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に

第
一
章
　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
慣
習
法
と
法
律

第
二
章
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
二
つ
の
実
定
法

第
三
章
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
慣
習
法
と
法
律

む
す
び

は
じ
め
に

　
ゲ
オ
ル
グ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、（
直
接
に
名
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
）
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
・
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
典
編
纂
反
対
論
に
対
し
て
、
教
養
あ
る
国
民
に
お
け
る
法
曹
階
層
に
対
し
て
法
典
を
作
る
能

力
を
否
認
す
る
こ
と
は
当
該
国
民
や
当
該
国
の
法
曹
身
分
に
対
す
る
最
大
の
侮
蔑
で
あ
る
と
し
て
厳
し
い
批
判
を
行
っ
た
こ
と
は
比
較
的

よ
く
知
ら
れ
て
い
る）（
（

と
思
わ
れ
る
。
一
九
世
紀
歴
史
法
学
の
泰
斗
で
あ
り
、
民
族
の
確
信
に
基
づ
く
法
の
歴
史
的
形
成
を
主
張
し
た
サ
ヴ

ィ
ニ
ー
の
法
典
編
纂
反
対
論
が
ド
イ
ツ
法
思
想
史
に
お
け
る
一
大
転
機
を
形
成
し
た
こ
と
の
意
義
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
近
代
法
思
想
の
完
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成
者
で
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
が
有
す
る
意
義
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
批
判
が
有
す
る
法
思
想
史
に
お
け

る
重
要
性
に
つ
い
て
は
論
を
待
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
批
判
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
法
哲
学
』（
の
「
市
民
社
会
」
に
お
け
る
「
司
法
」
の
部
分
）

に
お
い
て
、「
実
定
法
」
を
論
じ
る
に
あ
た
り
付
随
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
批
判
の
意

義
を
精
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
実
定
法
論
を
精
確
に
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
論
点
を
取
り
扱
っ

た
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
い
く
ら
か
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
必
ず
し
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
批
判
の
意
義
が
理
解
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
認
識
を
前
提
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お

け
る
実
定
法
観
の
よ
り
精
確
な
理
解
に
基
づ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
批
判
の
意
義
を
い
く
ら
か
な
り
と
も
明
ら
か
と
し
、
一
九

世
紀
ド
イ
ツ
法
思
想
の
理
解
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
貢
献
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
、『
法
哲
学
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
ご
く
初
歩
的
な
解
説
を
行
っ
た
上
で）（
（

、
本
稿
が
『
法
哲
学
』
の
テ
ク
ス
ト

を
取
り
扱
う
に
あ
た
っ
て
の
方
針
を
示
し
て
お
こ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
一
七
年
か
ら
一
八
二
五
年
に
か
け
て
、
計
六
回
、
法
哲
学
の
講

義
を
行
っ
て
い
る
が
（
よ
り
正
確
に
は
、
一
八
三
一
年
に
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
死
去
の
た
め
二
回
で
終
了
し
て
い
る
）、

こ
の
講
義
の
た
め
の
手
引
き
書
と
し
て
『
法
哲
学
綱
要
』G

rundlinien der Philosophie des R
echts oder N

aturrecht und 

Staatsw
issenschaft im

 G
rundrisse

が
一
八
二
一
年
に
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
『
法
哲
学
綱
要
』
は
本
文
と
注
解
か
ら
な
る
（
以
下
、

こ
の
部
分
を
『
綱
要
』
と
呼
ぶ
）。
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
没
後
、
最
初
の
（
い
わ
ゆ
る
ベ
ル
リ
ン
版
）
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
が
刊
行
さ
れ

た
際
、『
法
哲
学
』
を
編
集
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弟
子
で
あ
る
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ガ
ン
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
講
義
の
受
講
者
で
あ
っ

た
ホ
ト
ー
や
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
の
筆
記
録
の
一
部
を
テ
ク
ス
ト
に
追
加
し
た
。
邦
訳
に
お
い
て
「
補
遺
」
や
「
追
加
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

（Zusatz

）
が
そ
れ
に
当
た
る
。
本
文
と
注
解
に
、
ガ
ン
ス
が
選
ん
だ
補
遺
（
追
加
）
を
加
え
る
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
の
後
の
テ
ク
ス
ト
に
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お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、『
法
哲
学
』
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
最
も
親
し
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、Suhrkam

p V
erlag

に
よ
り

出
版
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
版）（
（

や
多
く
の
邦
訳）（
（

も
そ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
に
お
い
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ズ
ー
ア
カ

ン
プ
版
等
に
含
ま
れ
て
い
る
「
補
遺
」
や
「
追
加
」
は
、
あ
く
ま
で
も
ガ
ン
ス
が
ホ
ト
ー
ら
の
筆
記
録
か
ら
選
び
出
し
た
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
ガ
ン
ス
の
法
哲
学
が
、
必
ず
し
も
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
忠
実
な
祖
述
と
は
い
え
な
い
と
い
う
指
摘
が
存
在
す
る
こ
と）（
（

も
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
よ
り
重
要
な
問
題
を
は
ら
む
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ン
ツ
・
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
ホ
ト
ー
ら
の
筆
記
録
を
抜
粋
せ
ず
に
公
刊

す
る）（
（

な
ど
、
様
々
な
編
者
に
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
講
義
録
の
公
刊
が
行
わ
れ
て
お
り
、『
法
哲
学
』
の
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
用
い

る
こ
と
が
通
例
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
本
稿
も
ま
た
、
こ
の
講
義
録
に
よ
っ
て
、『
綱
要
』
を
補
充
し
つ
つ
、
検
討
を
進
め
た
い
。

　
最
後
に
、
本
稿
が
用
い
る
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
本
稿
執
筆
時
点
で
は
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
＝
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
の

科
学
ア
カ
デ
ミ
ーN

ordrhein-W
estfälische A

kadem
ie der W

issenschaften

に
よ
る
い
わ
ゆ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集

の
公
刊
が
ほ
ぼ
完
了
し
つ
つ
あ
る
が
、
第（（, （
巻）（
（

が
『
綱
要
』
に
当
て
ら
れ
て
お
り
、『
綱
要
』
の
部
分
（
本
文
と
注
解
）
を
参
照
す

る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
用
い
る
（
頁
数
は
示
さ
ず
、
§
番
号
と
本
文
／
注
解
の
別
の
み
を
示
す
）。
ま
た
、
全
集
第（（, （

巻
か
ら
第（（, 

（

巻
が
法
哲
学
講
義
録
に
当
て
ら
れ
て
お
り
、
一
八
一
七
／
一
八
年
、
一
八
一
八
／
一
九
年
、
一
八
一
九
／
二
〇
年
、
一
八
二
一
／
二
二

年
、
一
八
二
二
／
二
三
年
、
一
八
二
四
／
二
五
年
、
一
八
三
一
年
の
講
義
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
各
年
度
に
お
け
る
法
哲
学
講

義
録
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
一
八
一
九
／
二
〇
年
版）（
（

、
一
八
二
二
／
二
三
年
版）（
（

、
一
八
二
四
／
二
五
年

版
）
（（
（

の
講
義
録
が
重
要
と
判
断
し
た
た
め
、『
綱
要
』
と
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
も
用
い
る
。
引
用
の
際
に
は
、
Ｇ
Ｗ
と
略
し
た
上
で
、
続
い
て

巻
数
と
頁
数
を
示
す
。
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第
一
章
　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
慣
習
法
と
法
律

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
批
判
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
、
最
低
限
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
章
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
批
判
対
象
と
し
て
い
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
慣
習
法
お
よ
び
法
律
論
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
論
点
の
い
く
ら
か
の
部
分
に
つ
い
て
は
筆
者
の
前
稿
に
お
い
て
比
較
的
詳
し
く
触
れ
た）（（
（

の
で
、
本
稿
に
と
っ
て
必
要
な
限
り
で
論
じ

る
こ
と
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
主
著
と
し
て
は
、『
立
法
と
法
学
に
関
す
る
我
々
の
時
代
の
使
命
に
つ
い
て）（（
（

』（
初
版
が
一
八
一
四
年
に
刊

行
。
以
下
、『
使
命
』
と
い
う
）
と
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』（
一
八
四
〇
年
に
第
一
巻
が
刊
行）（（
（

。
以
下
、『
体
系
』
と
い
う
）
が
挙
げ
ら

れ
、
両
者
に
お
い
て
慣
習
法
や
法
律
の
位
置
づ
け
は
い
く
ら
か
相
違
す
る
の
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
講
義
は
一
八
一
七
年
か
ら
一
八

二
五
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
基
本
的
に
は
前
者
の
み
に
つ
い
て
考
察
対
象
と
し
、
脚
注
に
お
い
て
付
随
的
に
後
者
に

言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
さ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、「
実
定
法
の
成
立
」
と
い
う
章
題
を
与
え
ら
れ
た
『
使
命
』
第
三
章
の
な
か
で
、
法
は
民
族
の
中
で
歴
史
的

に
生
成
す
る
と
い
う
発
想
を
提
示
す
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
、
民
族
に
共
通
の

確
信
に
基
づ
い
て
お
り
、
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
。
こ
の

よ
う
な
時
代
に
お
い
て
は
、
法
は
言
語
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
法
は
学
問
的
な
方
向
を
と
り
、
か
つ
て
は
民
族
全
体
の
意
識
に
生
き
た
法
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が
、
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
。
し
た
が
っ
て
、
法
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
い
る
と
は
い
え
、
法
曹
の
手
に
な
る
特
化
さ
れ
た
学
問
と
な
っ
て
ゆ
く
（V

B
, S. （（

［
邦
訳
：（（

─（（
頁
］）。
こ
の
よ
う
な
法
成
立
の
あ
り
方
を
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

「
す
べ
て
の
法
は
、
支
配
的
で
は
あ
る
が
必
ず
し
も
適
切
と
は
い
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
］）。

し
た
が
っ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
い
う
慣
習
法
は
、
法
学
に
お
い
て
通
常
用
い
ら
れ
て
い
る
、
法
源
と
し
て
の
慣
習
法
と
は
大
き
く
異
な

る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
慣
習
法
と
は
、
お
お
む
ね
、
民
族
の
共
通
の
確
信
に
由
来
す
る
法
は
、
人
為
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
人
間

の
諸
活
動
の
中
で
次
第
に
形
成
さ
れ
る
と
い
う
法
成
立
の
あ
り
方
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、『
使
命
』
に
お
い
て
は
明
確
で

は
な
い
が
、『
体
系
』
に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
、
こ
の
よ
う
な
法
成
立
の
あ
り
方
が
実
定
法
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）（（
（

。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
立
法
（
法
律
）
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
第
一
に
、
政
治
的
目
的
の

た
め
に
従
来
の
法
を
変
え
る
た
め
立
法
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
よ
う
な
法
改
正
と
そ
の
ほ
か
の
法
と
の
全
体
連
関
と

の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
が
当
該
立
法
の
部
分
の
理
解
を
困
難
と
す
る
た
め
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
第
二
に
、
慣
習
を
支
え
、
疑
問

と
不
確
実
さ
を
取
り
除
く
（
例
え
ば
時
効
期
間
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
な
ど
）
と
い
う
目
的
の
た
め
に
立
法
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
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五
八

れ
は
有
意
義
で
あ
る
と
す
る
（V

B
, S. （（

─（（

［
邦
訳
：（0

─（（

頁
］）。

　
こ
れ
ら
の
議
論
に
引
き
続
き
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
上
記
二
つ
の
よ
う
な
部
分
的
な
法
律
の
制
定
で
は
な
く
、
一
般
的
な
法
典
を
作
る
こ
と

に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
法
典
編
纂
反
対
論
の
実
質
的
な
内
容
と
な
る
。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
従
来
存
在
し
て
き
た
も
の
を
考
慮
せ
ず
に
、
普
遍
的
理
性
法
に
よ
っ
て
決
定
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

理
由
か
ら
法
典
編
纂
を
擁
護
す
る
議
論
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
法
の
運
用
に
携
わ
る
人
や
法
の
実
務
に
詳
し
い
人
に

と
っ
て
は
ま
っ
た
く
空
虚
な
も
の
で
あ
る
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
簡
単
に
片
付
け
て
い
る）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
法
典
編
纂
の
具
体
的
な
方
法
と
し

て
現
実
的
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
法
典
の
内
容
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
存
在
し
て
き
た
法
を
記
録
集
成
す
るaufzeichenen

べ
き
で
あ

り
、
た
だ
現
実
の
政
治
の
必
要
か
ら
い
く
ら
か
の
変
更
や
改
正
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
こ
の

よ
う
な
議
論
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
法
典
編
纂
に
あ
た
り
行
わ
れ
る
い
く
ら
か
の
変
更
や
改
正
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
度
外
視
し
、

も
っ
ぱ
ら
、
従
来
か
ら
存
在
し
て
き
た
法
の
全
体
を
記
録
集
成
す
る
よ
う
な
法
典
編
纂
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（V

B
, S. （（

─（（

［
邦

訳
：（（

─（（

頁
）。

　
さ
て
、
こ
こ
で
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
法
の
記
録
集
成
と
い
う
活
動
が
国
家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
と
、
私

人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
を
本
質
的
に
は
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
今
日
の
よ
う
に
、
法
に
関
す
る
あ
る
特
定
の
著

書
が
ほ
か
に
優
越
し
た
継
続
的
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
時
代
に
お
い
て
は
、
法
典
編
纂
と
い
う
企
て
を
考
え
る
に
あ
た

り
、
国
家
自
身
の
中
心
的
関
与
を
本
質
的
な
こ
と
と
し
て
前
提
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
存
の
法
を
記
録
集
成
す
る
仕
事

は
、
本
来
は
、
国
家
と
は
無
関
係
に
私
人
に
よ
る
法
書R

echtsbuch

に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
（
お
そ
ら
く
ザ
ク
セ
ン
・

シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
事
例
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
）。
す
な
わ
ち
、
国
家
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
法
典G

esetzbuch

も
私
人
に
よ
る
法
書
も
い
ず
れ
も
、
本
質
的
に
は
法
律
家
に
よ
る
仕
事
で
あ
り
、
前
者
の
場
合
は
、
た
だ
国
家
に
よ
っ
て
そ
れ
が
要
請
さ



Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
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サ
ヴ
ィ
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ー
批
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（
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五
九

れ
、
確
証
さ
れ
る
と
い
う
点
に
相
違
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（V

B
, S. （（

─（0

［
邦
訳
：（（

─（（

頁
］）。

　
話
を
法
典
編
纂
そ
の
も
の
に
戻
そ
う
。
こ
の
よ
う
な
法
典
編
纂
の
メ
リ
ッ
ト
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
二
点
を
挙

げ
る
。
第
一
は
、
何
が
法
で
あ
る
か
が
確
実
に
わ
か
る
こ
と
に
な
り
、
一
律
の
適
用
が
可
能
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
法

典
編
纂
に
よ
り
、
様
々
の
地
方
法
に
代
わ
っ
て
国
民
全
体
に
妥
当
す
る
一
般
的
法
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
（V

B
, S. （0

［
邦
訳
：（（

─

（（

頁
］）。
後
者
に
つ
い
て
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
典
編
纂
反
対
論
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
る
が
、
本
稿
の
目
的
と
直
接
関
係
を
持
た
な

い
た
め
、
も
っ
ぱ
ら
前
者
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る
。

　
さ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
適
切
な
法
典
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
は
、
変
更
さ
れ
ず
に
保
存
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
今
ま
で
の
も
の
が
余
す

と
こ
ろ
な
く
理
解
さ
れ
た
（
素
材Stoff

の
問
題
）
上
で
、
そ
れ
が
正
し
く
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
形
式Form

の
問
題
）
と

述
べ
る
（V

B
, S. （0

─（（

［
邦
訳
：（（
─（（

頁
］）。

　
素
材
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
法
典
の
完
全
性
が
問
題
と
な
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
典
が
編
纂
さ
れ
た
場
合
、
法
典
が
唯
一
の

法
源
と
な
る
以
上
、
法
典
は
あ
ら
か
じ
め
全
て
を
予
測
し
て
作
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

実
際
に
生
ず
る
事
例
は
、
多
種
多
様
に
次
か
ら
次
へ
と
現
れ
て
く
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
全
て
を
予
測
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
典
に
完
全
性
を
求
め
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
、
法
を
認
識
す
る
に
あ
た
り
、
法
学
の
助
け

を
借
り
つ
つ
、
法
が
有
す
る
指
導
原
則
か
ら
出
発
し
て
相
互
の
関
係
を
理
解
す
る
と
い
う
意
味
で
の
完
全
性
を
追
求
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
指
導
原
則
に
対
す
る
十
分
な
認
識
な
し
に
完
全
な
法
典
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
個
々
の
規
定
は
、

起
草
者
の
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
矛
盾
を
多
数
包
含
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
実
際
の
適
用
に
よ
り
は
じ
め
て
徐
々
に
理

解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
思
慮
の
な
い
裁
判
官
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に
は
気
づ
か
な
い
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
（V

B
, S. 

（（

─（（

［
邦
訳
：（（

─（（

頁
］）。
形
式
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
法
の
内
容
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
研
究
し
尽
く
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を



法
学
志
林
　
第
一
一
四
巻
　
第
一
・
二
合
併
号�

六
〇

叙
述
す
る
能
力
が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
法
典
編
纂
は
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
法
律

の
適
切
な
長
さ
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
（V

B
, S. （（

─（（

［
邦
訳
：（（

─（0

頁
］）。

　
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
法
典
を
作
る
能
力
を
具
備
し
た
時
代
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
論
じ
る
（V

B
, S. （（

─（（

［
邦
訳
：（0
頁
］）。
そ
し
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
人
に
も
こ
の
よ
う
な
法
典
編
纂
を
行
う
能
力
は
認
め
ら
れ
な
い
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
論
じ
る

の
だ
が
（V

B
, S. （（ ff

.

［
邦
訳
：（（

頁
以
下
］）、
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
か
ら
し
て
余
分
だ
ろ
う）（（
（

。

第
二
章
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
二
つ
の
実
定
法

　
さ
て
、
続
い
て
『
法
哲
学
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
検
討
し
た
い
。
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

批
判
は
実
定
法
と
い
う
概
念
が
論
じ
ら
れ
る
文
脈
で
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
実
定
法
概
念
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
定
法
概
念
を
検
討
す
る
際
、
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
『
綱
要
』
§（

本
文
に
お
け
る
以
下
の
一
節

で
あ
る
。

「
法
が
総
じ
て
実
定
的

0

0

0

で
あ
る
の
は
、（
ａ
）
国
家
に
お
い
て
妥
当
性
を
有
す
る
と
い
う
形0

式0

を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
法
律
上

の
権
威
が
法
の
知
識
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
実
定
法
学D

ie positive R
echtsw

issenschaft

で
あ
る
。（
ｂ
）
こ
の
法
は
、

内
容

0

0

か
ら
い
え
ば
、
以
下
の
三
つ
の
こ
と
に
よ
っ
て
実
定
的
要
素
を
含
む
。（
α
）
一
つ
の
民
族
の
特
殊
な
国
民
的
性
格

0

0

0

0

0

と
、
そ
の
民

族
の
歴
史
的

0

0

0

発
展
段
階
と
、
自
然
必
然
性

0

0

0

0

0

に
属
す
る
す
べ
て
の
諸
関
係
の
連
関
に
よ
っ
て
。（
β
）
一
つ
の
制
定
さ
れ
た
法
の
体
系
な
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六
一

る
も
の
は
、
普
遍
的
な
概
念
を
諸
々
の
対
象
と
事
件
の
特
殊
的
な
、
外
か
ら

0

0

0

与
え
ら
れ
た
性
質
に
適0

用
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

を
含
ま
ざ
る
を
得
な

い
、
と
い
う
必
然
性
に
よ
っ
て
─
─
た
だ
し
、
こ
の
適
用
は
も
は
や
思
弁
的
な
思
想
で
は
な
く
、
概
念
の
発
展
で
は
な
く
て
、
悟
性
の

包
摂
で
あ
る
が
。（
γ
）
現
実
に
お
け
る
決
定

0

0

の
た
め
に
必
要
な
諸
々
の
末
端

0

0

規
定
に
よ
っ
て
」。

本
稿
と
同
様
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
実
定
法
概
念
を
検
討
し
た
論
文
に
お
い
て
、
堅
田
剛
は
、
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
引
用

し
た
上
で
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
実
定
法
」
と
は
端
的
に
法
律
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
「
定
立
さ
れ
た
」
法
に
ほ
か
な
ら
な

い
）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
綱
要
』
に
お
い
て
実
定
法
や
法
の
実
定
性
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
と
し
て
、
§（（（

も
挙
げ
ら
れ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
は
、
§（（0

本
文
に
お
い
て
、「
法
の
客
観
的
現
実
性
と
は
、
一
つ
に
は
法
が
意
識
に
対
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
総

じ
て
知
ら
れ
る

0

0

0

0gew
ußt w

erden

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
、
法
が
現
実
性
の
力
を
持
ち
、
妥
当
す
る

0

0

0

0

こ
と
、
し
た
が
っ

て
ま
た
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
§（（（

本
文
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述

べ
る
。

「
即
自
的
に

0

0

0

0

法
で
あ
る
も
のW

as an sich R
echt ist

は
、
客
観
的
な
形
に
お
い
て
制
定
さ
れ
て

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
思
想G

edanke

に
よ

っ
て
、
意
識
の
対
象
と
な
り
、
こ
れ
こ
そ
が
法
で
あ
り
、
法
と
し
て
効
力
を
有
す
る
も
の
だ
と
認
め
ら
れ
る

0

0

0

0

0bekannt sein

の
だ
が
、

法
律
と
は
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
法
は
こ
の
よ
う
に
対
象
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
定

0

0

法
と
な
る
の
だ
」。

堅
田
は
、
§（

で
述
べ
ら
れ
た
主
張
と
、
§（（（

で
述
べ
ら
れ
た
主
張
の
あ
い
だ
に
特
段
の
矛
盾
を
感
じ
て
い
な
い）（（
（

の
だ
が
、
し
か
し
、
本
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六
二

稿
の
理
解
で
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
に
対
す
る
誤
読
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
理
解
で
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
が
§（

で
述
べ
て
い
る
こ
と
と
§（（（

で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
全
く
違
う
。
§（

に
お
い
て
は
、
国
家
に
お
い
て
妥
当
す
る
法
、
す
な
わ

ち
法
律
の
形
を
と
っ
た
も
の
を
指
し
て
実
定
法
と
呼
ぶ
、
と
い
う
用
法
が
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
§（（（

に
お
い
て
は
、
即
自
的
な

法
）
（（
（

が
法
律
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
を
指
し
て
実
定
法
と
呼
ぶ
用
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
実
定
法
と

い
う
語
に
つ
い
て
、
二
つ
の
用
法
が
あ
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
定
法
学
が
用
い
る
実
定
法
と
い
う
語
を
哲
学
的
に
読

み
替
え
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
稿
の
理
解
を
補
強
す
る
た
め
、
一
八
二
四
／
二
五
年
版
を
参
照
し
つ
つ
、
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
よ
う
。
ま

ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
法
哲
学
と
実
定
法
学
を
区
別
す
る）（（
（

。
法
哲
学
（
と
自
然
法
）
は
、
内
面
的
な
も
の
を
源
泉
と
す
る
。
し
か
し
、
実
定

法
学
は
異
な
る
。

「
実
定
法
学
に
お
い
て
は
、
法
の
源
泉
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。『
綱
要
』
§（

に
そ
の
源
泉
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
法
が
総
じ
て
実
定
的

で
あ
る
の
は
、
国
家
に
お
い
て
妥
当
性
を
有
す
る
と
い
う
形
式
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
法
律
上
の
権
威
が
法
の
知
識
と
な
っ

て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
実
定
法
学
で
あ
る
」。
実
定
法
学
で
は
、
妥
当
す
る
法
を
、
国
家
に
お
い
て
妥
当
す
る
す
べ
て
の
法
を
、
内
容

と
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
制
定
さ
れ
たsie gesetzt sind

が
ゆ
え
に
法
律G

esetz

と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ら
が
妥
当
し
て
い
る
も
の
と
し

て
制
定
さ
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
実
定
的
な
の
で
あ
る
。
実
定
法
学
で
は
、
現
に
そ
う
で
あ
る
も
の
が
法
で
あ
り
、
概
念
に
か
な
う

理
性
的
な
も
の
の
み
が
法
で
あ
る
哲
学
と
は
違
う
。
実
定
法
学
に
は
法
律
の
権
威
付
け
が
必
要
で
、
法
は
実
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
法
が
実
定
法
学
の
対
象
と
な
る
に
あ
た
り
、
上
述
の
側
面
は
、
ま
ず
は
法
の
形
式
に
と
っ
て
あ
て
は
ま
り
、
内
容
は
そ
の
後
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
法
が
妥
当
し
て
い
る
と
い
う
形
式
が
ま
ず
あ
り
、［
法
の
］
内
容
は
、
理
性
的
で
あ
っ
た
り
、
即
自
か
つ
対
自
に
正
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当
で
あ
っ
た
りrechtlich

す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
非
常
に
非
理
性
的
な
、
不
正
なunrechtlich

、
非
常
に
恣
意
的
な
内
容
を
持
つ

こ
と
も
あ
り
得
る
し
、
外
的
な
力
を
有
し
た
権
威
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。（
…
…
）

　
法
が
妥
当
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
実
定
法
学
に
と
っ
て
の
根
拠
で
あ
る
。
法
な
る
も
の
が
実
際
に
理
性
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
実

定
法
学
は
関
わ
る
こ
と
は
な
い
。
実
定
法
学
が
こ
の
点
に
つ
い
て
関
与
せ
ず
、
い
う
べ
き
こ
と
を
持
た
な
い
の
は
、
実
定
法
学
が
［
法

の
］
素
材
や
そ
れ
に
結
び
つ
く
べ
き
反
省
に
関
係
が
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。［
こ
れ
に
対
し
て
、］
法
哲
学
は
、
法
の
認
識
と
そ
の
発

展
に
お
い
て
、
事
物
の
本
性
の
み
を
根
底
に
お
く
」（G

W
, B

d. （（, （, S. （0（（

─（0（（

［
邦
訳
：（（

─（（

頁
］）。

さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
続
け
て
、
法
の
内
容
と
い
う
側
面
か
ら
も
実
定
法
学
と
法
哲
学
は
区
別
さ
れ
る
と
説
き
、
実
定
法
の
内
容
（
§（

の
α
、
β
、
γ
）
は
、
哲
学
や
概
念
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
説
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
、
民
族
の
国
民
的
性
格
や
歴
史
的

発
展
は
、（
法
哲
学
の
対
象
で
あ
る
）
概
念
の
働
き
に
よ
っ
て
生
じ
る
理
性
的
な
も
の
と
は
無
縁
で
あ
り
、
法
の
哲
学
的
考
察
の
対
象
外

で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
、
歴
史
法
学
と
の
関
係
か
ら
、
着
目
し
て
お
き
た
い
（G

W
, B

d. （（, （, S. （0（（

─（0（（

［
邦
訳
：（（

─（（

頁
］）。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
の
意
義
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
国
家
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
法
律
を
指
し
て
実
定
法
と
呼
ぶ
主
張
は
、
あ
く
ま
で
も

（
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え
る
と
こ
ろ
の
）
実
定
法
学
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
立
場
、
す
な
わ
ち
法
哲
学

の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
堅
田
の
議
論
の
問
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
法
哲
学
に
お
け
る
実
定
法
」
と
「
実
定

法
学
に
お
け
る
実
定
法
」
を
区
別
し
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
を
し
な
い
結
果
と
し
て
、
堅
田
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が

（
批
判
的
に
）
実
定
法
学
に
お
け
る
実
定
法
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
箇
所
を
指
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
法
哲
学
に
お
け
る
実
定
法
概

念
と
混
同
す
る
と
い
う
誤
り
を
犯
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。
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さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
実
定
法
概
念
に
話
を
戻
そ
う
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
§（（（

に
お
い
て
は
、
即
自
的
な
法
が
法
律
と

い
う
形
を
と
る
こ
と
を
指
し
て
実
定
法
と
呼
ぶ
用
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
記
述
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
即
自
的
な
法
は

決
し
て
無
内
容
な
も
の
で
は
な
い
。
§（（（

本
文
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「［
法
が
］
即
自
的
に
あ
る
状
態

0

0

0

0

0

0

0

0A
nsichseyn

と
法
律
の
形
を
と
っ
た
状
態

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0G
esetzseyn

と
が
一
致
す
る
と
き
の
み
、
法
律

0

0

の
内
容

が
法0

と
し
て
の
拘
束
力
を
持
つ
。
法
律
の
形
を
と
っ
た
状
態
は
、
現
存
在
の
一
側
面
を
形
作
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
一
側
面
に
お
い
て

は
、
我
意
や
そ
の
ほ
か
の
特
殊
性
と
い
っ
た
偶
然
的
な
も
の
が
入
り
込
む
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
法
律
の
内
容
は
即
自
的
な
法
と
一
致

す
る
と
は
限
ら
な
い
」。

す
な
わ
ち
、
法
が
拘
束
力
を
有
す
る
た
め
に
は
、
法
は
法
律
の
形
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
法
律
の
形
を
と
っ

た
も
の
が
法
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
偶
然
等
の
理
由
に
よ
り
法
律
の
形
を
と
っ
た
も
の
の
内
容
と
、（
偶
然
等
が
含

ま
れ
な
い
）
即
自
的
な
法
が
異
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
即
自
的
な
法
が
法
律
の
形
を
と
る
こ
と
で

実
定
法
と
な
る
の
だ
か
ら
、
法
律
の
形
を
と
っ
た
だ
け
で
は
、
実
定
法
と
は
い
え
な
い
。
法
律
の
形
を
と
る
こ
と
は
、
実
定
法
と
呼
ば
れ

る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
が
、
必
要
十
分
条
件
で
は
な
い
（
こ
れ
に
対
し
て
、
実
定
法
学
か
ら
す
る
と
、
法
律
の
形
を
と
る
こ
と
が
実

定
法
と
呼
ば
れ
る
た
め
の
必
要
十
分
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
）。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
法
、
つ
ま
り
即
自
的
な
法
は
、
法
律
と
い
う
形
を
と
る
以
前
に
存
在
し
て
い

る
。
で
は
、
即
自
的
な
法
と
法
律
の
関
係
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
講
義
録
の
中
で
、
法
は

法
律
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
盛
ん
に
強
調
し
て
い
る
（G

W
, B

d. （（, （, S. （（（
［
邦
訳
：（（（

頁
］、G

W
, B

d. （（, （, S. （（（（
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［
邦
訳
：（（（

頁
］）
の
だ
が
、
な
ぜ
即
自
的
な
法
が
法
律
と
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
つ
ま
り
、
法
は
な
ぜ
実
定
法
と
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か）（（
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
次
章
で
検
討
し
よ
う
。

第
三
章
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
慣
習
法
と
法
律

　
以
下
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
法
律
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
さ
て
、
こ
の
点
を
取
り
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、
比
較
的
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
慣
習
法
批
判
に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
§（（（

の
注
解
を
確
認
し
よ
う
。

「
自
分
の
法
則
を
本
能
と
し
て
持
つ
の
は
動
物
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
を
慣
習
と
し
て
持
つ
の
は
人
間
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
慣0

習
法

0

0

で
さ
え
、
思
想

0

0

と
し
て
存
在
し
か
つ
知
ら
れ
る

0

0

0

0

と
い
う
契
機
を
含
ん
で
い
る
。
慣
習
法
と
法
律
と
の
違
い
は
た
だ
、
慣
習
法
が
主

観
的
偶
然
的
な
仕
方
で
知
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
対
自
的
に
は
慣
習
法
の
方
が
無
規
定
的
で
、
思
想
の
普
遍
性
が
曇
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
上
、
こ
の
法
の
知
識
が
、
あ
れ
こ
れ
の
面
か
ら
い
っ
て
も
一
般
的
に
い
っ
て
も
、
少
数
の
人
の
偶
然
的
所
有
物
で
あ
る
と
い
う
点
に

あ
る
」。

　
こ
の
引
用
文
か
ら
、
慣
習
法
が
法
律
に
劣
後
す
る
理
由
と
し
て
、
思
想
の
普
遍
性
が
十
分
に
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
、
法
の
知
識
を
持
つ

者
が
わ
ず
か
な
人
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
い
か
な
る
意
味
を
有
し
て
い
る
か

を
確
認
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
一
八
二
四
／
二
五
年
版
を
確
認
し
よ
う
。
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「
も
ち
ろ
ん
、
法
は
慣
習
法
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
あ
た
か
も
慣
習
こ
そ
が
本
当
の
法
だ
、
と
い
う
先
入
見
が
生
じ
て
く
る
。

法
が
慣
習
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
本
当
だ
が
、
法
が
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
と
は
別
の
こ

と
で
、
法
は
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
性
と
い
う
形
式
を
持
つ
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
即
自
的
な
法
を
内
に
含
む
こ
と
が
可
能
と

な
る
」（G

W
, B

d. （（, （, S. （（（（

［
邦
訳
：（（（

頁
］）。

　
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
用
い
て
い
る
慣
習
法
と
い
う
用
語
に
は
、『
使
命
』
に
お
け
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
よ
う
な
特
別
な
意
味
は
与
え
ら
れ

て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
言
葉
で
い
え
ば
、
慣
習
法
と
い
う
よ
り
習
俗
と
い
う
言
葉
に
対
応
す
る
と
捉
え
た
方
が
お
そ
ら

く
は
適
切
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
法
が
ま
ず
は
慣
習
法
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
出
発
点
に
お
い
て
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
あ
い
だ
に
大
き
な
相
違
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
法
は
民
族
に
共
通
の
確
信
に
基
づ
い
て
お
り
、
内
的
必
然
性
と
い
う
法
則
に
服
し
、
こ
の
よ
う
な
法
は
ま
ず
は
習

俗
と
民
俗
の
信
仰
、
次
い
で
学
問
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
立
法
者
の
恣
意
に
よ
っ
て
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
対
し
、
ヘ

ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
慣
習
に
お
い
て
も
偶
然
の
要
素
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
い
う
と
こ
ろ
の
恣
意
的
な
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
決
し
て
少
な

く
な
い
と
さ
れ
る）（（
（

。

「
慣
習
は
、
さ
し
あ
た
り
、
法
の
経
験
的
な
規
定
性B

estim
m

theit
に
従
っ
た
法
の
あ
ら
わ
れ
か
た
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
慣
習

そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
偶
然
的
な
も
の
の
要
素
が
つ
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
最
悪
の
も
の
を
も
慣
習
と
し
て
受
け
入
れ
る
の

で
、
奴
隷
制
や
農
奴
制
を
慣
習
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
慣
習
は
、
単
に
規
定
性
と
主
体
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
慣

習
そ
れ
自
体
が
主
体
を
な
す
わ
け
で
は
な
い
。
慣
習
は
法
律
の
形
を
と
る
。
と
い
う
の
は
、
法
律
は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
は
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な
く
、
妥
当
す
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
生
き
生
き
と
し
た
状
態
で
あ
る
が
、
自
由
の
死
で
あ
る
よ
う
な
抽
象
的
な
生
き

生
き
と
し
た
状
態
も
あ
り
、
慣
習
は
こ
の
よ
う
な
［
抽
象
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
］
生
き
生
き
と
し
た
状
態
を
み
ず
か
ら
の
も
の
と
す

る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
た
と
え
ば
、
古
代
ロ
ー
マ
の
悪
し
き
相
続
法
が
そ
の
例
で
、
そ
れ
は
卑
劣
な
振
る
舞
い
や
、
憎
悪
や
、
ね
た
み

や
貪
欲
を
発
生
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
悪
し
き
心
情
は
す
べ
て
、
と
て
も
強
力
で
、
と
て
も
生
き
生
き
し
て
は
い
た
が
、
生
き
生
き
し
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
十
分
で
は
な
い
。
法
は
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
し
て
法
は
法
律
と
な
り
、
こ
の
法
律
は
思
想

に
よ
っ
て
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
法
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
体
系
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
体
系
は
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
る
」（Ebenda

［
邦
訳
：（（（

頁
］）。

生
き
生
き
と
し
て
い
るlebendig
と
い
う
表
現
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
い
わ
ば
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
詳
細

な
説
明
を
与
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う）（（
（

。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
解
で
は
、
慣
習
法
が
成
立
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
悪
し
き
も
の
、

偶
然
的
な
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
奴
隷
制
が
慣
習
化
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
古
代
ロ
ー
マ
の
悪
し
き
相
続
法）（（
（

も
存
在
し
得
る
。

こ
れ
ら
は
、
確
か
に
生
き
生
き
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
正
義
に
か
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解

で
は
、
慣
習
法
が
有
し
得
る
こ
の
よ
う
な
悪
し
き
側
面
は
、
思
想
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
つ
ま
り
法
律
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、

除
去
さ
れ
得
る
。
一
八
二
二
／
二
三
年
版
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
法
が
教
養
あ
る
意
識
に
認
識
さ
れ
る
な
ら
ば
［
…
…
。］
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
覚
や
、
私
見M

einen

が
有
す
る
す
べ
て
の
偶
然

的
な
も
の
が
消
滅
し
、
復
讐
や
、
同
情
、
利
己
心
と
い
っ
た
形
式
が
消
滅
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
法
は
そ
の
真
の
規
定
性
を
有
す

る
。
法
が
、
法
律
と
い
う
形
式
を
取
る
な
ら
ば
、
法
は
そ
の
栄
誉
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
［
…
…
］
は
、
偉
大
な
こ
と
で
あ
る
」
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こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
慣
習
法
は
法
律
と
な
る
過
程
に
お
い
て
、
教
養
あ
る
意
識
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
思
想
に
よ
っ
て

知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
真
の
規
定
性
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
当
然
な
が
ら
慣
習
法
が
法
律
と
な
り
さ

え
す
れ
ば
た
だ
ち
に
真
の
規
定
性
を
得
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、（
慣
習
）
法
の
単
な
る
記
録

集
成
と
、
法
典
編
纂
と
を
根
本
的
に
区
別
す
る
に
至
る
。
先
に
本
稿
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
法
典
編
纂
と
い
う
仕
事
も
従
来
存
在
し

て
き
た
法
の
記
録
集
成
と
い
う
仕
事
も
、
本
質
的
に
は
、
と
も
に
法
律
家
に
よ
る
仕
事
で
あ
り
、
前
者
の
場
合
は
、
た
だ
国
家
に
よ
っ
て

そ
れ
が
要
請
さ
れ
、
確
証
さ
れ
る
と
い
う
点
に
相
違
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
§（（（

注
解

に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
法
典
編
纂
と
法
の
記
録
集
成
の
あ
い
だ
に
は
根
本
的
な
区
別
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。

「
慣
習
法
に
は
、
慣
習

0

0

と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
そ
の
形
式
に
よ
っ
て
、
生
活

0

0

の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
と
い
わ

れ
る
［
…
…
］
が
、
こ
れ
は
ま
や
か
し
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
国
民
の
妥
当
し
て
い
る
法
律
は
、
成
文
化
さ
れ
収
集
さ
れ
て
い
る
か

ら
と
い
っ
て
、
国
民
の
慣
習
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
慣
習
法
が
収
集
さ
れ
編
纂
さ
れ
るgesam

m
elt 

und zusam
m

engestellt w
erden

よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
民
族
が
あ
る
程
度
の
文
化
に
達
し
さ
え
す
れ
ば
必
ず
す
ぐ
に
行

わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
、
こ
の
収
集
さ
れ
た
も
の
が
法
典

0

0

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
収
集
で
あ
る
か
ら
、
確
か
に
不
定

0

0

形0U
nförm

lichkeit

で
あ
り
、
規
定
が
曖
昧
で
あ
り
、
欠
缺
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
の
法
典
が
法
典
が
本
来
の
意
味
で
い
わ
れ
る

法
典
と
と
り
わ
け
区
別
さ
れ
る
点
は
、
後
者
が
法
の
諸
原
理
を
そ
の
普
遍
性

0

0

0

に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
そ
の
規
定
性
に
お
い
て
思
想
に

よ
っ
て
把
握
し
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
」。
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さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
続
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
判
例
法
や
、
古
代
ロ
ー
マ
の
学
説
法
に
つ
い
て
、
立
法
者
の
代
わ
り
に
裁
判
官
や

権
威
あ
る
学
者
が
決
定
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
混
乱
が
生
じ
て
い
る
と
批
判
を
加
え
た
上
で
、

「
一
つ
の
教
養
あ
る
国
民
な
い
し
は
そ
の
国
民
の
う
ち
の
法
律
家
身
分
に
法
典
を
作
る
能
力
を
認
め
な
い
と
い
う
の
は
、
一
国
民
な
い

し
は
そ
の
法
律
家
身
分
に
加
え
ら
れ
得
る
最
大
の
侮
蔑
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
法
典
を
作
る
と
い
っ
て
も
、
問
題
と
な

り
得
る
の
は
、
内
容

0

0

上
新
し
い

0

0

0

法
律
の
体
系
を
作
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
現
存
の
法
律
の
内
容
を
そ
の
規
定
さ
れ
た
普
遍
性
に
お
い
て

認
識
す
るerkennen

こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
─
─
特
殊
的
な
も
の
へ
の
適
用
を
も
加
え
て
─
─
思
想
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

捉
え
る
こ
と
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
」

と
い
う
（
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
批
判
と
し
て
）
よ
く
知
ら
れ
た
主
張
を
行
う
。

　
慣
習
法
の
単
な
る
収
集
と
し
て
の
法
典
と
、（
思
想
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
）
本
来
の
意
味
で
の
法
典
と
の
相
違
に
つ
い
て
も
う
少
し

詳
し
く
確
認
し
よ
う
。
一
八
一
九
／
二
〇
年
版
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
慣
習
法
に
お

い
て
は
知
識
の
偶
然
性
に
よ
っ
て
多
様
な
例
外
が
生
じ
る
。
慣
習
法
し
か
存
在
し
な
い
状
態
（
こ
こ
で
は
、
以
下
の
引
用
か
ら
理
解
で
き

る
よ
う
に
、
法
源
と
し
て
の
慣
習
法
の
み
な
ら
ず
、
判
例
法
や
学
説
法
が
支
配
し
て
い
る
状
態
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
い
え
ば
体
系
的

な
法
典
が
存
在
し
な
い
状
態
が
指
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
箇
所
に
お
け
る
慣
習
法
と

い
う
語
の
用
法
は
、『
使
命
』
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
慣
習
法
の
用
法
に
近
い
）
は
、
不
定
形
な
状
態
に
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
普
遍
的

な
も
の
が
取
り
出
さ
れ
ず
、
ま
た
特
殊
な
も
の
が
普
遍
的
な
も
の
に
従
属
せ
ず
、
入
り
乱
れ
て
定
立
さ
れ
て
い
る
。



法
学
志
林
　
第
一
一
四
巻
　
第
一
・
二
合
併
号�

七
〇

「
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
大
き
な
混
乱
が
生
じ
る
。
か
く
し
て
、
十
二
表
法
、
元
老
院
決
議
、
法
の
精
通
者
に
よ
る
解
答responsa ju-

ris consultorum

な
ど
が
雑
多
な
集
合
を
作
り
出
す
。
こ
の
よ
う
な
集
合
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
も
っ
と
ひ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
あ
る
と
き
は
こ
の
、
ま
た
あ
る
と
き
は
あ
の
偉
大
な
注
釈
書
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

［
…
…
］
も
し
あ
る
国
民
に
い
か
な
る
法
典
も
存
在
し
な
い
と
す
る
と
、
国
民
が
一
つ
の
法
典
を
作
る
こ
と
よ
り
ほ
か
に
す
る
べ
き
こ

と
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
際
、
確
か
に
ま
ず
、
全
く
新
し
い
法
典
が
見
い
だ
さ
れ
、
発
見
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
持
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
際
、
重
要
な
の
は
、
す
で
に
存
在
す
る
も
の
や
す
で
に
妥
当
し
て
い
る
も
の
を
、
一
定
の

分
別
あ
る
方
法
で
秩
序
づ
け
る
こ
と
の
み
で
あ
る
」（G

W
, B

d. （（, （, S. （（（

─（（（

［
邦
訳
：（（（

─（（（

頁
］）。

　
法
律
が
存
在
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
存
在
し
て
い
て
も
体
系
的
に
整
序
さ
れ
て
い
る
法
典
で
は
な
い
な
ら
ば
、
法
源
や
そ
の
内
容
に

関
す
る
相
互
の
関
係
が
不
分
明
な
も
の
と
な
り
、
ど
の
法
源
が
ど
の
場
合
に
法
律
家
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
混
乱
が
生
じ
て
る
こ
と
と
な
る
、
と
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
法
律
、
な
か
ん
ず
く
体
系
的
に
整
序
さ
れ
た
法
典
の
必
要
性
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
議
論
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
対
す
る
根
底
的
な
批
判
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
疑
問
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
仮
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
る
よ
う
な
法
典
の
重
要
性
を
認
め
た
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
の
法
曹
に
そ
の
よ
う
な
法
典

を
作
成
す
る
能
力
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
法
学
の
発
展
が
必
要
な
の
で
あ
る
、
と
応
じ
る
こ
と
に

な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
章
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
慣
習
法
が
法
律
に
劣
る
理
由
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
普
遍
性
が
十
分
に
達
成
さ
れ
な
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い
こ
と
、
法
の
知
識
を
持
つ
者
が
わ
ず
か
な
人
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
こ
こ
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
す
で

に
確
認
し
た
が
、
以
下
で
は
一
八
二
四
／
二
五
年
版
の
参
照
を
通
じ
て
、
後
者
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
本
稿
の
理
解
で
は
、
自
由
な
意

思
を
出
発
点
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
構
造
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
根
底
的
な
相

違
を
理
解
す
る
た
め
に
は
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
論
点
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「［
人
々
を
］
法
律
に
対
し
て
義
務
づ
け
る
た
め
に
は
、
自
己
意
識
の
権
利
の
面
か
ら
い
っ
て
、
法
律
が
普
遍
的

0

0

0

に
認
め
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
§（（（

本
文
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
い
く
ら
か
長
く
な
る
が
、
重
要

な
箇
所
な
の
で
詳
し
く
引
用
し
よ
う
。
な
お
、
引
用
中
の
鉤
括
弧
で
括
ら
れ
た
文
章
は
§（（（

注
解
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

「
こ
の
こ
と
［
§（（（

本
文
の
内
容
］
は
、
法
律
に
対
し
て
自
己
意
識
が
有
す
る
権
利
で
あ
り
、
法
律
は
自
己
意
識
に
対
し
て
妥
当
す
る

の
だ
が
、
し
か
し
自
己
意
識
の
側
で
は
、
自
己
意
識
は
法
律
を
心
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
いkennen m

üssen

と
い
う
権
利
を
持

つ
。
法
律
が
個
人
に
認
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
契
機
は
、
帰
責
能
力
に
そ
の
根
拠
を
持
つ
。
個
人
は
法
律
を
心
得
る

こ
と
、
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
が
法
典
と
し
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、
私
は
法
律
に
つ
い
て
知
識
を
得
る

kennen lernen

こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
偶
然
に
委
ね
ら
れ
、
身
を
入
れ
て

勉
強
す
る
可
能
性
や
、［
知
る
た
め
の
］
費
用
等
々
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
法
律
が
、
判
決
や
注
釈
書
、
資
料
を
集
め
た
も
の

Sam
m

lungen

と
し
て
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
こ
に
お
い
て
は
や
は
り
確
固
と
し
た
法
律
と
し
て
の
規
定
と
い
う
も
の
が
存

在
せ
ず
、
知
識
の
あ
ら
ゆ
る
特
別
な
部
門
に
お
い
て
あ
て
は
ま
る
こ
と
だ
が
、
確
固
と
し
た
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

［
…
…
］
法
律
に
関
す
る
特
別
の
知
識
を
持
つ
法
曹
階
層
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
知
識
を
自
分
た
ち
の
独
占
物
で
あ
る
と
し
、
ほ
か
の

人
々
は
つ
つ
ま
し
く
、
法
律
な
ど
知
ら
な
く
て
よ
い
の
で
あ
り
、
知
識
は
こ
の
階
層
だ
け
が
持
つ
と
考
え
て
い
る
。［
…
…
］
し
か
し
、
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誰
も
靴
が
自
分
の
足
に
合
う
か
ど
う
か
を
知
る
の
に
靴
屋
に
な
る
必
要
が
な
い
の
と
同
様
、
一
般
的
な
関
心
に
属
す
る
対
象
に
つ
い
て

知
識
を
持
つ
た
め
に
、
専
門
家
に
な
る
必
要
は
な
い
。
法
は
、
人
間
に
あ
っ
て
最
も
価
値
が
高
く
、
最
も
神
聖
な
も
の
で
あ
る
自
由
に

関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
意
思
を
拘
束
す
る
法
に
つ
い
て
人
間
は
み
ず
か
ら
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
は
一
階
層
の
独
占
物

で
あ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
各
人
は
法
を
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
心
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
法
へ

の
］
接
近
は
た
や
す
い
方
法
で
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
僭
主
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
よ
う
に
、
市
民
が
誰
一
人
読
め
な
い
よ

う
な
高
い
場
所
に
法
律
を
掲
げ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
学
術
書
や
、［
判
決
の
］
集
録Sam

m
lung

、
判
決
と
は
異
な
っ
た
判
断
や

意
見
、
そ
し
て
慣
習
等
と
い
っ
た
広
範
な
資
料A
pparat

の
中
に
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
外
国
語
の
中
に
ま
で
埋
め
込
み
、
妥
当
す

る
法
の
知
識
に
つ
い
て
知
識
を
身
に
つ
け
た
者
以
外
の
接
近
を
拒
む
の
は
、
ま
さ
し
く
不
法
で
あ
る
。
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
よ

う
に
形
式
の
整
わ
ぬ
集
録
に
す
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
も
っ
と
進
ん
で
、［
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
］
ラ
ン
ト
法
の
よ
う
な
秩
序
だ
っ
た
明
確
な

法
典
で
あ
る
に
せ
よ
、
国
民
に
法
律
を
公
布
し
た
支
配
者
は
、
国
民
に
最
高
の
善
行
を
な
し
た
者
で
あ
り
感
謝
を
込
め
て
国
民
に
よ
り

賞
賛
さ
れ
る
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
偉
大
な
正
義
の
行
為

0

0

0

0

0A
kt der G

erechtigkeit

を
な
し
た
の
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
な
法
典

が
存
在
し
な
い
の
は
最
高
の
不
法
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
法
の
内
容
は
、
恣
意
や
主
観
的
見
解
、
学
識
に
依
存
す
る
べ
き
も
の
で
は

な
く
、
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
な
に
が
法
で
あ
る
か
を
、
誰
も
が
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
］

ラ
ン
ト
法
や
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
対
し
て
、
学
識
法
曹
た
ち
が
ど
ん
な
に
非
難
の
声
を
上
げ
よ
う
と
、
臣
民
は
そ
れ
に
際
し
て
幸
福
を

見
い
だ
す
。
こ
の
よ
う
な
法
典
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
恩
恵
で
は
な
く
正
義
で
あ
る
」（G

W
, B

d. （（, （, S. （（（（

─（（（0

［
邦

訳
：（（（

─（（（

頁
］）。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
の
趣
旨
は
明
確
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
法
は
、
人
間
に
よ
っ
て
意
識
的
に
認
識
さ
れ
る
以
前
か
ら
存
在
し
、
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そ
し
て
法
は
ま
ず
は
慣
習
法
（
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
は
習
俗
と
呼
ぶ
方
が
適
切
で
あ
る
が
）
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
の
あ
い
だ
に
極
端
な
認
識
の
乖
離
は
存
在
し
な
い）（（
（

。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
袂
を
分
か
つ
の
は
、（
す
で
に
述
べ
た
、

慣
習
に
ど
の
程
度
恣
意
的
要
素
が
含
ま
れ
る
か
、
と
い
う
論
点
を
別
と
す
れ
ば
）
以
下
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ

て
、
法
と
は
、
こ
の
よ
う
な
慣
習
法
が
集
成
さ
れ
、
法
律
家
に
よ
っ
て
指
導
法
則
に
基
づ
い
て
整
序
さ
え
さ
れ
れ
ば
十
分
な
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
集
成
が
法
律
と
し
て
公
布
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
望
む
べ
く
は
、
整
序
さ
れ
た
、
す
な

わ
ち
「
法
の
諸
原
理
を
そ
の
普
遍
性
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
そ
の
規
定
性
に
お
い
て
思
想
に
よ
っ
て
把
握
し
表
現
す
る
よ
う
な
」
法
典

と
い
う
形
で
公
布
さ
れ
る
こ
と
が
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
。
確
か
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
法
典
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
法
の
内
容
が
確
実
と

な
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
が
、
こ
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
基
本
的
に
法
律
家
に
よ
る
法
の
適
用
の
一
律
性
を
保
つ
と
い
う
点
に
関
わ
っ
て
い
た

の
で
あ
り
、
法
律
家
で
は
な
い
人
々
に
と
っ
て
の
行
動
の
指
針
と
し
て
の
法
と
い
う
視
座
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
は
明
確
に
は
見
て
と

れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、（
確
か
に
法
律
家
に
よ
る
法
の
一
律
的
適
用
と
い
う
論
点
も
重
要
で
あ
る
の
だ

が
、）
法
は
決
し
て
法
律
家
の
独
占
物
で
は
な
い
。
先
の
引
用
文
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「［
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
］
ラ
ン
ト
法
や
ナ
ポ

レ
オ
ン
法
典
に
対
し
て
、
学
識
法
曹
た
ち
が
ど
ん
な
に
非
難
の
声
を
上
げ
よ
う
と
、
臣
民
は
そ
れ
に
際
し
て
幸
福
を
見
い
だ
す
」
と
述
べ

て
い
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
や
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
学
問
的
完
成
度
の
低
さ
を
非
難
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の

議
論
（V

B
, S. （（ ff

.

［
邦
訳
：（（

頁
以
下
］）
を
念
頭
に
置
い
た
批
判
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
法
典
が
公

布
さ
れ
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
意
義
が
あ
る
の
で
あ
り
、
法
典
の
学
問
的
完
成
度
に
は
さ
ほ
ど
の
重
点
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に

と
っ
て
な
に
よ
り
重
要
で
あ
る
の
は
、
人
々
の
行
動
を
規
律
す
る
法
は
、
法
律
と
し
て
、
望
む
べ
く
は
人
々
に
と
っ
て
接
近
が
よ
り
容
易

な
法
典
と
し
て
広
く
人
々
に
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る）（（
（

。
法
が
い
か
な
る
内
容
を
有
す
る
か
は
、
あ
ら
か
じ
め

人
々
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
々
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
ら
さ
れ
た
こ
の
法
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
み
ず
か
ら
の
行
動
を
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律
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
人
々
は
責
任
あ
る
主
体
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
尊
重
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
法
が
明
確
な
法
律
（
法
典
）
と
い
う
形
で
国
家
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
人
々
を
責
任

あ
る
主
体
と
し
て
遇
す
る
た
め
で
あ
る
。

む
す
び

　
最
後
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
定
法
論
を
振
り
返
っ
た
上
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
批
判
の
意
義
に
つ
い
て
ま
と
め
よ
う
。

　
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
実
定
法
を
制
定
法
、
法
律
と
同
一
視
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
理
解
が
示
さ
れ
て
い

た
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
精
確
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
実
定
性
と
は
、
理
念
と
し
て
の
法
、
即
自
的
な
法
が
、
慣
習
法
を
経

て
、
法
律
と
い
う
形
を
取
る
プ
ロ
セ
ス
を
指
す
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
法
が
実
定
法
と
呼
ば
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

単
に
法
律
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
実
定
法
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
実
定
法
を
重
視
す
る
理
由
は
、
法
が
法
律
と
い
う
形
を
と
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
思
想
を
通
じ
て
法
が
普
遍
的
な
形
を
と

り
、
人
々
に
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
が
実
定
法
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
不
正
な
慣
習
に
つ
い
て
反
省
が
加
え

ら
れ
る
契
機
と
な
り
、
法
源
間
の
関
係
が
整
理
さ
れ
恣
意
的
な
法
の
適
用
を
避
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
同
時
に
、
人
々
は
、
自
分
た

ち
の
行
動
を
規
律
す
る
法
が
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
を
容
易
に
、
精
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
責
任
あ
る
主
体
と
し
て
扱
わ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、
従
来
の
法
を
単
に
集
成
し
た
に
す
ぎ
な
い
法
律
よ
り
も
、
体
系
的
に
整
序
さ
れ
た
法

典
が
望
ま
し
い
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
批
判
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
法
曹
に
よ
る
法
の
独
占
を
批
判
し
、
立
法
者
に
よ
る
法
の
成
文
化
を
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求
め
た
も
の
と
さ
し
あ
た
り
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
よ
う
な
批
判
を
通
じ
て
意
図
し
て
い
る
の
は
、
恣

意
的
で
は
な
い
法
の
適
用
で
あ
り
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
各
人
を
責
任
あ
る
主
体
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
正
義
の
要
請
を
実
現
す
る

こ
と
な
の
で
あ
る）（（
（

。

※
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
。

（
（
）　
た
と
え
ば
堅
田
剛
「
ヘ
ー
ゲ
ル
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
、
グ
リ
ム
」（
同
『
法
の
こ
と
ば
／
詩
の
こ
と
ば
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、
一
〇
一
頁
以
下
、

同
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
法
の
実
定
性
」（
同
『
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
と
そ
の
時
代
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
所
収
）、
五
五
頁
以
下
、
中
山
愈
「『
法

の
哲
学
』
に
見
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
内
な
る
論
争
」（『
近
畿
医
療
福
祉
大
学
紀
要
』V

ol. （（

、
二
〇
一
〇
年
、
所
収
）、
四
三
頁
以
下
。

（
（
）　『
法
哲
学
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
性
質
を
取
り
扱
っ
た
文
献
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
権
左
武
志
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
講
義
を
め
ぐ
る
近
年
の

ド
イ
ツ
の
論
争
」（
同
『
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
理
性
・
国
家
・
歴
史
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
所
収
）
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。

（
（
）　G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, G

rundlinien der Philosophie des R
echts. W

erke in zw
anzig B

änden, B
d. （,

（（（（（

）.

（
（
）　
た
と
え
ば
、（
か
つ
て
『
世
界
の
名
著
』
シ
リ
ー
ズ
の
一
巻
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
た
）
ヘ
ー
ゲ
ル
、
藤
野
渉
／
赤
沢
正
俊
訳
『
法
の
哲
学
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
中

央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
一
年
）。
本
稿
も
本
邦
訳
を
参
考
と
し
て
い
る
。

（
（
）　
川
崎
修
敬
「
ガ
ン
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
と
フ
ラ
ン
ス
」（
同
『
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ガ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
精
神
史
』（
風
行
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
三
八
頁
。

（
（
）　H

egel, V
orlesungen über R

echtsphilosophie （（（（
─（（（（. Edition und K

om
m

entar in sechs B
änden von K

arl-H
einz Ilting

（（（（（

─（（（（

）.

（
（
）　D

ers., G
rundlinien der Philosophie des R

echts. G
esam

m
elte W

erke （（,（,

（（00（

）.

（
（
）　D
ers., V

orlesungen über die Philosophie des R
echts I. K

ollegien der Jahre （（（（/（（, （（（（/（（, （（（（/（0. G
esam

m
elte W

erke （（, 
（,

（（0（（

）.

ア
カ
デ
ミ
ー
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
か
ら
の
翻
訳
で
は
な
い
が
、
一
八
一
九
／
二
〇
年
講
義
録
の
翻
訳
と
し
て
、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
編
、
中

村
浩
爾
ほ
か
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
講
義
録
一
八
一
九
／
一
八
二
〇
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
（
）　D

ers., V
orlesungen über die Philosophie des R

echts II. N
achschriften zu den K

ollegien der Jahre （（（（/（（ und （（（（/（（. G
e-



法
学
志
林
　
第
一
一
四
巻
　
第
一
・
二
合
併
号�

七
六

sam
m

elte W
erke （（, （,

（（0（（

）.

ア
カ
デ
ミ
ー
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
か
ら
の
翻
訳
で
は
な
い
が
、
一
八
二
二
／
二
三
年
講
義
録
の
翻
訳
と
し
て
Ｇ
・ 

Ｗ
・ 

Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
、
尼
寺
義
弘
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
教
授
殿
の
講
義
に
よ
る
法
の
哲
学
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
五
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
（0
）　D

ers., V
orlesungen über die Philosophie des R

echts III. N
achschriften zu den K

ollegien der Jahre （（（（/（（ und （（（（. G
esam

-
m

elte W
erke （（, （,

（（0（（

）.

ア
カ
デ
ミ
ー
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
か
ら
の
翻
訳
で
は
な
い
が
、
一
八
二
四
／
二
五
年
講
義
の
翻
訳
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
長
谷

川
宏
訳
『
法
哲
学
講
義
』（
作
品
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
（（
）　
西
村
清
貴
「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
国
法
学
に
お
け
る
実
定
性
の
概
念
に
つ
い
て
」（『
法
学
志
林
』
第
一
一
三
巻
第
四
号
、
二
〇
一
六
年
、
所
収
）、
九
一
頁

以
下
。

（
（（
）　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
～
三
）（『
法
学
雑
誌
』
第
五
九
巻
第
二
号
、
第
六
〇
巻
第
一
号
、
第
六
一
巻
第
一
・
二
号
、
二
〇
一
二
─
二
〇
一
四
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
。

（
（（
）　D

ers., 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
。

（
（（
）　『
体
系
』
の
法
源
論
に
お
い
て
最
も
重
要
な
概
念
は
「
実
定
法
」
で
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
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
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
は
い
つ

で
も
、
常
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
の
性
質
を
指
し
て
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
実
定
法
と
呼
び
、
こ
の
よ
う
な
実
定
法
は
民
族
の
共
通
の
意
識
の
中
で
生
き

て
い
る
の
で
、
民
族
法
と
も
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
法
は
継
続
的
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
と
同
様
に
、
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
］）。

（
（（
）　
そ
れ
ゆ
え
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
典
編
纂
反
対
論
が
反
理
性
法
的
性
格
を
有
し
て
い
た
と
い
う
点
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と

（
例
え
ば
三
島
淑
臣
『
新
版
法
思
想
史
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
三
年
）、
三
二
三
頁
は
「［『
使
命
』
の
中
で
］
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
法
典
編
纂
派
の
思
考
の
基
礎

に
あ
る
抽
象
的
＝
合
理
主
義
的
自
然
法
論
の
考
え
方
を
俎
上
に
載
せ
、
こ
れ
に
徹
底
的
な
批
判
を
加
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
）
は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。
理
性
法
論
に
反
対
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
当
然
の
前
提
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
（（
）　
法
律
に
さ
し
た
る
意
義
が
認
め
ら
れ
な
い
『
使
命
』
に
比
し
て
、『
体
系
』
に
お
い
て
は
、（『
使
命
』
が
法
典
編
纂
に
反
対
す
る
闘
争
の
書
で
あ
っ
た
こ



Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
批
判
（
西
村
）�

七
七

と
に
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
）
法
律
に
対
す
る
評
価
は
い
く
ら
か
柔
ら
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
印
象
が
与
え
ら
れ
る
。
長
く
な
る
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

の
議
論
に
つ
い
て
の
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
紹
介
し
て
お
こ
う
。『
体
系
』
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
法
律
の
意
義
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ヴ

ィ
ニ
ー
は
、「
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
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
と
呼
ば
れ
［
る
…
…
］」（SR

, S. （（

─（（

［
邦
訳
：（（

─（0

頁
］）
と
論
じ
た
上
で
、「
立
法
者
は
む
し
ろ
国
民N

a-
tion

の
中
心
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
民
族
精
神
の
真
の
代
表
者
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（SR

, S. （（

［
邦
訳
：（0

頁
］）
と
す
る
。
ま
た
、
立
法
者
の
仕

事
は
余
分
な
も
の
あ
る
い
は
有
害
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
対
し
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
と
述
べ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
立
法
の
仕
事
と
し
て
は
、

第
一
に
実
定
法
の
た
め
の
補
足
的
助
力
と
、
第
二
に
、
実
定
法
が
次
第
に
進
歩
す
る
支
え
が
挙
げ
ら
れ
る
（SR

, S. （0

［
邦
訳
：（0

─（（

頁
］）。
第
一
の
も
の

は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
実
定
法
の
基
礎
は
確
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
細
部
の
点
に
は
、
た
と
え
ば
一
定
の
期
間
を
条
件
と
し
て
含
む
す
べ

て
の
定
め
の
よ
う
に
不
確
定
で
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
性
質
上
あ
る
程
度
恣
意
の
働
く
余
地
が
あ
る
多
数
の
規
定
が
存
在
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は

（
慣
習
法
に
よ
っ
て
よ
り
も
よ
り
確
実
に
）
立
法
に
よ
っ
て
解
決
が
な
さ
れ
る
（SR

, S. （0

─（（

［
邦
訳
：（（

頁
］）。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、『
使
命
』
に
お
い

て
も
す
で
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、『
体
系
』
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
こ
の
第
一
の
も
の
よ
り
も
、
第
二
の
も
の
の
方
が
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
と
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
、「［
民
族
に
お
け
る
］
風
俗
・
確
信
・
欲
求
の
変
化
に
よ
っ
て
既
存
の
法
に
お
け
る
変
更
が
必
要
に
な
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
時
の
経
過
の
う
ち
に

全
く
新
し
い
法
制
度
が
必
要
と
な
る
と
き
、
確
か
に
最
初
の
法
を
生
み
出
し
た
の
と
同
じ
目
に
見
え
な
い
内
的
な
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
要
素
が
既

存
の
法
に
は
め
込
ま
れ
得
る
。
し
か
し
、
ち
ょ
う
ど
こ
こ
で
、
立
法
の
影
響
が
著
し
く
有
益
に
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
不
可
欠
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
諸
原
因
の
作

用
は
徐
々
に
し
か
現
れ
な
い
か
ら
、
必
然
的
に
不
確
実
な
法
を
持
っ
た
中
間
期
が
生
じ
、
こ
の
不
確
実
さ
は
、
法
律
に
よ
る
宣
言
に
よ
っ
て
終
結
で
き
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
法
制
度
は
、
互
い
に
関
連
し
合
い
、
作
用
し
合
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ど
の
法
命
題
が
新
た
に
形
成
さ
れ
て
も
、
そ
れ
自
体
で

は
変
わ
っ
て
い
な
い
ほ
か
の
法
命
題
と
の
矛
盾
が
気
づ
か
れ
ず
に
生
じ
得
る
。
そ
の
た
め
に
今
度
は
調
整
が
必
要
に
な
る
が
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
全
く
反
省
と
、

意
図
的
な
、
し
た
が
っ
て
人
的
な
介
入
に
よ
っ
て
確
実
に
実
現
さ
れ
得
る
」（SR

, S. （（

［
邦
訳
：（（

頁
］）。
こ
の
よ
う
に
、『
使
命
』
に
比
し
て
、『
体
系
』

の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
法
律
の
重
要
性
の
度
合
い
が
増
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
た
だ
し
、
偶
然
に
欠
け
て
い
る
立
法
に
つ
い
て
の
一
時
し
の
ぎ
の
代

用
と
し
て
民
族
法
を
捉
え
る
見
解
に
対
し
て
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
激
し
く
批
判
し
て
い
る
こ
と
（SR

, S. （（

［
邦
訳
：（（

─（（

頁
］）
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
だ
が
）。

ま
た
、
法
の
形
成
に
つ
い
て
も
、「
法
は
慣
行Ü

bung

に
よ
っ
て
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
」（SR

, S. （（

［
邦
訳
：（（

頁
］）
と
い
う
よ
う
な
（『
使
命
』
を
想

起
さ
せ
る
よ
う
な
）
箇
所
も
存
在
す
る
が
、「
本
来
す
べ
て
の
実
定
法
は
民
族
法
で
あ
り
、
こ
の
本
来
の
法
創
造
を
（
し
ば
し
ば
す
で
に
早
い
時
代
に
）
立
法

が
助
け
て
補
充
し
、
支
え
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
、
民
族
の
発
展
が
進
ん
で
法
律
学
が
加
わ
る
と
、
民
族
法
に
は
法
律
と
法
律
学
と
で
二
つ



法
学
志
林
　
第
一
一
四
巻
　
第
一
・
二
合
併
号�

七
八

の
器
官
が
与
え
ら
れ
［
る
…
…
］」（SR

, S. （0

［
邦
訳
：（（

─（（

頁
］）
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
、
習
俗
や
慣
行
に
よ
る
法
形
成
と
い
う
側
面
は
、
失
わ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
や
や
後
景
に
退
い
て
い
る
印
象
が
与
え
ら
れ
る
。

（
（（
）　
堅
田
剛
「
ヘ
ー
ゲ
ル
、
あ
る
い
は
哲
学
的
法
学
」（
同
『
歴
史
法
学
研
究
』、
日
本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
、
所
収
）、
一
三
一
─
一
三
二
頁
。

（
（（
）　
堅
田
（
前
掲
注
（（
）、
一
三
二
─
一
三
三
頁
。

（
（（
）　
即
自
的
な
法
の
内
実
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
課
題
を
大
幅
に
超
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
§（（

本
文
や
§（0（

本
文
に
お
け
る
記
述
を
踏
ま

え
れ
ば
、『
法
哲
学
』
第
一
部
で
取
り
扱
わ
れ
た
「
抽
象
的
な
法
」
が
い
ま
だ
具
体
的
な
形
姿
を
取
っ
て
い
な
い
状
態
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（
（0
）　
一
八
一
九
／
一
八
二
〇
年
版
で
は
、「
我
々
の
学
問
を
実
証
的
な
学
問
と
比
較
し
よ
う
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
、「
実
定
法
学
」

の
対
と
し
て
「
我
々
の
哲
学
的
法
学
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
上
述
の
我
々
の
学
問
と
は
哲
学
的
法
学
を
指
す
だ
ろ
う
（G

W
, 

B
d. （（,（, S. （（0

─（（（
［
邦
訳
：（

─（

頁
］）。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
哲
学
、
法
哲
学
、
哲
学
的
法
学
と
い
っ
た
語
は
、
実
定
的
な
学
（
実
定
法
学
）
と
対
に
な

る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
を
有
す
る
。

（
（（
）　
堅
田
自
身
は
、「
哲
学
的
法
学
」
と
「
実
定
法
学
」
と
の
区
別
が
『
綱
要
』
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
は
気
づ
い
て
い
た
が
（
堅
田
（
前

掲
注
（
）、
一
三
四
頁
以
下
）、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
区
別
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
定
法
概
念
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
を
加

え
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
彼
の
実
定
法
に
関
す
る
議
論
は
混
乱
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
哲
学
と
実
定
法
学
の
区
別
を
意
識
し
な
いK

evin T
hom

pson, In-
stitutional N

orm
ativity, in: R

obert R
. W
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）, B
eyond liberalism

 and com
m

unitarianism
: studies in H

egel ’s Philosophy 
of right,

（（00（

）, pp. （（

─（（

［
邦
訳
：
ケ
ヴ
ィ
ン
・
ト
ン
プ
ソ
ン
、
中
村
浩
爾
訳
「
制
度
的
規
範
性
」」（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｒ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
編
、
中
村
浩

爾
ほ
か
訳
『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
超
え
て
─
─
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
研
究
』、
文
理
閣
、
二
〇
〇
六
年
、
所
収
）、
五
九
─
六
〇
頁
］

に
よ
る
実
定
法
に
関
す
る
議
論
も
混
乱
し
て
い
る
。

（
（（
）　
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
基
本
構
造
は
、
§（（

本
文
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
即
自
か
つ
対
自
的
な
自
由
の
意
思
と
い
う
理
念
が
い
か
に
し
て
実
現
さ
れ
る

か
と
い
う
道
筋
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
意
思
が
、
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
状
態
、
無
反
省
な
状
態
（
い
わ
ゆ
る
即
自
）
に
あ
る
こ
と
か
ら
脱
し
、
意
思
自
身
を

批
判
的
に
対
象
と
す
る
状
態
（
い
わ
ゆ
る
対
自
）
に
移
行
し
、
最
終
的
に
こ
の
両
者
が
総
合
さ
れ
る
（
い
わ
ゆ
る
即
自
か
つ
対
自
）
と
い
う
過
程
を
哲
学
的
に

示
す
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
自
的
な
法
が
実
定
法
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
以
上
で
見
た
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
基
本
構
造
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
（
§（（（

本
文
も
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
か
を
と
い
う
点
を
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
一
端
で
あ
る
が
、

明
ら
か
と
す
る
こ
と
も
本
稿
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。

（
（（
）　
た
だ
し
、『
体
系
』
に
お
い
て
明
確
だ
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
慣
習
が
錯
誤
に
基
づ
く
こ
と
は
あ
り
得
る
（SR

, S. （（（, A
nm

.

（I

）［
邦
訳
：（（（

頁
注
（
Ⅰ
）］）。
と
は
い
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
奴
隷
制
全
体
を
悪
し
き
慣
習
と
呼
ぶ
よ
う
な
発
想
ま
で
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
お



Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
批
判
（
西
村
）�

七
九

そ
ら
く
そ
れ
は
疑
わ
し
い
だ
ろ
う
。

（
（（
）　
た
と
え
ば
、「
法
が
生
き
生
き
と
し
た
発
展
に
あ
る
か
ぎ
り
、
法
典
編
纂
の
た
め
の
条
件
が
き
わ
め
て
整
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
法
典
編
纂
は
必
要
と
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
」（V

B
, S. （（

［
邦
訳
：（（

頁
］）。「
そ
も
そ
も
歴
史
が
諸
民
族
の
幼
年
時
代
に
お
い
て
も
、
尊
敬
す
べ
き
教
師
で
あ
る
な
ら
ば
、
歴
史
は

今
日
の
時
代
に
お
い
て
も
な
お
、
別
の
神
聖
な
役
割
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
歴
史
に
よ
っ
て
の
み
、
諸
民
族
の
本
来
の
状
態
と
の
生
き
生
き
と

し
た
連
関
は
保
持
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
連
関
の
喪
失
は
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
か
ら
そ
の
精
神
的
生
命
の
最
良
の
部
分
を
抜
き
去
ら
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
」（V

B
, S. （（（

［
邦
訳
：（（（

頁
］）。
ま
た
、『
体
系
』
に
お
い
て
も
「
豊
か
な
生
き
生
き
と
し
た
現
実
の
中
で
は
、
す
べ
て
の
法
関

係
は
一
つ
の
有
機
的
全
体
を
成
す
」（SR

, S. X
X

X
V

II

［
邦
訳
：（（

頁
］）
と
い
う
表
現
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ネ
ル
、
青
井
秀
夫
／

西
村
重
雄
訳
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
「
生
き
た
直
感
」（lebendige A

nschauung

）」（『
法
學
』
第
四
五
巻
六
号
、
一
九
八
二
年
、
所
収
）
も
参
照
。

（
（（
）　
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
が
均
等
に
財
産
を
相
続
す
る
の
が
好
ま
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
代
ロ
ー
マ
で
は
親
が
全
く
自
分
の
思
う
ま
ま
に
遺
言
書
を
書
い
て

い
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
批
判
す
る
（H

egel, V
orlesungen über die Philosophie der G

eschichte. W
erke in zw

anzig B
änden, B

d. （（,

（（（（（

）, 
S. （（（

［
邦
訳
：
ヘ
ー
ゲ
ル
、
長
谷
川
宏
訳
『
歴
史
哲
学
講
義
下
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
）、
一
一
〇
頁
］）。『
綱
要
』
§（（0

本
文
お
よ
び
注
解
で
も

激
し
い
遺
言
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
も
ち
ろ
ん
、『
綱
要
』
§（

で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
の
法
の
土
台
は
精
神
的
な
も
の
（
自
由
）
で
あ
り
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
の

法
の
土
台
は
民
族
の
確
信
で
あ
る
と
い
う
相
違
は
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
観
念
論
と
経
験
論
の
対
立
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
議
論
に
は
か
な
り
の
程
度
、
観
念
論
的
色
彩
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
村
（
前
掲
注

（（
）、
八
六
頁
以
下
。
な
お
、
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
堅
田
の
見
解
と
は
全
く
逆
に
、
石
部
雅
亮
「
立
法
の
思
想
史
」（『
法
の
理
論
三
四
』、
成
文
堂
、
二

〇
一
六
年
、
所
収
）、
八
一
─
八
二
頁
は
『
綱
要
』
§（（（
本
文
を
引
用
し
た
上
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
法
典
の
内
容
は
、
新
し
い
も
の
の
創
出
と
い
う
よ
り
、

す
で
に
生
成
し
て
き
た
法
の
承
認
で
あ
る
と
説
き
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
対
立
は
著
し
く
相
対
化
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
本
稿
が
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

確
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
は
、
成
文
化
す
る
以
前
に
法
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
見
方
が
共
通
し
て
存
在
し
、
石
部
の
指
摘
は
そ
の
意
味
で

は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
相
対
化
に
よ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
立
て
た
「
な
ぜ
法
は
法
律
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
問
題
が
見
逃

さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
批
判
は
、
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

（
（（
）　
屋
敷
二
郎
『
規
律
と
啓
蒙
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
九
年
）、
一
四
二
頁
以
下
の
理
解
に
従
え
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
編
纂
を
命
じ
た

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
関
心
も
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。

（
（（
）　
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
民
族
の
確
信
に
よ
る
法
の
形
成
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
も
、
も
っ
ぱ
ら
法
形
成
を
法
律
家
に
ゆ
だ
ね

る
こ
と
に
よ
っ
て
民
族
法
の
本
来
の
あ
り
方
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
法
の
成
立
に
関
し
て
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト



法
学
志
林
　
第
一
一
四
巻
　
第
一
・
二
合
併
号�

八
〇

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
批
判
と
は
（
一
見
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
）
性
質
が
だ
い
ぶ
異
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
眼
目
は
、
法
形
成
よ

り
も
、
私
人
に
対
す
る
法
適
用
の
態
様
に
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
に
よ
る
ロ
マ
ニ
ス
ト
批
判
の
一
例
と
し
てO

tto G
ierke, D

ie hislorische R
echtss-

chule und die G
erm

anisten,

（（（0（

）, S. （（

─（（ m
it A

nm
. （（.

ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
に
よ
る
ロ
マ
ニ
ス
ト
批
判
に
関
す
る
概
観
と
し
て
、Jan Schröder, 

Savignys Spezialistendogm
a und die “soziologische ” Jurisprudenz, in: R

echtstheorie, B
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