思
考
法
を
突
き
破
っ
て
、
云
わ
ば
「
作
為
」
の
思
想

(
)

で
あ
る
立

77

法
思
想
が
現
れ
る
そ
の
歴
史
的
過
程
を
観
察
し
、
以
て
、
逆
に
現
在
の
法
生
成
理
論
が
法
律
実
証
主
義
に
覆
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
状
況
を

看
破
し
た
が
、
法
律
と
対
峙
し
つ
つ
し
か
し
形
而
下
に
と
ど
ま
る
、
実
定
法
の
慣
習
法
的
生
成
に
係
る
理
論
の
系
譜
と
い
う
も
の
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
に
は
存
在
し
、
こ
の
系
譜
も
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
法
律
実
証
主
義
の
陰
に
隠
れ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
は
い
る
が
、
歴

史
的
観
察
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
特
定
は
可
能
で
あ
る

(
)

。
78

と
こ
ろ
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
を
貫
く
も
の
と
し
て
、
本
稿
冒
頭
に
示
し
た
と
お
り
、
ロ
ー
マ
私
法
史
に
つ
い
て
の
あ
る
独
特
な

観
方
が
あ
る

(
)

。
こ
の
こ
と
を
、
ガ
グ
ネ
ア
は
あ
ま
り
重
視
し
な
い
が

(
)

、
そ
れ
は
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
別
し
て
さ
ら
に
検
討
を
深

79

80

め
る
こ
と
と
し
た
い
。
し
か
し
、
本
稿
が
示
し
た
と
お
り
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
に
は
、
一
八
世
紀
後
半
の
慣
習
法
論
と
連
続
す
る
側

面
が
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
の
ロ
ー
マ
史
の
観
方
に
は
一
八
〇
〇
年
前
後
の
慣
習
法
理
論
が
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。
そ

し
て
逆
に
、
今
度
は
同
時
代
の
慣
習
法
論
に
対
し
て
、
ユ
ス
テ
ィ
ー
ニ
ア
ー
ヌ
ス
法
典
の
解
釈
に
あ
た
り
歴
史
的
観
点
を
重
視
し
た
ロ
マ

『使命』における、サヴィニの慣習法論について（守矢）



ニ
ス
ト

(
)

と
し
て
の
サ
ヴ
ィ
ニ
が
、
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
与
え
る
と
い
う
事
態
が
考
え
ら
れ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
は
、
か
れ
の

81

ロ
ー
マ

(

法
）
史
理
解
と
か
れ
の

(

法
学
に
つ
い
て
の
）
現
状
認
識
と
の
交
錯
点
に
位
置
し
、
そ
こ
に
は
多
層
的
な
思
想
的
伝
統
が
ま
こ

と
に
複
雑
に
錯
綜
す
る
。
そ
の
多
層
性
を
丹
念
に
選
り
分
け
る
と
同
時
に
層
の
絡
み
具
合
そ
の
も
の
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
は
じ
め

て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
が
、
ロ
ー
マ
帝
政
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
か
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
終
焉
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ

か

(
)

、
ラ
ン
ト
の
中
央
集
権
的
近
代
化
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
か
、
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

82

(
)

S
av

ig
n
y
,

B
eru

f,
13

f.

(
)

O
p
.

cit.
14

f.

(
)

M
oser,

J.,
S
ch

reib
en

ein
es

alten
R
ech

tsg
eleh

rten
u
b
er

d
as

sog
en

an
n
te

A
lleg

ieren
(zu

erst
1768),

in
:

d
ers.,

S
W

4,
117 -119

;

d
ers.,

V
orsch

lag
zu

ein
er

S
am

m
lu

n
g

ein
h
eim

isch
er

R
ech

tsfalle
(zu

erst
1773),

in
:

d
ers.,

S
W

5,
183 -186

;
d
ers,

V
on

d
em

w
ich

tig
en

U
n
tersch

eid
e

d
es

w
u
rk

lich
en

u
n
d

form
lich

en
R
ech

ts
(zu

erst
1780),

in
:

d
ers.,

S
W

7,
98 -101.

サ
ヴ
ィ
ニ
が
こ
れ
ら
の

小
品
を
読
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、S

av
ig

n
y
,

F
.C

.,
P
olitik

u
n
d

N
eu

ere
L
eg

islation
en

.
M

aterialien
zu

m
G

eist
d
er

G
esetzg

eb
u
n
g

,
h
g
.
v
.
H

.
A

k
am

atsu
u
n
d

J.
R

u
ck

ert,
2000,

193 -199,
209 -212.

日
本
に
お
け
る
メ
ー
ザ
研
究
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

A
b
e,

K
.,

Ju
stu

s
M

oser
in

d
er

jap
an

isch
en

G
esch

ich
tsw

issen
sch

aft,
in

:
O

M
B
d
.
79
(1972),

103 -108
(

筆
者
は
未
見)

;

坂
井
榮
八

郎
「
日
本
に
お
け
る
メ
ー
ザ
研
究
」
同
『
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
メ
ー
ザ
の
世
界
』(

二
〇
〇
四
）、
二
三
三
―
二
四
八
頁
所
収
。
法
学
研
究
の
観
点
か
ら

メ
ー
ザ
に
着
目
し
た
初
期
の
も
の
と
し
て
、
戒
能
通
孝
『
入
会
の
研
究
』(

一
九
四
三
）、
特
に
五
―
一
四
頁
。

(
)

M
oser,

V
orsch

lag
(w

ie
F
N

43),
183

f
:

「
一
般
的
な
命
令
や
法
律
、
理
論
は
、
実
り
多
い
こ
の
世
紀
﹇
す
な
わ
ち
一
八
世
紀
﹈
に
も
、
数

多
の
巻
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
く
こ
と
は
や
む
を
得
ま
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
う
し
た
も
の
は
、
ひ
と
つ
の
邦
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
法
、
と
り
わ
け
パ

ン
デ
ク
テ
ン
が
、
成
し
遂
げ
た
程
の
こ
と
を
、
到
底
な
し
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
と
は
、
法
術

(R
ech

tsk
u
n
st

）
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

は
医
術

(A
rzn

ey
k
u
n
st

）
の
場
合
と
事
情
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
。
法
術
の
実
施
お
よ
び
法
的
判
断
に
係
る
正
し
い
経
験
の
集
成
は
、
一
般
的
な

理
屈
や
仮
説
ば
か
り
が
の
さ
ば
っ
て
経
験
に
適
切
に
触
れ
る
こ
と
の
少
な
い
体
系
な
ん
ぞ
よ
り
、
常
に
役
に
立
つ
し
利
用
価
値
も
高
い
。」「
わ
た

く
し
の
意
図
は
、
こ
こ
で
、
ロ
ー
マ
法
を
称
賛
す
る
演
説
を
行
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
、
次
の
希
望
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
経
験
を
パ
ン
デ
ク
テ
ン
同
様
に
集
成
し
利
用
し
よ
う
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
の
さ
い
に
、
一
般
的
な
法
律
や
命

論 説



令
に
あ
ま
り
重
き
を
置
か
ぬ
こ
と
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
希
望
で
あ
る
。
可
能
な
事
件
の
す
べ
て
は
、
毎
日
の
経
験
が
そ
れ
を
無
限
に

微
細
に
変
化
さ
せ
な
が
ら
提
供
す
る
も
の
だ
が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
可
能
な
事
件
の
す
べ
て
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
立

法
者
の
能
力
を
―
―
立
法
者
が
偉
大
で
あ
る
か
矮
小
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
―
―
超
え
る
。
し
か
も
、
百
年
間
に
行
わ
れ
た
裁
判
決
定
の
す
べ
て
が

集
成
さ
れ
た
な
ら
、
先
例
か
ら
の
類
推
で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
新
た
な
事
件
は
容
易
に
生
じ
な
い
だ
ろ
う
、
と
、
か
な
り
の
信
頼

性
を
以
て
、
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
が
そ
う
し
た
集
成
を
実
際
に
作
ら
せ
、
そ
れ
に
承
認
を
与
え
る
な
ら
ば
、
そ
う

し
た
法
典
は
、
命
令
の
分
厚
い
集
成
よ
り
も
良
い
、
利
用
価
値
も
高
い
法
典
と
な
ろ
う
。」

(
)

H
erb

erg
er,

M
.,

D
og

m
atik

.
Z
u
r

G
esch

ich
te

v
on

B
eg

riff
u
n
d

M
eth

od
e

in
M

ed
izin

u
n
d

Ju
risp

ru
d
en

z,
1981.

こ
の
作
品
に
つ
い

て
、
守
矢
「
日
本
に
お
け
る
解
釈
構
成
探
求
の
一
例
」(

前
掲
註

）、
三
―
七
頁
に
簡
単
な
紹
介
が
あ
る
。

(
)

こ
の
訳
語
に
は
一
見
問
題
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
本
文
で
紹
介
す
る
メ
ー
ザ
の
立
論
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
訳
し
た
ほ
う
が

(

た
と
え
ば

「
現
実
の
法
」
と
訳
す
よ
り
）
良
い
の
で
は
な
い
か
。
メ
ー
ザ
は
、w

u
rk

lich
es

R
ech

t

は
無
く
と
も
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ

意
味
に
お
い
て
、「
現
実
の
法
」
が
な
く
て
も
良
い
、
と
言
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
ら
。

(
)

M
oser,

V
on

d
em

w
ich

tig
en

U
n
tersch

eid
e
(w

ie
F
N

43),
99

:

「
人
は
誰
し
も
間
違
い
を
犯
す
こ
と
が
あ
る
。
国
王
も
哲
学
者
も
同
様
で

あ
る
。
し
か
も
、
国
王
や
哲
学
者
は
、
あ
ま
り
に
高
い
地
位
に
ま
し
ま
す
た
め
、
国
王
や
哲
学
者
の
眼
前
に
生
起
す
る
大
量
の
現
象
の
ど
れ
一
つ

に
対
し
て
も
、
本
当
に
じ
っ
く
り
と
正
確
に
考
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
邦
（N

ation

）
も
、
以
下
の
こ
と
を
、
邦
の
自
由

と
財
産
の
礎
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
法
で
あ
る
と
か
こ
れ
が
真
実
で
あ
る
と
人
が
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
形
式
と
い
う
印
章
を
獲

得
す
る
ま
で
、
法
と
し
て
妥
当
し
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
の
形
式
と
は
、
資
格
を
有
す
る
裁
判
官
が
当
の
も
の
を
宣
言
し
、
そ

の
こ
と
が
ら
が
法
的
効
力
を
獲
得
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
す
べ
て
の
邦
に
一
致
を
見
る
と
こ
ろ
の
、
基
本
法
則

で
あ
る
﹇
…
…
﹈。」

(
)

O
p
.

cit.
100.

(
)

O
p
.

cit.
100.

(
)

O
p
.

cit.
99

f.:

「
君
主
が
、
真
の
真
実
を
形
式
に
則
っ
た
真
実
同
様
に
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
、
形
式
に
則
っ
た
法
と
い
う
第

一
の
、
お
よ
そ
国
家
に
と
っ
て
神
聖
な
基
本
原
則
、
こ
れ
な
し
に
確
実
性
と
い
う
も
の
は
な
い
、
そ
の
よ
う
な
基
本
原
則
は
、
ご
破
算
に
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
は
、
現
世
に
お
け
る
知
恵
は
形
式
に
則
っ
た
真
実
に
で
は
な
く
真
の
真
実
に
導
い
て
ゆ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
ソ

ロ
モ
ン
の
賢
慮
な
ど
我
慢
な
ら
ぬ
な
ど
と
喚
き
た
て
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」

『使命』における、サヴィニの慣習法論について（守矢）



(
)

O
p
.

cit.
101.

(
)

S
av

ig
n
y
,
B
eru

f,
21

f.:

「
法
典
と
は
、
そ
れ
が
唯
一
の
法
源
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
実
際
に
も
、
凡
そ
あ
ら
ゆ
る
事
件
に
対
す
る
決
定

が
あ
ら
か
じ
め
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
人
は
、
し
ば
し
ば
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
個
々

の
事
件
を
そ
れ
と
し
て
経
験
に
よ
っ
て
包
括
的
に
知
り
、
次
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
を
法
典
の
対
応
す
る
箇
所
に
よ
っ
て
決
定
す
る
、
と
い
う

こ
と
が
可
能
で
も
あ
れ
ば
良
い
こ
と
で
も
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
法
的
事
件
を
注
意
深
く
観
察
し
た
こ
と
の
あ
る
者

で
あ
れ
ば
、
現
実
の
事
件
の
多
様
性
は
次
か
ら
次
へ
と
産
み
出
さ
れ
て
ま
さ
に
限
り
が
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
不
毛
で
あ
る
ほ

か
な
い
こ
と
を
、
す
ぐ
に
了
解
す
る
だ
ろ
う
。」

(
)

M
oser,

J.,
V

ersch
ied

en
e

W
u
rk

u
n
g

d
er

T
h
eorie

u
n
d

E
rfah

ru
n
g
(zu

erst
1776),

in
:

d
ers.,

S
W

9,
101.

こ
こ
で
は
、
短
い
全
文
を
、

翻
訳
で
紹
介
し
よ
う：
「
諺
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
よ
い
決
ま
り
ご
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
決
ま
り
ご
と
は
む
か
し
む
か
し
か
ら
保
存
さ
れ
、

し
か
も
日
一
日
と
そ
の
真
実
味
が
よ
く
わ
か
る
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
決
ま
り
ご
と
は
経
験
か
ら
の
帰
結
だ
か
ら
だ
。
命
令
や
法
律

の
な
か
に
は
、
ほ
と
ん
ど
従
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
不
服
従
に
罰
則
が
科
さ
れ
て
い
る
の
に
利
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
も
、
し
ば
し
ば
あ

る
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
命
令
や
法
律
が
、
理
論
か
ら
の
帰
結
で
あ
り
、
実
務
的
な
頭
で
は
な
く
思
弁
的
な
頭
が
提
案
し

た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。」

(
)

七
年
戦
争
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

(
)

M
oser,

S
ch

reib
en

u
b
er

d
as

sog
en

an
n
te

A
lleg

ieren
(w

ie
F
N

43),
118.

(
)

L
oc.

cit.

(
)

S
av

ig
n
y
,

B
eru

f,
12.

(
)

か
つ
て
は
、
メ
ー
ザ
と
い
え
ば
保
守
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
紋
切
型
が
支
配
し
た
が
、
最
近
の
文
献
で
は
、
そ
う
し
た
見
方
は
か
な
り
克
服
さ

れ
た
、S
ch

rod
er,

J.,
A

rt.
Ju

stu
s

M
oser

(1720 -1794),
in

:
D

eu
tsch

e
u
n
d

eu
rop

aisch
e

Ju
risten

au
s

n
eu

n
Jah

rh
u
n
d
erten

,
h
g
.
v
on

G
.

K
lein

h
ey

er
u
n
d

d
em

s.,
4.

A
u
fl.(1996),

277 -282.

こ
こ
に
は
、
参
考
文
献
の
目
録
も
つ
い
て
い
て
、
便
利
で
あ
る
。
本
格
的
に
は
、

d
ers.,

Ju
stu

s
M

oser
als

Ju
rist.

Z
u
r

S
taats-

u
n
d

R
ech

tsleh
re

in
d
en

P
atriotisch

en
P
h
an

tasien
u
n
d

in
d
er

O
sn

ab
ru

ck
isch

en

G
esch

ich
te,

1986
;

R
u
ck

ert,
J.,

H
istorie

u
n
d

Ju
risp

ru
d
en

z
b
ei

Ju
stu

s
M

oser,
in

:
D

ie
B

ed
eu

tu
n
g

d
er

W
orter.

S
tu

d
ien

zu
r

eu
rop

a isch
en

R
ech

tsg
esch

ich
te.

F
S

fu
r

S
ten

G
ag

n
er

zu
m

70.
G

eb
u
rtstag

,
h
g
.

v
on

M
.

S
tolleis,

1991,
357 -381.

(
)

S
av

ig
n
y
,
B

eru
f,

9 -11

に
お
け
る
、
明
ら
か
に
、
握
取
行
為

(m
an

cip
atio

）
や
法
廷
譲
渡

(in
iu

re
cessio

）
を
意
識
し
た
、
形
式
的
行
為

論 説



の
重
要
性
を
強
調
す
る
記
述
、
お
よ
び
、op

.
cit.

32
f.

に
お
け
る
、
擬
制

fictio

を
重
用
す
る
よ
う
な
、
あ
る
種
の
法
的
術
語
の
発
達
の
重
視
。

(
)

ロ
ー
マ
の
共
和
政
の
終
わ
り
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ロ
ー
マ
市
民
法
の
連
続
的
発
展
が
帝
政
期
に
も
維
持
さ
れ
る
と
す
る
サ
ヴ
ィ
ニ
の
記

述
の
、
極
度
の
慎
重
を
、
参
照
し
て
戴
き
た
い
、S

av
ig

n
y
,

B
eru

f,
31

f.

(
)

石
部
「
法
律
の
解
釈
に
つ
い
て
」(

前
掲
註
４
）、
特
に
、
六
二
―
七
二
頁
。

(
)

S
av

ig
n
y
,

B
eru

f,
81 -95.

(
)

フ
ー
ゴ
の
研
究
は
、
日
本
で
も
ド
イ
ツ
で
も
あ
ま
り
活
発
に
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
ん
に
ち
の
フ
ー
ゴ
研
究
の
水
準
を
示
す
も
の
と
し
て
、

な
に
よ
り
も
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、R

u
ck

ert,
J.,

...d
a

d
ies

n
ich

t
d
as

F
eld

w
ar,

au
f

d
em

er
sein

e
R
osen

p
flu

ck
en

k
on

n
te

...
?

G
u
stav

H
u
g
os

B
eitrag

zu
r

ju
ristisch-p

h
ilosop

h
isch

en
G
ru

n
d
lag

en
d
isk

u
ssion

n
ach

1789,
in

:
R
ech

tsp
ositiv

ism
u
s

u
n
d

W
ertb

ezu
g

d
es

R
ech

ts.
V

ortra g
e

d
er

T
ag

u
n
g

d
er

D
eu

tsch
en

S
ek

tion
d
er

In
tern

ation
alen

V
erein

ig
u
n
g

fu
r

R
ech

ts-
u
n
d

S
ozialp

h
ilosop

h
ie
(IV

R
)

in
d
er

B
u
n
d
esrep

u
b
lik

D
eu

tsch
lan

d
,

G
o ttin

g
en

,
12 -14.

O
k
tob

er
1988,

h
g
.

v
on

R
.

D
reier,

1990,

94 -128.

フ
ー
ゴ
の
仕
事
に
も
言
及
す
る
重
要
な
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
石
部
雅
亮
「
啓
蒙
期
自
然
法
学
か
ら
歴
史
法
学
へ
」(

前
掲
註
４
）。

(
)

H
u
g
o,

G
.,

D
ie

G
esetze

sin
d

n
ich

t
d
ie

ein
zig

e
Q

u
elle

d
er

ju
ristisch

en
W

ah
rh

eiten
(zu

erst
1812),

in
:

d
ers.,

C
iv

ilistisch
es

M
ag

azin
,

4.
B

d
.(1815),

89 -134.
こ
の
論
文
を
サ
ヴ
ィ
ニ
は
『
使
命
』
の
一
四
頁
で
、
慣
習
法
論
と
の
密
接
な
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
引
用

し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
サ
ヴ
ィ
ニ
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、H

u
g
o,

G
.,

L
eh

rb
u
ch

d
er

ju
ristisch

en
E
n
cy

clop
ad

ie
zu

m
ersten

m
u
n
d
lich

en
U

n
terrich

t
u
b
er

d
ie

Q
u
elle,

A
n
fan

g
sg

ru
n
d
e

u
n
d

L
eh

rarten
aller

in
D

eu
tsch

lan
d

g
elten

d
en

R
ech

te,
4.

A
u
fl.

(1811),
.
21

f.;
d
ers.,

L
eh

rb
u
ch

d
es

N
atu

rrech
ts

als
ein

er
P
h
ilosop

h
ie

d
es

p
ositiv

en
R
ech

ts,
3.

A
u
fl.(1809),

.
130

で
あ
る
。

(
)

O
p
.
cit.

117
f.:

「
い
か
な
る
フ
ォ
ル
ク
の
実
定
法
も
、
フ
ォ
ル
ク
の
言
語
の
一
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
よ
そ
ど
の
学
問
に
も
妥
当
す
る
こ
と

が
ら
で
あ
る
。
肝
心
な
の
は
、
あ
る
ひ
と
つ
の
表
現
の
下
に
ど
の
よ
う
な
諸
術
語

(B
eg

riffe

）
を
束
ね
る
か
、
あ
る
い
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
術
語

が
共
通
の
名
称
を
持
た
ぬ
よ
う
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
術
語
を
ど
の
別
の
術
語
か
ら
区
別
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
。
学
問
と
は
、
よ
く
整

え
ら
れ
た
言
語
に
他
な
ら
な
い

(U
n
e

scien
ce

n
'est

q
u
'u

n
lan

g
ag

e
b
ien

fait.

）。﹇
…
…
﹈﹇
数
学
に
お
い
て
す
ら
そ
う
云
え
る
の
だ
が
﹈
し

か
し
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
知
見
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
よ
り
一
層
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
言
葉
が
時
代
と
と
も
に
全
く
異
な
っ

た
意
味
を
得
る
に
到
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
ど
の
言
語
に
も
出
て
く
る
表
現
で
は
あ
る
が
、
し
か
も
そ
の
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
あ
い
だ
で

必
ず
や
意
味
の
ず
れ
を
持
っ
て
い
る
も
の
、
そ
う
し
た
知
見
に
関
わ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
う
し
た
知
見
に
は
、
習
俗
に
係
る
全
て
の
事
柄
が
、
全

て
の
実
定
的
な
こ
と
が
ら
が
、
し
た
が
っ
て
ま
た
全
て
の
実
定
法
が
、
含
ま
れ
る
。
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
契
約
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
契
約
と

『使命』における、サヴィニの慣習法論について（守矢）



言
わ
れ
る
も
の
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
契
約
と
い
え
ば
書
か
れ
た
契
約
を
ま
ず
考
え
る
が
ロ
ー
マ
法
で
は
そ
う
で
は
な

い
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
は
夫
婦
財
産
契
約

(con
trat

d
e

m
ariag

e

）
が
あ
る
が
ロ
ー
マ
法
に
は
な
い
。」
な
お
、「
学
問
と
は
よ
く
整
え
ら
れ
た
言

語
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ク
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、

C
on

d
illac,

E
.,

L
a

log
iq

u
e

ou
les

p
rem

iers
d
ev

elop
p
em

en
s

d
e

l'art
d
e

p
en

ser
(1780),

d
an

s
:

leq
u
el,

O
eu

v
res

com
p
letes,

t.
15,

p
p
.

317 -488,
sp

e cialem
en

t
419

seq
.

な
お
、
フ
ー
ゴ
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
教
養
に
つ
い
て
は
、R

u
ck

ert,
G

u
stav

H
u
g
os

B
eitrag

(w
ie

F
N

.

63).

(
)

H
u
g
o,

D
ie

G
esetze

(w
ie

F
N

64),
117 -121

:

「
言
語
は
自
ず
と
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
後
の
言
語
の
発
展
に
対
し
て

は
、
語
り
あ
る
い
は
綴
る
こ
と
に
長
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
個
々
の
人
々
に
よ
る
お
手
本
が
何
と
い
っ
て
も
最
も
強
い
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ

と
。
廷
臣
な
り
、
あ
る
身
分
の
第
一
人
者
な
り
、
敬
愛
さ
れ
て
い
る
文
筆
家
な
り
が
、
何
か
を
語
る
。
他
の
者
た
ち
は
そ
れ
を
拝
聴
す
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
者
が
語
っ
た
こ
と
が
ら
の
多
く
は
美
し
い
も
の
と
し
て
妥
当
す
る
故
に
、
他
の
者
た
ち
も
、
こ
の
語
ら
れ
た
こ
と
が
ら
を
美
し
い

も
の
と
了
解
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
語
ら
れ
た
こ
と
が
ら
を
か
れ
ら
は
繰
り
返
す
。
そ
し
て
誰
か
が
こ
の
語
ら
れ
た
こ
と
が
ら
を
公
定
﹇
こ
こ
で

用
い
ら
れ
て
い
るv

erseh
en

の
語
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
参
照
、A

rt.
v
erseh

en
,
in

:
D

eu
tsch

es
W

orterb
u
ch

v
on

Jacob
u
n
d

W
ilh

elm

G
rim

m
,
12.

B
d
.,

1.
A

b
t.,

1956,
1236 -1257,

b
es.

1242
f.

﹈
せ
ず
と
も
、
こ
の
新
た
な
表
現
、
新
た
な
言
い
回
し
は
、
す
で
に
定
着
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
／
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、
習
俗
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。
わ
れ
わ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
よ
う
に
、
脱
帽
し
頭
を
見
せ
る
こ
と
が
表

敬
で
あ
る
と
し
た
り
、
ア
ジ
ア
人
の
如
く
頭
を
覆
う
こ
と
が
表
敬
で
あ
る
と
し
た
り
す
る
の
は
、
統
治
者
が
命
じ
た
か
ら
で
も
な
け
れ
ば
集
会
で

多
数
票
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
た
こ
と
で
も
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
兎
に
も
角
に
も
妥
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
フ
ォ
ル
ク
に

お
い
て
、
そ
し
て
あ
る
時
代
に
お
い
て
、
何
が
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
習
俗
の
法
則
と
い
う
全
く
一
般
的
な
表
現
に
ぴ
た

り
対
応
す
る
も
の
と
し
て
妥
当
す
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
う
て
み
る
な
ら
ば
、
や
は
り
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
次
第
の
こ
と
が
起
こ
る
。

実
定
道
徳
の
す
べ
て
―
―
わ
た
し
に
は
こ
う
い
う
表
現
が
ま
こ
と
に
適
切
に
見
え
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
―
―
は
、

た
だ
言
語
と
習
俗
と
に
の
み
、
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
生
起
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
の
み
、
基
づ
い
て
い
る
。
／
法
論
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
実

定
道
徳
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
。
法
論
と
云
っ
て
も
よ
い
が
、
実
定
法
と
云
っ
て
も
よ
い
。
他
人
と
の
争
い
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
強
者
の
権
利

を
の
さ
ば
ら
せ
な
い
た
め
に
は
、
誰
に
頼
れ
ば
よ
い
の
か
、
誰
が
命
ず
べ
き
な
の
か
、
ま
た
、
係
る
目
的
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
制
度
が
つ
く
ら

れ
て
き
た
か
、
と
い
う
問
い
へ
の
こ
た
え
、
と
云
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
法
則

(R
eg

el

）(

そ
の
よ
う
な
一
般
的
意
味
の
実

定
規
則

(G
esetze

））
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
上
位
者
が
争
い
の
当
事
者
に
寄
り
添
う
こ
と
を
、
人
は
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
へ

論 説



の
こ
た
え
、
と
云
っ
て
も
よ
い
。
／
公
法
も
私
法
も
、
言
語
や
習
俗
と
同
様
、
合
意
も
命
令
も
な
し
に
、
自
ず
と
形
成
さ
れ
る
。
状
況
が
そ
れ
を

齎
す
か
ら
で
あ
る
。
人
が
他
の
人
も
か
か
る
法
に
従
っ
て
振
る
舞
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。﹇
…
…
﹈
／
従
っ
て
、
狭
い
意
味
で
の

実
定
法
律
が
な
く
と
も
、
実
定
法
と
い
う
も
の
は
、
未
だ
は
な
は
だ
粗
削
り
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。」

(
)

O
p
.

cit.
121

f.

(
)

O
p
.

cit.
122

f.

(
)

O
p
.

cit.
125.

(
)

O
p
.

cit.
126.

(
)

そ
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
啓
蒙
的
絶
対
主
義
の
そ
れ
で
あ
る
、
石
部
『
啓
蒙
的
絶
対
主
義
の
法
構
造
』(

前
掲
註

）、

一
四
〇
―
一
四
六
頁
。
同
書
に
、
フ
ー
ゴ
に
よ
る
こ
の
考
え
方
に
対
す
る
批
判
の
紹
介
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
石
部
・
笹
倉
『
法
の
歴
史
と
思
想
』

(

前
掲
註
４
）、
八
〇
―
八
一
頁
、
九
五
頁
。
さ
ら
に
、M

oriy
a,

Z
u
m

rom
isch

en
G
ew

oh
n
h
eitsrech

t
(w

ie
F
N

9),
314

f.

こ
れ
に
対
し
て
、

H
aferk

am
p
,
H

. -P
.,

G
eorg

F
ried

rich
P
u
ch

ta
u
n
d

d
ie

B
eg

riffsju
risp

ru
d
en

z
,
2004,

b
es.

148 -150

の
記
述
は
、
国
制
史
へ
の
配
慮
が

や
や
弱
い
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
な
お
、
さ
ら
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
定
め
の
詳
細
な
成
立
史
に
即
し
て
貴
重
な

S
ch

w
en

n
ick

e,

A
.,

D
ie

E
n
tsteh

u
n
g

d
er

E
in

leitu
n
g

d
es

P
reu

isch
en

A
llg

em
ein

en
L
an

d
rech

ts
v
on

1794,
1993,

271-294.

そ
の
二
七
〇
頁
註
２
に

は
関
連
文
献
が
列
挙
さ
れ
、
便
利
で
あ
る
。

(
)

O
p
.

cit.
126.

石
川
が
、「
歴
史
法
学
派
以
前
の
慣
習
法
」
と
し
て
紹
介
す
る
慣
習
法
理
解
は

(

石
川
「
憲
法
変
遷
論
評
註
」(

前
掲
註
２
）

七
六
二
頁
）、
実
際
に
は
近
世
の
絶
対
主
義
的
自
然
法
論
に
お
け
る
、
主
権
者
に
よ
る
立
法
に
ひ
き
つ
け
て
理
解
さ
れ
た
慣
習
法
論
の
こ
と
で
あ

る
。
簡
単
に
は

K
rau

se,
H

./
K

ob
ler,

G
.,

A
rt.

G
ew

oh
n
h
eitsrech

t,
in

:
H

R
G

L
fg

.
10
(2009),

S
p
l.

364 -375,
b
es.

371
f.

(
)

O
p
.

cit.
127.

さ
ら
に
、
フ
ー
ゴ
は
云
う：

「
白
黒
は
っ
き
り
さ
せ
て
は
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
読
ん
だ
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
読
ん
だ
者

で
あ
っ
て
も
多
く
の
者
が
尊
重
し
な
い
よ
う
な
法
律
と
、
事
情
に
通
じ
た
者
の
全
て
が
賛
同
す
る
と
こ
ろ
の
毎
日
の
慣
行
と
、
ど
ち
ら
が
、
法
命

題
の
確
実
性
と
一
般
的
了
解
と
を
得
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
遺
言
書
が
六
名
の
証
人
の
前
で
作
成
さ
れ
れ
ば
そ
の
妥
当
に
疑
問
は
差
し
挟
ま
れ

な
い
、
と
い
う
慣
例
を
多
く
の
者
が
知
っ
て
い
た
と
し
よ
う
。
こ
の
慣
例
に
対
す
る
信
頼
に
基
づ
い
て
、
い
ま
、
あ
る
者
が
、
同
様
の
遺
言
書
を

作
成
し
、
死
去
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
七
名
の
証
人
が
必
要
だ
と
す
る
法
令
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
法
令
に
こ
こ
で
従
う
こ
と
を
願
う

べ
き
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
こ
の
遺
言
書
に
限
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
数
多
の
遺
言
書
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
て
き
た
妥
当
が
否
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
法
令
を
楯
に
取
っ
た
論
理
で
し
か
な
い
、
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」(op

.
cit.

128

）。
こ
こ
で
は
、
厳
格
な
要
式
性
が
要
求
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さ
れ
る
遺
言
の
場
合
で
も
、
法
律
に
よ
る
定
め
が
必
然
的
に
求
め
ら
れ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
！

(
)

O
p
.

cit.
129.

医
術
と
法
術
と
の
比
較
は
フ
ー
ゴ
に
お
い
て
も
ご
く
自
然
な
も
の
だ
っ
た
。
メ
ー
ザ
に
つ
い
て
は
註

お
よ
び
対
応
す
る
本

文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
)

O
p
.

cit.
129

f.

(
)

な
お
参
照
、
守
矢
健
一
「
翻
訳
Ｆ
・
Ｃ
・
サ
ヴ
ィ
ニ
『
立
法
と
法
学
と
に
寄
せ
る
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
使
命
に
つ
い
て
』(

そ
の
一
）(

そ
の

二
）」
法
学
雑
誌
五
九
巻

(

二
〇
一
二
）、
二
八
一
―
二
九
八
頁
、
同
六
〇
巻

(

二
〇
一
三
）、
一
五
六
―
一
七
二
頁
。
な
お
、「（
そ
の
一
）」
お
よ

び
「（
そ
の
二
）」
は
そ
れ
ぞ
れ
同
書
第
一
章
第
二
章
に
対
応
す
る
。

(
)

丸
山
眞
男
「
近
世
儒
教
の
発
展
に
お
け
る
徂
徠
学
の
特
質
並
に
そ
の
国
学
と
の
関
連
」(

初
出
一
九
四
〇
年
）
同
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』

(

一
九
五
二
）、
一
―
一
九
一
頁
所
収
、
特
に
七
八
―
一
〇
五
頁
。
八
三
頁
に
、「
安
民
と
い
ふ
政
治
目
的
の
た
め
に
は
道
理
に
は
づ
れ
て
も
い
い
」、

と
ま
で
突
き
詰
め
る
徂
徠
に
「
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ル
リ
」
と
の
並
行
関
係
を
丸
山
が
見
る
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
改
め
て
注
目
に
値
す
る
。

道
徳
の
殻
を
突
き
破
っ
て
の
政
治
の
成
立

(

な
お
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
と
の
対
置
図
式
を
展
開
す
る
「
近
世
日
本
政
治
思
想
に
お
け
る
『
自

然
』
と
『
作
為
』」(

初
出
一
九
四
一
年
）
同
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』(

一
九
五
二
）、
一
九
三
―
三
一
八
頁
所
収
、
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
行

論
が
抽
象
に
流
れ
て
い
る
）。
ガ
グ
ネ
ア
の
仕
事
も
ま
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
政
治
思
想
成
立
過
程
に
関
わ
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
か
。

(
)

サ
ヴ
ィ
ニ
と
Ｆ
．
ベ
イ
コ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
に
公
刊
予
定
の
拙
い
論
文
で
論
じ
る：

M
oriy

a,
K

.,
S
av

ig
n
y

u
n
d

B
acon

.
Z
u
r

id
een

g
esch

ich
tlich

en
V

ielsch
ich

tig
k
eit

v
on

S
av

ig
n
y
s

V
om

B
eru

t
u
n
srer

Z
eit

fu
r

G
esetg

eb
u
n
g

u
n
d

R
ech

tsw
issen

ch
aft

.(in

V
orb

ereitu
n
g).

(
)

問
題
の
所
在
は
、
邦
語
文
献
で
も
予
て
よ
り
認
識
さ
れ
て
い
る
、
山
田
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
慣
習
法
」(

前
掲
註
９
）、
特
に
九
―
一
六
頁
。

本
稿
と
は
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、M

oriy
a,

Z
u
m

rom
isch

en
G
ew

oh
n
h
eitsrech

t
(w

ie
F
N

9).

(
)

G
ag

n
er,

Id
een

g
esch

ich
te,

28
f.

の
分
析
を
参
照
。

(
)

こ
れ
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
、
広
い
意
味
で
の
人
文
主
義
と
の
関
係
で
、
さ
ら
に
深
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
し
あ
た
り：

M
oriy

a,
S
av

ig
n
y

u
n
d

B
acon

(w
ie

F
N

79).

(
)

こ
う
し
た
視
角
は
、
近
世
に
お
け
る
タ
キ
ト
ゥ
ス
受
容
と
深
く
関
係
す
る：

B
aron

,
H

.,
T

h
e

crisis
of

th
e

early
Italian

R
en

aissan
ce,

1966,
esp

.
58 -61

:
S
ch

ellh
ase,

K
.
C

.,
T

acitu
s

in
R
en

aissan
ce

p
olitical

th
ou

g
h
t,

1976
;

M
om

ig
lian

o,
A

.,
T

acitu
s

an
d

th
e

T
acitist

trad
ition

,
in

:
id

em
,
T

h
e

classical
fou

n
d
ation

s
of

m
od

ern
h
istoriog

rap
h
y
,
1990,

109 -131
;

S
tolleis,

M
.,

A
rcan

a
Im

p
erii

u
n
d

R
atio

論 説



S
tatu

s,
in

:
d
ers.,

S
taat

u
n
d

S
taatsrason

in
d
en

fru
h
en

N
eu

zeit,
1990,

37 -72.
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