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序
論
　
本
稿
の
目
的

　
本
稿
の
目
的
は
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
国
法
学
に
お
け
る
主
流
的
学
派
で
あ
っ
た
実
証
主
義
国
法
学
（
そ
の
代
表
的
論
者
は
カ
ー
ル
・
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ル
バ
ー
と
パ
ウ
ル
・
ラ
ー
バ
ン
ト
で
あ
る
）
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
一
九

世
紀
ド
イ
ツ
国
法
学
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
「
実
証
主
義
」
お
よ
び
こ
の
概
念
に
密
接
に
関
わ
る
「
実
定
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法
」
あ
る
い
は
法
の
「
実
定
性
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
歴
史
法
学
と
の
関
連
を
意
識
し
つ
つ
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る）

（
（

。

　
そ
も
そ
も
、
実
証
主
義
国
法
学
が
な
ぜ
「
実
証
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
。
一
例
と
し
て
、
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ジ
ュ
ア
ン
ジ
ャ
ン
の
議
論

を
確
認
し
よ
う
。
ジ
ュ
ア
ン
ジ
ャ
ン
に
よ
れ
ば
、
法
学
に
お
け
る
実
証
主
義
と
は
、「
一
九
世
紀
に
お
い
て
、
特
定
の
科
学
性
の
基
準
を

標
榜
し
、
か
つ
自
然
あ
る
い
は
歴
史
の
名
の
下
に
現
行
法
に
解
釈
や
修
正
を
通
じ
て
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
法
源
と
し
て
の
自
然
法
や
歴
史

に
依
拠
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
立
場）

（
（

」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
証
主
義
は
国
法
学
に
も
影
響
を
与
え
、
ゲ
ル
バ
ー
が
実
証
主
義
の
立
場

に
立
っ
て
活
動
を
始
め
、
ラ
ー
バ
ン
ト
に
よ
っ
て
完
全
に
遂
行
さ
れ
た）

（
（

。

　「
早
く
も
一
八
五
二
年
に
、
ゲ
ル
バ
ー
は
、
憲
法
学
に
「
真
正
な
科
学
的
取
り
扱
い
」
を
与
え
る
べ
き
時
が
来
た
と
記
し
て
い
る
。

自
由
主
義
的
な
激
動
が
収
ま
っ
た
後
、「
真
正
な
」
国
法
学
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ゲ
ル
バ
ー
は
、
自
ら
の
著
作

を
ド
イ
ツ
の
王
党
派
的
反
動
の
流
れ
に
棹
指
す
も
の
と
明
確
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　
真
性
な
科
学
的
取
り
扱
い
と
は
、
憲
法
学
の
領
域
か
ら
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
、
倫
理
的
、
道
徳
的
さ
ら
に
は
歴
史
的
な
考
慮
が
排
斥
さ

れ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
実
証
主
義
の
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
っ
て
、
実
証
主
義
は
、
法
学
か
ら
法
以
外
の
要
素
を
取0

り
除
く
こ
と

0

0

0

0

0

と
し
て
自
己
規
定
さ
れ
る
。
法
は
、
法
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
の
み
完
全
に
理
解
さ
れ
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

が
、
法
実
証
主
義
の
核
心
的
思
想
で
あ
る）

（
（

」。

ジ
ュ
ア
ン
ジ
ャ
ン
と
同
様
に
、
実
証
主
義
国
法
学
が
実
証
主
義
で
あ
る
ゆ
え
ん
を
、
法
学
か
ら
非
法
的
要
素
を
排
除
す
る
こ
と
に
求
め
る

研
究
は
こ
れ
ま
で
多
く
存
在
し
て
き
た）

（
（

が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
は
、
以
下
の
点
か
ら
疑
問
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
非
法
的
要
素
を

取
り
除
い
た
結
果
と
し
て
生
じ
る
と
さ
れ
る
「
法
」
と
い
う
要
素
に
関
す
る
疑
問
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
法
と
は
い
っ
た
い
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何
を
指
し
て
い
る
の
か
。
本
当
に
、
非
法
的
要
素
を
取
り
除
け
ば
法
の
み
が
残
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
つ
い
て
、「
実
定
性
」
と

い
う
概
念
を
切
り
口
と
し
て
解
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の
具
体
的
目
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
理
解
で
は
、
こ
の
問
題
に
解
答
を
与

え
る
た
め
に
は
、
単
に
ゲ
ル
バ
ー
の
議
論
を
確
認
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
ゲ
ル
バ
ー
が
多
く
の
議
論
を
継
承
し
た
歴
史
法
学
に

お
け
る
法
の
理
解
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ル
バ
ー
は
、
歴
史
法
学
の
泰
斗
で
あ
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
カ
ー
ル
・
フ
ォ

ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
考
え
る
（
法
律
や
慣
習
、
学
問
と
い
っ
た
個
々
の
法
源
に
は
還
元
さ
れ
得
な
い
）
観
念
論
的
色
彩
を
帯
び
た
「
実
定

法
」
と
い
う
概
念
を
大
幅
に
継
承
し
て
い
る
。
本
稿
の
考
え
る
と
こ
ろ
、
こ
の
実
定
法
こ
そ
が
ゲ
ル
バ
ー
の
考
え
る
実
定
性
を
有
し
た

「
法
」（
あ
る
い
は
実
定
的
な
法
学
）
の
内
容
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
で
あ
れ
、
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
本
稿
は
以
下
の
よ
う
な
構
成
を
取
る
。
ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
従
来
の
法
思
想

史
に
お
い
て
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
法
学
に
お
け
る
実
証
主
義
的
傾
向
を
特
徴
付
け
る
際
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
「
概
念
法
学
」、「
法

律
実
証
主
義
」、「
学
問
的
実
証
主
義
」
と
い
っ
た
用
語
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
確
認
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
用
語
が
不
適
当
で
あ
る
と
主

張
す
る
近
年
の
研
究
に
つ
い
て
紹
介
・
検
討
す
る
。
第
二
章
で
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
「
実
定
法
」
と
い
う
用
語
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い

た
か
を
検
討
し
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
実
定
法
が
、
経
験
に
よ
っ
て
認
識
可
能
な
事
実
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
。
第
三
章
で
は
、
ゲ
ル
バ
ー
が
法
の
理
解
に
つ
い
て
比
較
的
明
確
に
表
現
し
た
「
ド
イ
ツ
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
法
学
一
般
に
つ
い
て）

（
（

」
や
、

『
ド
イ
ツ
私
法
体
系）

（
（

』
と
い
っ
た
私
法
学
上
の
著
作
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ゲ
ル
バ
ー
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
意
味
で
「
法
の
実
定
性
」

の
概
念
を
強
く
継
承
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
ゲ
ル
バ
ー
の
国
法
学
上
の
主
著
で
あ
る
『
ド
イ
ツ
国
法
綱
要）

（
（

』
を
主
た
る
素
材
と

し
て
、
ゲ
ル
バ
ー
国
法
学
に
お
い
て
も
「
法
の
実
定
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
示
す）

（
（

。
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第
一
章

　
実
証
主
義
を
め
ぐ
る
諸
学
説

第
一
節
　
概
念
法
学
、
法
律
実
証
主
義
、
学
問
的
実
証
主
義

　
ゲ
ル
バ
ー
や
ラ
ー
バ
ン
ト
も
そ
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
法
思
想
が
実
証
主
義
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
こ

と
は
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
実
証
主
義
の
性
格
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
様
々
な
用
語
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、「
概
念
法
学
」、

「
学
問
的
実
証
主
義
」、「
法
律
実
証
主
義
」
と
い
っ
た
用
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
今
日
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
用
語
に
よ
っ
て
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
法
思
想
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
広
く
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ

が
、
こ
れ
ら
の
近
年
の
議
論
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
そ
も
そ
も
概
念
法
学
や
学
問
的
実
証
主
義
、
法
律
実
証
主
義
と
い
っ
た
用
語
が
ど

の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
、
論
者
に
よ
っ
て
相
当
程
度
、
用
法
が
異
な
る

も
の
で
あ
り
、
精
確
な
特
定
が
困
難
な
部
分
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
用
語
の
提
唱
者
の
議
論
を
参
照
し
、
過
度
に

議
論
が
拡
散
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
概
念
法
学
と
い
う
用
語
が
、
ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
由
来
す
る
用
語
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ェ
ー

リ
ン
グ
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
や
特
に
ゲ
オ
ル
グ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
プ
フ
タ
を
念
頭
に
置
い
て
、
彼
ら
の
法
学
が
現
実
生
活
か
ら
か
け
離
れ
た

も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
形
式
主
義
的
・
論
理
主
義
的
で
あ
る
こ
と
を
論
難
し
た
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
（
パ
ン
デ
ク
テ

ン
法
学
者
）
が
、
死
後
に
赴
く
こ
と
と
な
る
「
法
学
者
の
概
念
天
国
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
揶
揄
的
に
叙
述
す
る
。
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　「
理
論
家
の
天
国
が
あ
る
天
体
は
、
も
は
や
太
陽
系
に
は
な
く
、
太
陽
の
光
は
差
し
込
ま
な
い
。
太
陽
は
す
べ
て
の
生
命
の
源
泉
だ

が
、
概
念
は
生
活
と
調
和
し
な
い
。
概
念
は
、
そ
れ
が
生
活
と
の
あ
ら
ゆ
る
関
わ
り
を
絶
っ
て
完
全
に
そ
れ
だ
け
で
単
独
で
存
在
す
る

世
界
を
、
そ
れ
自
身
の
た
め
に
必
要
と
す
る
の
だ
」。

　
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、「
法
制
度
を
そ
の
現
実
の
実
際
的
意
義
を
見
る
こ
と
な
し
に
純
粋
に
法
源
あ
る
い
は
概
念
か
ら
組
み
立
て

る
能
力
」
を
証
明
し
な
い
限
り
、
こ
の
天
国
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
初
に
こ
の
天
国
に
入
っ
た
の
は
プ
フ
タ
で
あ
る
が
、
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
は
か
ろ
う
じ
て
入
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
概
念
法
学
に
対
す
る
批
判
と
同
時
に
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
生
活
と

の
関
係
を
重
視
す
る
利
益
法
学
へ
と
向
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
の
目
的
か
ら
し
て
こ
れ
以
上
論
ず
る
必
要
は
な

い
だ
ろ
う
。

　
続
い
て
、
学
問
的
実
証
主
義
お
よ
び
法
律
実
証
主
義
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
こ
の
区
別
を
広
く
知
ら
し
め
た
の
は
フ
ラ
ン
ツ
・
ヴ
ィ

ア
ッ
カ
ー
で
あ
る
。
学
問
的
実
証
主
義
と
い
う
語
は
、
す
で
に
確
認
し
た
概
念
法
学
に
お
お
む
ね
対
応
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る）

（（
（

が
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
の
議
論
の
意
義
は
、
こ
の
学
問
的
実
証
主
義
と
法
律
実
証
主
義
を
区
別
し
た
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
ヴ
ィ
ア

ッ
カ
ー
は
学
問
的
実
証
主
義
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

　
歴
史
法
学
は
、
そ
の
力
の
ほ
と
ん
ど
を
体
系
的
私
法
教
義
学
の
構
築
に
注
い
だ
。
そ
の
最
も
重
要
な
現
れ
は
パ
ン
デ
ク
テ
ン
教
科
書
で

あ
り
、
こ
の
学
派
は
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
と
な
っ
た
。

　「
こ
の
よ
う
な
法
学
［
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
］
の
基
礎
に
は
、
学
問
的
実
証
主
義

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
法
の
見
方
が
存
在
す
る
。
こ
の
法
の
見
方

は
、
す
べ
て
の
法
命
題
と
そ
の
適
用
を
も
っ
ぱ
ら
法
学
的
諸
概
念
お
よ
び
諸
命
題
か
ら
導
出
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
こ
の
法
の
見
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方
に
よ
れ
ば
、
法
律
学
の
外
に
あ
る
価
値
評
価
、
た
と
え
ば
宗
教
的
、
社
会
的
あ
る
い
は
学
問
的
［
原
語
はw

issenschaftlich

で

あ
る
がw

irtschaftlich

の
間
違
い
か
？
］
諸
価
値
や
諸
目
的
に
法
創
造
な
い
し
法
変
更
を
行
う
力
を
認
め
る
こ
と
は
な
い
。「
倫
理

的
、
政
治
的
あ
る
い
は
国
民
経
済
学
的
熟
慮
は
法
律
家
そ
れ
自
身
の
課
題
で
は
な
い
」
と
一
八
八
四
年
に
な
お
こ
の
学
派
の
大
家
で
あ

る
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
述
べ
て
い
る
。［
…
…
］
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
お
よ
び
そ
の
同
時
代
人
は
、
こ
の
よ
う
な
確
信
の
倫
理
的

0

0

0

基
礎
付
け

を
カ
ン
ト
の
法
理
論
か
ら
借
用
し
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
法
秩
序
は
倫
理
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
倫
理
を
可
能
と
す
る
も
の
な
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
固
有
の
存
在
意
義
」
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
基
礎
付
け
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
引
き
続
く
世
代
に
お
い

て
ま
す
ま
す
色
あ
せ
た
」。

こ
の
よ
う
な
学
問
的
実
証
主
義
の
特
徴
は
、
所
与
の
法
秩
序
を
体
系
、
そ
れ
も
完
結
性
、
無
欠
缺
性
を
要
求
す
る
体
系
と
し
て
把
握
す
る

こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
法
的
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
概
念
的
包
摂
が
可
能
で
あ
り
、
裁
判
官
の
法
発
見
と
い
わ
れ
る
も
の
は
常
に
包
摂
で

あ
り
、
一
つ
の
論
理
的
行
為
で
あ
る
、
と
さ
れ
る）

（（
（

。

　
こ
の
よ
う
な
学
問
的
実
証
主
義
か
ら
移
行
し
た
の
が
「
法
と
正
義
を
も
っ
ぱ
ら
国
家
意
思
に
還
元
す
る）

（（
（

」
法
律
実
証
主
義
で
あ
る
。
法

律
実
証
主
義
は
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
に
存
在
し
た
多
く
の
ド
イ
ツ
諸
国
家
に
お
け
る
法
典
（
刑
法
典
、
民
法
典
）
編
纂
活
動
を
背
景
と

し
て
登
場
し
た
。

　「
一
八
四
八
年
以
降
、
自
由
主
義
的
統
一
運
動
は
、
政
治
的
敗
北
の
後
も
、
全
ド
イ
ツ
的
法
典
の
た
め
に
活
動
し
続
け
て
い
た
。
学

問
的
実
証
主
義
の
代
わ
り
に
、
法
律
実
証
主
義
が
登
場
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
、
公
的
意
識
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
れ
な
か

っ
た
が
、
法
学
に
対
す
る
国
家
の
勝
利
で
あ
り
、
文
化
国
民
に
対
す
る
政
治
的
国
民
の
勝
利
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、［
ロ
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ー
マ
法
］
継
受
以
来
初
め
て
、
全
ド
イ
ツ
に
わ
た
っ
て
国
家
に
よ
る
法
の
定
立
が
学
問
的
法
形
成
か
ら
独
立
し
た
。
学
問
的
法
形
成
に

対
し
て
、
法
律
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
「
民
族
意
思
」
が
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
民
族
意
思
は
、
立
憲
国
家
に
お
い
て
は

歴
史
的
・
権
威
的
な
力
に
よ
っ
て
直
接
的
に
表
現
さ
れ
た
わ
け
で
も
、
障
害
な
く
表
明
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
実
際
に
は
、
立
法
は

さ
し
あ
た
っ
て
は
厳
密
に
学
問
的
に
思
考
す
る
内
閣
官
僚
制
の
仕
事
で
あ
っ
た）

（（
（

」。

こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
を
認
識
す
る
に
あ
た
っ
て
の
法
学
の
重
要
性
は
、（
留
保
を
伴
い
つ
つ
も
）
学
問
的
実
証

主
義
か
ら
法
律
実
証
主
義
へ
の
移
行
過
程
に
お
い
て
欠
落
し
、
後
者
に
お
い
て
は
法
律）

（（
（

こ
そ
が
決
定
的
な
法
源
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
が
叙
述
の
主
た
る
対
象
と
す
る
ゲ
ル
バ
ー
や
ラ
ー
バ
ン
ト
に
つ
い
て
も
、
し
ば
し
ば
、
彼
ら
が
学
問
的
実
証
主
義
に
属
す
る
の
か
、

法
律
実
証
主
義
に
属
す
る
の
か
と
い
う
関
心
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
一
九
八
六
年
に
公
表
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
マ
ン
フ
レ
ッ

ド
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
成
立
前
に
活
動
し
た
ゲ
ル
バ
ー
を
帝
国
憲
法
と
い
う
統
一
的
な
法
典
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
ド
イ
ツ
全
体
に
妥
当
す
る
よ
う
な
国
法
を
学
問
的
体
系
化
に
よ
り
導
出
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
理
由
に
よ
り
学
問
的
実
証
主
義
に
分

類
し
、
ラ
ー
バ
ン
ト
を
帝
国
憲
法
と
い
う
法
典
を
前
提
と
し
て
議
論
を
行
っ
た
と
い
う
理
由
に
よ
り
法
律
実
証
主
義
に
分
類
し
て
い
た）

（（
（

。

こ
れ
に
対
し
、
今
日
で
は
こ
の
よ
う
に
ゲ
ル
バ
ー
は
法
学
的
実
証
主
義
、
ラ
ー
バ
ン
ト
は
法
律
実
証
主
義
で
あ
る
と
機
械
的
に
分
類
す
る

議
論
が
有
す
る
説
得
力
は
見
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
パ
ウ
リ
ー
は
、
ゲ
ル
バ
ー
も
ラ
ー
バ
ン
ト
も

と
も
に
意
思
と
い
う
コ
ー
ド
に
基
づ
い
て
学
問
的
に
国
法
学
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
明
確
な
意
図
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
、

ラ
ー
バ
ン
ト
を
素
朴
に
法
律
実
証
主
義
と
見
る
議
論
か
ら
批
判
的
に
距
離
を
取
っ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー

も
、「
両
者
［
ゲ
ル
バ
ー
お
よ
び
ラ
ー
バ
ン
ト
］
に
お
い
て
は
妥
当
す
る
法
を
特
定
の
一
般
的
概
念
か
ら
再
構
成
す
る
法
学
的
実
証
主
義
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が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
単
な
る
法
律
実
証
主
義
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い）

（（
（

」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
シ
ェ
ー
ン

ベ
ル
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
み
ず
か
ら
の
学
問
的
対
象
と
し
て
ド
イ
ツ
帝
国
国
法
と
い
う
実
定
法
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
ラ
ー
バ
ン
ト
に
つ

い
て
は
と
も
か
く
、
ゲ
ル
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
統
一
的
な
憲
法
典
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
ラ
ー
バ
ン
ト
は
実
定
的

に
妥
当
す
る
帝
国
国
法
を
解
釈
し
、
体
系
化
し
た
」
の
に
対
し
、「
ゲ
ル
バ
ー
は
実
定
法
を
取
り
扱
っ
た
の
で
は
な
く
、
学
問
的
体
系
を

構
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
体
系
は
、
ド
イ
ツ
の
立
憲
君
主
制
が
有
す
る
共
通
性
か
ら
抽
出
す
る
よ
う
に
加
工
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
た
も

の
で
あ
る）

（（
（

」
と
説
明
し
、
両
者
の
間
に
あ
る
程
度
の
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

第
二
節
　
観
念
論
的
法
理
解

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
ご
く
簡
単
に
だ
が
、
概
念
法
学
、
法
律
実
証
主
義
、
学
問
的
実
証
主
義
と
い
っ
た
用
語
法
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
用
語
の
な
か
で
も
、
本
稿
冒
頭
で
見
た
ジ
ュ
ア
ン
ジ
ャ
ン
の
議
論
が
、
実
証
主
義
国
法
学
を
学
問
的
実
証
主
義
に
引
き
つ
け
て

理
解
す
る
議
論
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
上
こ
れ
ら
の
用
語
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、

本
稿
の
目
的
か
ら
し
て
そ
こ
ま
で
重
要
で
は
な
い
の
で
こ
こ
で
断
念
し
、
こ
れ
ら
の
諸
用
語
の
法
思
想
史
的
有
効
性
を
疑
う
近
年
の
議
論

に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
概
念
法
学
と
い
う
用
語
が
不
適
当
で
あ
る
と
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
は
邦
語
文
献
レ
ベ
ル
で
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
せ
よ
、
プ
フ
タ
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
継
承
者
で
あ
る
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
に
せ
よ

（
歴
史
や
社
会
的
現
実
を
無
視
し
た
）
純
粋
な
論
理
操
作
に
よ
り
法
解
釈
が
成
り
立
つ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
お
い
て
は
現

実
感
覚
や
柔
軟
性
に
富
ん
だ
理
論
、
生
活
に
即
し
た
社
会
正
義
に
対
す
る
関
心
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
だ
と
さ
れ
る）

（（
（

。

　
概
念
法
学
の
み
な
ら
ず
、
学
問
的
実
証
主
義
や
法
律
実
証
主
義
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
そ
の
不
適
切
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
ま
ず
、
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法
律
実
証
主
義
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ペ
ゲ
ラ
ー
は
、
法
律
実
証
主
義
の
代
表
的
担
い
手
と
目
さ
れ

る
こ
と
の
多
い
カ
ー
ル
・
ベ
ル
グ
ホ
ー
ム
の
議
論
を
検
討
し
、
ベ
ル
グ
ホ
ー
ム
の
時
代
の
法
素
材
の
大
部
分
は
法
律
と
い
う
よ
り
法
学
や

司
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
彼
を
法
律
実
証
主
義
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
じ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、

ヤ
ン
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
も
、
第
二
帝
政
期
頃
の
多
く
の
法
学
者
（
た
と
え
ば
ゲ
ル
バ
ー
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
、
ラ
ー

バ
ン
ト
ら
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
に
と
っ
て
、
確
か
に
法
律
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
今
日
に
お
け
る
ほ
ど
、
立
法
者

に
よ
っ
て
も
法
理
論
家
に
よ
っ
て
も
法
律
は
過
大
評
価
さ
れ
て
お
ら
ず
、
重
要
で
あ
っ
た
の
は
法
学
お
よ
び
法
実
務
に
よ
る
法
の
継
続

的
・
発
展
的
形
成
で
あ
っ
た
と
説
き）

（（
（

、
ベ
ル
グ
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
も
ペ
ゲ
ラ
ー
と
類
似
し
た
見
解
を
示
す）

（（
（

。
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
民
法
典

（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
制
定
後
も
大
き
く
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
自
身
が
法
学
と
法
実
務
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
こ
と

を
予
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
結
論
と
し
て
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
法
律
実
証
主
義
に
接
近
す
る
傾
向
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
し
て

も
、
法
律
を
唯
一
の
法
源
と
見
る
立
場
（
法
律
実
証
主
義
）
は
一
九
世
紀
や
二
〇
世
紀
の
法
理
論
家
の
間
に
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ

た
と
す
る）

（（
（

。

　
次
に
学
問
的
実
証
主
義
と
い
う
用
語
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
こ
の
批
判
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
学
問
的
実
証
主
義
の
実
在
性
を
疑
う
議
論
は
、（
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
お
よ
び
そ
の
後
継
者
は
）「「
学
問
的
」
実
証
主
義
で
あ
る
」

と
い
う
よ
り
も
「
実
証
主
義
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
を
批
判
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
た
め
に
は
、

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
歴
史
法
学
論
、
と
り
わ
け
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
論
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
こ
の
点
に
つ
い
て
触

れ
よ
う
。

　
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
議
論
の
前
提
に
存
在
す
る
の
は
客
観
的
観
念
論
者
と
し
て
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
い
う
像
で
あ
る
。
ゲ
オ
ル
グ
・
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ー
ゲ
ル
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ェ
リ
ン
グ
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ル
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ダ
ー
リ
ン
ら
と
共
通
し
た
思
想
を
有
し
、「
現
実
に
お
い
て

0

0

0

0

絶
対
的
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
、
必
然
的
な
も
の
な
ど
が
作
動
し
て
い
る

と
見
て
い
た
」
客
観
的
観
念
論
者
と
し
て
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
を
捉
え
る
と
い
う
像
は
主
と
し
て
ヨ
ア
ヒ
ム
・
リ
ュ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
っ
て
説
か
れ

た
も
の
で
あ
る
が）

（（
（

、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
リ
ュ
ッ
ケ
ル
ト
の
議
論
を
大
幅
に
受
容
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
説
く
。

　
歴
史
法
学
（
こ
こ
で
は
主
と
し
て
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
）
に
と
っ
て
、
法
は
常
に
実
定
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
歴

史
法
学
に
と
っ
て
実
定
法
と
は
、
一
七
世
紀
後
半
や
一
八
世
紀
の
自
然
法
論
者
が
考
え
た
よ
う
に
立
法
者
の
意
思
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も

の
で
は
な
く
、
民
族
精
神
や
民
族
の
意
識
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
歴
史
法
学
に
と
っ
て
、
法
と
は
恣
意
的
な
も
の

や
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
内
的
必
然
性
を
備
え
た
所
与
の
素
材
」
を
包
含
し
、「
即
自
的
に
必
然
的
・
倫
理
的
な
秩
序
」
を
含
む
こ

と
と
な
っ
た）

（（
（

。

　「
こ
の
こ
と
は
、
法
律
学
方
法
論
に
つ
い
て
、
重
要
な
帰
結
を
も
た
ら
す
。
歴
史
法
学
に
と
っ
て
法
は
諸
規
定
の
無
秩
序
な
集
合
体

と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
法
学
は
法
に
お
い
て
「
内
的
な
首
尾
一
貫
性
」
や
「
有
機
的
な
形
成
力
」
を
前
提
と
す
る
こ
と
が

で
き
た
。［
歴
史
法
学
に
と
っ
て
は
］
法
の
「
体
系
」
や
、「
全
体
的
作
用
に
至
る
相
互
的
な
完
結
性
」
が
存
在
す
る
。
あ
る
い
は
プ
フ

タ
が
表
現
す
る
よ
う
に
、「
法
は
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
側
面
に
よ
っ
て
、
法
は
体
系
で
あ
り
、
属
と
種
か
ら
な
る
有

機
体
を
形
成
す
る
の
で
あ
る）

（（
（

」」。

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
学
問
的
実
証
主
義
と
呼
ば
れ
る
立
場
は
、
こ
の
よ
う
な
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
客
観
的
観
念
論
を
受
け
継
い
で
い
る
。

　「［
学
問
的
実
証
主
義
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
］
一
般
的
に
は
歴
史
法
学
お
よ
び
パ
ン
デ
ク
テ
ン
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
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［
…
…
］、
法
は
、
経
験
的
に
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
法
律
た
る
法
お
よ
び
慣
習
法
か
ら
の
み
読
み
取
ら
れ
る
が
、
し
か
し
理
性
的
な
、

そ
し
て
み
ず
か
ら
を
有
機
的
に
展
開
す
る
全
体
な
の
で
あ
り
、
こ
の
全
体
か
ら
学
問
は
さ
ら
な
る
法
命
題
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
立
場
に
至
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
「
実
証
主
義
」
と
名
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
観
念
論
的
法
理
論
な
の
で
あ
り
、
こ
の
理
論
は
実
定
的
に
所
与
の
も
の
に
目
を
向
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
所
与
の
も
の
に

含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
理
性
的
な
も
の
に
も
目
を
向
け
る
の
で
あ
る
。

　「
学
問
的
実
証
主
義
」
と
い
う
名
称
が
一
九
世
紀
後
期
に
お
け
る
歴
史
法
学
の
末
裔
（
ベ
ル
グ
ホ
ー
ム
、
ラ
ー
バ
ン
ト
）
─
─
彼
ら

は
す
で
に
歴
史
法
学
の
観
念
論
的
法
概
念
か
ら
離
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
な
お
歴
史
法
学
の
方
法
論
的
理
念
に
固
執
し
て
い
る
─
─
に

対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
も
っ
と
も
ら
し
い
だ
け
に
と
り
わ
け
悩
ま
し
い
。
こ
こ
で
は
観
念
論
も
実
証
主
義
も

存
在
せ
ず
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
移
行
と
い
う
現
象
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
分
類
さ

れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る）

（（
（

」。

　
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
に
よ
る
法
律
実
証
主
義
と
い
う
性
格
付
け
に
対
す
る
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
批
判
が
、「
法
律
実
証
主
義
と
い
う
概
念
に
は

実
証
的
な
裏
付
け
が
な
い
（
法
律
を
唯
一
の
法
源
と
捉
え
る
学
者
は
当
時
に
お
い
て
は
数
少
な
か
っ
た
）」
と
い
う
比
較
的
わ
か
り
や
す

い
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
に
よ
る
学
問
的
実
証
主
義
と
い
う
性
格
付
け
に
対
す
る
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
批
判
は
、「
す

べ
て
の
法
命
題
と
判
決
と
を
法
学
的
諸
概
念
お
よ
び
諸
命
題
か
ら
導
出
し
よ
う
と
す
る
法
の
見
方
」
を
取
る
立
場
が
存
在
す
る
と
い
う
ヴ

ィ
ア
ッ
カ
ー
の
議
論
を
お
お
む
ね
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
学
問
的
実
証
主
義
の
背
景
に
あ
る
思
想
を
実
証
主
義
で
あ

る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
、
と
す
る
議
論
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
学
問
的
実
証
主
義
は
実
証
主
義
で
は
な
い
と
す
る
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
主
張
が
、
本
当
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
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ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
が
学
問
的
実
証
主
義
を
実
証
主
義
と
呼
ぶ
場
合
、
法
律
学
の
外
に
あ
る
価
値
を
過
小
評
価
し
、
学
問
的
に
構
築
さ
れ
た
法

的
体
系
に
の
み
焦
点
を
当
て
る
傾
向
を
指
し
て
法
実
証
主
義
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
シ
ュ
レ
ー
ダ

ー
が
学
問
的
法
実
証
主
義
は
実
証
主
義
で
は
な
い
と
い
う
場
合
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
や
そ
の
後
継
者
た
ち
の
議
論
の
根
底
に
は
、
観
念
論
的
法

概
念
が
存
在
し
、
現
実
に
存
在
す
る
法
（
実
定
法
）
に
は
必
然
的
に
理
性
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
─
─
そ
れ
ゆ
え
、
法
は
経
験
的
事

実
に
還
元
で
き
な
い
─
─
こ
と
が
そ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
法
学
に
お
け
る
実
証
主
義
と
い
う
概
念
が
き
わ
め
て
多
義
的
な
意
味
合
い

を
持
つ
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
加
藤
新
平
の
分
類
に
従
え
ば）

（（
（

、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
に
お
い
て
は
主
と
し
て
法
の
解
釈
適
用
の
問
題

（
法
学
的
方
法
）
に
つ
い
て
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
に
お
い
て
は
主
と
し
て
法
の
一
般
理
論
に
つ
い
て
実
証
主
義
的
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
議

論
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
所
説
を
認
め
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
学
問
的
実
証
主
義
と

い
う
用
法
が
即
座
に
許
さ
れ
な
い
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
本
稿
は
、
こ
れ
以
上
用
語
法
を
巡
る
対
立
に
つ
い
て
深
入
り
す
る
こ
と
は
避
け
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
議
論
そ
の
も
の
に
注
目
し

た
い
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
議
論
は
、
歴
史
法
学
の
根
底
に
存
在
す
る
の
は
、
経
験
的
に
確
認
で
き
る
法
律
や
慣
習
法
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
根
底
に
あ
る
民
族
精
神
や
そ
こ
か
ら
現
れ
る
理
念
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
や
リ
ュ
ッ
ケ
ル
ト
は
実
証
主
義

国
法
学
に
つ
い
て
は
本
格
的
に
論
じ
て
は
い
な
い
が
、
本
稿
の
理
解
で
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
歴
史
法
学
を
受
け
継
い
だ
と
さ
れ
る

ゲ
ル
バ
ー
や
ラ
ー
バ
ン
ト
の
理
解
に
も
大
き
な
進
展
を
も
た
ら
す）

（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
ゲ
ル
バ
ー
や
ラ
ー
バ
ン
ト
に
お
け
る
法
学
観
と
、
オ

ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
ら
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
よ
う
な
実
証
主
義
（
＝
形
而
上
学
批
判
）
と
の
（
直
接
的
な
影
響
関
係
と
ま
で
は
い
わ
な

い
ま
で
も
）
類
似
性
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
だ
け
に
重
要
で
あ
る）

（（
（

。
本
稿
の
理
解
で
は
、
そ
し
て
本
稿
が
示
し
た
い
の
は
ゲ
ル
バ
ー
に

と
っ
て
実
証
主
義
（
あ
る
い
は
法
の
「
実
定
性
」）
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
民
族
精
神
や
民
族
の
確
信
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ジ
ュ
ア
ン
ジ
ャ
ン
や
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
が
説
く
非
法
的
要
素
の
法
か
ら
の
排
除
（
こ
の
よ
う
な
理
解
そ
れ
自
体
も
精
確
と
は
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い
い
が
た
い
の
だ
が
）
と
い
っ
た
も
の
は
、
法
を
民
族
精
神
の
反
映
と
捉
え
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
付
随
的
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

以
下
で
は
、
ゲ
ル
バ
ー
の
議
論
を
取
り
扱
う
前
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
自
身
の
議
論
を
今
し
ば
ら
く
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
章

　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
実
定
法

第
一
節
　『
立
法
と
法
学
に
お
け
る
我
々
の
使
命
』
に
お
け
る
議
論

　
さ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
思
想
、
と
り
わ
け
法
典
編
纂
反
対
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
際
、
従
来
の
法
思
想
史
に
お
い
て
は
、
法
典
編
纂

の
動
き
の
背
景
に
存
在
す
る
自
然
法
論
に
対
す
る
反
発
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た）

（（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
間

違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
批
判
は
自
然
法
論
に
対
し
て
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
歴
史
法
学
、
と
り
わ
け
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
出
発
点
の
一
つ
が
ド
イ
ツ
統
一
民
法
典
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
際
、『
立
法
と
法
学
に
お
け
る
我
々
の
使
命）

（（
（

』（
以
下
、『
使
命
』
と
い
う
）
に
お
け
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の

認
識
で
は
、
ド
イ
ツ
統
一
民
法
典
制
定
の
動
き
は
、
歴
史
的
に
は
二
つ
の
源
泉
を
持
つ
。
第
一
の
も
の
は
以
下
の
よ
う
な
思
想
で
あ
る
。

　「
ド
イ
ツ
民
法
典
が
制
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
は
第
一
に
、
一
八
世
紀
中
葉
以
降
に
見
ら
れ
た
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
体
に
わ
た
り
、
ま
っ
た
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
性
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
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ま
し
て
、
歴
史
を
救
い
あ
る
も
の
、
そ
し
て
実
り
を
も
た
ら
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
き
た
の
は
、
今
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
い
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
人
は
信
じ
た
。
か
よ
う
な
衝
動
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
現
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
発
が
見
ら
れ
、
も
っ
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
人
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
、
み
ず
か
ら

判
断
を
下
す
任
務
か
ら
お
よ
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
お
よ
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
」（V

B
, S. （

─（

［
邦
訳
：（（

─（（

頁
］）。

第
二
の
も
の
は
以
下
の
よ
う
な
思
想
で
あ
る
。

　「
第
二
に
、
か
の
［
法
典
編
纂
の
］
提
案
は
、 

ド
イ
ツ
の
法
曹
の
大
多
数
に
か
ね
て
よ
り
支
配
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
実
定
法
の
成
立
に

つ
い
て
の
あ
る
一
般
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
、
お
よ
そ
法
は
法
律
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り

最
高
の
国
家
権
力
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
な
る
こ
と
も
大
い
に
あ
り
得
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
完
全
な
法
典
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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
」（V

B
, S. （

─（

［
邦
訳
：（（

─（0

頁
］）。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
説
く
と
こ
ろ
、
第
二
の
思
想
は
、
第
一
の
思
想
よ
り
古
く
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
が
対
立
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
が
、
共
存
す
る
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
多
か
っ
た
。

　「
し
ば
し
ば
両
者
の
仲
立
ち
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
理
性
法
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
、
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
い
う
べ
き
も
の
が
あ

る
に
違
い
な
い
、
そ
し
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
」（V

B
, S. （

［
邦
訳
：（0
─（（
頁
］）。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
自
身
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
思
想
に
つ
い
て
特
に
名
前
を
与
え
て
い
な
い
が
、
守
矢
健
一
は
、
ス
テ
ン
・
ガ
グ
ネ
ア
の
研
究
を

踏
ま
え
て
、
第
一
の
思
想
に
つ
い
て
理
性
法
論
、
第
二
の
思
想
に
つ
い
て
法
律
実
証
主
義
と
呼
ぶ）

（（
（

。
こ
こ
で
ま
ず
確
認
さ
れ
る
べ
き
は
、

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
自
身
は
、
理
性
法
論
（
自
然
法
論
）
に
反
対
す
る
と
同
時
に
、
法
と
い
う
も
の
は
法
律
、
す
な
わ
ち
最
高
の
国
家
権
力
が
明

示
す
る
指
示
に
還
元
さ
れ
る
の
だ
、
法
の
内
容
は
偶
然
的
な
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
思
想
（
法
律
実
証
主
義
）
を
も
自
身
の
立
場
と
は
区

別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
用
語
法
は
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
の
そ
れ
か
ら
は
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
が
、『
使
命
』
に
お
け
る
議

論
を
確
認
す
る
限
り
で
は
、
さ
し
あ
た
り
は
適
切
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
理
性
法
論
と
法
律
実
証
主
義
と
の
共
犯
関
係
に
対
抗
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
「
実
定
法
の
成
立
」
と
い
う
タ
イ
ト
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ル
を
有
す
る
『
使
命
』
第
三
章
の
な
か
で
、
法
が
民
族
の
中
で
歴
史
的
に
生
成
す
る
の
だ
と
い
う
発
想
を
提
示
す
る
。

　「
ま
ず
、
記
録
さ
れ
た
歴
史
を
み
る
と
、
市
民
法
は
す
で
に
、
あ
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
や
習

俗Sitte
、
国
制V

erfassung

と
同
様
に
、
市
民
法
も
ま
た
、
民
族
に
固
有
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
も
言
語
も

習
俗
も
国
制
も
、
そ
れ
ぞ
れ
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
は
な
く
、
一
個
の
民
族
に
発
す
る
様
々
の
力
で
あ
り
活
動
で
あ
り
、
本
来
的
に
は

相
互
に
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
観
察
す
る
や
否
や
、
そ
れ
ぞ
れ
に
区
別
さ
れ
た
性
質
を
持
つ
も
の
と
し
て
現
れ
る
、

と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
現
れ
を
ひ
と
つ
に
結
び
つ
け
る
も
の
は
、
民
族
に
共
通
の
確
信
で
あ
り
、
内
的
必
然
と
い
う
一
様
の

感
情
で
あ
っ
て
、
か
か
る
一
様
な
感
情
は
、
現
象
発
生
が
偶
然
と
恣
意
的
決
定
と
に
基
づ
く
と
い
う
思
考
を
お
よ
そ
一
掃
す
る
」

（V
B

, S. （

［
邦
訳
：（（

─（（

頁
］）。

こ
の
よ
う
な
法
と
民
族
の
有
機
的
連
関
は
、
時
代
が
進
展
し
て
も
維
持
さ
れ
る
。
法
は
、
言
語
の
よ
う
な
、
民
族
に
お
け
る
ほ
か
の
す
べ

て
の
活
動
と
同
様
に
、
内
的
必
然
性
と
い
う
法
則
に
服
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
法
は
民
族
と
と
も
に
成
長
し
て
ゆ
き
、
民
族
と
と
も
に
自

己
を
形
成
し
、
民
族
が
そ
の
個
性
を
喪
失
す
る
な
ら
ば
、
法
も
最
後
に
は
死
滅
す
る
（V

B
, S. （（

［
邦
訳
：（（

頁
］）。
し
か
し
、
発
展

し
た
法
に
お
い
て
は
、
法
の
細
部
に
至
る
ま
で
、
誰
も
が
民
族
の
共
通
の
確
信
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

　「
開
拓
が
よ
り
進
ん
だ
時
代
に
は
、
民
族
の
活
動
は
、
す
べ
か
ら
く
相
互
に
独
立
し
て
い
く
度
合
を
深
め
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で

は
揆
を
一
に
し
て
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
、
い
ま
や
個
々
の
身
分
に
専
属
す
る
よ
う
に
な
る
。
法
曹
も
い
ま
や
こ
の
よ
う
に
独
立
し
た

身
分
と
な
る
。
法
は
今
後
は
、
言
語
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
法
は
学
問
的
な
方
向
を
採
り
、
か
つ
て
は
民
族
全
体
の
意
識
に
生
き
た
法
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が
、
い
ま
や
、
今
後
は
こ
の
活
動
に
お
い
て
民
族
を
代
表
す
る
に
至
っ
た
法
曹
の
意
識
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
法
の
存
在
は
今

後
は
よ
り
一
層
技
巧
的
で
手
の
込
ん
だ
も
の
に
な
る
。
そ
れ
は
、
法
は
二
重
の
生
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
、
法
に

は
、
民
族
全
体
の
生
の
一
部
と
し
て
の
側
面
が
依
然
と
し
て
存
続
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
法
は
放
棄
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し

他
方
で
は
法
曹
の
手
に
な
る
特
化
さ
れ
た
学
問
と
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
二
重
化
し
た
生
の
原
則
が
し
か
も
相
互
に
協
働
す
る
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
後
の
す
べ
て
の
現
象
は
説
明
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
ま
た
、
あ
の
無
数
の
細
部
も
ま
た
全
く
有
機
的
な
仕
方
で
、
つ

ま
り
あ
る
主
体
に
よ
る
意
思
的
決
定
や
意
図
に
よ
る
こ
と
な
く
、
生
成
し
得
た
と
い
う
こ
と
も
、
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
」。

法
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
二
重
の
生
の
う
ち
、
前
者
は
自
然
的
な
法natürliches R

echt

（
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
わ
ざ
わ
ざ
自
然
法N

atur-

recht

と
は
異
な
る
と
断
っ
て
い
る
）、
後
者
は
学
識
法gelehrtes R

echt

と
換
言
さ
れ
て
い
る
（V

B
, S. （（

［
邦
訳
：（（

─（（

頁
］）。

　
さ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
要
約
し
て
、
有
名
な
慣
習
法
に
よ
る
法
の
生
成
論
を
説
く
。

　「
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
用
語
法
に
よ
る
な
ら
、
慣
習
法

0

0

0G
ew

ohnheitsrecht

と

呼
ば
れ
る
、
あ
る
仕
方
で
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
法
は
、
ま
ず
は
習
俗
と
民
族
の
信
仰
と
に
よ
っ
て
、
次
に
法
学
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
恣
意
に
よ
っ

て
で
は
な
い
」（V

B
, S. （（

─（（

［
邦
訳
：（（

頁
］）。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
自
身
も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
し
て
、
法
学
（
学
識
法
）
が
慣
習
法
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
い
わ
れ
る
慣
習
法
が
、
一
般
的
な
法
源
論
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
た
る
（
法
律
、
判
例
、
学
説
等
と
並
べ
て
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
）
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慣
習
法
と
は
直
接
重
な
ら
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る）

（（
（

。
法
源
論
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
慣
習
法
に
つ
い
て
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
存
外
、
冷
淡
で
あ
る
。『
使
命
』
に
お
け
る
慣
習
法
の
議
論
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
慣
習
法
の
理
論
と
い
う

よ
り
は
、
む
し
ろ
法
成
立
の
諸
要
因
に
関
す
る
一
般
理
論
な
の
で
あ
る）

（（
（

」。
換
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
議
論
は
、
法
は
民
族

の
中
で
、
民
族
と
と
も
に
歴
史
的
・
有
機
的
に
展
開
す
る
と
い
う
理
論
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

第
二
節
　『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
に
お
け
る
議
論

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
『
使
命
』
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系 

第
一
巻）

（（
（

』（
以
下
『
体
系
』
と
い
う
）
に

お
け
る
法
源
論
を
確
認
し
よ
う
。『
体
系
』
に
お
け
る
法
に
対
す
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
見
方
は
、『
使
命
』
に
お
け
る
そ
れ
と
は
や
や
異
な
っ

た
印
象
を
与
え
る）

（（
（

の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
体
系
』
の
法
源
論
を
確
認
し
つ
つ
触
れ
て
い
こ
う
。

　
さ
て
、『
体
系
』
の
法
源
論
に
お
い
て
最
も
重
要
な
概
念
は
「
実
定
法
」
で
あ
る
。『
使
命
』
で
は
実
定
法
と
い
う
概
念
は
た
だ
前
提
と

さ
れ
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
ず
、
取
り
立
て
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、『
体
系
』
で
は
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
い
う
実
定
法
は
、
通
常
い
わ
れ
る
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
実
定
法
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す

る
。

　
法
は
、
偶
然
の
影
響
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
人
間
の
意
思
や
思
慮
、
英
知
次
第
で
全
く
異
な
っ
て
成
立
す
る
の
だ
と
考
え
る
議
論
が
存

在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
法
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
り
意
識
さ
れ
た
り
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
法
関
係
に
関
す
る
規
則
は

す
で
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
明
白
な
事
実
に
反
す
る
。

　「
一
般
的
な
法
の
こ
の
性
質
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
所
与
の
状
態
に
お
い
て
は
ど
こ
で
も
所
与
の
も
の
と
し
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て
す
で
に
現
実
的
な
実
在w

irkliches D
asein

を
有
し
て
い
る
と
い
う
性
質
か
ら
見
て
、
そ
れ
を
実
定
法

0

0

0positives R
echt

と
呼

ぶ
。

　
さ
ら
に
、
実
定
法
の
主
体
を
、
す
な
わ
ち
実
定
法
が
そ
の
中
に
、
ま
た
そ
れ
の
た
め
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
主
体
を
た
ず
ね
る
と
き
、

我
々
は
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
民
族
を
見
い
だ
す
。
民
族
の
共
通
意
識
の
中
に
、
実
定
法
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

我
々
は
実
定
法
を
民
族
法

0

0

0V
olksrecht

と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
決
し
て
、
民
族
の
個
々
の
構
成
員
の
恣
意

に
よ
っ
て
法
が
作
り
出
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。［
…
…
］
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
個
々
人
に
お
い
て
共
通
に
生
き
て

活
動
し
て
い
る
民
族
精
神
が
実
定
法
を
生
み
出
す
の
で
あ
［
る
…
…
］。

　
実
定
法
の
成
立
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
ま
だ
、
民
族
の
生
活
が
時
と
と
も
に
進
ん
で
い
く
こ
と
を
度
外

視
し
た
。
い
ま
、
そ
の
こ
と
が
法
に
及
ぼ
す
影
響
を
も
考
察
す
る
と
き
、
そ
の
こ
と
に
と
り
わ
け
固
定
力
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
法
確
信
は
、
民
族
に
お
い
て
生
き
て
い
る
こ
と
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
深
く
民
族
の
中
に
根
ざ
す
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
法
は
慣
行Ü

bung

に
よ
っ
て
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
は
じ
め
は
単
に
萌
芽
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
も
の
が
、
適
用
に

よ
っ
て
一
定
の
姿
で
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、
法
の
変
化
も
ま
た
、
こ
の
方
法
で
生
ず
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の

は
、
個
々
の
人
間
の
生
活
に
お
い
て
は
、
完
全
な
静
止
の
瞬
間
と
い
う
も
の
は
見
ら
れ
ず
、
ず
っ
と
続
く
有
機
的
発
展
が
見
ら
れ
る
が
、

民
族
の
生
活
に
お
い
て
も
、
ま
た
こ
の
全
体
的
生
活
を
構
成
す
る
各
個
の
要
素
に
お
い
て
も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現

に
、
言
語
に
お
い
て
、
ず
っ
と
続
く
継
続
的
形
成
と
発
展
が
認
め
ら
れ
る
が
、
法
に
お
い
て
も
同
じ
仕
方
で
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
ま

た
、
こ
の
継
続
的
形
成
も
、
最
初
の
成
立
と
同
じ
法
則
に
、
す
な
わ
ち
、
偶
然
や
個
人
的
恣
意
か
ら
独
立
し
た
、
内
的
な
力
と
必
然
性

か
ら
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
法
則
に
服
し
て
い
る
」（SR

, S. （（

─（（

［
邦
訳
：（（

─（（

頁
］）。
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す
な
わ
ち
、
法
は
人
間
が
作
為
的
に
作
り
出
す
も
の
で
は
な
い
。
法
は
、
人
間
が
作
為
的
に
作
り
出
す
以
前
に
、
現
実
に
存
在
し
て
い

る
と
い
う
意
味
で
、
実
定
法
で
あ
り
、
法
は
民
族
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
民
族
法
で
も
あ
る
。
実
際
、『
体
系
』
の
中
で
は
実

定
法
と
民
族
法
は
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
実
定
法
と
い
う
語
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、『
使
命
』
に
お
け
る
慣
習
法
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
で

は
、
実
定
法
と
、
法
源
と
し
て
の
慣
習
法
や
立
法
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。

　
ま
ず
、
慣
習
法
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
ま
ず
、
偶
然
と
恣
意
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
何
ら
か
の
決
定
が
繰
り
返
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
慣
習
に
よ
っ
て
の
み
法
が
成
立
す
る
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
こ
の
見
解
を
以
下
の
よ
う
に
批

判
す
る
。

　「
と
こ
ろ
で
、
各
個
の
実
定
法
の
真
の
基
礎
に
、
す
な
わ
ち
そ
れ
の
不
動
の
核
心
に
目
を
向
け
る
と
、
上
述
の
見
解
で
は
、
原
因
と

結
果
の
真
の
見
解
が
ち
ょ
う
ど
逆
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
基
礎
は
、
民
族
の
共
通
の
意
識
の
中
に
存
在
し
、
実
在
し
て
い
る
。
こ
の
存

在
は
、
目
に
見
え
な
い
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
我
々
が
そ
れ
を
認
識
す
る

の
は
、
そ
れ
が
外
部
的
な
行
為
に
よ
っ
て
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
慣
行
、
習
俗
、
慣
習G

ew
ohnheit

に
お

い
て
現
れ
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
続
け
ら
れ
た
、
し
た
が
っ
て
永
続
的
な
や
り
方
の
一
様
性
で
、
我
々
は
、
単
な
る
偶
然
と
は

逆
の
、
そ
れ
の
共
通
の
根
源
を
、
す
な
わ
ち
民
族
の
信
仰V

olksglauben

を
認
識
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
慣
習
は
、
実
定
法
の
徴
表

K
ennzeichen

で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
成
立
原
因
で
は
な
い
。［
…
…
］

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
、
個
々
の
場
合
に
現
れ
た
民
族
法
の
慣
行
が
民
族
法
の
認
識
の
手
段
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し

た
が
、
こ
れ
は
間
接
的

0

0

0

認
識
と
称
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
民
族
法
が
成
立
し
、
引
き
続
き
生
き
て
い
る
仲
間
関
係
の
一
員
に
自
分
は
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属
さ
な
い
で
、
民
族
法
を
い
わ
ば
外
か
ら
見
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
仲
間
関
係
の

一
員
で
あ
る
人
た
ち
は
、
直
感
に
基
づ
く
直
接
的

0

0

0

認
識
を
す
る
の
で
、
慣
行
の
個
々
の
場
合
か
ら
こ
の
よ
う
に
推
論
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
か
ら
で
あ
る
」（SR

, S. （（

─（（

［
邦
訳
：（（

─（（

頁
］）。

　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
議
論
の
趣
旨
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
慣
行
、
習
俗
、
慣
習
（
以
下
で
は
ま
と
め
て
慣
習
と
い
う
）
そ
れ
自
体
は
決

し
て
実
定
法
で
は
な
い
。
個
々
の
慣
習
は
、
徴
表
と
し
て
、
そ
の
背
景
に
存
在
す
る
民
族
の
意
識
を
、
す
な
わ
ち
実
定
法
の
存
在
を
推
測

さ
せ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
徴
表
と
し
て
の
慣
習
も
本
来
は
必
要
が
な
い
。
民

族
に
属
し
て
い
れ
ば
、
何
が
実
定
法
で
あ
る
か
は
、
本
来
は
、
直
感
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
慣
習
そ
れ
自
体
は
実
定
法
で
は
な
く
、
単
な
る
そ
の
徴
表
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
正
し
い
慣
習
（
実
定
法
に
合
致
し
た
慣
習
）
と
間

違
っ
た
慣
習
（
実
定
法
に
合
致
し
な
い
慣
習
）
と
の
区
別
が
生
じ
得
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
慣
習
法
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
八
つ
挙

げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
（
）
い
く
つ
か
の
行
為
が
存
在
す
る
べ
き
で
あ
る
。（
（
）
一
様
の
連
続
し
た
行
為
が
存
在
す
る
べ
き
で
あ
る
。

（
（
）
そ
の
よ
う
な
行
為
が
長
い
期
間
を
通
じ
て
反
復
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。（
（
）
判
決
が
特
に
慣
習
法
を
基
礎
に
し
て
い
る
と
き
は
、

判
決
は
慣
習
法
の
存
在
に
つ
い
て
の
重
要
な
証
明
と
な
る
。（
（
）
法
的
必
然
性
を
伴
っ
て
そ
の
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
（
単
に
気
前
よ

く
そ
の
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
慣
習
法
と
は
な
ら
な
い
）。（
（
）
行
為
が
錯
誤
に
基
づ
い
て
い
る
べ
き
で
は
な
い
。（
（
）
行
為
が

合
理
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。（
（
）
個
々
の
行
為
に
公
知
性
は
必
要
な
い
（SR

, S. （（（

─（（（

［
邦
訳
：（（（

─（（（

頁
］）
と
い
っ
た
条

件
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、（
（
）
に
つ
い
て
も
う
少
し
確
認
し
よ
う
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
「
理
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず

錯
誤
か
ら
、
次
い
で
慣
習
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
は
、
ほ
か
の
類
似
の
場
合
に
お
い
て
効
力
を
有
さ
な
い
」
と
い
う
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
一
巻
第

三
章
第
三
九
法
文
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
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　「
す
な
わ
ち
、
慣
習
が
共
通
の
法
確
信
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
（
そ
う
い
う
確
信
を
必
然
的
に
排
除
す
る
）
錯

誤
に
由
来
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
慣
習
法
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
将
来

の
同
種
の
場
合
、
こ
の
規
則
に
従
っ
て
判
断
す
べ
き
理
由
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
」（SR

, S. （（（, A
nm

. 

（I

）［
邦
訳
：（（（

頁
脚
注

（
I
）］）。

慣
習
は
錯
誤
に
基
づ
き
得
る
。
錯
誤
に
基
づ
い
た
慣
習
は
、
法
確
信
に
よ
る
承
認
を
得
て
い
な
い
慣
習
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
慣
習
は
法

で
は
な
い
。
慣
習
は
、
民
族
の
法
確
信
を
反
映
し
て
い
る
限
り
で
実
定
法
た
る
慣
習
法
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、『
体
系
』
に
お
い
て
慣
習
法
と
い
う
名
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
は
、『
使
命
』
に
お
け
る
慣
習

法
論
と
は
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。『
使
命
』
に
お
い
て
慣
習
法
と
い
う
名
前
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
は
、「
法
は
、

ま
ず
は
習
俗
と
民
族
の
信
仰
と
に
よ
っ
て
、
次
に
法
学
に
よ
っ
て
、
生
み
出
さ
れ
る
」
と
い
う
法
成
立
に
関
す
る
理
論
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、『
体
系
』
に
お
い
て
は
、
法
成
立
に
関
す
る
理
論
は
、
む
し
ろ
、
実
定
法
と
い
う
言
葉
の
下
で
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
慣
習
法
と
い

う
言
葉
に
よ
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
ど
の
よ
う
な
場
合
に
個
々
の
慣
行
が
慣
習
法
と
し
て
成
立
す
る
の
か
と
い
う
問
題
（
法
源
論
）
が
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
立
法
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
実
定
法
そ
れ
自
体
は
目
に
は
見
え
な
い
が
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
（
だ
か
ら
こ
そ

直
感
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
）
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
不
都
合
に
対
応
す
る
こ
と
が
立
法
の
意
義
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　「
仮
に
実
定
法
が
最
高
の
確
定
性
と
確
実
性
を
有
す
る
と
し
て
も
、
や
は
り
、
思
い
違
い
や
悪
意
か
ら
実
定
法
の
支
配
か
ら
免
れ
よ
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う
と
試
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
実
定
法
に
外
部
的
に
認
識
可
能
な
存
在
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
得

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
存
在
の
力
に
よ
っ
て
、
個
別
的
な
意
見
が
す
べ
て
片
付
け
ら
れ
、
不
法
な
意
思
を
有
効
に
克
服
す
る
こ
と

が
容
易
に
な
る
。
こ
う
し
て
言
語
に
よ
っ
て
形
を
与
え
ら
れ
、
絶
対
的
な
力
を
備
え
た
実
定
法
は
、
法
律

0

0

と
呼
ば
れ
［
る
…
…
］」

（SR
, S. （（

─（（

［
邦
訳
：（（

─（0

頁
］）。

こ
の
よ
う
な
法
律
の
性
質
か
ら
し
て
、
法
律
の
内
容
は
既
存
の
民
族
法
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
は
民
族
の
機
関
で
あ
り
、

立
法
者
は
民
族
精
神
の
真
の
代
表
者
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（SR

, S. （（

［
邦
訳
：（0

頁
］）。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
法
律
に
対
す
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
態
度
に
、
慣
習
法
に
対
す
る
そ
れ
と
共
通
の
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
は
容
易
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
慣
習
に
せ
よ
、
法
律
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
が
実
定
法
を
作
る
の
で
は
な
い
。
実
定
法
は
す
で
に
存
在
し
、
慣
習
も
法
律

も
実
定
法
を
内
容
と
し
て
は
じ
め
て
法
源
と
な
り
得
る
、
換
言
す
れ
ば
、
実
定
法
が
慣
習
や
法
律
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
学
問
法
は
、『
使
命
』
に
お
け
る
学
識
法
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
生
活
の
諸
関
係
の

複
雑
化
に
伴
い
、
法
は
細
目
に
わ
た
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
法
を
使
い
こ
な
す
た
め
に
は
、
法
の
専

門
家
と
い
う
特
別
な
職
業
身
分
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
身
分
は
あ
く
ま
で
も
民
族
の
一
部
で
あ
り
、「
法
は
、
こ
の
身

分
の
特
別
な
意
識
の
中
で
、
民
族
法
の
継
続
で
あ
り
、
独
特
の
発
展
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」（SR

, S. （（

［
邦
訳
：（（

頁
］）。

　
こ
の
学
問
法
は
、
さ
ら
に
、
理
論
的
研
究
と
実
践
的
研
究
に
分
け
ら
れ
る
。
理
論
的
研
究
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
純
学
問
的
研
究
で
あ
り
、

法
源
の
原
典
の
確
定
に
向
け
ら
れ
て
い
よ
う
と
、
法
源
の
説
明
に
向
け
ら
れ
て
い
よ
う
と
、
法
源
に
手
を
加
え
て
法
体
系
と
い
う
結
果
を

作
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
よ
う
と
、
こ
う
い
う
体
系
の
内
部
的
完
成
に
向
け
ら
れ
て
い
よ
う
と
問
わ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
活
動
に
よ
っ

て
は
、
新
し
い
法
が
作
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
既
存
の
法
が
よ
り
純
粋
に
認
識
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
よ
う
な
も
の
は
さ
し
あ
た
り
法



法
学
志
林
　
第
一
一
三
巻
　
第
四
号�

一
〇
二

源
に
属
さ
な
い
。
し
か
し
、
深
遠
な
研
究
を
し
て
い
る
と
定
評
あ
る
法
学
者
の
間
で
あ
る
一
定
の
期
間
、
意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
る
場
合

に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
見
に
は
権
威
が
認
め
ら
れ
る
。
法
律
職
公
務
員
が
こ
の
よ
う
な
権
威
に
無
条
件
に
従
う
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
相
対
的
な
意
味
で
理
論
的
研
究
が
法
源
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
る

（SR
, S. （（

─（0
［
邦
訳
：（（

─（00

頁
］）。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
務
的
研
究
と
は
、
法
源
の
内
容
そ
れ
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
で
、
同
時

に
、
法
源
が
介
入
す
る
べ
き
生
き
生
き
と
し
た
法
状
態
に
対
す
る
法
源
の
内
容
の
関
係
に
目
を
注
ぐ
あ
ら
ゆ
る
研
究
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
研
究
は
、
専
門
家
の
裁
判
所
、
特
に
同
業
団
と
し
て
形
成
さ
れ
る
裁
判
所
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
裁
判
も
学
問
的
性
格
を
担
う
ゆ
え

に
、
慣
習
法
の
機
関
で
あ
り
、
同
時
に
学
問
法
の
一
部
で
あ
る
と
さ
れ
る
（SR

, S. （0

─（（

［
邦
訳
：（0（

頁
］）。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
源
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
を
経
験
主
義
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る

Ｈ
・
Ｈ
・
ヤ
ー
コ
ブ
ス）

（（
（

が
示
す
認
識
（
民
族
の
機
関
で
あ
る
立
法
や
学
問
と
異
な
り
、
慣
習
は
民
族
の
確
信
を
直
接
的
に
体
現
し
て
い

る
）
（（
（

）
は
、
や
や
誤
解
を
招
く
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
「
法
は
慣
行
に
よ
っ
て
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
」

と
『
体
系
』
に
お
け
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
述
べ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
使
命
』
と
同
様
に
、『
体
系
』
に
お
い
て
も
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が

立
法
で
は
な
く
、
ま
ず
は
慣
習
が
法
成
立
の
基
本
的
あ
り
方
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
い
は
な
い
。
し
か
し
、
法
成
立

の
基
本
的
あ
り
方
が
慣
習
で
あ
る
こ
と
と
、
慣
習
そ
の
も
の
が
民
族
の
法
確
信
を
直
接
的
に
体
現
し
て
い
る
こ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る）

（（
（

。

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
慣
習
が
法
確
信
を
適
切
に
表
現
し
て
い
な
い
こ
と
も
当
然
に
あ
り
得
る
。（
実
定
）
法
が
、
ま
ず
は
慣
習
に

よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
に
せ
よ
、
す
べ
て
の
慣
習
が
民
族
の
確
信
を
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、

徴
表
と
し
て
の
慣
習
は
、
実
定
法
を
認
識
す
る
た
め
に
は
本
来
は
必
要
な
く
、
民
族
に
属
し
て
い
れ
ば
、
何
が
実
定
法
で
あ
る
か
は
、
直

感
に
よ
り
直
接
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
慣
習
＝
民
族
の
確
信
の
徴
表
論
の
知
名
度
に
比
し
て
、
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
そ

れ
ほ
ど
は
強
調
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
）
こ
と
か
ら
し
て
も
、
慣
習
と
法
確
信
と
の
間
に
ヤ
ー
コ
ブ
ス
が
考
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え
て
い
る
ほ
ど
の
必
然
的
連
関
が
存
在
す
る
と
ま
で
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
慣
習

の
背
景
に
実
定
法
と
い
う
観
念
的
な
存
在
が
実
在
し
て
お
り
、
こ
の
実
定
法
と
い
う
基
準
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
経
験
的

に
把
握
し
得
る
慣
習
の
正
誤
が
判
断
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
反
経
験
主
義
で
あ
り
、
観
念
論
的
で
あ
る
。
本
稿
の
理
解

で
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
反
経
験
主
義
的
・
観
念
論
的
な
法
理
解
が
最
も
明
確
に
顕
れ
て
い
る
の
は
以
下
の
文
章
で
あ
る
。

　「
民
族
法
の
中
に
は
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
民
族
に
特
別
に
属
し
て
い
る
個
別
的
要
素
と
、
人
間
の
本
性
の
共
通
性

に
基
づ
く
一
般
的
要
素
で
あ
る
。
両
方
の
要
素
が
法
史
学
お
よ
び
法
哲
学
に
お
い
て
学
問
的
に
承
認
と
満
足
を
得
る
。
と
こ
ろ
で
、
昔

か
ら
法
の
性
質
の
究
明
に
従
事
し
て
き
た
人
た
ち
の
中
に
は
、
法
の
理
念
を
な
に
か
独
立
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
、
現

存
す
る
現
実
の
状
態
の
中
で
の
理
念
の
姿
や
、
こ
の
状
態
へ
の
理
念
の
考
え
方
の
影
響
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
人
が
少
な
く
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
自
分
の
学
問
的
な
仕
事
に
、
現
実
の
法
状
態
に
対
す
る
一
定
の
関
係
を
与
え
よ
う
と
努
力
し
た
人
た
ち
も
、
そ
の
場
合
し

ば
し
ば
、
上
述
の
二
つ
の
要
素
の
う
ち
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
を
一
面
的
に
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方
の
人
た
ち
は
、
法
の
内
容
を
偶
然
的
な
ど
う
で
も
よ
い
も
の
と
理
解
し
、
事
実
そ
の
も
の
を
認
め
る
こ
と

で
満
足
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
う
一
方
の
人
た
ち
は
、
本
当
は
す
べ
て
の
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
実
定
法
の

代
わ
り
に
た
だ
ち
に
採
用
す
る
の
が
よ
い
よ
う
な
、
す
べ
て
の
実
定
法
を
超
越
す
る
標
準
法
を
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
前
者
の
一
面
性
は
、
法
に
お
け
る
す
べ
て
の
よ
り
高
い
使
命
を
見
誤
る
の
に
対
し
、
後
者
の
一
面
性
は
、
法
か
ら
お
よ
そ

す
べ
て
の
生
命
を
奪
う
。
一
般
的
な
課
題
を
認
め
て
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
解
決
す
る
の
が
個
々
の
民
族
の
歴
史
的
課
題
で
あ

る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
の
間
違
っ
た
道
も
避
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
」（SR

, S. （（

─（（

［
邦
訳
：（（

─（0

頁
］）。
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こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。『
使
命
』
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
単
に
反
理
性
法
論
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
法
律

実
証
主
義
に
も
反
対
し
、「
慣
習
法
」
に
よ
る
法
形
成
こ
そ
が
本
来
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、『
体
系
』
に
お
け
る
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
の
議
論
に
は
、
若
干
の
力
点
の
相
違
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
体
系
』
に
お
け
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
議
論
は
、（
理
性
法

論
に
反
対
し
た
の
は
当
然
と
し
て
）
法
律
実
証
主
義
批
判
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。『
体
系
』
に
お
い
て
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
同
時
に

「
慣
習
が
法
を
作
る
」
と
い
う
発
想
に
も
反
対
し
た
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
反
対
が
『
体
系
』
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
明
確
に
現
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。『
体
系
』
に
お
け
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
思
想
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
経
験
的
に
知

覚
可
能
で
は
な
い
が
、
現
実
に
存
在
し
、
直
感
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
実
定
法
（
民
族
法
）
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
経
験
に
よ
っ
て
知

覚
可
能
な
法
律
に
せ
よ
慣
習
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
自
体
が
実
定
法
を
作
り
出
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
立
法
も
慣
習
も
、
さ
ら
に
は
学
問
も
、

目
に
は
見
え
な
い
実
定
法
に
形
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
以
上
の
意
義
は
持
ち
得
な
い）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
議
論
を
単

に
反
法
律
実
証
主
義
と
の
み
位
置
づ
け
る
こ
と
は
（
反
法
典
編
纂
と
い
う
ト
ー
ン
で
書
か
れ
た
『
使
命
』
に
お
い
て
反
法
律
実
証
主
義
的

傾
向
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
）
不
十
分
で
あ
り
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
あ
ら
ゆ
る
経
験
主
義
的
な
法
理
解
（
経
験
的
に
知
覚
可

能
な
対
象
に
法
を
限
定
す
る
立
場
）
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
反
対
し
た
と
こ
ろ
の
経
験
主
義
的
な
法
理
解

を
、「
法
律
実
証
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
間
違
っ
て
は
い
な
い
が
不
十
分
で
あ
る
。

第
三
章
　
実
証
主
義
国
法
学
と
法
の
実
定
性

第
一
節
　
ゲ
ル
バ
ー
私
法
学
に
お
け
る
民
族
と
法
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ゲ
ル
バ
ー
に
お
け
る
法
の
概
念
を
論
じ
る
際
、
重
要
で
あ
る
の
は
、
ゲ
ル
バ
ー
が
、
そ
の
学
問
的
キ
ャ
リ
ア
の
比
較
的
初
期
の
私
法
学

期
に
執
筆
し
た
論
文
や
教
科
書
を
参
照
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
ゲ
ル
バ
ー
の
主
著
は
『
公
権
論）

（（
（

』
や
『
ド
イ
ツ
国
法
綱
要
』
と
い
っ

た
国
法
学
に
お
け
る
著
作
と
目
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
著
作
よ
り
も
、
私
法
学
期
に
執
筆
さ
れ
た
著
作
に
お
い
て
こ
そ
、
ゲ
ル
バ
ー

の
法
に
対
す
る
理
解
が
明
白
に
現
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
、
ま
ず
は
私
法
学
期
ゲ
ル
バ
ー
の
著
作
を
い
く
つ

か
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ゲ
ル
バ
ー
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
ら
歴
史
法
学
の
立
場
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
か
を
明
ら
か
と

す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
ま
ず
は
、
ゲ
ル
バ
ー
が
き
わ
め
て
意
識
的
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
民
族
精
神
論
を
明
確
に
継
承
し
て
い
る
こ
と）

（（
（

を
確
認
し
よ
う
。
こ
こ
で
は

「
ド
イ
ツ
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
法
学
一
般
に
つ
い
て
」
の
一
節
を
取
り
上
げ
た
い
。

　「
法
と
い
う
領
域
も
ま
た
当
然
な
が
ら
前
世
紀
［
一
八
世
紀
］
中
葉
以
来
、
精
神
的
生
活
の
す
べ
て
の
領
域
に
対
し
て
現
れ
た
精
力

的
な
活
動
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
。
法
学
も
ま
た
啓
蒙
の
時
代
あ
る
い
は
─
─
そ
の
よ
う
に
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
─
─
自
然
哲
学

の
時
代
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
に
生
成
し
た
法
に
お
い
て
恣
意
的
な
規
則
以
外
の
な
に
も
の
も
見
い
だ
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

み
ず
か
ら
を
こ
の
よ
う
な
お
荷
物
か
ら
可
能
な
か
ぎ
り
根
本
的
に
解
放
し
、
自
然
法
お
よ
び
そ
の
創
造
物
の
主
観
的
考
察
の
中
に
安
寧

を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
健
全
な
人
間
理
性
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
新
し
い
構
造
だ
け
が
一
般
的
な
混
乱
か
ら
助
け
起
こ
す

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
人
間
は
法
を
自
由
で
主
観
的
な
決
断
に
し
た
が
っ
て
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
人
間
は
人

間
が
正
し
い
と
思
う
こ
と
を
恣
意
的
に
時
代
に
対
し
て
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
時
代
は
す
べ
て
の
実
定
的
な
も
のalles Poditives

─
─
人
々
は
そ
れ
を
理
性
法
の
み
す
ぼ
ら
し
い
対
立
物
と
し
て
イ
メ

ー
ジ
し
た
─
─
を
並
外
れ
て
過
小
評
価
す
る
こ
と
を
特
徴
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
努
力
の
結
果
が
い
か
に
無
価
値
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
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い
か
に
完
全
な
浅
薄
化
が
法
律
学
に
こ
の
時
代
か
ら
最
終
的
に
生
じ
た
か
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
法
律
学
は
我
々
の
学
問
の
発
展
に
お
い
て
否
定
し
得
な
い
価
値
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
［
啓
蒙

の
時
代
に
お
け
る
］
誤
り
は
必
要
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
大
転
換
が
用
意
さ
れ
た
。
こ
の
大
転
換
に
よ
り
法
律

学
に
は
そ
の
唯
一
正
し
い
原
理
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
基
礎
が
措
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
基
礎
に
よ
り
、
法
律
学
は

民
族
精
神
論
に
関
す
る
学
の
一
部
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
法
の
歴
史
的
な
見
方
は
、
我
々
に
迫
る
諸
法
命
題
の
集
ま
り

M
asse

に
お
い
て
、
個
別
的
・
孤
立
的
恣
意
の
産
物
の
集
合Sum

m
e

を
見
る
の
で
は
な
く
、
民
族
精
神
に
よ
る
法
的
営
為
の
産
物

を
見
た
り
、
こ
の
法
的
営
為
が
変
転
す
る
倫
理
的
性
質
や
経
済
的
影
響
、
そ
し
て
そ
の
ほ
か
の
決
定
的
な
状
況
と
い
っ
た
［
法
を
］
条

件
付
け
る
要
素
か
ら
い
か
に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
か
を
見
た
り
、［
…
…
］
数
千
年
に
お
け
る
民
族
理
性
を
見
る
。
法
の
歴
史
的
把
握

は
、
単
に
法
律
の
解
明
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
法
命
題
を
深
遠
に
あ
る
民
族
精
神
に
お
い
て
存
在
す
る
諸
過
程
の
窮
極
的
な
外
的
産

物
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
教
え
る
と
い
う
課
題
を
有
す
る）

（（
（

」。

啓
蒙
の
時
代
に
お
い
て
実
定
的
な
も
の
が
理
性
法
の
み
す
ぼ
ら
し
い
対
立
物
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い
う
ゲ
ル
バ
ー
の
主
張
に
つ
い

て
は
簡
単
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
議
論
を
確
認
し
よ
う
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
実
定
法
の
概
念

史
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
実
定
法
の
「
実
定
化
」
は
一
六
世
紀
後
半
に
お
い
て
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、

実
定
法positives R

echt

あ
る
い
は
実
定
法
律positives G

esetz
と
は
、
立
法
者
の
意
思
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ

ズ
に
よ
っ
て
決
定
的
な
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
ザ
ミ
ュ
エ
ル
・
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
よ
う
な
自
然
法
論
者
に
と
っ
て
継

承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
と
っ
て
、
実
定
法
は
、
た
し
か
に
理
性
的
で
あ
っ
た
り
、
目
的
適
合
的
で
あ
っ
た
り
す

る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
立
法
者
の
裸
の
恣
意
」
か
ら
も
生
じ
得
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
実
定
法
と
は
、
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法
律
実
証
主
義
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
が
法
律
実
証
主
義
の
時
代
で

あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
代
は
ゲ
ル
バ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
ま
さ
に
啓
蒙
の
、
あ
る
い
は
自
然
法
の
時
代
で
あ

っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
う
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
時
代
の
自
然
法
論
に
お
け
る
実
定
法
の
と
ら
え
方
が
、
法
律
実
証
主
義
的
な
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
。

　
先
の
ゲ
ル
バ
ー
の
主
張
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
法
論
に
お
け
る
実
定
法
観
を
踏
ま
え
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
確
認
し

て
き
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
議
論
も
踏
ま
え
て
、
多
少
本
稿
な
り
に
敷
衍
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
ゲ
ル
バ
ー
は
、
自
然
法
論
者
が
、
自
然
法

を
理
性
的
で
あ
る
と
賞
賛
し
て
い
る
の
に
対
し
、
実
定
法
を
単
な
る
制
定
法
と
同
一
視
し
、
恣
意
的
な
も
の
で
あ
る
と
お
と
し
め
て
い
る

こ
と
に
対
し
て
憤
慨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゲ
ル
バ
ー
に
と
っ
て
自
然
法
論
者
が
捉
え
る
実
定
法
は
、
真
の
意
味
で
実
定
的
と
い
う
言
葉

に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
「
実
定
法
」
と
い
う
言
葉
を
民
族
精
神
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に

よ
り
は
じ
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
説
い
た
。
確
か
に
、
ゲ
ル
バ
ー
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
ま
っ
た
く
同
様
の
言
葉
遣
い
を
し
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が）

（（
（

、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
は
自
然
法
論
の
議
論
に
対
し
、
民
族
精
神
論
や
法
の
歴
史
性
に
関
す
る
議
論
を
援

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
定
的
な
も
の
の
意
義
を
復
権
さ
せ
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ル
バ
ー
に
と
っ
て
（
実
定
）
法

学
と
は
民
族
精
神
に
関
す
る
学
（
の
一
つ
）
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
ゲ
ル
バ
ー
が
『
ド
イ
ツ
私
法
体
系
』
の
「
法
の
成
立
」
と
題
さ
れ
た
章
に
お
い
て
法
源
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
た
か
を
確
認
し
よ
う）

（（
（

。
そ
の
際
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
ゲ
ル
バ
ー
は
、
自
ら
の
議
論
の
前
提
と
し
て
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
に

大
き
く
依
拠
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
法
律
に
つ
い
て
は
特
別
に
言
及
す
る
必
要
は
な
い
、
と
前
置
き
を
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
（SP, S. （0

）。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
と
し
て
典
型
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
、

当
該
の
章
で
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
プ
フ
タ
や
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
議
論
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ゲ
ル
バ
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ー
が
法
律
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ゲ
ル
バ
ー
が
、
法
律
を
民
族
精
神
と
関
係
づ
け
な

い
理
性
法
論
に
対
し
て
き
わ
め
て
批
判
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ

る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
ゲ
ル
バ
ー
が
『
ド
イ
ツ
私
法
体
系
』
に
お
い
て
明
示
的
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
慣
習
法
、
貴
族
の
自
治
、
学
問
の
三
種
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
貴
族
の
自
治
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ル
バ
ー
自
身
が
深
く
関
心
を
持
っ
て
い
た
テ
ー
マ
で
あ
る
の
だ
が）

（（
（

、
法
源
と
し
て
の
性
質
を

否
定
し
て
お
り
（SP, S. （（ff

.

）、
本
稿
に
と
っ
て
直
接
は
関
係
な
い
の
で
、
残
り
二
者
に
つ
い
て
の
み
確
認
す
る
。

　
ま
ず
は
、
慣
習
法
で
あ
る
。

　「
慣
習
法
の
有
す
る
拘
束
力
が
国
民
的
統
一
と
し
て
の
民
族
の
法
確
信
に
お
い
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
─
─
全
ド
イ
ツ
民
族
の
法

確
信
で
あ
ろ
う
と
、
た
だ
そ
の
一
部
の
法
確
信
で
あ
ろ
う
と
─
─
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
法
の
実
務
お
よ
び
歴
史
に
よ
っ
て
、
以
下

の
別
の
命
題
と
ま
さ
に
同
様
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
慣
習
法
に
は
成
文
法
と
ま
っ
た
く
同
様
の
効
力
が
認
め

ら
れ
る
と
い
う
命
題
で
あ
る
。［
慣
習
は
］
慣
習
法
に
関
す
る
認
識
の
源
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
ロ
ー
マ
法
の
基
本
命
題
は
、
一
般
的
に

ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
［
…
…
］」（SP, S. （0

─（（

）。

こ
の
よ
う
な
議
論
が
、
本
稿
が
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
『
体
系
』
に
お
け
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
議
論
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う）

（（
（

。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
と
同
様
、
ゲ
ル
バ
ー
に
と
っ
て
も
、
慣
習
そ
れ
自
体
は
法
を
形
成
し
な
い
。
慣
習
法
を
形
成
す

る
の
は
民
族
精
神
で
あ
り
、
慣
習
は
慣
習
法
を
認
識
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
い
で
、
学
問
法
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
ゲ
ル
バ
ー
は
学
問
法
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
一
つ
目
の
学
問
法
は
、「
妨
げ
ら
れ
た
法
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形
成
を
補
い
、
固
有
法
の
個
々
の
破
片
を
集
め
、
こ
の
よ
う
な
破
片
の
歴
史
か
ら
そ
の
内
的
性
質
を
探
求
し
、
獲
得
さ
れ
た
原
理
か
ら
補

充
的
な
根
本
命
題
を
流
れ
さ
せ
る
」（SP, S. （（

─（（

）
も
の
で
あ
る
。
二
つ
目
の
学
問
法
は
、「
法
律
家
は
た
だ
慣
習
法
の
形
成
の
た
め

の
機
関
に
す
ぎ
ず
、
法
律
家
は
民
族
に
お
け
る
精
通
者K

undigen

と
し
て
慣
習
法
を
語
る
」（SP, S. （（

）
も
の
で
あ
り
、
具
体
例
と

し
て
、
判
例Praxis

や
裁
判
慣
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（SP, S. （（, A

nm
. （

）。
ゲ
ル
バ
ー
の
こ
の
学
問
法
の
区
別
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ

ー
に
お
け
る
理
論
的
研
究
と
実
務
的
研
究
と
の
区
別
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
ゲ
ル
バ
ー
自
身
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
『
体
系
』
の
該

当
箇
所
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
疑
い
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
簡
単
な
検
討
か
ら
わ
か
る
の
は
、
ゲ
ル
バ
ー
の
法
源
論
が
、
実
定
法
を
あ
ら
ゆ
る
法
源
の
前
提
と
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の

議
論
を
下
敷
き
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ル
バ
ー
も
ま
た
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
同
様
に
、
法
を
経
験
的
に
把
握
可

能
な
事
実
に
還
元
し
て
お
ら
ず
、
ま
ず
は
民
族
の
確
信
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

第
二
節
　
ゲ
ル
バ
ー
国
法
学
に
お
け
る
民
族
と
法

　
続
い
て
、
ゲ
ル
バ
ー
国
法
学
に
お
い
て
民
族
精
神
論
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
果
た
し
て
い
た
か
を
確
認
し
よ
う
。
本
稿
の
理
解
す
る
と

こ
ろ
、
こ
の
論
点
が
最
も
鋭
く
現
れ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
国
法
の
統
一
性
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
帝
国
成
立
以
前
に
活
動
し
た

ゲ
ル
バ
ー
の
国
法
学
に
と
っ
て
は
、
当
然
の
よ
う
に
「
一
つ
の
ド
イ
ツ
国
法
」
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

実
際
、
一
八
五
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
公
権
論
』
に
お
い
て
統
一
的
な
ド
イ
ツ
国
法
の
存
在
に
つ
い
て
ゲ
ル
バ
ー
は
否
定
的
な
見
解
を
述

べ
る
。

　「
私
が
ド
イ
ツ
私
法
に
対
し
て
要
求
し
て
い
る
学
問
的
統
一
は
、
決
し
て
ド
イ
ツ
国
法
に
は
帰
さ
れ
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
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私
法
の
学
問
的
統
一
性
は
、
共
通
の
ド
イ
ツ
の
民
族
精
神
の
直
接
的
作
用
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
作
用
は
、
ド

イ
ツ
民
族
に
お
け
る
各
諸
国
家
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
は
削
除
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
法
も
ま
た
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な

共
通
の
民
族
の
力
の
影
響
の
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、
し
か
し
国
法
に
お
け
る
法
の
発
生
は
、
地
域
的
な

制
約
や
状
態
の
外
的
な
作
用
に
あ
ま
り
に
も
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
地
域
的
な
も
の
と
共
通
の
も
の
の
あ
い
だ
の
具
体

的
な
対
立
や
、
特
定
の
諸
領
邦
に
お
け
る
意
識
的
な
完
結
性
に
対
し
て
本
質
的
に
従
属
し
て
い
る
の
で
、
か
の
観
察
［
ド
イ
ツ
国
法
の

統
一
性
］
は
ま
っ
た
く
正
当
化
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
に
お
い
て
は
、
現
実
に
存
在
す
る
政
治

的
理
念
の
大
部
分
が
、
偶
然
の
産
物
と
い
わ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
国
民
的
な
財
と
し
て
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い）

（（
（

」。

　
こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
、
一
八
六
五
年
に
初
版
が
公
刊
さ
れ
た
『
ド
イ
ツ
国
法
綱
要
』
に
お
い
て
は
、
異
な
っ
た
見
解
が
示
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ル
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
法
と
は
、
現
実
に
存
在
す
る
国
家
の
意
思
力
を
前
提
と
す
る
以
上
、
本
来
は
、
特
定
の
国

家
（
領
邦
国
家
）
の
法
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
ゲ
ル
バ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、「
一
つ
の
ド
イ
ツ
国
法
」

の
存
在
を
正
当
化
す
る
。

　「
ド
イ
ツ
の
諸
国
家
は
、
同
種
の
政
治
的
出
来
事
の
影
響
下
に
あ
る
ド
イ
ツ
国
民
の
か
つ
て
の
帝
国
的
統
一
か
ら
展
開
し
て
き
て
お

り
、
そ
の
統
一
の
創
設
に
際
し
て
は
、
常
に
意
識
さ
れ
た
ド
イ
ツ
民
族
の
精
神
が
あ
り
あ
り
と
関
与
し
て
き
た
し
、
今
な
お
し
て
い
る

の
で
、
個
々
の
ド
イ
ツ
憲
法
の
根
本
原
理
は
決
し
て
偶
然
に
合
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
、
精
神
的
連
関
に

お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
諸
国
家
の
多
数
が
古
い
状
態
の
取
り
壊
し
に
よ
り
今
世
紀
に
お
い
て
有
機
的
民
族
国
家
と
い
う
意
味
に
お
け
る
ま
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っ
た
く
新
た
な
形
成
が
実
行
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
々
の
諸
国
法
に
お
い
て
い
ま
な
お
表
明
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国

家
と
い
う
存
在
の
個
別
性
が
有
す
る
元
素
的
な
特
徴
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
」（G
S, S. （

─（0

）。

こ
の
よ
う
な
変
化
が
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
取
り
扱
わ
な
い）

（（
（

。
本
稿
が
確
認
し
た
い
の
は
、

両
著
作
の
結
論
に
お
け
る
相
違
に
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
国
法
（
ド
イ
ツ
私
法
も
同
様
だ
が
）
の
統
一
性
が
民
族
精
神
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
認
識
に
は
相
違
は
存
在
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。『
公
権
論
』
に
お
い
て
は
共
通
の
ド
イ
ツ
の
民
族
精
神
が
、
各
領
邦

国
家
に
対
し
て
直
接
的
に
作
用
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
ゆ
え
に
、
一
つ
の
ド
イ
ツ
国
法
に
つ
い
て
は
語
り
得
な
か
っ
た
の
に
対
し
、

『
ド
イ
ツ
国
法
綱
要
』
に
つ
い
て
は
共
通
の
ド
イ
ツ
の
民
族
精
神
が
、
各
領
邦
国
家
に
対
し
て
直
接
的
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
ゆ
え
に
一
つ
の
ド
イ
ツ
国
法
に
つ
い
て
語
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
ゲ
ル
バ
ー
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
一
八
六
五
年
当
時
の
ド
イ
ツ
に
は
（
君
主
制
や
共
和
制

な
ど
）
様
々
な
政
体
を
有
し
た
諸
領
邦
国
家
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
ド
イ
ツ
国
法
綱
要
』
全
体
を
通
じ
て
ゲ
ル

バ
ー
は
君
主
制
を
前
提
と
し
た
ド
イ
ツ
国
法
に
つ
い
て
論
じ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
許
さ
れ
る
の
か
。

　「
立
憲
君
主
制
の
形
を
取
っ
た
有
機
的
国
家
が
、
現
存
す
る
ド
イ
ツ
民
族
の
一
般
的
な
法
確
信
で
あ
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
疑
い
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
法
確
信
に
方
向
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
国
勢
学Statistik

に
方
向
付
け

ら
れ
た
、
例
外
的
に
か
つ
て
の
段
階
に
あ
り
続
け
て
い
る
わ
ず
か
な
諸
国
家
が
有
す
る
国
法
の
記
述
は
、
三
つ
の
都
市
共
和
国
の
国
法

と
同
様
に
度
外
視
さ
れ
得
る）

（（
（

」（G
S, S. （0, A

nm
. （
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ゲ
ル
バ
ー
に
と
っ
て
、
法
学
が
、
法
を
民
族
精
神
と
関
係
づ
け
、
民
族
精
神
の
発
現
と
し
て
説
明
す
る
営
為
で
あ
っ
た
こ
と
は
本
章
第

一
節
で
確
認
し
た
。『
ド
イ
ツ
国
法
綱
要
』
の
ゲ
ル
バ
ー
に
と
っ
て
、
民
族
の
法
確
信
の
内
容
は
、
立
憲
君
主
制
で
あ
り
、「
例
外
的
に
か

つ
て
の
段
階
に
あ
り
続
け
て
い
る
わ
ず
か
な
諸
国
家
が
有
す
る
国
法
」
は
民
族
の
法
確
信
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
国
法
学
の
対
象

と
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
非
立
憲
君
主
主
義
国
家
の
国
法
に
関
す
る
記
述
は
、
民
族
精
神
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
単
な
る
国
勢
学
に

と
ど
ま
り
、
法
学
的
な
議
論
と
は
い
え
な
い
。

　「
ゲ
ル
バ
ー
は
実
定
法
を
取
り
扱
っ
た
の
で
は
な
く
、
学
問
的
体
系
を
構
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
体
系
は
、
ド
イ
ツ
の
立
憲
君
主

制
が
有
す
る
共
通
性
か
ら
抽
出
す
る
よ
う
に
加
工
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
が
述
べ
て
い
た
こ
と
は
本

稿
第
一
章
第
一
節
で
確
認
し
た
が
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
議
論
は
、
不
精
確
と
ま
で
は
い
わ
な
い

が
、
重
要
な
論
点
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ル
バ
ー
が
ド
イ
ツ
国
法
を
導
き
出
す
た
め
に
、
い

く
つ
か
の
ド
イ
ツ
諸
国
家
の
排
除
を
も
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
が
見
逃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
排
除
を
正
当
化
し
て

い
る
の
が
、「
立
憲
君
主
制
の
形
を
取
っ
た
有
機
的
国
家
が
、
現
存
す
る
ド
イ
ツ
民
族
の
一
般
的
な
法
確
信
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
で
あ

る
。
ゲ
ル
バ
ー
の
私
法
理
論
に
お
い
て
、
個
々
の
法
源
と
は
区
別
さ
れ
た
、
個
々
の
法
源
の
背
景
に
存
在
す
る
民
族
の
法
確
信
が
存
在
す

る
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
国
法
に
お
い
て
も
変
わ
り
な
い
。
ド
イ
ツ
諸
国
家
の
憲
法
は
、
こ
の
よ
う
な
現
在

に
お
け
る
法
確
信
の
具
体
的
現
れ
に
す
ぎ
な
い
。
ド
イ
ツ
の
諸
憲
法
の
背
景
に
存
在
し
、
ド
イ
ツ
の
諸
憲
法
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
こ

の
よ
う
な
民
族
の
法
確
信
の
存
在
が
認
識
さ
れ
て
は
じ
め
て
一
つ
の
「
ド
イ
ツ
国
法
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
、「
ド
イ
ツ
に
は
立
憲
君
主
制
国
家
だ
け
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
反
論
す
る
こ
と
は
、
国
勢
学
に

基
づ
く
事
実
を
前
提
と
し
た
議
論
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
ド
イ
ツ
民
族
の
民
族
精
神
を
適
切
に
表
現
し
て
い
な
い
の
で
、
ゲ
ル
バ
ー
に
と
っ

て
は
法
学
的
に
無
意
味
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
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法
を
民
族
精
神
と
結
び
つ
け
な
い
叙
述
に
対
す
る
ゲ
ル
バ
ー
の
批
判
は
、
ほ
か
の
箇
所
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。（
私
法
学
に
お
け
る
）

ゲ
ル
バ
ー
は
、
あ
る
種
の
法
の
見
方
を
（
法
）
骨
董
学
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
批
判
の
趣
旨
は
、
国
法
学
に
お
け
る
国
勢

学
批
判
と
同
様
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、（
法
）
骨
董
学
は
、
法
を
民
族
精
神
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
な

い
点
に
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
を
示
す
た
め
に
、
二
つ
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
ま
ず
は
、「
ド
イ
ツ
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
法
学
一
般
に
つ
い
て
」

の
一
節
で
あ
る
。

　「
こ
の
よ
う
な
学
問
［
従
来
の
ド
イ
ツ
私
法
学
］
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
簡
単
に
述
べ
る
な
ら
ば
発
展
と
い
う
理
念

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
法
と

は
民
族
に
お
け
る
個
々
の
恣
意
的
な
事
実
で
は
な
く
、
民
族
の
生
命
の
核
心
と
結
び
付
い
た
現
象
で
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
民

族
の
生
命
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
い
う
思
想
な
し
に
は
、
そ
し
て
習
俗
や
言
語
、
文
化
や
宗
教
に
お
け
る
民
族
の
生
命
を
展
開
さ
せ
る
文

化
的
契
機
が
有
す
る
一
般
的
な
傾
向
に
よ
っ
て
法
も
把
握
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
思
想
な
し
に
は
、
数
百
年
に
も
わ
た
っ
て
積
み
上
げ
ら

れ
た
法
素
材
は
、
豊
か
な
土
壌
に
お
い
て
成
長
し
た
頂
を
風
の
中
で
そ
よ
が
せ
る
力
強
い
木
々
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
や
せ
こ

け
た
木
の
葉
の
無
価
値
な
塊
と
し
て
現
れ
ざ
る
を
得
な
い
。［
こ
の
よ
う
な
学
問
に
お
い
て
は
］
法
史
学

0

0

0R
echtsgeschichite

は
な

く
、
法
骨
董
学

0

0

0

0R
echtsantiquitäten

）
（（
（

が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。［
後
者
に
お
い
て
は
］
法
素
材
の
漸
進
的
成
長
や
法
素
材
の
発
展
に
内

在
す
る
理
念
に
関
す
る
描
写
は
な
く
、
た
だ
等
し
い
正
当
性
を
有
し
て
相
互
に
定
立
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
古
い
あ
る
い
は
き
わ
め
て
新

し
い
記
録
の
覚
書N

otizen

の
雑
多
な
集
合
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。［
こ
こ
に
は
、］
歴
史
的
観
点
を
伴
っ
た
像
で
は
な
く
、
時
に
は

生
き
生
き
と
し
た
、
そ
し
て
時
に
は
生
気
を
失
っ
た
諸
要
素
─
─
そ
れ
は
観
察
者
の
目
に
は
等
し
く
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
る
─
─
の
混

乱
し
た
提
示
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
判
断
、
い
か
な
る
自
由
、
い
か
な
る
支
配
も
存
在
せ
ず
、
死
し
た
文
字

面
の
下
で
の
卑
屈
な
服
従
［
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る）

（（
（

］」。
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続
い
て
、
ゲ
ル
バ
ー
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
送
っ
た
手
紙
の
一
節
を
確
認
し
よ
う
。

　「
あ
な
た
の
民
事
法
学
の
卓
越
性
が
新
し
い
道
を
示
す
以
前
は
、
ド
イ
ツ
法
も
ロ
ー
マ
法
も
同
様
の
状
態
に
あ
り
ま
し
た
。
ロ
ー
マ

法
は
一
つ
の
土
台
で
し
た
。
ロ
ー
マ
法
は
生
き
生
き
と
し
た
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
現
在
の
法
意
識
に
結
び
付
か
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
以
来
、
ド
イ
ツ
法
の
加
工
者
は
、
ロ
ー
マ
法
の
領
域
に
お
い
て
は
す
で
に
達
成
さ
れ
て
い
た

学
問
的
進
歩
を
利
用
す
る
こ
と
を
蔑
ん
で
き
ま
し
た
。
人
々
は
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
私
法
の
遺
物
を
叙
述
し
、
こ
の
遺
物
を
骨
董
学
的
収

集
の
対
象
と
し
て
位
置
付
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
人
々
は
ゲ
ル
マ
ン
的
素
材
を
、
い
ま
な
お
将
来
へ
と
迫
っ
て
い
る
生
き
生
き
と
し
た

も
の
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
は
こ
の
よ
う
な
欠
陥
か
ら
離
れ
よ
う
と
努
力
し
よ
う
と
感
じ
、

こ
の
よ
う
な
努
力
に
お
け
る
際
、
あ
な
た
の
卓
越
し
た
著
作
の
影
響
に
よ
っ
て
本
質
的
な
貢
献
が
な
さ
れ
た
と
感
じ
ま
し
た）

（（
（

」。

こ
れ
ら
の
引
用
に
お
け
る
ゲ
ル
バ
ー
の
議
論
の
趣
旨
は
も
は
や
明
確
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ル
バ
ー
に
と
っ
て
法
は
生
き
生
き
と
存
在
す
る
民
族

の
法
確
信
の
現
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
学
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
叙
述
は
、
現
代
に
お
け
る
民
族
の

意
識
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
有
意
味
な
も
の
と
な
る
。
過
去
に
存
在
し
た
、
あ
る
い
は
現
在
存
在
す
る
法
素
材
は
、
現
代
に
お
け

る
民
族
の
法
確
信
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
法
学
に
と
っ
て
意
味
を
持
つ
。
ゲ
ル
バ
ー
の
考
え
る
歴
史
的
観
点
と
は
、
今
日
に
お
い

て
も
な
お
民
族
の
法
確
信
を
表
現
し
て
い
る
法
素
材
が
い
か
に
し
て
漸
進
的
成
長
を
遂
げ
て
き
た
か
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
法
素
材
の

発
展
に
内
在
す
る
理
念
は
な
に
か
と
い
う
点
に
着
目
す
る
こ
と
に
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
法
を
現
代
に
お
け
る
民
族
の
法
確
信
と
結
び
つ

け
な
い
研
究
は
法
学
に
と
っ
て
意
味
を
持
た
な
い）

（（
（

。
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こ
れ
ら
の
引
用
文
や
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ゲ
ル
バ
ー
の
思
想
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

法
は
民
族
精
神
（
民
族
の
確
信
）
の
外
的
反
映
で
あ
る
。
法
が
、
単
な
る
雑
多
な
法
素
材
の
集
合
な
の
で
は
な
く
、
体
系
性
を
有
す
る
の

も
、
こ
の
よ
う
な
民
族
精
神
の
反
映
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
は
、
民
族
精
神
に
内
在
す
る
理
念
を
伴
い
つ
つ
過
去
か
ら
現

在
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
法
が
常
に
一
直
線
に
発
展
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
国
家
に

お
け
る
古
身
分
制
的
国
制
か
ら
立
憲
君
主
政
体
へ
の
移
行
の
よ
う
に
、
大
き
な
断
絶
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
法

学
は
、
こ
の
よ
う
な
断
絶
の
存
在
の
有
無
も
踏
ま
え
て
、
法
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、
民
族
精
神
が
、
現
在
に
お
い
て
存
在
す
る

法
の
発
展
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
か
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
ゲ
ル
バ
ー
の
考
え
る
法
の
歴
史
的
理
解
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
の
歴
史
的
理
解
と
法
骨
董
学
や
国
勢
学
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
法
）
骨
董
学
や
国
勢
学
は
、

法
を
民
族
精
神
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
な
い
。（
法
）
骨
董
学
や
国
勢
学
は
、
法
に
関
す
る
何
ら
か
の
（
歴
史
的
）
事
実
を
述
べ
て
い
る

に
す
ぎ
ず
、
こ
の
よ
う
な
事
実
が
、
過
去
か
ら
現
在
へ
と
民
族
精
神
の
発
展
と
し
て
現
れ
る
歴
史
的
脈
絡
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
も
な
い
し
、
法
が
一
つ
の
体
系
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
も
な
い
、
と
。

　
さ
て
、
ゲ
ル
バ
ー
に
関
す
る
議
論
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
最
後
に
、
ゲ
ル
バ
ー
が
法
の
実
定
性
と
国
勢
学
の
実
定
性
を
対
比
し
て
い
る

箇
所
を
確
認
し
よ
う
。

　「
我
々
の
公
法
学
が
考
え
る
実
定
性
と
は
、
し
ば
し
ば
、
法
律
家
の
実
定
性
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
国
勢
学
者Statistiker

の

実
定
性
で
あ
る
と
い
う
私
が
す
で
に
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
を
私
は
繰
り
返
す
。
歴
史
的
な
序
論
に
よ
っ
て
伴
わ
れ
た
法
律
に
関
す
る
報

告G
esetztesm

ittheilung

は
い
ま
だ
決
し
て
法
学
的
な
作
業
で
は
な
い
こ
と
を
さ
ら
に
私
は
改
め
て
強
調
す
る
」（G

S, S. （（（

）。
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ゲ
ル
バ
ー
の
説
明
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
が
、「
歴
史
的
な
序
論
に
よ
っ
て
伴
わ
れ
た
法
律
に
関
す
る
報
告
」
が
、
そ
れ
自
体

と
し
て
は
国
勢
学
の
対
象
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、

国
勢
学
や
骨
董
学
は
、
法
を
民
族
精
神
と
関
係
づ
け
て
論
じ
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
。
ゲ
ル
バ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
国
勢
学
の
実
定
性
と
、

「
法
律
家
の
実
定
性
」
と
い
う
言
葉
を
対
比
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
多
少
筆
者
の
推
測
を
交
え
て
述
べ
れ

ば
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
実
定
法
と
い
う
言
葉
を
民
族
精
神
と
関
係
づ
け
て
用
い
て
い
た
よ
う
に
、
ゲ
ル
バ
ー
も
ま
た
実
定
性
と
い
う
言
葉
を

民
族
精
神
と
関
係
づ
け
て
理
解
し
て
い
る
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
ゲ
ル
バ
ー
に
お
け
る
法
の
体
系
的
構
築

が
「
法
の
実
定
性
」
の
基
準
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る）

（（
（

。
こ
の
こ
と
は
確
か
に
間
違
っ
て
は
い
な
い
が
、
十
分
に
精
確
と
は
い

い
が
た
い
。
ゲ
ル
バ
ー
に
と
っ
て
法
の
実
定
性
と
は
、
こ
の
よ
う
な
法
の
体
系
的
構
築
を
可
能
と
す
る
民
族
精
神
と
の
関
係
づ
け
で
あ
る
。

結
び

　
最
後
に
、
本
稿
冒
頭
で
立
て
た
問
題
に
対
し
て
解
答
を
与
え
た
い
。
ゲ
ル
バ
ー
は
、
法
学
の
領
域
か
ら
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
、
倫
理
的
、

道
徳
的
さ
ら
に
は
歴
史
的
な
考
慮
が
排
斥
さ
れ
る
な
ら
ば
、
た
だ
法
的
な
も
の
が
残
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
彼
の
法
の
と
ら
え
方

は
む
し
ろ
ま
っ
た
く
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
は
、
法
に
対
す
る
真
正
な
理
解
は
、
民
族
精
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
こ
そ
可

能
と
な
る
。
法
は
民
族
精
神
の
外
的
反
映
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
法
学
以
外
の
学

問
的
知
見
、
た
と
え
ば
歴
史
学
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
は
、
民
族
精
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
法
学
に
と
っ
て
有
意
味
と
な
る
。

歴
史
学
が
法
学
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
学
が
民
族
精
神
と
無
関
係
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
民
族
精
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
歴
史
学
は
、
法
学
に
と
っ
て
単
な
る
骨
董
学
に
と
ど
ま
る
。
現
在
の
民
族



一
九
世
紀
ド
イ
ツ
国
法
学
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お
け
る
実
定
性
の
概
念
に
つ
い
て
（
西
村
）�

一
一
七

精
神
と
結
び
つ
か
な
い
よ
う
な
歴
史
学
は
法
学
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
、
民
族
精
神
を
理
解
す
る
た
め
に
は
法
の
歴
史
的

考
察
は
ゲ
ル
バ
ー
に
と
っ
て
も
不
可
欠
で
あ
る
。

　
法
を
、
経
験
的
に
認
識
可
能
な
単
な
る
事
実
で
は
な
く
、
現
実
に
存
在
す
る
民
族
精
神
の
反
映
と
捉
え
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
、
ゲ
ル

バ
ー
や
そ
の
先
駆
者
で
あ
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
法
の
「
実
定
性
」
の
内
容
で
あ
る
。（
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
や
）
ゲ
ル
バ
ー
が
法
実
証
主
義

で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
法
の
「
実
定
性
」
に
固
執
し
た
論
者
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
許
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

※
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
の
技
術
的
諸
点
を
こ
こ
で
述
べ
て
お
く
。
引
用
し
た
文
献
に
邦
訳
が
存
在
す
る
場
合
、
邦
訳
を
参
考
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
西
村
が

一
部
改
め
た
箇
所
も
存
在
す
る
。
ま
た
、
文
献
を
引
用
す
る
際
、
西
村
に
よ
る
省
略
は
［
…
…
］
で
示
し
た
。
引
用
文
内
に
お
け
る
西
村
に
よ
る
捕
捉
は
角
括

弧
（
「
［
］
」
）
で
示
し
た
。
引
用
を
行
う
際
、
原
文
に
お
け
る
強
調
は
傍
点
で
示
し
た
。

（
（
）　
筆
者
の
前
稿
（
西
村
清
貴
「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
国
法
学
に
お
け
る
公
権
の
概
念
に
つ
い
て
」（
大
野
達
司
編
『
社
会
と
主
権
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇

一
四
年
、
所
収
）
で
も
、
ゲ
ル
バ
ー
や
ラ
ー
バ
ン
ト
を
実
証
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
実
証
主
義
と
い
う
用
語
そ

の
も
の
を
検
討
の
素
材
と
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
従
来
の
ゲ
ル
バ
ー
、
ラ
ー
バ
ン
ト
研
究
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
き
た
彼
ら
の
傾
向
を
実
証
主
義
と
呼
ん
だ
上

で
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
実
際
の
ゲ
ル
バ
ー
、
ラ
ー
バ
ン
ト
に
存
在
す
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る
と
い
う
構
成
を
取
っ
た
。
本
稿
は
、
実
証
主
義
や
実
定
法
と
い

う
用
語
そ
の
も
の
に
即
し
て
論
述
を
行
い
た
い
。

（
（
）　
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ジ
ュ
ア
ン
ジ
ャ
ン
、
井
上
武
史
訳
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
憲
法
学
に
お
け
る
実
証
主
義
─
─
四
つ
の
段
階
」（『
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
第
六

〇
巻
第
三
号
、
二
〇
一
一
年
、
所
収
）、
一
頁
。

（
（
）　
前
掲
三
頁
。

（
（
）　
前
掲
三
─
四
頁
。

（
（
）　
た
と
え
ば
最
近
の
研
究
と
し
て
、R

ainer Schm
idt, D

as Staatsrechtspositivism
us G

erbers und Labands, in: ders.

（H
rsg.

）, R
echts-

positivism
us: U

rsprung und K
ritik,

（（0（（

）, S. （（.

（
（
）　Carl Friedrich von G

erber, U
eber deutsches R

echt und deutsche R
echtsw

issenschaft überhaupt, I,

（（（（（

）, II,

（（（（（

）, III,
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（（（（（

）, in: ders., G
esam

m
elte juristische A

bhandlungen, （. A
uflage,

（（（（（

）.
（
（
）　D

ers., System
 des deutschen Privatrechts,

（（（（（

）. 

な
お
、
本
稿
は
第
五
版
（（（（（

）
を
用
い
る
。
以
下
Ｓ
Ｐ
と
略
す
。

（
（
）　G

erber, G
rundzüge eines System

s des deutschen Staatsrechts,

（（（（（

）. 

本
稿
で
は
一
八
八
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
第
三
版
を
用
い
る
。
な

お
、
第
三
版
で
は
タ
イ
ト
ル
が
変
更
さ
れ
て
お
り
、G

rundzüge des deutschen Staatsrechts

と
な
っ
て
い
る
。
以
下
Ｇ
Ｓ
と
略
す
。

（
（
）　
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
本
稿
は
さ
し
あ
た
り
、
ゲ
ル
バ
ー
の
議
論
の
み
を
取
り
扱
い
、
ラ
ー
バ
ン
ト
に
つ
い
て
は
付
随
的
に
取
り
扱
う
に
と
ど
め
る
。
し

か
し
、
ラ
ー
バ
ン
ト
に
お
け
る
法
の
概
念
も
ま
た
、
ゲ
ル
バ
ー
の
そ
れ
と
同
様
に
、
歴
史
法
学
と
の
連
関
を
踏
ま
え
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
得
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
、
西
村
（
前
掲
注
（
）、
三
八
─
三
九
頁
。

（
（0
）　R

udolf von Jhering, Im
 juristischen B

egriff
shim

m
el. Ein Phantasiebild, in: ders., Scherz und Ernst in der Jurisprudenz,

（（（（（

）, S. （（（

─（（（.

［
邦
訳
：
ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
、
大
塚
滋
／
高
須
則
行
訳
「
法
学
者
の
概
念
天
国
に
て
─
白
昼
夢
（
上
・
中
・
下
）」

（『
東
海
法
学
』
第
一
五
号
、
第
一
六
号
、
第
一
七
号
所
収
）、
第
一
五
号
一
七
一
─
一
七
七
頁
］。

（
（（
）　
竹
下
賢
『
実
証
主
義
の
功
罪
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
一
九
九
五
年
）、
二
〇
七
頁
。

（
（（
）　Franz W

ieacker, Privatrechtsgeschichte der N
euzeit unter besonderer B

erücksichtigung der deutschen Entw
icklung, （. A

u-
flage,

（（（（（

）, S. （（0

─（（（.

［
邦
訳
（
た
だ
し
第
一
版
に
よ
る
）：
フ
ラ
ン
ツ
・
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
、
鈴
木
禄
弥
訳
『
近
世
私
法
史
』（
創
文
社
、
一
九
六
一

年
）、
五
一
五
─
五
一
九
頁
］。

（
（（
）　Ebanda, S. （（（f.

［
邦
訳
：（（（

頁
］。

（
（（
）　Ebenda, S. （（（.

［
邦
訳
：（（0

─（（（

頁
］。

（
（（
）　
法
律
実
証
主
義
の
原
語
はG

esetzespositivism
us

だ
が
、
こ
こ
で
は
法
形
式
と
し
て
の
法
律
よ
り
も
、
国
家
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
法
に
焦
点
が
当

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
制
定
法
実
証
主
義
と
訳
し
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
（
実
際
、
た
と
え
ば
竹
下
（
前
掲
注
（（
）
は
そ
の
よ
う
に
訳
し
て

い
る
）
が
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
は
一
般
的
と
思
わ
れ
る
訳
に
従
う
。

（
（（
）　M

anfred Friedrich, Paul Laband und die Staatsrechtsw
issenschaft seiner Zeit, in: A

rchiv des öff
entlichen R

echts （（（. （,

（（（（（

）, S. （0（

─（0（. 

類
似
し
た
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
中
川
義
朗
『
ド
イ
ツ
公
権
理
論
の
展
開
と
課
題
─
─
個
人
の
公
法
的
地
位
論
と
そ
の
権
利
保
護
を

中
心
と
し
て
─
─
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
三
年
）、
七
一
頁
注
（
も
参
照
。
な
お
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
自
身
（W

ieacker

（A
nm

. （（

）, S. （（0

─（（（

）
は
、

W
alter W

ilhelm
, Zur juristischen M

ethodenlehre im
 （（. Jahrhundert,

（（（（（
）
を
参
照
し
つ
つ
、
ゲ
ル
バ
ー
も
ラ
ー
バ
ン
ト
も
と
も
に
学
問

的
実
証
主
義
に
属
す
る
と
見
て
い
る
。

（
（（
）　
ゲ
ル
バ
ー
に
つ
い
て
はW

alter Pauly, D
er M

ethodenw
andel im

 deutschen Spätkonstitutionalism
us,

（（（（（

）, S. （（（. 

ラ
ー
バ
ン
ト
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一
一
九

に
つ
い
て
はEbenda, S. （（（

─（（（.

（
（（
）　Christoph Schönberger, D

as Parlam
ent im

 A
nstaltsstaat,

（（（（（

）, S. （（.
（
（（
）　Ebenda, S. （（. 

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
に
依
拠
す
る
邦
語
研
究
と
し
て
時
本
義
昭
『
国
民
主
権
と
法
人
理
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）、
四
三
─
四
四

頁
。
同
四
一
頁
も
参
照
。

（
（0
）　
た
と
え
ば
赤
松
秀
岳
『
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
私
法
学
の
実
像
』（
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
）、
特
に
第
五
章
や
、
松
尾
弘
「
ゲ
オ
ル
グ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
プ

フ
タ
」（
勝
田
有
恒
／
山
内
進
編
『
近
世
・
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
学
者
た
ち
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
）。

（
（（
）　
た
と
え
ば
近
年
公
刊
さ
れ
たB

enjam
in H

erzog, A
nw

endung und A
uslegung von R

echt in Portugal und B
rasilien,

（（0（（

）
に
お
い

て
は
、
学
問
的
実
証
主
義
お
よ
び
法
律
実
証
主
義
の
両
概
念
に
つ
い
て
、
強
い
異
論
が
あ
る
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
（
学
問
的
実
証
主
義
に
つ
い
て
は

Ebenda, S. （（, 

法
律
実
証
主
義
に
つ
い
て
はEbenda, S. （0（

）。

（
（（
）　W

olfgang Pöggeler, V
om

 N
aturrecht zum

 Positivism
us. oder: W

as Sie schon im
m

er zur M
ethodenlehre w

issen w
ollten, 

aber nicht zu fragen w
agten, in: Juristische A

rbeitsblätter （/（（,

（（（（（

）, S. （（（.

（
（（
）　Jan Schröder, G

ab es im
 deutschen K

aiserreich einen G
esetzespositivism

us?, in: W
olfgang B

aum
ann/H

ans-Jürgen von 
D

ickhuth-H
arrach/W

olfgang M
arotzke

（hrsg.

）, G
esetz, R

echt, R
echtsgeschichte. Festschrift für G

erhard O
tte zum

 （0. G
eburt-

stag,

（（00（

）, S. （（（

─（（（.

（
（（
）　Ebenda, S. （（（

─（（0.

（
（（
）　Ebenda, S. （（（.

（
（（
）　Ebenda, S. （（（.

（
（（
）　Joachim

 R
ückert, Idealism

us, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny,

（（（（（

）, S. （（（

─（（（. 

た
だ
し
、
近
年
に

お
い
て
は
リ
ュ
ッ
ケ
ル
ト
自
身
が
ヘ
ー
ゲ
ル
や
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
否
定
的
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
守
矢
健
一
「
リ
ュ
ケ
ァ
ト
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
研
究
に
つ
い
て
」（『
法
制
史
研
究
』
第
六
四
巻
、
二
〇
一
四
年
、
所
収
）、
二
二
八
頁
お
よ
び
二
三
六
頁
注
（（
）。

（
（（
）　Jan Schröder, R

echt als W
issenschaft. G

eschichte der juristischen M
ethodenlehre in der N

euzeit

（（（00

─（（（（

）,

（（0（（

）, S. 
（（（

─（（（.

（
（（
）　Ebenda, S. （（（.

（
（0
）　Ebenda, S. （（（. 

リ
ュ
ッ
ケ
ル
ト
も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
孫
の
世
代
に
属
す
る
学
者
（
た
と
え
ば
ラ
ー
バ
ン
ト
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
）
に
お
い
て
形
而
上

学
的
要
素
が
抜
き
取
ら
れ
た
上
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
歴
史
的
・
体
系
的
方
法
が
継
承
さ
れ
た
と
す
る
（
ヨ
ア
ヒ
ム
・
リ
ュ
ッ
ケ
ル
ト
、
耳
野
健
二
／
西
川
珠
代
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四
号�

一
二
〇

訳
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
学
の
構
想
と
そ
の
影
響
史
」（『H

istoria Juris 

比
較
法
史
研
究
』
第
一
号
、
未
來
社
、
一
九
九
二
年
、
所
収
）、
二
四
六
頁
）。

（
（（
）　
加
藤
の
説
明
す
る
と
こ
ろ
、
法
実
証
主
義
と
は
、「
認
識
の
対
象
を
専
ら
実
証
的
経
験
的
所
与
に
限
定
し
、
経
験
を
超
え
た
形
而
上
学
的
な
も
の
（
事
物

の
隠
れ
た
本
質
、
究
極
の
原
因
や
理
念
等
）
に
よ
っ
て
経
験
世
界
を
基
礎
づ
け
た
り
方
向
付
け
た
り
し
よ
う
と
す
る
一
切
の
試
み
を
否
定
す
る
反
形
而
上
学

的
・
実
証
主
義
的
思
考
態
度
が
、
法
思
想
・
法
学
の
分
野
に
現
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
。
第
一
の
特
徴
は
、
自
然
法
を
否
定
し
、

法
学
の
考
察
対
象
た
る
法
と
し
て
は
た
だ
実
定
法
だ
け
を
認
め
る
実
定
法
一
元
論
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
法
の
領
域
は
道
徳
の
領
域
か
ら
明
確
に
区
別
さ

れ
、
法
の
効
力
は
法
に
対
す
る
道
徳
的
評
価
に
依
存
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
特
徴
は
、
法
に
つ
い
て
一
切
の
超
越
論
的
基
礎
付
け
の
試
み
を
排

除
し
、
法
的
実
践
を
方
向
付
け
る
も
の
と
し
て
の
法
理
念
の
探
求
に
対
し
て
否
定
的
態
度
を
取
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
加
藤
は
、
法
実
証
主
義
が
以
上
の
基

本
的
特
徴
を
共
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
さ
ら
に
、
第
一
次
的
に
は
実
定
法
秩
序
そ
の
も
の
の
性
質
・
構
造
・
機
能
等
の
論
理
的
分
析
を
中
心
に
お
い
た

法
の
一
般
理
論
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
法
実
証
主
義
と
、
第
一
次
的
に
は
法
の
解
釈
適
用
の
分
野
に
属
し
め
ら
れ
る
法
実
証
主
義
を
（
両
者
の
連
関
が
意
識
さ

れ
つ
つ
も
）
区
別
し
て
い
る
。
前
者
の
典
型
は
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
や
ジ
ョ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
で
あ
り
、
後
者
の
典
型
は
概
念
法
学
で
あ
る
（
加
藤
新
平

『
法
哲
学
概
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
）、
二
四
七
─
二
五
八
頁
）。

（
（（
）　
こ
の
よ
う
な
視
座
に
基
づ
い
た
実
証
主
義
国
法
学
研
究
が
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、B

ernd Schlüter, R
e-

ichsw
issenschaft,

（（00（

）, S. （（（ f., （（（ ff
. 

は
、
ラ
ー
バ
ン
ト
が
歴
史
法
学
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
に
代
表
さ
れ
る
ド
イ
ツ
観
念
論
か
ら
影
響
を
受
け
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、Carsten K

rem
er, D

ie W
illensm

acht des Staates,

（（00（

）, S. （（（ff
. 

は
、
客
観
的
観
念
論
者
と
し
て
の
サ
ヴ

ィ
ニ
ー
像
を
踏
ま
え
た
上
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
理
論
を
ゲ
ル
バ
ー
が
継
承
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
は
、「
実
定
性
」
や
「
実
定
法
」
と
い
う
概

念
に
着
目
し
つ
つ
、
彼
ら
の
議
論
を
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
た
い
。

（
（（
）　
た
と
え
ば
西
村
稔
「
ド
イ
ツ
第
二
帝
政
期
の
公
法
学
」（
上
山
安
敏
編
『
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
史
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
七
年
、
所
収
）、
二

七
六
─
二
八
〇
頁
は
、
コ
ン
ト
と
ド
イ
ツ
の
法
実
証
主
義
の
間
に
、「
形
而
上
学
的
基
礎
付
け
の
放
棄
と
専
門
科
学
の
無
条
件
の
承
認
」
が
共
通
に
見
い
だ
さ

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
ま
さ
し
く
法
の
脱
形
而
上
学
化
を
鋭
く
も
く
ろ
ん
だ
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
が
、
自
身
を
「
カ
ー
ル
・
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ル
バ
ー
、
パ
ウ
ル
・
ラ
ー
バ
ン
ト
、
ゲ
オ
ル
グ
・
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
を
最
も
主
要
な
代
表
者
と
名
付
け
る
べ
き
国
家
論
的
認
識
の
一

派
に
属
す
る
こ
と
を
感
じ
る
。
右
の
一
派
は
─
─
曖
昧
な
国
家
形
而
上
学
か
ら
絶
縁
し
て
─
─
実
証
的
国
家
の
一
理
論
、
す
な
わ
ち
ま
た
、
厳
密
に
法
学
的
で

あ
っ
て
、
政
治
的
に
着
色
さ
れ
な
い
国
家
学
を
目
的
と
す
る
」（H

ans K
elsen, A

llgem
eine Staatslehre,

（（（（（

）, S. V
II

［
邦
訳
：
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ

ン
、
清
宮
四
郎
訳
『
一
般
国
家
学
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、xi

─xii

頁
］）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
補
強
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ゲ
ル
バ
ー
や
ラ
ー
バ

ン
ト
を
自
身
の
先
駆
者
と
見
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
自
己
認
識
は
精
確
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

（
（（
）　
三
島
淑
臣
『
新
版 

法
思
想
史
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
三
年
）、
三
二
三
頁
以
下
。



一
九
世
紀
ド
イ
ツ
国
法
学
に
お
け
る
実
定
性
の
概
念
に
つ
い
て
（
西
村
）�

一
二
一

（
（（
）　Friedrich Carl von Savigny, V

om
 B

eruf unserer Zeit für G
esetzgebung und R

echtsw
issenschaft, （（（（.

［
邦
訳
：
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
、

大
串
兔
代
夫
訳
『
法
典
論
争
』（
世
界
文
学
社
、
一
九
四
九
年
）。
本
稿
は
一
八
二
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
第
二
版
を
用
い
る
。
以
下
、
Ｖ
Ｂ
と
略
す
。
ま
た
、
現

在
、
以
下
の
邦
訳
が
公
刊
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
Ｆ
・
Ｃ
・
サ
ヴ
ィ
ニ
、
守
矢
健
一
訳
『
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
～
二
）（『
法
学
雑
誌
』
第
五
九
巻
第
二
号
、
第
六
〇
巻
第
一
号
、
二
〇
一
二
─
二
〇
一
三
年
、
所
収
］。
本
文
中
で
示
し
た
邦
訳
の
該
当
頁
は
す
べ
て
大
串

訳
の
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）　
守
矢
健
一
「『
使
命
』
に
お
け
る
、
サ
ヴ
ィ
ニ
の
慣
習
法
論
に
つ
い
て
」（『
法
学
雑
誌
』
第
六
〇
巻
、
二
〇
一
四
年
、
所
収
）、
三
九
三
頁
。

（
（（
）　
前
掲
同
頁
。

（
（（
）　「
か
れ
［
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
］
の
い
わ
ゆ
る
慣
習
法
は
わ
れ
わ
れ
の
考
え
て
い
る
慣
習
法
の
よ
う
に
狭
い
も
の
で
は
な
く
、
学
説
を
も
ふ
く
む
も
の
で
あ
［
る

…
…
］」（
山
田
晟
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
慣
習
法
」（『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
六
八
巻
第
一
号
、
一
九
五
〇
年
、
所
収
）、
四
〇
頁
）。

（
（（
）　
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
デ
ィ
ル
ヒ
ャ
ー
、
海
老
原
明
夫
訳
「
慣
習
法
の
理
論
」（
海
老
原
明
夫
編
『
法
の
近
代
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

三
年
、
所
収
）、
一
二
五
頁
。

（
（0
）　Savigny, System

 des heutigen röm
ischen R

echts, B
and （,

（（（（0

）.

［
邦
訳
：
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
、
小
橋
一
郎
訳
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系 

第
一

巻
』（
成
文
堂
、
一
九
九
三
年
）］。
以
下
、
Ｓ
Ｒ
と
略
す
。

（
（（
）　
耳
野
健
二
『
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
思
考
』（
未
來
社
、
一
九
九
八
年
）、
二
四
三
頁
注
（（
も
、『
使
命
』
と
『
体
系
』
に
お
け
る
法
源
論
の
相
違
に
つ
い
て
指

摘
し
て
い
る
。

（
（（
）　H

orst H
einrich Jakobs, W

issenschaft und G
esetzgebung im

 bürgerlichen R
echt nach der R

echtsquellenlehre des （（. Jahr-
hunderts,

（（（（（

）, S. （（

─（（, （（.

（
（（
）　Ebenda, S. （（

─（（. 

赤
松
（
前
掲
注
（0
）、
八
五
頁
も
参
照
。

（
（（
）　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
慣
習
法
論
研
究
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
正
反
対
の
主
張
が
な
さ
れ
て
き
た
。
一
方
は
、
リ
ュ
ッ
ケ
ル
ト
（R

ückert 

（A
nm

. （（

）, S. 
（0（

─（0（

）
や
デ
ィ
ル
ヒ
ャ
ー
（
デ
ィ
ル
ヒ
ャ
ー
（
前
掲
注
（（
）、
一
二
六
─
一
二
九
頁
）
の
立
場
で
あ
り
、
彼
ら
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
慣
習
法
論
が
観
念
論
的
、

精
神
主
義
的
で
あ
る
と
理
解
し
て
き
た
。
他
方
、
ヤ
ー
コ
ブ
ス
や
守
矢
健
一
（
守
矢
（
前
掲
注
（（
）、
四
〇
六
─
四
〇
七
頁
）
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
経
験

主
義
的
側
面
を
強
調
す
る
。
本
稿
の
筆
者
は
基
本
的
に
は
前
者
に
与
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
対
立
の
い
く
ら
か
の
部
分
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

に
お
け
る
法
成
立
に
関
す
る
議
論
と
、
法
源
論
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
は
解
消
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
本
文
で
確
認
し

た
よ
う
に
、『
体
系
』
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
法
源
論
に
つ
い
て
は
、
民
族
の
法
確
信
に
従
っ
た
正
し
い
慣
習
と
誤
っ
た
慣
習
の
区
別
が
存
在
す
る
と
す
る

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
議
論
（R

ückert

（A
nm

. （（

）, S. （0（

も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
「
偶
然
的
な
慣
習
」
と
「
必
然
的
な
慣
習
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘



法
学
志
林
　
第
一
一
三
巻
　
第
四
号�

一
二
二

し
て
い
る
）
を
経
験
主
義
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
リ
ュ
ッ
ケ
ル
ト
ら
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
を
観
念
論
的
に
理
解

し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヤ
ー
コ
ブ
ス
ら
は
も
っ
ぱ
ら
、
法
は
元
来
、
慣
習
を
通
じ
て
発
展
し
て
き
た
の
だ
と
す
る
『
使
命
』

の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
法
の
成
立
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
を
経
験
主
義
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、『
使
命
』
と

『
体
系
』
の
議
論
を
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
は
区
別
し
な
い
ヤ
ー
コ
ブ
ス
は
と
も
か
く
、
守
矢
は
あ
く
ま
で
も
『
使
命
』
に
焦
点
を
絞
っ
た
上
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
を

経
験
主
義
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
本
文
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、『
使
命
』
に
お
い
て
も
『
体
系
』
に
お
い
て

も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
法
発
展
に
お
い
て
は
、
民
族
の
確
信
に
伴
う
内
的
必
然
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
経
験
主
義
的
に
理
解
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）　
耳
野
（
前
掲
注
（（
）、
一
九
三
頁
に
よ
る
「［
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
は
］「
慣
習
法
」「
立
法
」「
学
問
法
」
の
い
ず
れ
も
が
、
内
的
で
不
可
視
の
「
フ
ォ

ル
ク
の
法
」
の
表
出
の
た
め
の
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
評
価
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　G

erber, Ü
ber öff

entliche R
echte,

（（（（（

）. 

本
稿
は
一
九
一
二
年
版
を
用
い
る
。

（
（（
）　K

rem
er

（A
nm

. （（

）, S. （（（
─（（（

も
参
照
。

（
（（
）　G

erber

（A
nm

. （

）, S. （（

─（（.

（
（（
）　Schröder

（A
nm

. （（

）, S. （（

─（0（. 
自
然
法
論
に
お
け
る
実
定
法
と
い
う
語
の
用
例
に
つ
い
て
一
つ
だ
け
示
し
て
お
こ
う
。「
体
系
的
な
学0

と
し
て
の

法
は
、
た
だ
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
基
づ
く
自
然

0

0

法
と
、
立
法
者
の
意
思
に
由
来
す
る
実
定

0

0

（
制
定
さ
れ
た
）
法
に
区
分
さ
れ
る
」（Im

m
anuel K

ant, 
D

ie M
eyaphysik der Sitten. W

erkausgabe V
III. H

rsg. V
on W

ilhelm
 W

eiscschedel,

（（（（（

）, S. （（（.

［
邦
訳
：
樽
井
正
義
／
池
尾
恭
一
訳

『
カ
ン
ト
全
集
一
一
人
倫
の
形
而
上
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、
五
七
頁
］）。
と
こ
ろ
で
、
市
原
靖
久
「
カ
ノ
ン
法
学
と
実
定
法
概
念
」（『
宗
教
法
』

第
九
号
、
一
九
九
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
実
定
法
と
い
う
概
念
は
、
一
二
世
紀
以
降
、
カ
ノ
ン
法
学
の
中
で
彫
拓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
実
定
法
と
い

う
言
葉
は
、
自
然
法
と
対
置
さ
れ
つ
つ
、
人
為
的
な
定
立
行
為
、
制
定
行
為
に
起
因
す
る
法
（
す
な
わ
ち
制
定
法
）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。

（
（0
）　「
た
だ
実
定
法
─
─
す
な
わ
ち
、
法
律
、
民
族
の
法
確
信
、
そ
し
て
学
問
か
ら
現
れ
る
実
定
法
─
─
の
み
が
直
接
的
な
効
力
を
有
す
る
」（G

erber, D
as 

w
issenschaftliche Princip des gem

einen deutschen Privatrechts,
（（（（（

）, S. （（（. 

引
用
文
に
続
く
文
章
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
民

族
の
確
信
と
は
、
慣
習
法
の
こ
と
を
指
す
。

（
（（
）　
ゲ
ル
バ
ー
私
法
学
の
法
源
論
に
つ
い
て
は
、K

rem
er

（A
nm

. （（

）, S. （（（
─（（（
も
参
照
。

（
（（
）　G

erber, U
eber den B

egriff
 der A

utonom
ie, I,

（（（（（

）, II,

（（（（（

）, in: ders., G
esam

m
elte juristische A

bhandlungen, （. A
uflage,

（（（（（

）.

（
（（
）　
た
だ
し
、
ゲ
ル
バ
ー
の
法
源
論
全
体
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
だ
が
、
ゲ
ル
バ
ー
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
同
時
に
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
）
プ
フ
タ
に
依
拠
し



一
九
世
紀
ド
イ
ツ
国
法
学
に
お
け
る
実
定
性
の
概
念
に
つ
い
て
（
西
村
）�

一
二
三

て
い
る
。G

eorg Friedrich Puchta, Lehrbuch der Pandekten,

（（（（（

）, S. （（ff
. 

を
参
照
。

（
（（
）　
な
お
、
国
法
学
に
お
け
る
ゲ
ル
バ
ー
の
法
源
論
（G

S, S. （（

─（（

）
に
つ
い
て
は
、
た
だ
、
法
律
や
慣
習
法
が
法
源
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
本
稿
と
の
関
係
で
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
た
め
（
た
だ
し
、
私
法
に
お
い
て
と
異
な
り
、
法
律
こ
そ
が
最
重
要
の
法
源
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
）、
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。K

rem
er

（A
nm

. （（

）, S. （（（

─（（（

も
参
照
。

（
（（
）　G

erber

（A
nm

, （（

）, S. （（.

（
（（
）　G

S, S. （（, A
nm

. （

に
お
い
て
ゲ
ル
バ
ー
は
、「
共
通
の
国
民
的
精
神
の
持
続
的
影
響
」
が
、
複
数
の
国
家
の
存
在
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
程
度
は
、
国

法
と
比
べ
私
法
に
お
い
て
は
よ
り
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、「『
公
権
論
』
に
お
い
て
私
は
こ
の
こ
と
を
い
く
ら
か
鋭
く
強
調
し
す
ぎ
た
」
と
述
べ
て
い

る
。

（
（（
）　
こ
の
引
用
文
で
想
定
さ
れ
て
い
る
「
か
つ
て
の
段
階
に
あ
る
」
国
家
と
は
、
古
身
分
制
的
な
国
制
を
と
っ
て
い
る
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
で
あ
ろ
う
（K

rem
-

er

（A
nm

. （（

）, S. （（（
）。
ま
た
、
三
つ
の
都
市
共
和
国
と
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
、
ブ
レ
ー
メ
ン
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
栗
城
壽
夫
「
一
般
憲
法
学
に
つ
い
て
」（
同
『
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
憲
法
理
論
の
研
究
』、
信
山
社
、
一
九
九
七
年
、
所
収
）、
七
五
─
七

六
、
九
三
頁
は
か
な
り
精
確
に
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、K

rem
er

（A
nm

. （（

）, S. （（（

─（（（

は
、
ゲ
ル
バ
ー
に
と
っ
て
「「
国
勢
学
」、
あ
る
い
は
別
の
表

現
を
用
い
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
全
領
邦
国
家
の
現
実
に
お
け
る
憲
法
状
態
の
詳
細
な
模
写
は
重
要
で
は
な
く
」、「
領
邦
法
の
国
勢
学
的
に
精
確
な
記
述
も
、
領
邦

法
上
の
諸
規
定
の
合
致
に
基
づ
い
た
普
通
法
上
の
諸
命
題
も
重
要
で
は
な
く
、
彼
は
抽
象
化
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
」
と
説
明
す
る
。
な
お
、
本
稿
の
理
解

で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
最
も
精
確
に
理
解
し
て
い
る
の
は
ラ
ー
バ
ン
ト
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「［
普
通
ド
イ
ツ
国
法
学
に
こ
だ
わ
る
］
著
者
［
ゲ
ル
バ

ー
］
は
形
式
的
・
法
史
学
的
方
向
性
か
ら
も
、
個
別
諸
国
家
の
憲
法
典
に
お
け
る
規
定
を
単
に
国
勢
学
的
に
編
成
す
る
こ
と
か
ら
も
ひ
と
し
く
距
離
を
取
っ
て

い
る
。
立
憲
君
主
制
の
形
を
取
っ
た
有
機
的
国
家
─
─
こ
れ
こ
そ
が
全
ド
イ
ツ
国
民
の
近
代
的
国
家
生
活
の
根
底
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
普
通
法
上
の
意
義
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
が
著
者
の
出
発
点
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
彼
は
全
体
系
を
論
理
的
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
」（Paul Laband, B

esprechung 
von C. F. v. G

erber, G
rundzüge eines System

 des deutschen Staatsrecht, （（（（, in: Literarische Centralblatt für D
eutschland, N

r. 
（, Januar （（,

（（（（（

）, S. （（. 

本
書
評
は
匿
名
著
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
ラ
ー
バ
ン
ト
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

Pauly

（A
nm

. （（

）, S. （（0, A
nm

. （（（

）。
逆
に
、
ゲ
ル
バ
ー
は
「
必
要
な
概
念
・
原
理
を
法
文
の
観
察
や
法
関
係
の
観
察
か
ら
得
た
」
と
説
明
す
る
笹
倉

秀
夫
『
法
思
想
史
講
義 

下
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）、
二
〇
五
頁
に
は
問
題
が
あ
る
。

（
（（
）　
た
と
え
ば
ゲ
ル
バ
ー
は
別
の
箇
所
で
、
諸
命
題
の
相
互
的
連
関
を
顧
慮
し
な
い
、
ト
マ
ジ
ウ
ス
の
弟
子
で
あ
る
ゲ
オ
ル
グ
・
ベ
イ
ヤ
ー
の
学
問
的
手
法
を

「
裸
の
歴
史
的
骨
董
学
」
と
呼
び
、
批
判
し
て
い
る
（G

erber

（A
nm

. （0

）, S. （（

）。

（
（0
）　G

erber

（A
nm

. （

）, S. （.



法
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志
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一
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四
号�

一
二
四

（
（（
）　
こ
の
引
用
はK

rem
er

（A
nm

. （（

）, S. （（（

に
基
づ
く
。

（
（（
）　
と
こ
ろ
で
、
法
骨
董
学
と
い
う
立
場
を
、
法
古
事
学R

echtsaltertüm
er

と
い
う
名
称
に
よ
っ
て
積
極
的
に
擁
護
し
た
の
は
、
か
の
グ
リ
ム
兄
弟
の
長

兄
で
あ
る
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
で
あ
る
。
グ
リ
ム
は
法
古
事
学
を
歴
史
法
学
と
対
比
さ
せ
つ
つ
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
今
日
、
ド
イ
ツ
法
の
学
問
は
、
と

り
わ
け
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
の
手
に
よ
っ
て
新
た
な
活
気
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
骨
董
学
固
有
の
研
究
に
つ
い
て
い
え
ば
、
今
日
の
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
の
歴
史
的

な
傾
向
そ
の
も
の
か
ら
期
待
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
成
果
を
上
げ
る
に
至
っ
て
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
彼
ら
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
に
と
っ
て
、
古
事
の
多
く
の
点

が
、
取
る
に
足
り
な
い
見
栄
え
の
し
な
い
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
、
よ
り
重
要
な
教
義
、
す
な
わ
ち
後
世
の
実
務

的
な
法
へ
強
い
影
響
力
を
有
す
る
教
義
に
、
さ
ら
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
や
は
り
古
事
学
に
関
し
、
さ
ほ
ど
の
実
績
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

今
日
の
状
況
に
過
剰
に
引
き
つ
け
て
捉
え
よ
う
と
す
る
思
考
の
仕
方
ほ
ど
、
古
事
に
対
し
内
面
的
に
関
与
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
も
の
は
ほ
か
に
は
な
い
。

私
は
、
こ
の
よ
う
な
思
考
法
が
気
に
な
っ
て
仕
方
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
法
学
者
と
古
事
学
探
求
者
と
の
間
の
踏
み
込
み
方
、
切
り
口
の
違
い
に
つ
い
て
、

お
よ
そ
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
と
し
た
い
。
歴
史
法
学
者
が
、
新
し
い
も
の
を
古
い
も
の
の
歴
史
か
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
古
事
学
探
求
者

は
古
い
も
の
を
古
い
も
の
そ
れ
自
体
か
ら
解
明
し
、
必
要
な
場
合
に
は
比
較
的
新
し
い
も
の
を
も
援
用
し
つ
つ
解
明
の
助
け
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
歴
史
法
学

者
が
古
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
捨
て
去
っ
て
顧
み
な
い
の
に
対
し
、
古
事
学
探
求
者
は
単
に
新
し
い
と
い
う
だ
け
で
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
な
い
。
歴
史
法

学
者
が
古
き
も
の
を
新
た
な
法
の
体
系
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
古
事
学
探
求
者
は
古
き
も
の
の
多
種
多
様
な
現
象
を
、
よ

り
広
範
で
よ
り
自
由
な
場
面
に
残
し
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
と
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
。［
…
…
］
こ
の
著
作
は
資
料
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
」（Jakob 

G
rim

m
, D

eutsche R
echtsaltertüm

er, （. A
uflage,

（（（（（

）, S. V
I

─VII

）。
グ
リ
ム
と
歴
史
法
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
稲
福
日
出
夫
『
ヤ
ー
コ

プ
・
グ
リ
ム 

郷
土
愛
に
つ
い
て
─
─
埋
も
れ
た
法
の
探
訪
者
の
生
涯
』（
編
集
工
房
東
洋
企
画
、
二
〇
〇
六
年
）、
六
二
─
六
五
頁
（
上
記
の
グ
リ
ム
の
引
用

文
は
こ
の
箇
所
を
参
照
し
た
）、
永
田
善
久
「
自
然
的
愛
言
学
─
─
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
思
想
─
─
」（『
思
想
』
九
九
五
号
、
二
〇
〇
七
年
、
所
収
）、
四
二

─
四
四
頁
、
堅
田
剛
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
グ
リ
ム
の
歴
史
法
学
」（
同
『
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
と
そ
の
時
代
─
─
「
三
月
前
期
」
の
法
思
想
』、
御
茶
の
水
書
房
、

二
〇
〇
九
年
、
所
収
）。
ゲ
ル
バ
ー
が
法
骨
董
学
と
し
て
相
手
の
立
場
を
批
判
す
る
場
合
、
必
ず
し
も
グ
リ
ム
を
直
接
に
念
頭
に
浮
か
べ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
稿
の
見
解
で
は
、
ゲ
ル
バ
ー
法
学
に
お
け
る
歴
史
の
意
義
を
取
り
扱
う
際
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
歴
史
法
学

的
な
方
法
と
法
骨
董
学
と
の
対
立
と
い
う
当
時
の
歴
史
法
学
の
性
格
規
定
を
巡
る
論
争
的
文
脈
の
中
で
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
の
方
法
論
に
つ
き
笹
倉
秀
夫
『
近
代
ド
イ
ツ
の
国
家
と
法
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）、
二
五
二
─
二
七
九
頁
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
議

論
を
参
照
。

（
（（
）　
時
本
（
前
掲
注
（（
）、
四
一
─
四
三
頁
。

（
（（
）　
歴
史
学
に
つ
い
て
ほ
ど
ゲ
ル
バ
ー
は
明
確
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ほ
か
の
非
法
学
的
諸
学
に
つ
い
て
も
ゲ
ル
バ
ー
は
同
様
に
考
え
て
い
た
と



一
九
世
紀
ド
イ
ツ
国
法
学
に
お
け
る
実
定
性
の
概
念
に
つ
い
て
（
西
村
）�

一
二
五

考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。「
い
わ
ゆ
る
哲
学
的
序
論
に
お
い
て
真
に
法
律
学
的
内
容
を
持
つ
も
の
、
し
た
が
っ
て
、
国
家
権
力
の
内
容
と
限
界
に
関
す
る
教
説
全

体
は
、
い
ま
や
国
法
体
系
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
、
こ
の
体
系
と
い
う
決
定
的
な
観
点
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
哲
学
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
得

る
体
系
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
方
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
法
学
は
そ
の
体
系
的
原
理
の
基
準
に
従
っ
て
、
単
に
倫
理

的
政
治
的
考
察
に
属
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
非
法
律
学
的
素
材
を
排
除
す
る
」（G

S, S. （（（

）。
哲
学
的
、
倫
理
的
、
政
治
的
考
察
そ
の
も
の
が
法
律
学
か
ら
排
除

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
排
除
さ
れ
る
の
は
、
法
学
の
体
系
と
無
関
係
な
、「
単
に
倫
理
的
政
治
的
考
察
」
に
属
す
る
よ
う
な
議
論
で
あ
る
。
す
で
に
確
認
し

た
よ
う
に
、
法
の
歴
史
的
考
察
は
、「［
民
族
精
神
に
由
来
す
る
］
法
的
営
為
が
変
転
す
る
倫
理
的
性
質
や
経
済
的
影
響
、
そ
し
て
そ
の
他
の
決
定
的
な
状
況
と

い
っ
た
［
法
を
］
条
件
付
け
る
要
素
か
ら
い
か
に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
か
を
見
」
る
の
で
あ
り
（G

erber

（A
nm

. （

）, S. （（

）、
倫
理
的
、
経
済
的
知
見
そ

の
も
の
は
法
の
理
解
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
。


