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第
二
章

リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
髄
―
―
批
判
法
学
制
度
派
に
よ
る
再
構
成
―
―

第
一
節

緒
言
：
主
題
･語
彙
･状
況

第
一
款

主
題
：
二
〇
世
紀
法
学
知
の
真
髄
―
―
権
利
の
経
験
依
存
性
と
変
更
可
能
性
―
―

｢私
た
ち
は
、科
学
技
術
の
持
続
的
な
革
命
と
、社
会
と
そ
の
未
来
に
関
す
る
思
考
の
反
革
命
的
な
傾
向
と
が
共
存
す
る
時
代
に
生

き
て
い
る
。｣(1
)

一
九
世
紀
末
葉
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
革
新
的
法
学
研
究
が
端
緒
を
開
き
、そ
の
後
次
第
に
浸
透
し
て
現
今
の
法
意
識
の
通
奏
低
音
を

形
成
す
る
に
至
っ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、Roberto
U
nger(2

)は
、一
九
九
六
年
の
著
作
『法
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
べ
き
か
』に
お
い

〔
論

説
〕批

判
法
学
制
度
派
の
課
題
：

制
度
法
経
済
学
の
祖
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
へ
の
回
帰

―
―
障
害
法
学
に
供
す
る
た
め
に
―
―
(二
)

吾

妻

聡
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て
左
の
引
用
の
よ
う
に
説
く
。
そ
れ
は
、構
想
力
と
実
力
の
間
に
〝法
〟を
措
き
、社
会
構
造
に
関
す
る
知
と
し
て
〝法
学
〟を
探
究
し
て
き
た

M
ontesquieu
以
来
の
伝
統
―
―
〝社
会
理
論(3

)と
し
て
の
法
学
研
究
〟の
伝
統
―
―
が
教
え
る
現
代
法
学
の
精
髄
で
あ
る
。

｢現
代
法
及
び
現
代
法
思
考
の
最
も
重
要
な
･そ
の
真
髄
を
定
義
づ
け
る
テ
ー
マ
は
、選
択
に
関
わ
る
諸
権
利
(rights
ofchoice)と

そ
う
し
た
諸
権
利
の
実
効
的
享
受
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
設
計
さ
れ
た
諸
準
則
(rules
designed
to
ensure
the
effective

enjoym
entofthese
rights)と
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
な
政
治
･経
済
秩
序
を
形
成
す
る
と
い
う
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

で
あ
る
。

少
し
ず
つ
、そ
し
て
欧
米
諸
国
と
こ
れ
に
伍
せ
ん
と
す
る
国
々
に
お
い
て
、或
る
法
意
識
が
実
体
法
に
浸
透
し
、こ
れ
を
変
革
し
て
き

た
。
個
人
と
集
団
の
自
己
決
定
権
は
、経
験
に
依
存
す
る
(em
pirical)と
い
う
性
質
、変
更
･異
議
申
し
立
て
･無
効
等
の
対
象
と
な
り

得
る
(defeasible)と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
法
意
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、自
己
決
定
権
は
、享
受
の
た
め
の
実

際
的
条
件
―
―
そ
れ
は
機
能
し
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
―
―
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
法
意
識
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
念
は
、一
九
世
紀
の
法
と
法
思
考
に
お
い
て
最
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
考
え
方
と
の
比
較
に
お
い
て
際
立
つ
も
の

と
な
る
。
…
こ
の
一
九
世
紀
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、諸
準
則
と
諸
権
利
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
或
る
シ
ス
テ
ム
が
、自
由
な
政
治
･経
済

秩
序
を
定
義
づ
け
る
。
こ
の
予
め
定
め
ら
れ
た
諸
準
則
と
諸
権
利
の
シ
ス
テ
ム
を
固
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
し
て
政
治
―
―
こ
と

に
階
級
的
特
権
や
再
分
配
に
関
心
を
持
つ
政
治
―
―
を
通
し
て
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
歪
め
よ
う
と
す
る
試
み
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、自
由
な
政
治
･経
済
秩
序
は
保
持
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。｣(4
)
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本
章
は
、こ
の
印
象
的
で
は
あ
る
が
晦
渋
な
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
出
発
点
と
し
て
、｢リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
髄
(と
は
何
で
あ
っ
た
の

か
、私
た
ち
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
る
べ
き
か
)｣を
再
考
す
る(5

)。
こ
の
作
業
は
、法
学
研
究
の
進
歩
主
義
的
な
立
場
が
十
九
世
紀

末
葉
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
切
り
拓
い
た
法
と
社
会
に
つ
い
て
の
洞
察
を
、当
該
開
拓
者
た
ち
も
十
分
に
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
真
価

を
浮
き
彫
り
に
す
る
か
た
ち
で
、法
学
研
究
が
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
べ
き
優
れ
て
今
日
的
課
題
と
し
て
再
提
示
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
今
日
の
法
学
研
究
は
ど
の
よ
う
な
課
題
を
担
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
知
的
遺
産
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
の
か
。
そ

う
し
た
課
題
を
遂
行
す
る
た
め
に
、法
と
法
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
べ
き
か
･な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
―
―
。

ま
ず
は
、本
章
の
構
成
的
な
ア
イ
デ
ア
を
要
約
し
て
、議
論
の
見
通
し
を
良
く
し
て
お
こ
う
。
筆
者
が
共
感
を
寄
せ
る
批
判
法
学
制
度

派(6
)の
考
え
る
と
こ
ろ
、人
間
の
社
会
生
活
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
関
心
を
持
つ
者
に
と
っ
て
、現
代
法
学
の
魅
力
は
、社
会
生
活
の
組
成
に
関
す

る
ミ
ク
ロ
･レ
ベ
ル
の
制
度
分
析
を
メ
ゾ
･レ
ベ
ル
、さ
ら
に
は
マ
ク
ロ
･レ
ベ
ル
の
制
度
構
想
へ
と
接
続
す
る
方
法
と
素
材
を
備
え
て
い
る

と
こ
ろ
に
あ
る(7
)。
法
学
は
、法
廷
闘
争
そ
の
他
の
実
社
会
の
紛
争
お
い
て
表
出
す
る
、諸
理
想
･諸
利
害
の
衝
突
と
葛
藤
に
対
峙
し
つ
つ
、そ

う
し
た
理
想
や
利
益
を
〝正
当
な
要
求
(権
利
)〟と
し
て
承
認
し
社
会
的
に
実
現
し
て
ゆ
く
(こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
吟
味
す
る
)実
践
知

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
法
学
は
、法
素
材
に
は
、闘
争
･葛
藤
の
痕
跡
と
し
て
の
｢少
数
意
見
｣や
｢例
外
的
救
済
｣が
遍
在
し
て
い
る
こ
と
、か
つ

そ
れ
ら
は
様
々
な
形
で
正
当
化
や
一
般
化
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、ゆ
え
に
か
か
る
例
外
や
逸
脱
を
起
点
と
し
て
、権
利
の
救
済
な
い
し
は
実

現
方
法
に
少
し
ず
つ
の
修
正
を
加
え
て
新
た
な
制
度
化
に
着
手
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
究
極
に
お
い
て
、法
学
が
次
の
こ

と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、法
は
闘
争
の
所
産(8
)と
し
て
そ
の
実
相
に
矛
盾
を
湛
え
て
い
る
以
上
、か
か
る
法
が
構
成

す
る
人
間
の
社
会
生
活
の
実
相
も
ま
た
、斉
一
性
を
特
徴
と
す
る
｢シ
ス
テ
ム
｣を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、要
素
の
非
限
定
性
･様
式
の
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多
様
性
を
本
質
と
し
た
文
化
精
神
･制
度
編
成
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、こ
れ
で
あ
る
。
法
学
は
、法
素
材
の
中
に
は
社
会
形

成
の
た
め
の
創
発
的
な
ア
イ
デ
ア
と
方
法
が
豊
富
に
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、い
わ
ば
人
間
社
会
の
精
神
分
析
と
制
度
分
析
を
行
い
な

が
ら
日
々
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、権
利
の
救
済
制
度
･実
現
装
置
の
構
想
を
通
し
た
社
会
形
成
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
(｢選
択

に
関
わ
る
諸
権
利
と
そ
う
し
た
諸
権
利
の
実
効
的
享
受
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
設
計
さ
れ
た
諸
準
則
と
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
由
な
政
治
･経
済
秩
序
を
形
成
す
る
と
い
う
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
｣)に
関
し
て
、二
〇
世
紀
法
学
の
趨
勢
に
興
味
深
い
特
徴
付
け
を

与
え
て
い
る
の
が
、U
ngerの
右
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

例
え
ば
、｢法
の
生
命
は
論
理
で
は
な
く
経
験
だ
っ
た
｣と
い
う
W
endellH
olm
es
Jr.の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
精
神
を
受
け
継
ご
う
と
し

た
、二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
中
葉
に
か
け
て
の
社
会
学
的
法
学
や
リ
ア
リ
ス
ト
に
よ
る
法
の
経
験
科
学
的
考
察
そ
し
て
法
と
社
会
運
動
と

い
っ
た
諸
傾
向
は
、〝Law
in
Books
と
Law
in
A
ction
の
区
別(9
)〟、〝法
の
社
会
化(10
)〟、〝法
の
機
能
分
析(11
)〟等
、様
々
な
概
念
と
主
題
を
提

案
し
、法
の
経
験
的
側
面
、す
な
わ
ち
社
会
に
お
け
る
法
の
実
際
的
機
能
･実
働
過
程
、予
期
せ
ざ
る
帰
結
、あ
る
い
は
権
利
実
現
を
促
進
ま

た
は
阻
止
す
る
社
会
的
･文
化
的
条
件
を
研
究
の
射
程
に
収
め
た
。
あ
る
い
は
法
の
不
確
定
性
論
は
、法
概
念
･範
疇
の
内
容
は
紛
争
に
お

け
る
実
際
の
適
用
(具
体
的
文
脈
に
お
け
る
実
践
)を
通
し
て
の
み
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
視
角
を
法
学
上
の
い
わ

ば
常
識
に
し
た(12
)。
さ
ら
に
、二
〇
世
紀
中
葉
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
最
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
リ
ー
ガ
ル
･プ
ロ
セ
ス
学
派

も
、法
教
義
学
的
考
察
を
超
え
て
、権
利
実
現
の
た
め
の
制
度
機
構
―
―
法
過
程
(legalprocess)―
―
に
お
け
る
立
法
･行
政
･司
法
･市

民
社
会
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
特
性
(制
度
能
力
)と
権
限
(正
統
性
)、及
び
こ
れ
に
沿
っ
た
協
働
と
敬
譲
の
あ
り
方
を
考
察
の
射
程
に
収
め
た
。

二
〇
世
紀
の
法
学
諸
派
は
、こ
の
よ
う
に
、か
つ
て
の
法
学
(及
び
将
来
の
法
学
)と
の
比
較
と
い
う
大
局
的
な
問
題
関
心
か
ら
見
た
場

合
、教
義
学
的
な
〝法
の
発
見
･精
緻
化
〟と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
関
心
以
上
に
、〝法
の
実
現
〟の
動
態
―
―
諸
権
利
が
よ
り
広
く
深
く
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享
受
さ
れ
る
た
め
の
実
践
的
･制
度
的
条
件
―
―
の
考
察
に
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
で
き
た
と
特
徴
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

U
ngerが
言
及
す
る
、個
人
と
集
団
の
権
利
の
〝経
験
依
存
性
em
pirical〟の
発
見
と
は
、以
上
の
よ
う
な
法
学
の
動
向
を
要
約
し
た
も
の

で
あ
る
。
た
だ
、こ
う
し
た
二
〇
世
紀
法
学
の
特
徴
付
け
は
、重
要
で
は
あ
る
が
ク
リ
シ
ェ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
端
的
に
、権
利
が
実

現
す
る
か
否
か
は
社
会
的
文
脈
そ
の
他
の
経
験
的
条
件
に
依
存
し
、ま
た
権
利
は
、他
の
権
利
と
の
衝
突
や
濫
用
あ
る
い
は
公
共
の
福
祉
さ

ら
に
は
個
々
人
の
認
知
能
力
の
限
界
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
、制
約
･無
効
･放
棄
の
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
を
正
面
か
ら
承
認
す
る
法

意
識
で
あ
る
、と
言
っ
て
し
ま
え
ば
よ
い
。

よ
り
興
味
深
い
･優
れ
て
現
今
的
で
あ
る
法
学
上
の
テ
ー
マ
は
、こ
う
し
た
〝em
pirical〟と
い
う
性
質
と
、自
由
な
政
治
･経
済
秩
序
を

定
義
づ
け
る
諸
準
則
･諸
権
利
の
〝変
更
可
能
性
(defeasible
character)〟と
い
う
性
質
と
が
結
び
合
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、諸
権
利
の
実
相
は
、単
に
〝経
験
的
(em
pirical)〟に
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、〝実
験
的
(em
pirical/experi-

m
ental)〟に
変
更
や
制
約
の
工
夫
を
重
ね
る
と
こ
ろ
に
顕
れ
得
る
も
の
で
あ
る
(defeasible)と
い
う
観
念
で
あ
る
(実
験
主
義
法
学
へ(13

))。

右
で
言
及
し
た
よ
う
に
、法
の
不
確
定
性
論
は
、諸
権
利
の
経
験
依
存
性
と
い
う
テ
ー
マ
を
闡
明
し
た
が
、リ
ア
リ
ス
ト
の
支
配
的
な
論
者

た
ち
は
、こ
れ
が
萌
芽
的
に
内
包
し
て
い
た
〝諸
権
利
の
修
正
可
能
性
〟と
い
う
テ
ー
マ
を
十
分
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た(14

)。
法
の

不
確
定
性
論
は
、先
の
H
olm
es
Jr.の
箴
言
も
手
伝
っ
て
、法
の
形
式
論
理
の
濫
用
に
対
す
る
執
拗
な
攻
撃
(｢リ
ー
ガ
ル
･フ
ォ
ー
マ
リ
ズ

ム
｣批
判
)と
し
て
一
般
的
に
理
解
さ
れ
、そ
れ
自
体
が
嘲
笑
と
攻
撃
の
的
に
な
っ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。

だ
が
批
判
法
学
制
度
派
は
、二
〇
世
紀
初
頭
の
法
学
の
基
底
に
あ
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
教
説
を
、次
の
よ
う
な
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
が

大
変
重
要
な
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
銘
記
し
つ
つ
、法
の
不
確
定
性
論
の
精
髄
を
今
一
歩
前
へ
進
ま
せ
た
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、｢諸
準
則

と
諸
権
利
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
或
る
シ
ス
テ
ム
が
、自
由
な
政
治
･経
済
秩
序
を
定
義
づ
け
る
｣と
言
う
際
の
、こ
の
〝自
由
〟と
い
う
基
本



成蹊法学第 92 号 論 説

92-431( 28 )

理
念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
、当
該
理
念
が
実
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

･実
現
し
得
る
か

・
・
・
・
・
・

に
つ
い
て
の
理
解
に
依

存
す
る
と
い
う
こ
と
、こ
れ
で
あ
る(15

)。
例
え
ば
、自
由
実
現
の
た
め
の
方
法
･条
件
と
し
て
、権
力
を
制
約
す
る
･ま
た
は
他
者
を
排
除
す
る

制
度
的
仕
組
(e.g.私
的
所
有
権
を
モ
デ
ル
と
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
そ
の
他
の
権
利
制
度
)の
最
重
要
性
が
前
提
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て

は
、自
由
の
第
一
義
的
な
意
味
は
、〝外
的
干
渉
の
欠
如
〟や
〝絶
対
的
権
限
の
領
域
の
保
護
〟と
定
義
さ
れ
る(16

)の
に
対
し
て
、参
加
機
会
と
資

源
の
よ
り
積
極
的
な
配
分
･再
配
分
を
可
能
と
す
る
制
度
装
置
(e.g.〝生
活
保
障
〟の
た
め
の
諸
制
度
)を
容
易
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
社
会
に
お
け
る
自
由
は
、〝自
己
統
治
〟や
〝自
己
実
現
〟と
い
う
観
念
で
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、経
済
社
会
に
お
け
る
資
源
の

獲
得
方
法
の
典
型
が
、端
的
に
｢会
社
そ
の
他
の
組
織
･団
体
に
就
職
す
る
こ
と
｣と
考
え
ら
れ
て
い
る
社
会
に
お
け
る
自
由
労
働
(free
la-

bor)の
理
想
は
、(安
定
的
か
つ
高
収
入
の
)〝賃
金
労
働
(w
age
labor)〟と
観
念
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、ロ
ー
カ
ル
／
グ
ロ
ー
バ
ル
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
び
つ
い
た
比
較
的
小
規
模
の
先
端
企
業
で
形
成
さ
れ
る
新
し
い
生
産
様
式
の
世
界
に
住
む
者
に
と
っ
て
の
自
由
な
働

き
方
の
理
想
と
は
、〝起
業
〟･〝自
営
(self-em
ploym
ent)〟に
他
な
ら
ず
、そ
れ
ゆ
え
自
由
そ
れ
自
体
を
定
義
づ
け
る
理
想
は
、
〝組
織
的

羈
縛
の
打
破
〟さ
ら
に
は
〝冒
険
的
探
求

enterprise

〟･〝協
調
的
競
争

cooperative
com
petition〟な
ど
の
い
わ
ば
〝連
帯
に
支
え
ら
れ
た
自
己
超
克
〟の
徴
標
と
し
て
理
解
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う(17

)。
こ
の
よ
う
に
、基
底
的
理
念
･基
本
的
権
利
の
意
味
は
、そ
の
実
現
方
法

・
・
・
・

に
つ
い
て
の
理
解
―
―
ど
の
よ
う
な
実

現
方
法
が
手
に
入
る
と
想
定
で
き
る
か
―
―
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、権
利
の
実
現
が
経
験
的
･実
際
的
条
件
―
―
つ
ま
り
そ
の
実
現
方
法
―
―
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
U
ngerの
言
葉
は
、か

か
る
権
利
実
現
･権
利
救
済
の
た
め
の
実
際
的
条
件
を
探
究
す
る
法
学
の
日
常
的
仕
事
こ
そ
が
、基
底
的
理
念
及
び
こ
れ
を
定
義
付
け
る
権

利
･準
則
の
基
本
構
成
そ
の
も
の
を
再
構
成
す
る
と
い
う
よ
り
大
き
な
課
題
へ
の
端
緒
を
開
く
大
切
な
鍵
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の

で
あ
る
―
―
手
段
･方
法
の
選
択
肢
の
拡
大
は
、理
想
･目
的
そ
れ
自
体
を
発
展
的
に
再
定
義
す
る
―
―
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、権
利
の
実
効
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的
な
救
済
･実
現
と
い
う
課
題
は
、自
由
な
政
治
･経
済
秩
序
を
構
成
す
る
基
底
的
権
利
そ
れ
自
体
の
別
様
の
制
度
編
成
の
構
想
と
い
う
主

題
へ
と
接
続
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
の
法
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
の
真
価
は
次
の
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
―
―
、

法
律
家
は
、〝経
験
(具
体
的
紛
争
場
面
に
お
け
る
諸
利
害
･諸
理
想
の
権
利
性
の
承
認
･実
現
可
能
性
の
吟
味
)〟を
通
し
て
、権
利
の
実
効

的
な
実
現
方
法
(制
度
的
仕
組
)の
多
様
な
可
能
性
を
感
取
し
、そ
れ
ゆ
え
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、基
底
的
な
法
的
編
成
―
―
背
景
的
枠
組

―
―
の
別
様
可
能
性
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
や
や
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
言
え
ば
、リ
ア
リ
ス
ト
が
発
見
し
た
の
は
、法
の
精
神
が
、自

由
と
い
う
自
身
の
本
来
の
姿
に
到
達
す
る
べ
く
具
体
化
へ
の
衝
動
･意
志
に
突
き
動
か
さ
れ
て
実
定
法
と
し
て
完
成
し
よ
う
と
す
る(18

)際
の
、

か
か
る
完
成
の
道
な
い
し
は
形
の
〝複
数
性
〟で
あ
る
。
法
が
完
成
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
(つ
ま
り
、当
該
社
会
に
お
け
る
実
定
秩
序
と

し
て
の
固
有
性
の
獲
得
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
)、法
制
度
的
現
実
は
、全
き
多
元
性
･多
様
性
と
い
う
本
性
を
顕
現
す
る
の
だ
、と
い
う

思
惟
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
し
て
、か
か
る
〝他
者
〟の
遍
在
性
は
、｢完
成
｣を
次
の
可
能
性
へ
と
さ
ら
に
開
い
て
ゆ
く
可
塑
性
を
も
意
味
す

る
。こ

の
よ
う
に
批
判
法
学
制
度
派
は
、法
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
を
、社
会
の
基
本
構
造
を
形
作
る
制
度
の
不
確
定
性
論
と
し
て
捉
え
る
。
し

ば
し
ば
無
批
判
に
当
然
視
･自
明
視
さ
れ
て
し
ま
う
人
間
生
活
の
背
景
的
文
脈
に
メ
ス
を
入
れ
る
た
め
の
序
奏
と
し
て
該
テ
ー
ゼ
を
活
用

す
る
の
で
あ
る
。
抽
象
化
し
て
別
言
す
れ
ば
、制
度
派
は
、法
の
不
確
定
性
を
共
通
認
識
と
し
た
現
代
法
学
の
特
長
が
、〈社
会
の
制
度
編

成
･精
神
構
造
に
は
自
然
な
･必
然
的
な
形
態
が
あ
る
〉と
い
う
観
念
か
ら
(相
対
的
に
)自
由
で
あ
る
点
―
―
す
な
わ
ち
、社
会
が
変
化
し
得

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
心
得
て
い
る
と
こ
ろ
―
―
に
あ
る
と
視
、加
え
て
こ
の
〝社
会
変
化
〟と
い
う
観
念
に
関
し
て
も
、自
然

な
･必
然
的
な
発
展
と
い
う
観
念
か
ら
(相
対
的
に
)自
由
で
あ
る
点
に
存
す
る
と
視
る
の
で
あ
る
。
社
会
の
論
理
法
則
を
表
現
す
る
必
然

的
な
形
態
と
い
う
観
念
、及
び
歴
史
の
論
理
法
則
に
沿
っ
た
必
然
的
な
変
化
と
い
う
観
念
か
ら
(相
対
的
に
)自
由
な
知
識
を
日
々
提
供
す
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る
の
が
現
今
の
法
学
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、｢相
対
的
に
｣と
添
え
て
お
い
た
よ
う
に
、正
当
化
の
言
説
と
し
て
の
法
学
の
支
配
的
意
識
は
、首
尾
一
貫
し
た
法
シ
ス
テ
ム
の
構

築
を
志
向
す
る
ゆ
え
に
、例
外
や
逸
脱
を
｢誤
答
｣と
み
な
し
て
換
骨
奪
胎
な
い
し
は
排
除
す
る
こ
と
を
通
し
て
、既
存
の
社
会
構
造
の
自
然

化
に
暗
に
明
に
加
担
す
る
傾
向
を
持
つ
。
そ
の
意
味
で
、法
学
は
、論
者
の
〝構
え
〟次
第
で
、社
会
構
造
を
自
然
化
す
る
強
力
な
道
具
と
し

て
も
援
用
さ
れ
得
る
し
、ま
た
全
く
逆
に
、社
会
構
造
の
偶
有
性
を
明
ら
か
に
す
る
機
知
に
溢
れ
た
装
置
と
し
て
駆
使
す
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
あ
り
、ゆ
え
に
こ
そ
、二
十
一
世
紀
の
法
学
に
託
さ
れ
た
課
題
は
、基
本
的
権
利
の
〝思
考
／
社
会
実
験
を
通
し
た
修
正
可
能
性
(em
-

piricaland
defeasible
character)〟と
い
う
洞
察
を
よ
り
意
識
的
に
発
展
さ
せ
て
行
く
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、リ
ア
リ
ズ
ム
後
の
主

流
派
リ
ー
ガ
ル
･プ
ロ
セ
ス
は
、先
に
触
れ
た
よ
う
、法
過
程
に
お
け
る
制
度
諸
機
構
―
―
立
法
･行
政
･司
法
･市
民
社
会
―
―
の
関
係
の
あ

り
方
の
多
様
性
に
着
目
し
た
が
、右
の
問
題
意
識
か
ら
振
り
返
れ
ば
、こ
の
立
場
は
、制
度
体
(組
織
)及
び
そ
の
関
係
の
多
様
性
･多
元
性
に

着
目
し
た
、過
程
論
的
視
角
か
ら
の
制
度
的
不
確
定
性
論
―
―
そ
れ
ぞ
れ
の
力
･資
源
(制
度
的
能
力
と
正
統
性
基
盤
)を
有
し
た
制
度
体
の

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
論(19
)―
―
で
あ
る
と
再
構
成
し
て
そ
の
意
義
を
追
究
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う(20
)。
こ
の
点
、批
判
法
学
制
度
派
が

欲
す
る
の
は
、過
程

・

・

の
位
相
の
み
な
ら
ず
、法
の
実
体

・

・

の
位
相
を
も
含
め
た
制
度
的
不
確
定
性
論
の
生
産
的
応
用
で
あ
る
。
自
由
か
つ
豊
か

な
社
会
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、権
利
を
実
効
的
に
実
現
す
る
た
め
の
望
ま
し
い
制
度
的
仕
組
と
、そ
の
運
用
に
適
し
た
制
度
体
を
様
々
に

構
想
し
、そ
の
最
良
の
組
み
合
せ
･組
み
替
え
を
経
験
･実
験
を
通
し
て
探
究
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
章
が
闡
明
す
る
の
は
、法
学
に

―
―
少
な
く
と
も
本
稿
が
棹
差
す
批
判
法
学
制
度
派
に
―
―
か
か
る
課
題
を
与
え
た
知
の
源
流
こ
そ
、ア
メ
リ
カ
の
リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ

ム
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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第
二
款

語
彙
：
批
判
法
学
制
度
派
の
法
範
疇

続
い
て
、再
び
先
の
U
ngerの
パ
ッ
セ
ー
ジ
に
依
拠
し
な
が
ら
、本
章
の
主
要
語
彙
･範
疇
を
敷
衍
し
て
お
こ
う
。

構
造
と
し
て
の
法
、背
景
的
ル
ー
ル
―
―
。
第
一
に
、先
の
U
ngerの
言
葉
に
お
け
る
｢選
択
に
関
わ
る
諸
権
利
｣と
は
、人
間
の
社
会
生

活
の
主
領
域
―
―
家
族
･学
校
･職
場
･市
民
社
会
･経
済
社
会
･政
治
社
会
―
―
を
構
成
(constitute)す
る
〝背
景
的
･基
底
的
ル
ー
ル

(background
rules)〟を
意
味
す
る(21

)。
法
は
、経
済
構
造
―
―
生
産
様
式
･生
産
関
係
―
―
の
反
射
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、経
済
活
動
を

含
む
人
々
の
諸
活
動
･諸
関
係
の
あ
り
方
を
方
向
付
け
･形
作
る
―
―
構
成
す
る
―
―
基
本
的
枠
組
･文
脈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
は
、ゲ
ー

ム
の
ル
ー
ル
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、〝構
造
〟と
し
て
在
る
。
例
え
ば
、リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ス
ト
に
強
い
影
響
を
与
え
た
法
観
念
と
し
て
、

法
と
は
裁
判
所
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
な
す
か
に
つ
い
て
の
予
測
で
あ
る
と
い
う
｢法
の
予
測
理
論
｣が
あ
る
が
(H
olm
es
Jr.)、

こ
の
法
観
念
の
要
諦
は
、社
会
生
活
を
営
む
人
々
に
と
っ
て
、法
(裁
判
所
の
判
決
)は
、ゲ
ー
ム
に
お
け
る
個
々
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て

の
ル
ー
ル
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、他
者
(味
方
及
び
相
手
プ
レ
ー
ヤ
ー
)と
の
戦
略
的
相
互
行
為
を
ど
の
よ
う
に
形
成
し
展
開
し
て
行
く

か
を
考
え
る(22
)に
あ
た
っ
て
の
前
提
的
制
約
条
件
と
し
て
在
る
、と
い
う
こ
と
を
闡
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る(23
)。
通
常
は
法
実
証
主
義
の
先
鋭

化
さ
れ
た
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
る
H
olm
es
Jr.の
法
理
論
の
よ
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
ん
だ
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
の
本
質

が
強
制
力
を
背
景
と
し
た
制
裁
･ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
あ
る
の
で
は
な・

い・

よ
う
に
、法
の
本
質
は
、強
制
･制
裁
と
し
て
の
契
機
に
で
は
な
く
む
し

ろ
、法
実
践
の
ま
さ
に
背
景
に
お
い
て
参
与
者
の
諸
行
為
と
諸
関
係
を
枠
付
け
る
構
造
と
し
て
の
様
相
に
こ
そ
あ
る
、と
い
う
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、私
た
ち
の
主
要
関
心
は
、構
造
と
し
て
の
法
、す
な
わ
ち
市
場
･政
治
･市
民
社
会
･学
校
等
々
の
主
要
な
生
活
諸
形
式

の
背
景
的
ル
ー
ル
に
あ
り
、特
に
注
目
す
る
法
の
機
能
は
、社
会
の
〝構
成
〟･〝形
成
〟で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、最
も
背
景
的
･基
底
的

な
法
は
、U
ngerが
形
成
的
構
造
(form
ative
contexts)と
呼
ぶ
、社
会
の
基
本
構
造
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
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る(24
)。意

識
と
し
て
の
法
、制
度
と
し
て
の
法
―
―
。
第
二
に
、構
造
と
し
て
の
法
は
、〝法
意
識
〟及
び
〝法
制
度
〟と
し
て
在
る
。
こ
こ
で
(ａ
)

法
意
識
と
は
、(ａ
-1
)社
会
生
活
の
主
領
域
の
構
成
員
の
結
び
つ
き
･関
係
に
関
す
る
〝法
理
念
〟(e.g.市
場
に
お
け
る
継
続
的
取
引
関
係

を
支
え
る
信
頼
関
係
、社
会
的
地
位
･役
割
に
応
じ
て
／
関
わ
ら
ず
付
与
さ
れ
る
権
利
･義
務
の
観
念
な
ど
)、及
び
(ａ
-2
)こ
う
し
た
法
理

念
の
具
体
化
を
任
務
と
す
る
〝法
思
考
〟を
意
味
す
る
。
一
方
(ｂ
)法
制
度
と
は
、(ｂ
-1
)社
会
生
活
の
主
領
域
の
枠
組
を
定
義
づ
け
る
基

本
制
度
(e.g.市
場
を
定
義
づ
け
る
所
有
･契
約
･税
･団
体
等
に
関
す
る
制
度
な
ど
)、及
び
(ｂ
-2
)こ
う
し
た
基
本
制
度
に
基
づ
く
構
成

員
の
具
体
的
な
行
為
パ
タ
ー
ン
(e.g.実
際
の
契
約
の
締
結
･履
行
に
関
わ
る
諸
行
為
)に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
大
切
な
問
題
は
、こ
の
法

意
識
と
法
制
度
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
で
あ
る
。
最
も
抽
象
的
に
整
理
す
る
と
、(ａ
)法
意
識
が
、〝権
利
〟(や
〝義
務
〟)と
い
っ

た
法
的
言
語
へ
と
翻
訳
さ
れ
た
人
間
関
係
の
諸
理
念
、す
な
わ
ち
法
が
実
現
す
べ
き
〝目
標
･目
的
〟を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

(ｂ
)法
制
度
は
、そ
う
し
た
法
の
諸
目
的
な
い
し
は
諸
権
利
を
実
際
的
･実
効
的
に
保
障
･実
現
す
る
た
め
の
〝手
段
･方
法
〟で
あ
る
と
位
置

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、法
の
精
神
(実
現
す
べ
き
理
念
･果
た
す
べ
き
目
的
)と
肉
体
(そ
の
実
現
手
段
･実
際
条
件
･実
装
)の

区
別
で
あ
る
。
私
た
ち
の
関
心
は
、一
九
世
紀
法
学
が
、自
由
の
法
の
精
神
た
る
基
本
的
権
利
及
び
こ
れ
ら
と
｢論
理
必
然
｣の
関
係
に
あ
る

(と
さ
れ
た
)諸
ル
ー
ル
(肉
体
)か
ら
成
る
｢シ
ス
テ
ム
(＝
精
神
と
肉
体
の
有
機
的
統
合
)｣の
守
護
に
徹
す
る
こ
と
に
自
身
の
任
務
を
み
た

―
―
と
い
う
の
も
、自
由
の
権
利
と
ル
ー
ル
は
、自
由
な
活
動
を
保
障
す
る
こ
と
を
通
し
て
、社
会
の
全
て
の
構
成
員
に
資
源
が
公
正
か
つ

最
も
効
率
的
に
配
分
さ
れ
る
よ
う
｢世
界
を
分
割
し
尽
く
す
境
界
線
｣(25
)に
他
な
ら
な
い
か
ら
―
―
の
に
対
し
て
、現
代
法
学
は
、む
し
ろ
精
神

と
肉
体
の
間
に
矛
盾
･制
約
関
係
を
視
い
出
し
た
上
で
、そ
れ
ら
の
実
験
的
･人
工
的
な
組
み
合
わ
せ
･組
み
替
え
に
よ
っ
て
よ
り
望
ま
し
い

〝構
造
(＝
精
神
と
肉
体
の
弁・

証・

法・

的・

結・

合・

)〟を
作
り
出
し
て
行
く
こ
と
に
こ
そ
法
学
の
職
責
を
看
守
し
て
い
る
、と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
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こ
う
し
た
、人
間
社
会
の
理
念
と
そ
の
実
装
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、例
え
ば
二
〇
世
紀
正
義
論
に
お
け
る
一
つ
の
趨
勢
は
、諸
利
益
･善

の
諸
構
想
は
相
互
に
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
お
り
、こ
れ
ら
を
究
極
的
に
調
停
し
統
合
す
る
こ
と
の
で
き
る
絶
対
的
な
価
値
な
る
も
の
は
存
在

し
な
い
こ
と
を
承
認
し
な
が
ら
も
(価
値
の
多
元
性
･相
対
性
)、な
お
も
、衝
突
す
る
こ
う
し
た
善
の
諸
構
想
の
全
て
が
同
等
の
敬
意
を
払

わ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
コ
ミ
ッ
ト
す
る
だ
ろ
う
、社
会
の
基
本
構
造
を
定
義
づ
け
る
諸
原
理
の
探
究
を
課
題
と
し
た
。
こ
う
し
た
諸
原
理

は
、｢選
択
に
関
わ
る
諸
権
利
｣の
カ
タ
ロ
グ
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
〝諸
権
利
の
経
験
依
存
性
･変
更
可

能
性
(em
piricaland
defeasible
character)〟と
い
う
視
座
か
ら
二
〇
世
紀
の
法
学
が
発
し
て
き
た
の
は
、｢制
度
秩
序
を
、諸
利
益
や

社
会
的
善
に
つ
い
て
の
諸
構
想
か
ら
一
般
に
中
立
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
権
利
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
表
象
［
し
、そ
の
守
護
に
徹

す
る
］
こ
と
は
無
益
で
あ
る
｣(26
)と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、〝法
の
社
会
化
〟、〝law
in
action〟等
々
の
キ
ー

ワ
ー
ド
に
代
表
さ
れ
る
二
〇
世
紀
の
法
学
諸
派
は
、法
の
経
験
依
存
性
を
、つ
ま
り
は
法
の
理
想
を
実
社
会
に
お
い
て
現
実
す
る
こ
と
の
難

し
さ
や
パ
ラ
ド
ク
ス
を
教
え
て
き
た
。
あ
る
い
は
、そ
う
し
た
法
社
会
学
的
･比
較
法
学
的
研
究
が
行
っ
て
き
た
、同
一
の
法
概
念
―
―
例

え
ば
契
約
や
所
有
―
―
の
各
時
代
と
場
所
に
お
け
る
内
実
と
し
て
の
様
々
な
制
度
･慣
行
(機
能
的
等
価
物
)に
関
す
る
研
究
は
、権
利
の
実

効
的
実
現
の
た
め
の
諸
制
度
･諸
準
則
と
い
う
法
範
疇
(右
の
分
類
に
お
け
る
(ｂ
))の
あ
り
方
に
興
味
深
い
光
を
当
て
、法
多
元
論(27

)の
豊
穣

化
に
貢
献
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、二
〇
世
紀
法
学
の
焦
点
は
、あ
ら
ゆ
る
理
念
や
目
的
の
自
己
運
動
に
中
立
的
に
振
る
舞
う
―
―

偽
り
の
敬
意
を
払
う
―
―
社
会
の
基
本
構
造
を
発
見
す
る
こ
と
に
で
は
な・

く・

、そ
う
し
た
基
本
構
造
は
不
可
避
的
に
特
定
の
理
想
や
利
益

追
求
を
贔
屓
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
基
本
理
解
を
前
提
と
し
つ
つ
、ゆ
え
に
こ
そ
か
か
る
基
本
枠
組
を
い
か
に
不
断
の
批
判
･修
正
に
開

く
こ
と
が
で
き
る
か
、諸
権
利
の
よ
り
実
効
的
な
実
現
は
ど
の
よ
う
な
制
度
的
枠
組
･実
際
的
条
件
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
か
を
探
究
す
る

こ
と
に
措
か
れ
て
き
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
遺
産
を
継
い
だ
法
学
に
と
っ
て
、二
〇
世
紀
と
は
、権
利
シ
ス
テ
ム
の
表
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象
と
そ
の
墨
守
と
い
う
一
九
世
紀
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
誤
り
―
―
少
な
く
と
も
不
十
分
さ
―
―
を
学
ぶ
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

人
工
物
と
し
て
の
法
と
社
会
―
―
。
第
三
に
、法
は
―
―
そ
れ
ゆ
え
、法
に
よ
っ
て
定
義
･構
成
さ
れ
る
社
会
構
造
は
―
―
、あ
く
ま
で
人

工
物
で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
可
塑
的
で
あ
る
。
批
判
法
学
制
度
派
は
、右
で
触
れ
た
理
念
と
実
現
方
法
に
つ
い
て
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
教

説
―
―
理
念
の
実
現
方
法
に
つ
い
て
の
選
択
肢
が
変
わ
れ
ば
、理
念
そ
れ
自
体
も
変
わ
る
―
―
、及
び
(ａ
)法
の
理
念
･目
的
(精
神
)と

(ｂ
)そ
の
実
効
的
実
現
の
た
め
の
諸
制
度
(肉
体
)の
弁
証
法
的
関
係
を
銘
記
し
な
が
ら
、社
会
の
制
度
構
造
は
多
種
多
様
に
構
想
可
能
で

あ
る
と
い
う
テ
ー
マ
を
法
学
の
中
心
論
点
に
措
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、経
験
的
観
察
(em
pirical)を
通
し
た
法
の
多
元
論
の
豊
穣
化
と
い
う

法
社
会
学
的
テ
ー
マ
の
い
わ
ば
延
長
上
に
、思
考
／
社
会
実
験
(em
pirical)を
通
し
た
社
会
構
造
と
文
化
精
神
の
構
想
と
い
う
テ
ー
マ
、

理
念
の
よ
り
実
効
的
な
実
現
条
件
を
ど
の
よ
う
な
近
未
来
像
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
課
題
を
前
景
に
押
し
出
す
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、法
を
〝構
造
structures〟お
よ
び
こ
れ
を
構
成
す
る
〝制
度
institutions〟と
〝意
識
consciousness〟(28

)と
い
う
諸
概
念

で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
は
、こ
れ
ら
の
諸
概
念
が
社
会
の
基
本
編
成
の
ま
さ
に
人
工
性
･可
塑
性
を
前
景
化
す
る
ゆ
え
に
で
あ
る
。
ま

ず
、右
第
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、人
々
の
諸
行
為
･諸
戦
略
を
方
向
付
け
形
作
る
枠
組
･文
脈
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、法
は
構
造
で

あ
る
。
制
裁
の
刃
を
ち
ら
つ
か
せ
る
主
権
者
(君
主
な
い
し
は
国
家
)の
意
志
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、こ
の
意
志
の
実
現
の
帰

趨
を
担
う
背
景
的
構
造
と
し
て
、法
は
在
る
(law
as
structure,notw
illofsovereign)。
為
政
者
の
意
志
そ
れ
自
体
は
し
ば
し
ば
無

力
で
あ
り
、人
々
の
意
識
が
こ
れ
を
受
容
し
―
―
そ
れ
が
社
会
意
識
と
な
り
―
―
、社
会
の
構
造
が
そ
の
妥
当
性
を
保
障
し
た
―
―
そ
れ
が

社
会
構
造
に
組
み
込
ま
れ
た
―
―
と
き
に
初
め
て
法
と
な
る
の
だ(29
)。
た
だ
し
第
二
に
、社
会
の
意
識
と
構
造
を
形
作
る
と
言
っ
て
も
、一
貫

し
た
原
理
や
論
理
に
貫
か
れ
た
｢シ
ス
テ
ム
｣と
し
て
で
は
な
く
、あ
る
い
は
人
間
の
生
の
必
要
･必
然
の
論
理
の
反
射
と
し
て
で
も
な
く
、
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飽
く
ま
で
も
〝矛
盾
と
対
立
を
内
包
し
た
構
造
〟と
し
て
、法
は
在
る
(law
as
structure,notsystem
w
ith
idealized
principles
or

necessitarian
logic)。
そ
し
て
、こ
れ
ら
第
一
と
第
二
の
意
味
ゆ
え
に
、〝構
造
と
し
て
の
法
〟は
、構
造
と
い
う
概
念
の
通
常
の
イ
メ
ー

ジ
と
は
一
見
し
て
異
な
る
第
三
の
観
念
を
含
意
す
る
。
法
は
、国
家
権
力
の
意
志
で
も
な
く
･統
合
的
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
の
声
で
も
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、人
々
の
実
際
の
対
立
･競
争
･闘
争
の
妥
協
･暫
定
協
定
―
―
矛
盾
･対
立
す
る
諸
利
益
･諸
理
念
の
妥
協
の
一
時
的
な
定
着

―
―
で
あ
り
(law
as
structure
based
on
fighting
theory
oflaw
)(30

)、そ
れ
ゆ
え
法
は
、構
造
と
い
う
〝形
を
持
つ
も
の
〟で
あ
り
な
が

ら
、対
立
か
ら
暫
定
協
定
へ
、暫
定
協
定
か
ら
再
び
対
立
へ
と
い
う
よ
う
に
、〝形
を
む
し
ろ
拒
み
続
け
る
―
―
新
し
い
形
を
求
め
続
け
る

―
―
動
態
〟と
し
て
在
る
(law
as
structure
denying/revising
structure)。

第
三
款

情
況
：
二
〇
世
紀
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
―
―
構
想
力
の
貧
困
―
―

翻
っ
て
、そ
も
そ
も
何
故
、現
代
法
学
の
真
価
を
知
る
た
め
に
二
〇
世
紀
初
頭
の
リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
の
洞
察
に
ま
で
遡
る
と
い
う

回
り
道
を
す
る
の
か
。
そ
れ
は
端
的
に
、二
〇
世
紀
が
リ
ア
リ
ズ
ム
が
批
判
対
象
と
し
な
が
ら
も
十
分
に
は
急
所
を
捕
ら
え
切
れ
な
か
っ

た
理
論
傾
向
の
復
権
の
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
リ
ア
リ
ズ
ム
と
そ
の
論
敵
の
本
質
を
再
考
す
る
こ
と
は
、そ
の
意
味
で
、現
代
規
範
理
論

の
理
解
と
批
判
の
精
緻
化
に
資
す
る
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

例
え
ば
、保
守
(右
派
)･革
新
(左
派
)と
呼
ば
れ
る
論
者
た
ち
に
よ
る
馴
染
み
深
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
を
想
起
し
よ
う
。
二
〇
世
紀
の

対
立
構
図
に
お
い
て
は
、通
常
、右
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
個
人
の
自
由
や
自
己
決
定
を
社
会
理
想
の
中
心
に
措
き
、一
方
、左
派
と
呼
ば
れ

る
人
々
は
平
等
あ
る
い
は
連
帯
と
い
う
価
値
･原
理
を
社
会
理
念
の
中
心
に
措
く
。
だ
が
、批
判
法
学
制
度
派
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、こ
れ

ら
二
つ
の
立
場
は
、｢市
場
経
済
と
代
表
民
主
主
義
の
既
存
の
制
度
形
態
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
も
変
革
も
為
さ
［
な
い
］｣(31

)と
い
う
最
も
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根
本
的
な
地
平
に
お
い
て
む
し
ろ
同
一
の
立
場
で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
、同
一
の
制
度
的
土
台
の
上
で
議
論
さ
れ
る
―
―
U
ngerが
講
義
で

し
ば
し
ば
言
う
と
こ
ろ
の
―
―
〝浅
い
自
由
(shallow
freedom
)〟と
〝浅
い
平
等
(shallow
equality)〟と
の
対
立
に
他
な
ら
な
い
。
自

由
を
信
奉
す
る
立
場
は
、既
存
の
政
治
社
会
･経
済
社
会
･市
民
社
会
に
お
け
る
個
人
の
自
由
の
最
大
化
に
正
義
を
見
出
す
の
に
対
し
て
、平

等
を
信
奉
す
る
立
場
は
、か
か
る
個
人
の
自
由
の
最
大
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
階
層
的
分
裂
構
造
の
社
会
的
帰
結
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
を
目

指
し
て
平
等
と
連
帯
と
い
う
理
念
の
重
要
性
を
語
る
。
｢右
派
｣と
｢左
派
｣の
違
い
と
は
、左
派
の
関
心
事
が
、右
派
と
の
共
通
前
提
た
る
制

度
編
成
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
る
格
差
や
分
裂
状
況
を
和
ら
げ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
点
で
、左
派
が
右
派
よ
り
も
人
道
的
(hum
aniz-

ing)で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
二
〇
世
紀
の
右
派
(H
ayek,Freedm
an,Epstein…
)は
、む
し
ろ
意
識
的
に
、政
治
･経

済
秩
序
の
基
本
制
度
構
造
を
提
案
し
か
つ
神
聖
化
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
推
進
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、左
派
は
そ
う
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

対
す
る
代
替
案
を
論
じ
な
い
ま
ま
に
社
会
的
歪
み
･不
正
義
の
是
正
を
語
ろ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
ゆ
え
に
、左
派
独
自
の

政
策
論
･綱
領
論
･制
度
構
想
論
の
不
在
を
む
し
ろ
露
呈
し
て
き
た
。

Roberto
U
ngerの
パ
ー
ト
ナ
ー
T
am
aha
Lothain
の
遺
作
『法
と
国
家
の
富
：
金
融
･繁
栄
･民
主
主
義
』の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
。

｢お
よ
そ
二
世
紀
に
及
ぶ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
対
立
は
、市
場
か
政
府
か
と
い
う
単
純
な
対
称
に
支
配
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
見
解

―
―
私
た
ち
は
こ
れ
を
油
圧
式
モ
デ
ル
と
呼
ぼ
う
―
―
に
よ
れ
ば
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
は
、市
場
ま
た
は
政
府
の
ど
ち
ら
に
責
任
を
振

り
分
け
る
か
と
い
う
論
点
に
沿
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
市
場
に
よ
り
多
く
の
責
任
を
振
り
分
け
れ
ば
、政
府
の
責
任
は
減
少
し
、

政
府
に
よ
り
多
く
の
責
任
を
振
り
分
け
れ
ば
、市
場
の
責
任
は
減
少
す
る
と
い
う
風
に
、あ
る
い
は
市
場
と
政
府
の
何
ら
か
の
妥
協
と
い
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う
風
に
。
妥
協
は
、例
え
ば
、規
制
さ
れ
た
市
場
経
済
(ア
メ
リ
カ
)、社
会
的
市
場
経
済
(ヨ
ー
ロ
ッ
パ
)な
ど
の
名
で
呼
ば
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
考
え
方
の
最
も
重
要
な
前
提
は
、市
場
経
済
は
、ご
く
少
な
い
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
範
囲
に
限
ら
れ
た
、単
一
の
自
然
あ
る
い

は
必
然
的
な
形
態
を
有
し
て
い
る
、と
い
う
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、こ
う
し
た
形
態
は
、法
が
定
義
す
る
制
度
編
成
に
お
い
て
表
象
さ

れ
る
の
で
あ
る
。｣(32

)

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
の
基
底
を
形
成
す
る
、〈経
済
社
会
な
ど
の
社
会
生
活
の
基
本
領
域
は
自
然
で
必
然
的
な
制
度
構
造
を
有
し
て
い

る
〉と
い
う
か
か
る
理
論
前
提
に
よ
っ
て
、私
た
ち
の
思
考
は
、市
場
に
お
け
る
自
由
な
諸
活
動
に
委
ね
る
の
か
、そ
れ
と
も
税
制
や
差
別
禁

止
法
な
ど
の
政
策
的
介
入
を
通
し
た
再
分
配
に
よ
っ
て
不
平
等
を
穏
や
か
な
も
の
に
す
る

hum
anize

の
か
、と
い
う
論
争
へ
と
狭
め
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、こ
う
し
た
旧
来
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
の
一
歩
外
へ
と
踏
み
出
す
た
め
に
は
、政
治
･経
済
秩
序
の
基
本
構
造
を
形
成
す
る

基
底
的
制
度
を
、よ
り
ミ
ク
ロ
な
構
成
要
素
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
分
析
す
る
こ
と
で
脱
神
秘
化
す
る
こ
と
を
得
意
と
し
、こ
う
し
た
作
業
を

通
し
て
制
度
の
構
成
要
素
の
組
み
合
わ
せ
は
単
一
で
は
な
く
、他
／
多
の
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
学
問
分
野
の
助
け
を

借
り
る
こ
と
が
有
益
と
な
る
。
そ
の
一
つ
が
リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
以
来
の
法
学
で
あ
り
、そ
の
制
度
知
で
あ
る
。
法
学
は
、経
済
･政

治
･市
民
社
会
の
構
成
を
、変
化
に
抵
抗
を
見
せ
る
も
の
の
新
し
く
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
諸
制
度
･諸
想
念
か
ら
な
る
〝構
造
〟と
し
て

捉
え
る
視
角
を
与
え
る
学
問
分
野
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、U
nger／
Lothian
の
示
唆
に
従
え
ば
、社
会
構
造
の
ミ
ク
ロ
･レ
ベ
ル
の

分
析
、メ
ゾ
･レ
ベ
ル
さ
ら
に
は
マ
ク
ロ
･レ
ベ
ル
の
構
想
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、法
学
の
み
で
は
十
分
で
な
く
、法
学
は
最
良
の
パ
ー

ト
ナ
ー
を
必
要
と
す
る
と
い
う(33
)。
制
度
派
経
済
学
以
来
、経
済
活
動
を
形
作
る
諸
制
度
に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
き
た
経
済
学
的
思

考
が
そ
れ
で
あ
る
。
経
済
学
者
の
側
か
ら
も
、例
え
ば
D
aniRodrik(34

)が
、｢要
諦
は
、実
効
的
な
制
度
的
表
現
(effective
institutional
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outcom
es)は
、単
一
の
制
度
デ
ザ
イ
ン
(unique
institutionaldesigns)に
描
き
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
機
能

か
ら
形
態
へ
唯
一
の
結
び
付
き
を
描
く
地
図
な
ど
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、特
定
の
法
的
ル
ー
ル
を
経
済
的
帰
結
へ
と
結
び
つ
け
る

こ
と
の
で
き
る
必
然
的
･経
験
的
な
法
則
を
探
求
す
る
こ
と
は
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。｣(35

)と
述
べ
る
よ
う
に
、U
nger／
Lothian
的
方

途
へ
の
共
感
は
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
実
に
、法
学
と
経
済
学
の
協
働
に
よ
る
市
場
の
制
度
分
析
の
地
平
を
切
り
開
い
た
知
的
運
動

こ
そ
、ア
メ
リ
カ
の
リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
に
他
な
ら
な
か
っ
た(36

)。
〝制
度
派
法
経
済
学
〟の
祖
と
し
て
の
リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム(37

)へ
の

回
帰
を
語
る
こ
と
が
、現
今
の
課
題
へ
の
取
り
組
み
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
大
き
い
と
本
稿
が
信
じ
る
理
由
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。

(１
)
TA
M
A
RA
LO
T
H
IA
N
,LA
W

A
N
D
TH
E
W
EA
LT
H
O
F
NA
T
IO
N
S:FIN
A
N
CE
,PRO
SPERIT
Y
,A
N
D
DEM
O
CRA
CY
(2017)at
200.［
hereinafter

LO
T
H
IA
N
,LW
N
］

(２
)
UN
GER
,R.M
.(1975),KN
O
W
LED
GE
A
N
D
PO
LIT
ICS［
K
P］

―
―
(1976),LA
W
IN
M
O
D
ERN
SO
CIET
Y
:TO
W
A
RD
A
CRIT
ICISM
O
F
SO
CIA
L
TH
EO
RY
［
LM
S］

―
―
(1976),SO
CIA
L
TH
EO
RY
:LECT
U
RES
DELIV
ERED
IN
HA
RV
A
RD
CO
LLEGE
IN
TH
E
SPRIN
G
SEM
EST
ER
O
F
1976［
LECT
U
RES］

―
―
(1984),PA
SSIO
N
:A
N
ESSA
Y
O
N
PERSO
N
A
LIT
Y
［
PA
SSIO
N
］

―
―
(1986),TH
E
CRIT
ICA
L
LEGA
L
ST
U
D
IES
M
O
V
EM
EN
T
［
CLSM
］

―
―
(1987),FA
LSE
NECESSIT
Y
:A
N
T
I-NECESSIT
A
RIA
N
SO
CIA
L
TH
EO
RY
IN
TH
E
SERV
ICE
O
F
RA
D
ICA
L
DEM
O
CRA
CY
［
FN
］

―
―
(1987),SO
CIA
L
TH
EO
RY
:IT
S
SIT
U
A
T
IO
N
A
N
D
IT
S
TA
SK
［
ST
］

―
―
(1996),W
H
A
T
SH
O
U
LD
LEGA
L
A
N
A
LY
SIS
BECO
M
E
?［
W
SLA
B］

―
―
(1997),DEM
O
CRA
CY
REA
LIZED
:TH
E
PRO
GRESSIV
E
A
LT
ERN
A
T
IV
E
［
D
R］

―
―
(2014),UN
IV
ESA
L
HIST
O
RY
O
F
LEGA
L
TH
O
U
GH
T
［
U
H
LT
］

―
―
(2015),CRIT
ICA
L
LEGA
L
ST
RU
D
IES
M
O
V
EM
EN
T
:A
N
O
T
H
ER
TIM
E
,A
GREA
T
ER
TA
SK
［
A
N
O
T
H
ER
TIM
E
］

(３
)
UN
GER
,LM
S
at3-4
;UN
GER
,LECT
U
RES
at40,52-53.(｢［
M
ontesquieu
の
社
会
的
思
考
は
］
社
会
は
諸
要
素
が
相
互
に
連
関
し
た
全
体
で
あ
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り
、そ
し
て
そ
の
組
成
が
偶
有
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
／
［
古
代
の
政
治
哲
学
の
伝
統
か
ら
袂
を
分
か
つ
M
ontesquieu
の
思
考
の
示
唆
す

る
と
こ
ろ
］
意
識
は
、個
人
的
信
念
に
還
元
さ
れ
得
ず
、共
同
体
の
構
成
員
に
広
く
抱
か
れ
て
い
る
［
と
い
う
］
重
要
な
特
徴
を
有
す
。
／
［
ま
た
彼

の
思
考
に
お
い
て
は
］
理
想
と
認
識
の
間
に
は
明
確
な
区
分
が
な
い
。
事
実
と
価
値
の
区
別
は
、精
神
の
最
も
深
い
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
姿
を
消
す
。｣)

(４
)
UN
GER
,W
SLA
B
at26.

(５
)
近
年
の
批
判
法
学
派
の
必
読
論
攷
と
し
て
、船
越
資
晶
｢リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
再
検
討
の
た
め
に
―
―
公
私
二
分
論
批
判
｣法
学
論
叢
一
八
〇
巻
三
号

(二
〇
一
六
年
)一
-二
二
頁
。

(６
)
UN
GER
,A
N
O
T
H
ER
TIM
E
at29-32.

(７
)
た
だ
し
、批
判
法
学
の
主
流
派
―
―
脱
構
築
派
―
―
は
、そ
う
し
た
ミ
ク
ロ
か
ら
メ
ゾ
、さ
ら
に
は
マ
ク
ロ
へ
の
飛
躍
に
飽
く
ま
で
懐
疑
的
で
あ
る
。

M
ark
K
elm
an,T
rashing,36
ST
A
N
.L.REV
.293,342(1984).(｢成
功
し
た
小
さ
な
制
度
か
ら
、よ
り
大
き
な
制
度
の
有
り
様
を
知
る
こ
と
な
ど

望
む
べ
く
も
な
い
。｣)

(８
)
法
を
｢理
性
の
命
法
｣や
｢主
権
者
の
意
志
｣に
基
礎
付
け
る
こ
と
な
く
、端
的
に
〝闘
争
の
所
産
〟と
見
る
立
場
を
、U
ngerに
倣
っ
て
、〝法
の
闘
争
理

論
(fighting
theory
oflaw
)〟と
呼
ぼ
う
。
UN
GER
,U
H
LT
at34-45.そ
の
代
表
的
論
者
の
一
人
は
、言
う
ま
で
も
な
く
、｢法・

の
た
め
の
闘
争
｣を

説
い
た
Jhering
で
あ
り
、村
上
淳
一
著
『｢権
利
の
た
め
の
闘
争
｣を
読
む
』(一
九
八
三
年
)第
一
講
｢法
の
形
成
･革
新
の
た
め
の
闘
争
｣が
極
め
て
啓

発
的
で
あ
る
。

(９
)
Roscoe
Pound,Law
in
Books
and
Law
in
A
ction,44
A
M
.L.REV
.12(1910).

(10
)
Roscoe
Pound,T
he
Scope
and
Purpose
ofSociologicalJurisprudence,25
HA
RV
.L.REV
.489(1912).

(11
)
Felix
Cohen,T
ranscendentalN
onsense
and
the
FunctionalA
pproach,6
CO
LU
M
.L.REV
.809(1935).

(12
)
｢法
理
学
に
お
け
る
社
会
学
的
運
動
、法
の
哲
学
と
し
て
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
へ
向
か
う
運
動
、諸
々
の
原
理
と
法
理
を
―
―
仮
定
的
に
想
定
さ
れ

た
第
一
原
理
へ
と
、で
は
な
く
―
―
統
御
対
象
と
し
て
の
人
間
的
条
件
に
調
整
す
る
こ
と
へ
と
向
か
う
運
動
、人
間
と
い
う
要
因
を
中
心
に
据
え
･論
理

を
道
具
と
い
う
本
来
の
地
位
へ
と
追
放
す
る
運
動
…
の
最
良
の
表
現
は
お
そ
ら
く
H
olm
es
判
事
の
ロ
ッ
ク
ナ
ー
判
決
に
お
け
る
反
対
意
見
で
あ

る
。｣Roscoe
Pound,Liberty
ofContract,18
YA
LE
L.J
454,464(1909);｢リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
、フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
を
法
一
般
に

対
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
態
度
は
、法
を
、発
見
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
創
造
さ

れ
る
も
の
と
し
て
扱
う
。
従
っ
て
法
は
、形
式
論
理
と
い
う
よ
り
は
、人
間
と
し
て
の
経
験
･政
策
指
針
･倫
理
な
ど
に
基
づ
い
て
い
る
し
、基
づ
か
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。｣Joseph
Singer,LegalR
ealism
N
ow
,76
CA
LIF
.L.REV
.465,474(1988).［
hereinafter
Singer,LRN
］

(13
)
実
験
主
義
法
学
へ
の
展
開
は
本
稿
後
半
の
主
要
課
題
で
あ
る
が
、既
に
気
鋭
の
若
手
U
nger研
究
者
が
先
鞭
を
付
け
て
い
る
。
迂
回
し
続
け
る
本
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研
究
の
直
近
の
目
標
は
、次
の
論
攷
に
早
く
追
い
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
見
崎
史
拓
｢法
学
に
お
け
る
『実
験
』の
行
方
(一
)･(二
･完
)：
民
主
的
実
験
主

義
･主
体
･想
像
力
｣名
古
屋
大
学
法
政
論
集
第
二
八
三
号
三
五
-六
五
頁
･第
二
八
四
号
二
三
-五
四
頁
(二
〇
一
九
年
)。

(14
)
〝諸
権
利
の
修
正
可
能
性
〟の
追
究
は
、〝自
由
の
制
約
･規
制
を
通
し
た
真
正
な
自
由
の
実
現
〟と
い
う
弁
証
法
的
発
想
を
制
度
構
想
論
と
し
て
押
し

進
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
予
め
、本
稿
の
方
途
を
萌
芽
的
に
指
し
示
す
、リ
ア
リ
ス
ト
M
orris
Cohen
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

｢契
約
の
自
由
に
何
ら
の
制
限
を
課
さ
な
い
こ
と
は
、論
理
的
に
言
っ
て
、個
人
の
自
由
の
最
大
化
で
は
な
く
奴
隷
契
約
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
経

験
が
教
え
る
よ
う
に
、人
々
は
、経
済
的
圧
力
―
―
所
有
権
法
に
よ
っ
て
大
き
く
条
件
づ
け
ら
れ
た
圧
力
―
―
の
も
と
、『自
発
的
に
』奴
隷
契
約
を
取
り

結
ぶ
だ
ろ
う
。
契
約
の
自
由
に
対
す
る
何
ら
か
の
制
限
を
課
す
規
制
は
、従
っ
て
、交
通
規
制
が
高
速
道
路
の
一
般
的
使
用
に
お
け
る
真
正
の
自
由

(realfreedom
)を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
よ
う
に
、真
正
の
自
由
(realliberty)に
と
っ
て
必
要
な
の
で
あ
る
。｣(at587);｢真
正
な
あ
る

い
は
積
極
的
な
自
由
(Realor
positive
freedom
)は
、法
的
規
制
を
そ
の
要
素
と
し
て
含
む
諸
制
度
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
諸
機
会
に
依
存
し
て
い

る
。
私
た
ち
の
立
法
権
力
は
狭
隘
な
党
派
性
を
有
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、そ
れ
が
与
え
る
諸
ル
ー
ル
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
ら
の
欠
陥
は
、そ
う
し
た
諸
ル
ー
ル
の
廃
棄
で
は
な
く
、よ
り
良
い
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
制
度
に
よ
っ
て
矯
正
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。｣(at591)M
orris
Cohen,T
he
Basis
ofContract,46
HA
RV
.L.REV
.553(1933).

(15
)
LO
T
H
IA
N
,LW
N
at20;｢私
た
ち
の
日
常
行
為
の
指
針
は
、個
と
し
て
の
･あ
る
い
は
集
団
と
し
て
の
生
の
探
求
に
関
わ
る
理
想
の
定
義
、及
び
こ
う

し
た
理
想
が
最
も
十
全
に
実
現
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
に
関
す
る
仮
説
［
理
想
の
最
も
実
効
的
な
実
現
方
法
に
つ
い
て
の
仮
説
］
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
。｣UN
GER
,FN
at351.

(16
)
Cf.｢［
H
obbes,Locke,M
ill,N
ozick
ら
の
考
え
に
お
け
る
］
自
由
の
目
的
は
、他
者
へ
の
責
任
と
い
う
圧
力
に
妨
げ
ら
れ
な
い
、自
己
中
心
的
行

為
の
た
め
の
保
護
さ
れ
た
自
由
空
間
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。｣A
X
EL
HO
N
N
ET
H
,
FREED
O
M
E’S
LA
W
:TH
E
SO
CA
L
FO
U
N
D
A
T
IO
N
S
O
F

DEM
O
CRA
T
IC
LIFE
(2014)at23.

(17
)
Cf.LO
T
H
IA
N
,LW
N
at121-12.

(18
)
Cf.中
村
雄
二
郎
｢法
の
存
在
論
的
構
造
と
実
体
性
―
法
理
論
に
お
け
る
哲
学
と
科
学
｣『法
哲
学
年
報
』一
九
七
三
巻
(一
九
七
三
年
)七
八
頁
。

(19
)
Cf.見
平
典
『違
憲
審
査
制
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
―
―
現
代
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
の
積
極
化
の
背
景
』(二
〇
一
二
年
)。

(20
)
Cf.KEN
N
ET
H
W
IST
O
N
ED
.,TH
E
PRIN
CIPLES
O
F
SO
CIA
L
ORD
ER
:SELECT
IV
E
ESSA
Y
S
O
N
LO
N
FU
LLER
(2001).

(21
)
背
景
的
ル
ー
ル
と
前
景
的
ル
ー
ル
の
区
別
に
つ
い
て
は
、参
照
Justin
D
esautels-Stein,T
he
M
arketas
a
LegalConcept,60
BU
FF
.L.REV
.
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387,394-398(2012).［
hereinafter
D
esautels-Stein,M
LC］
や
や
図
式
的
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、前
景
的
／
背
景
的
を
区
別
す
る
次
の

よ
う
な
説
明
は
本
稿
後
半
の
導
き
の
糸
で
あ
る
。
｢［
例
え
ば
］
独
占
禁
止
法
は
･･･前
景
的
ル
ー
ル
の
好
例
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、独
占
禁
止
法
は

(前
景
に
お
い
て
)既
存
の
市
場
世
界
に
単
に
応
答
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
位
置
付
け
る
か
ら
で
あ
る
。
独
占
禁
止
法
、そ
し
て
よ
り
一
般
的
に
現
代

リ
ベ
ラ
ル
･ス
タ
イ
ル
は
、背
景
的
ル
ー
ル
そ
れ
自
体
―
―
つ
ま
り
、所
有
と
契
約
等
々
の
ル
ー
ル
―
―
を
置
換
ま
た
は
変
革
す
る
と
い
う
こ
と
を
決
し

て
意
図
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。｣(at460);ま
た
以
下
の
よ
う
な
Frug
お
よ
び
U
ngerの
言
明
も
参
照
の
こ
と
。
｢契
約
法
の
諸
準
則
は
(所
有
権

法
及
び
不
法
行
為
法
の
諸
準
則
と
共
に
)、『市
場
』な
る
も
の
の
定
義
の
構
成
要
素
で
あ
る
。｣Gerald
Frug,T
he
Ideology
ofBureaucracy
in

A
m
erican
Law
,97
HA
RV
.L.REV
.1267,1363(1984);｢契
約
の
レ
ジ
ー
ム
と
は
、市
場
の
ま
さ
に
法
的
別
名
で
あ
る
。
市
場
は
、権
力
と
知
識
の

不
平
等
が
契
約
関
係
を
権
力
秩
序
の
外
装
と
化
し
て
し
ま
う
地
点
に
ま
で
蓄
積
さ
れ
れ
ば
、存
在
し
な
く
な
る
だ
ろ
う
。｣UN
GER
,CLSM
at625.

(22
)
例
え
ば
、リ
ア
リ
ス
ト
の
共
鳴
者
と
目
さ
れ
る
哲
学
者
John
D
ew
ey
に
と
っ
て
、裁
判
所
の
使
命
は
(ａ
)望
ま
し
い
社
会
的
帰
結
を
導
く
ル
ー
ル

の
選
択
(正
義
･福
利
の
促
進
)、及
び
(ｂ
)安
定
性
と
規
則
性
の
可
能
な
限
り
の
最
大
化
(規
則
性
･予
測
可
能
性
)と
い
う
二
つ
の
要
請
の
間
で
バ
ラ
ン

ス
を
と
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、こ
と
に
後
者
の
要
請
は
、司
法
的
決
定
が
人
々
の
行
動
計
画
を
可
能
と
す
る
よ
う
に
一
定
の
一
般
性
を
持
っ
た
法
形
式

―
―
す
な
わ
ち
ル
ー
ル
形
式
―
―
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
John
D
ew
ey,LogicalM
ethod
and
Law
,10

CO
RN
ELL.L.Q
.17,25(1924);Singer,LRN
at471-472.

(23
)
D
uncan
K
ennedy,Stakes
of
Law
,or
H
ale
and
Foucault!
15
LEGA
L
ST
U
D
.F.327,357(1991).［
hereinafter
K
ennedy,Stakes

ofLaw
］

(24
)
参
照
、拙
稿
｢Roberto
U
ngerの
構
造
論
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
｣成
蹊
法
学
八
八
号
(二
〇
一
八
年
)一
一
〇
-一
一
六
頁
。［
以
下
、拙
稿
｢構
造
論

ノ
ー
ト
｣］

(25
)
佐
藤
憲
一
｢憲
法
上
の
権
利
の
言
説
分
析
に
向
け
て
｣『法
社
会
学
』
第
五
一
号
(一
九
九
九
年
)二
三
四
頁
。

(26
)
Zhiyuan
Cui,Introduction
in
CU
I
ED
.,RO
BERT
O
UN
GER
,PO
LIT
ICS:TH
E
CEN
T
RA
L
TEX
T
S(1997)atIX
.

(27
)
Cf.Brian
T
am
anaha,A
n
A
nalytical
M
ap
of
Social
Scientific
A
pproaches
to
the
Concept
of
Law
,15
OX
FO
RD
J.LEGA
L
ST
U
D
.

501(1995).

(28
)
UN
GER
,FN
at68;拙
稿
｢構
造
論
ノ
ー
ト
｣一
一
二
頁
。

(29
)
Cf.M
aine
に
よ
る
A
ustin
批
判
―
―
人
々
の
忠
誠
心
は
、思
考
習
慣
の
問
題
と
し
て
、慣
習
法
に
圧
倒
的
に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
―
―
を
想
起
し

て
お
き
た
い
。
See
HEN
RY
M
A
IN
E
,LECT
U
RES
O
N
TH
E
EA
RLY
HIST
O
RY
O
F
IN
ST
IT
U
T
IO
N
S(1888)at357-365.

(30
)
UN
GER
,U
H
LT
supra
note
8.
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(31
)
Cui,supra
note
26
atX
II.

(32
)
LO
T
H
IA
N
,LW
N
at2.

(33
)
UN
GER
,W
SLA
B
at32-33
;LO
T
H
IA
N
,LW
N
at2,187-188.

(34
)
D
aniRodrik,Institutions
for
H
igh-Q
uality
G
row
th:
W
hat
T
hey
A
re
and
H
ow
to
A
cquire
T
hem
,ST
U
D
IES
IN
CO
M
PA
RA
T
IV
E

IN
T
ERN
A
T
IO
N
A
L
DEV
ELO
PM
EN
T
V
ol.35,3-31(2000).こ
の
論
文
で
Rodrik
は
U
nger
の
次
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
に
大
き
な
共
感
を
寄
せ
て
い
る
。

｢制
度
の
可
能
性
は
、一
体
と
し
て
盛
衰
す
る
分
割
不
能
な
シ
ス
テ
ム
の
形
式
で
提
供
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
同
一
の
機
能
的
･実
践
的
基
準
を
満
た
す

こ
と
の
で
き
る
他
の
制
度
的
仕
組
の
諸
編
成
が
存
在
す
る
。｣(at11)UN
GER
,D
R
at25.

(35
)
D
aniRodrik,Institutions
and
E
conom
ic
Perform
ance:G
etting
Institutions
R
ight,CESifo
Report
V
ol.02,Iss.2,pp.10-15.当

該
箇
所
の
引
用
(at13)は
、ベ
ル
ナ
ー
ル
･シ
ャ
バ
ン
ス
著
、宇
仁
宏
幸
他
訳
『入
門
制
度
経
済
学
』(二
〇
〇
七
年
)ativ
に
よ
る
(訳
文
は
一
部
修
正

し
た
)。

(36
)
W
illiam
Page,LegalR
ealism
and
the
Shaping
ofM
odern
A
ntitrust,44
EM
O
RY
L.J.1,5(1995)(｢リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
は
、経
済

学
に
お
け
る
制
度
主
義
と
手
を
携
え
て
傑
出
す
る
立
場
と
な
っ
た
。｣);HERBERT
HO
V
EN
K
A
M
P,TH
E
OPEN
IN
G
O
F
A
M
ERICA
N
LA
W
:

NEO
CLA
SSICA
L
LEGA
L
TH
O
U
GH
T
,1870-1970
at110(｢リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
、本
質
的
に
、制
度
主
義
の
法
律
部
門
で
あ
っ
た
。
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち

は
し
ば
し
ば
経
済
に
つ
い
て
書
い
た
が
、彼
ら
が
採
用
し
た
理
論
は
ほ
と
ん
ど
常
に
制
度
主
義
的
で
あ
っ
た
。｣)［
hereinafter
HO
V
EN
K
A
M
P,O
A
L］;

See
generally
M
O
RT
O
N
HO
RW
IT
Z,TH
E
TRA
N
SFO
RM
A
T
IO
N
O
F
A
M
ERICA
N
LA
W
1870-1960(1992)at182-183,315-316.

(37
)
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
一
八
八
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
、法
学
者
(こ
と
に
リ
ア
リ
ス
ト
)や
経
済
学
者
(こ
と
に
制
度
派
)た
ち
が
、〝法
と
経
済
の
関
係
〟

に
関
す
る
多
く
の
論
攷
を
著
し
始
め
た
。
H
.H
ovenkam
p
や
B.Fried
ら
は
、彼
ら
の
知
的
運
動
を
〝最
初
の
法
と
経
済
学
運
動
〟と
呼
ぶ
。
See

generally
H
erbert
H
ovenkam
p,T
he
First
G
reat
Law
&
E
conom
ics
M
ovem
ent,42
ST
A
N
.L.REV
.993(1990);BA
RBA
RA
FRIED
,

TH
E
PRO
GRESSIV
E
A
SSA
U
LT
O
N
LA
ISSEZ
FA
IRE
:RO
BERT
HA
LE
A
N
D
TH
E
FIRST
LA
W
A
N
D
ECO
N
O
M
ICS
M
O
V
EM
EN
T
(1998).1960･1970
年

代
の
法
と
経
済
学
が
コ
モ
ン
･ロ
ー
の
効
率
性
の
弁
証
を
行
う
傾
向
が
強
い
の
に
対
し
て
、最
初
の
法
と
経
済
学
運
動
は
、コ
モ
ン
･ロ
ー
を
批
判
し
、立

法
に
好
意
的
な
立
場
か
ら
論
陣
を
張
っ
た
。
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第
二
節

古
典
派
と
リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
：
批
判
法
学
(制
度
派
)に
よ
る
再
構
成

第
一
款

二
つ
の
物
神
崇
拝
批
判

本
章
の
主
題
―
―
リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
の
真
髄
―
―
と
〝二
つ
の
物
神
崇
拝
に
対
す
る
批
判
〟と
を
関
連
付
け
る
こ
と
か
ら
本
節
を

始
め
よ
う
。
〝二
つ
の
物
神
崇
拝
〟と
は
、Roberto
U
nger
が
(ａ
)制
度
物
神
崇
拝
、(ｂ
)構
造
物
神
崇
拝
と
呼
ぶ
、前
節
で
強
調
し
た

〝人
工
物
と
し
て
の
社
会
〟と
い
う
社
会
理
論
上
の
根
本
観
念
を
否
定
な
い
し
は
忘
却
す
る
二
つ
の
誤
謬
で
あ
る(38

)。
U
ngerは
次
の
よ
う

に
謂
う
。

｢制
度
物
神
崇
拝
と
は
、代
表
民
主
制
、市
場
経
済
、自
由
な
市
民
社
会
と
い
っ
た
制
度
上
の
諸
観
念
を
、制
度
編
成
の
あ
る
単
一
の

セ
ッ
ト
と
同
一
視
す
る
も
の
で
あ
る
。［
だ
が
］
そ
う
し
た
抽
象
的
な
制
度
観
念
は
、自
然
で
必
然
的
な
制
度
上
の
表
現
を
有
し
て
は
い

な
い
。
私
た
ち
は
、実
践
あ
る
い
は
制
度
に
つ
い
て
の
思
考
、及
び
利
益
あ
る
い
は
理
念
に
つ
い
て
の
思
考
の
内
的
関
係
を
活
用
し
な
が

ら
、制
度
上
の
諸
観
念
を
様
々
な
方
向
へ
と
発
展
さ
せ
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
。

構
造
物
神
崇
拝
と
は
、制
度
物
神
崇
拝
と
同
様
の
瑕
疵
を
よ
り
高
次
に
お
い
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、私
た
ち
が
実
践
と

制
度
の
内
容
の
み
な
ら
ず
質
を
も
変
え
得
る
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
実
践
と
制
度
の
質
と
は
す
な
わ
ち
、そ
れ
ら
実
践
･

制
度
が
、私
た
ち
が
有
す
構
造
を
拒
否
す
る
自
由
、構
造
を
変
化
さ
せ
る
自
由
と
関
係
す
る
そ
の
態
様
で
あ
る
。｣(39
)

い
か
に
も
晦
渋
な
パ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
｢商
品
物
神
崇
拝
｣な
る
マ
ル
ク
ス
的
観
念
に
つ
い
て
の
K
ennedy
の
解
釈
を
接
木
し
よ

う
。
端
的
に
｢人
々
が
具
体
的
な
活
動
を
通
し
て
も
た
ら
し
た
出
来
事
［
を
］
彼
ら
が
生
産
し
た
商
品
の
性
質
の
必
然
的
で
自
然
な
帰
結
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で
あ
る
と
信
じ
る
｣(40

)こ
と
、こ
れ
が
商
品
物
神
崇
拝
で
あ
る
。
従
っ
て
｢商
品
物
神
崇
拝
｣と
は
、物
へ
の
執
着
･固
執
と
い
う
解
釈
と
は
別

に
、次
の
よ
う
な
事
態
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｢商
品
の
物
神
崇
拝
と
は
、経
済
が
機
能
す
る
に
際
し
、『自
然
』が
、そ
の
必
然
性
と
望
ま
し
さ
の
あ
ら
ゆ
る
含
意
を
伴
っ
て
、事
実
よ

り
も
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
信
ず
る
こ
と
に
存
す
る
。
人
々
は
、実
際
に
は
社
会
的
決
定
の
所
産
で
あ
る
多
く
の
も
の
が
、物

の
物
理
的
特
性
に
よ
っ
て
必
然
的
に
流
れ
出
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。｣(41

)

物
神
崇
拝
と
は
、い
か
に
複
雑
で
ま
た
予
期
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、実
際
に
は
私
た
ち
人
間
の
決
定
の
所
産
で
あ
る
社
会
事
象

を
、人
為
を
超
え
た
法
則
や
論
理
―
―
自
然
・

・

法
則
―
―
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
と
誤
謬
す
る
意
識
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、社
会
事
象
の

因
果
関
係
は
極
度
に
複
雑
か
つ
循
環
的
で
あ
り
、ま
た
個
々
人
の
意
図
や
予
測
を
超
え
出
る
こ
と
が
常
で
あ
る
ゆ
え
に
、社
会
認
識
を
試
み

る
者
は
、複
雑
性
の
縮
減
に
資
す
る
何
ら
か
の
単
純
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、ゆ
え
に
こ
そ
か
か
る
モ
デ
ル
が
描
く
社

会
編
成
の
｢第
二
の
自
然
｣化
を
許
す
こ
と
に
よ
っ
て
、自
身
の
認
識
と
行
為
と
を
か
え
っ
て
そ
の
制
約
下
に
置
い
て
し
ま
う
危
険
と
常
に

背
を
合
わ
せ
て
い
る(42
)。
そ
の
よ
う
に
し
て
、制
度
物
神
崇
拝
と
は
、人
間
の
作
為
及
び
そ
の
産
物
で
あ
る
〝実
践
と
制
度
〟、並
び
に
思
考
及

び
そ
の
産
物
で
あ
る
〝思
惟
と
意
識
〟を
自
然
化
す
る
誤
謬
(歴
史
的
偶
然
性
の
否
定
)で
あ
り
、構
造
物
神
崇
拝
と
は
、そ
う
し
た
制
度
と
意

識
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
〝社
会
の
基
本
構
造
〟を
自
然
化
す
る
謬
錯
を
意
味
す
る
と
要
約
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
―
―
、

第
一
に
、制
度
物
神
崇
拝
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
り
、論
者
は
、経
済
社
会
･政
治
社
会
･市
民
社
会
･親
密
圏
等
々
を
定
義
付
け
る
背
景
的

ル
ー
ル
を
創
出
し
た
の
は
、他
で
も
な
く
、そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
活
動
す
る
人
間
(一
部
の
エ
リ
ー
ト
あ
る
い
は
市
民
･住
民
)で
あ
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り
、そ
れ
ゆ
え
各
々
の
思
惑
や
時
々
の
文
脈
･偶
然
を
反
映
し
て
、こ
れ
ら
背
景
的
ル
ー
ル
は
〝矛
盾
〟や
〝妥
協
〟で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
実
を
忘
却
し
て
し
ま
う
。
制
度
物
神
崇
拝
と
は
、こ
の
よ
う
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
領
域
の
基
本
制
度
を
、典
型
的
に
は
｢市
場
は
市
場

で
あ
る
、所
有
は
所
有
で
あ
る
、契
約
は
契
約
で
あ
る
｣な
ど
と
し
て
実
体
化
す
る
誤
謬
、す
な
わ
ち
別
様
の
制
度
へ
の
洞
察
力
･構
想
力
の

貧
困
で
あ
る(43

)。

第
二
に
、構
造
物
神
崇
拝
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
り
、論
者
は
、経
済
社
会
･政
治
社
会
･市
民
社
会
･親
密
圏
等
々
は
、一
つ
の
論
理
あ
る

い
は
統
合
力
に
よ
っ
て
強
く
結
び
付
け
ら
れ
た
｢シ
ス
テ
ム
｣を
形
成
し
て
お
り
、そ
れ
ゆ
え
、そ
の
変
革
が
困
難
か
つ
危
険
で
す
ら
あ
る
堅

牢
な
鉄
の
檻
に
他
な
ら
な
い
と
錯
覚
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、人
間
の
構
想
力
の
発
展
に
適
し
た
土
壌
、〝社
会
を
変
革
す
る
動
物
〟と
し

て
の
人
間
の
本
性
に
即
し
た
〝柔
軟
性
な
構
造
(変
革
努
力
に
対
す
る
開
放
性
･寛
容
性
を
高
め
た
構
造
)〟の
漸
進
的
形
成
と
い
う
発
想
を

有
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
な
っ
て
行
く
。
構
造
は
｢一
枚
岩
｣と
い
う
特
徴
を
持
つ
も
の
と
し
て
自
然
化
さ
れ
、か
か
る
｢シ
ス
テ

ム
｣に
お
け
る
社
会
生
活
の
形
式
も
ま
た
必
然
視
さ
れ
て
ゆ
く
。
構
造
物
神
崇
拝
と
は
、こ
の
よ
う
に
、｢構
造
は
構
造
で
あ
る
｣(44

)と
断
ず
る

誤
謬
、す
な
わ
ち
構
造
の
性
質
変
化
へ
の
洞
察
力
･構
想
力
の
貧
困
で
あ
る
。

第
二
款
以
降
の
議
論
の
基
底
に
あ
る
の
は
、リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
こ
そ
は
、法
学
を
し
て
、か
か
る
制
度
物
神
崇
拝
･構
造
物
神
崇
拝

の
微
睡
か
ら
目
覚
め
さ
せ
た
知
的
運
動
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
主
張
、こ
れ
で
あ
る
。

第
二
款

古
典
派
の
世
界
(一
)：
古
典
派
経
済
学
と
古
典
派
法
学
の
共
謀

ア
メ
リ
カ
の
リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
が
牙
を
剥
い
た
の
は
、
D
uncan
K
ennedy
が
〝古
典
派
〟(45
)と
い
う
名
称
を
用
い
て
そ
の
｢全
体

(totality)｣を
強
く
印
象
付
け
る
思
惟
で
あ
る
。
古
典
派
が
一
つ
の
全
体
―
―
社
会
意
識
―
―
と
し
て
在
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
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る
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、こ
の
思
惟
の
最
も
重
要
な
構
成
要
素
た
る
経
済
的
側
面
(古
典
派
経
済
学
)は
、K
ennedy
が
論

ず
る
よ
う
に
、同
じ
く
最
も
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
法
的
側
面
―
―
一
般
に
｢リ
ー
ガ
ル
･フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
｣の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て

揶
揄
さ
れ
た
法
理
論
･法
思
想
(古
典
派
法
学
)―
―
の
助
け
な
く
し
て
は
了
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
観
念
･命
題
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
た
。
さ
ら
に
は
、U
ngerが
よ
り
重
視
し
て
き
た
よ
う
に
、こ
の
法
的
側
面
は
、同
様
に
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
社
会
的
側
面
―
―
社

会
類
型
論
･発
展
段
階
論
な
ど
を
中
心
と
す
る
社
会
理
論
(古
典
派
社
会
学
)―
―
の
助
け
な
く
し
て
は
了
解
不
可
能
な
諸
観
念
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
。
古
典
派
を
形
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
素
は
、他
の
構
成
要
素
に
と
っ
て
の
｢暗
黙
の
前
提
｣を
補
強
･供
給
す
る
役

割
り
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
無
意
識
化
さ
れ
、ゆ
え
に
各
学
問
領
域
に
お
い
て
特
別
の
正
当
化
を
要
す
る
観
念
と
し
て
明
示

的
に
語
ら
れ
る
契
機
を
甚
だ
し
く
欠
く
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
と
は
学
問
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
社
会
領
域
に
お
け
る
分
業
･

専
門
分
化
が
進
展
し
た
時
代
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、各
分
野
･領
域
は
、他
の
思
惟
･実
践
に
よ
る
｢支
援
｣―
―
な
い
し
は
、そ
の
｢密
輸

入
｣を
通
し
た
基
本
前
提
に
つ
い
て
の
思
考
停
止
―
―
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
有
意
味
性
を
自
認
し
得
た
の
で
あ
る
。

本
款
で
は
、主
に
、批
判
法
学
派
の
中
心
人
物
K
ennedy、及
び
同
じ
く
批
判
法
学
派
で
法
史
学
を
専
門
と
す
る
RobertGordon(46
)ら
の

示
唆
に
追
い
な
が
ら
、一
九
世
紀
の
古
典
派
思
想
の
経
済
的
側
面
、法
的
側
面
、そ
し
て
社
会
的
側
面
の
共
演
関
係
を
要
約
し
よ
う
。
こ
れ

を
通
し
て
、リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
の
真
の
洞
察
は
、通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
法
学
に
限
定
さ
れ
た
狭
い
射
程
を
持
つ
の
み
で
は

な
く
、よ
り
広
く
深
く
、社
会
構
造
論
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
こ
と
が
看
取
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、本
款
の
目
的
は

あ
く
ま
で
古
典
派
批
判
に
あ
る
た
め
に
、古
典
派
の
世
界
観
に
つ
い
て
の
描
写
は
、U
ngerの
い
う
〝地
図
作
成
(m
apping)(47
)〟に
似
た
作

業
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、〝批
判
的
展
開
(criticism
)〟の
糸
口
を
見
つ
け
出
す
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
分
析
対
象
の
構

成
要
素
を
解
読
し
て
ゆ
く
試
み
―
―
い
わ
ば
古
典
派
思
想
の
〝遺
伝
地
図
作
製

m
apping

〟―
―
で
あ
る
が
、常
に
〝批
判
〟を
目
的
と
し
て
い
る
以
上
、
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決
し
て
中
立
的
な
特
性
描
写
と
は
な
ら
な
い
し
、こ
れ
を
僭
称
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
あ
か
ら
さ
ま
な
批
判
的
再
構
成
で
あ
る
。

古
典
派
経
済
学
は
、(ａ
)経
済
学
を
〝富
(w
ealth)の
生
産
(production)と
分
配
(distribution)の
科
学
〟―
―
cf.新
古
典
派
の
資
源

配
分
(allocation
ofresources)と
所
得
分
配
(distribution
ofincom
e)の
区
別
―
―
と
規
定
し
、(ｂ
)労
働
価
値
説
―
―
cf.新
古
典

派
の
限
界
効
用
説
―
―
に
基
づ
き
つ
つ
、(ｃ
)富
の
増
加
は
｢自
由
な
交
換
｣に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
と
考
え
る
―
―
cf.新
古
典
派
の
｢完

全
競
争
市
場
の
効
率
的
配
分
｣―
―
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、古
典
派
の
体
系
に
よ
れ
ば
、経
済
生
活
と
は
、人
間
の
労
働
に
よ
っ

て
交
換
価
値
が
生
み
出
さ
れ
(富
の
生
産
)、こ
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
富
が
続
い
て
自
由
な
交
換
を
通
し
て
社
会
に
分
配
さ
れ
て

ゆ
く
過
程
に
他
な
ら
な
い
。
本
款
の
問
題
関
心
は
、右
の
(ａ
)～
(ｃ
)の
規
定
･理
論
の
詳
細
と
い
う
よ
り
も
、こ
れ
ら
の
仮
説
を
基
底
に

し
て
捉
え
ら
れ
た
経
済
過
程
を
古
典
派
は
ど
の
よ
う
な
品
質
を
有
し
た
も
の
と
し
て
描
写
す
る
の
か
、と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
古
典
派
は
、

か
か
る
経
済
過
程
を
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
善
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
。
古
典
派
が
攻
撃
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

経
済
生
活
に
付
与
さ
れ
た
こ
う
し
た
〝徳
〟の
不
当
性
な
い
し
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
ゆ
え
に
で
あ
る
。

K
ennedy
に
よ
れ
ば
、古
典
派
は
、次
の
四
つ
の
観
念
に
よ
っ
て
経
済
過
程
を
描
写
し
た
。
｢自
然
(な
い
し
は
必
然
)｣｢自
由
｣｢正
義

(な
い
し
は
公
正
)｣｢最
適
｣で
あ
る
。
ま
ず
、｢自
然
｣と
｢自
由
｣と
い
う
観
念
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
商
品
の
均
衡
価
格
は
、

経
済
主
体
が
自
由
に
競
争
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
―
―
す
な
わ
ち
、政
府
規
制
等
に
よ
る
新
規
参
入
制
限
が
な
い
限
り
―
―
、生
産
者
が

費
や
し
た
労
働
の
量
に
比
例
し
た
も
の
に
｢必
然
的
に
｣落
ち
着
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、買
い
手
自
身
あ
る
い
は
他
の
生
産
者

も
労
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
様
の
商
品
を
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
ゆ
え
に
、あ
る
商
品
に
つ
き
生
産
者
が
労
働
価
値
よ

り
も
高
い
価
格
設
定
を
す
れ
ば
、買
い
手
は
自
身
の
労
働
に
よ
っ
て
労
働
価
値
を
超
え
る
部
分
の
商
品
･財
を
獲
得
す
る
と
い
う
方
法
に
切
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り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、あ
る
い
は
ま
た
他
の
よ
り
低
い
価
格
設
定
を
な
す
生
産
者
か
ら
の
購
入
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、自
由
競
争
と
い
う
条
件
の
も
と
で
の
生
産
者
の
労
働
量
に
比
例
し
た
価
格
こ
そ
、商
品
の
｢自
然
価
格
｣に
他
な

ら
な
い
。

｢自
由
｣と
い
う
観
念
は
、交
換
と
い
う
経
済
活
動
(自
由
交
換
)に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢最
適
で
･正
当
な
｣社
会
を
創
出
す

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、各
人
が
自
ら
の
労
働
力
を
｢自
由
に
｣投
下
し
て
生
産
し
た
商
品
を
｢自
由
に
｣交
換
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、社
会
分
業
･専
門
化
は
進
展
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
し
て
生
産
量
は
増
大
し
、最
終
的
に
、各
人
は
そ
の
よ
う
に
し
て
増
大
し

た
生
産
量
の
う
ち
自
身
が
投
じ
た
労
働
量
に
比
例
し
た
量
の
商
品
･製
品
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、各
人
の
暮
ら
し

向
き
は
向
上
す
る
(better
off)こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
各
人
の
労
働
量
に
従
っ
て
富
が
分
配
さ
れ
る
こ
と
は
、各
人
の
社
会
へ

の
貢
献
度
に
応
じ
て
富
を
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
以
上
、｢正
当
｣で
あ
る
。
彼
は
自
身
が
投
じ
た
労
苦
の
｢当
然
の
｣見
返
り
を
得
る
の
で

あ
る
か
ら
。

こ
の
よ
う
し
て
、古
典
派
が
構
築
し
た
の
は
、自
然
性
･自
由
･正
義
そ
し
て
最
適
性
が
、法
則
と
し
て
相
互
に
結
び
つ
い
た
観
念
の
シ
ス

テ
ム
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
の
観
念
体
系
に
は
経
済
理
論
の
み
で
は
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
或
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

は
、一
瞥
に
し
て
瞭
然
で
あ
る
。
国
家
の
存
在
と
自
然
･自
由
と
の
矛
盾
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
｢夜
警
国
家
｣と
し
て
の
役
割
に

機
能
を
限
定
す
る
と
き
で
す
ら
、国
家
は
、〝法
〟に
よ
っ
て
(例
え
ば
一
連
の
刑
事
法
に
よ
っ
て
)、物
理
的
に
強
い
も
の
と
弱
い
も
の
と
の

間
の
力
関
係
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
強
制
力
(反
-自
由
)を
持
っ
た
人
工
物
(反
-自
然
)で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、古
典
派
は
、国
家
と
い
う

存
在
が
自
然
と
自
由
と
い
う
観
念
と
両
立
し
得
る
こ
と
、そ
し
て
(ａ
)自
然
で
自
由
な
経
済
活
動
の
基
礎
と
な
る
正
当
な
法
と
(ｂ
)こ
れ

を
阻
害
し
不
自
然
で
抑
圧
的
な
経
済
的
効
果
･帰
結
を
生
み
出
す
不
当
な
法
と
を
確
か
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
基
準
な
い
し
は
原
理
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が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、〈生
産
者
の
労
働
を
通
し
た
貢
献
と
交
換
を
反
映
し
て
い
る
ゆ
え
に
当
該
富
の
分

配
は
正
し
い
〉と
主
張
で
き
る
た
め
に
は
、そ
う
し
た
経
済
活
動
の
基
底
に
あ
る
財
と
交
換
に
つ
い
て
の
法
制
度
、す
な
わ
ち
、所
有
権
法
と

契
約
法
の
ル
ー
ル
そ
れ
自
体
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た(48

)。

す
な
わ
ち
、一
言
で
言
っ
て
、古
典
派
経
済
学
は
、経
済
活
動
の
自
然
性
･正
当
性
を
十
分
に
論
じ
る
た
め
に
法
理
論
を
必
要
と
す
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、経
済
理
論
は
往
々
に
し
て
、所
有
の
神
聖
性
･契
約
の
自
由
を
当
然
視
す
る
の
み
で
、い
わ
ば
〈所
有
お
よ
び
契
約

は
自
己
定
義
的
な
言
葉
で
あ
り
そ
れ
以
上
の
説
明
を
必
要
と
し
な
い
〉と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
、洗
練
さ
れ
て
い
な
い
法
理
論
し
か
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
古
典
派
経
済
学
は
、同
時
代
の
法
学
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
。
実
際
、こ
の
同
時
代
の
法
学
は
、古
典
派
経

済
理
論
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
連
の
概
念
装
置
を
備
え
た
、ま
さ
に
―
―
形
式
主
義

form
alism

･機
械
法
学

m
echanicaljurisprudenceと
い
う
蔑
称
で
は
な
く

―
―
〝古
典
派
法
学
〟の
名
に
相
応
し
い
法
思
考
で
あ
っ
た
。
｢労
働
価
値
説
と
自
由
交
換
の
観
念
の
み
な
ら
ず
市
民
社
会
に
お
け
る
生
の

一
般
的
性
質
を
自
然
で
自
由
か
つ
公
正
な
も
の
と
し
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
る
観
念
体
系
｣を
提
供
し
た
法
思
考
、そ
れ
が
古
典
派

法
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る(49
)。
ま
ず
―
―
、

｢古
典
派
法
学
は
二
つ
の
仕
方
に
よ
っ
て
古
典
派
経
済
学
の
基
底
に
あ
る
分
析
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
。
す
な
わ
ち
、一
貫
性

を
欠
く
リ
カ
ー
ド
的
な
労
働
価
値
理
論
を
補
う
た
め
に
、一
貫
性
の
な
い
ロ
ッ
ク
的
な
所
有
の
労
働
理
論
を
提
供
し
、自
由
交
換
に
よ
る

取
得
と
い
う
理
論
を
補
う
た
め
に
契
約
の
意
思
理
論
を
提
供
し
た
。
そ
し
て
、経
済
体
系
に
お
け
る
国
家
の
適
切
な
役
割
を
定
義
す
る

と
い
う
問
題
に
は
、法
の
科
学
と
い
う
観
念
、公
法
私
法
二
分
論
そ
し
て
所
有
権
の
執
行
者
と
し
て
の
国
家
と
私
的
意
図
の
執
行
者
と
し

て
の
国
家
と
い
う
私
法
内
部
の
二
分
法
を
通
し
て
応
答
し
た
の
で
あ
る
｣(50

)。
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こ
こ
で
は
、John
Locke
の
労
働
価
値
説
や
契
約
の
意
思
理
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、｢法
の
科
学
と
い
う
観
念
｣並
び
に
｢公
法
私
法

二
分
論
｣と
い
う
言
葉
で
K
ennedy
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
だ
け
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

｢･･･法
的
な
諸
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
背
景
の
具
体
的
内
容
は
、論
理
の
問
題
と
し
て
、体
制
を
定
義
づ
け
る
第
一
原
理
(身

体
的
安
全
の
権
利
、私
的
所
有
、契
約
自
由
)か
ら
、あ
る
い
は
人
々
の
意
思
か
ら
、あ
る
い
は
両
者
の
あ
る
複
雑
な
結
合
か
ら
流
れ
出
る

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
分
配
の
問
題
は
そ
こ
に
あ
る
が
、本
質
的
に
非
政
治
的
な
私
法
か
ら
成
る
背
景
に
重
ね
合
わ
せ
て
分
配
的
目
標

を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
、(例
え
ば
、累
進
課
税
や
労
働
規
制
の
よ
う
な
)立
法
的
介
入
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。｣(51

)

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、〝第
一
原
理
か
ら
の
具
体
的
法
内
容
の
論
理
的
導
出
〟が
、い
わ
ゆ
る
論
理
的
演
繹
(deduction,syllo-

gism
)と
呼
ば
れ
る
、法
的
推
論
の
｢厳
密
な
合
理
性
｣―
―
従
っ
て
｢科
学
性
｣―
―
を
保
証
す
る
と
さ
れ
る
思
考
過
程
で
あ
り
、K
ennedy

は
こ
う
し
た
意
味
で
の
｢法
の
科
学
｣を
自
認
す
る
と
こ
ろ
に
古
典
派
法
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
見
る
。
実
際
、こ
の
よ
う
に
し
て
―
―
、

｢古
典
派
法
思
想
家
た
ち
は
、他
者
の
労
働
の
尊
重
と
い
う
観
念
そ
れ
自
体
が
、法
的
推
論
の
過
程
を
通
し
て
、何
が
財
産
で
あ
る
の
か

そ
し
て
何
が
財
産
に
対
す
る
違
法
な
損
害
を
構
成
す
る
の
か
に
関
す
る
個
々
の
ル
ー
ル
の
膨
大
か
つ
詳
細
な
体
系
を
生
み
出
し
得
る
こ

と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、労
働
価
値
説
に
対
し
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
支
援
を
与
え
た
。
古
典
派
法
思
想
家
た
ち
は
、自
由
と
い
う
抽
象

的
観
念
が
、同
様
に
厳
密
に
合
理
的
な
法
過
程
に
よ
っ
て
、契
約
･代
理
･会
社
な
ど
の
同
様
に
複
雑
な
ル
ー
ル
体
系
を
生
み
出
し
得
る
こ

と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、自
由
交
換
の
理
論
に
対
し
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
支
援
を
与
え
た
。｣(52

)
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こ
う
し
て
、｢科
学
的
思
考
｣に
よ
っ
て
論
理
必
然
的
に
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
｢非
作
為
性
＝
非
政
治
性
＝
前
国
家
性
＝
自
然

性
｣と
い
う
徳
性
を
当
然
に
有
す
る
と
さ
れ
る
私
法
(good
law
)と
、こ
う
し
た
経
済
社
会
の
基
本
法
を
制
約
す
る
再
分
配
機
能
を
持
つ

ゆ
え
に
｢作
為
性
＝
政
治
性
＝
権
力
性
＝
不
自
然
性
｣と
い
う
悪
し
き
属
性
を
与
え
ら
れ
る
公
法
(bad
law
)と
い
う
、自
然
／
作
為
の
境

界
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
と
な
る(53

)。
こ
の
よ
う
に
し
て
―
―
、

｢古
典
派
法
学
は
、自
身
の
労
働
を
確
実
に
商
品
に
具
体
化
し
、そ
れ
ら
を
自
由
に
交
換
す
る
こ
と
を
す
べ
て
の
人
に
保
障
す
る
よ
う

設
計
さ
れ
た
も
の
と
し
て
法
シ
ス
テ
ム
を
観
念
す
る
。
こ
う
し
た
観
念
は
、分
配
の
過
程
は
経
済
主
体
の
労
働
の
投
下
に
対
す
る
報
奨

に
他
な
ら
な
い
と
い
う
古
典
派
経
済
学
の
主
張
に
と
っ
て
必
須
で
あ
[り
］、か
つ
こ
の
主
張
を
確
立
す
る
た
め
に
十
分
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、正
義
が
貢
献
に
応
じ
た
褒
賞
を
意
味
す
る
の
な
ら
ば
、資
本
主
義
の
配
分
過
程
は
ま
さ
し
く
正
当
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。

古
典
派
法
学
は
、政
府
の
存
在
は
経
済
理
論
の
旋
律
と
調
和
し
得
る
の
だ
と
い
う
論
証
以
上
の
こ
と
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
旋

律
を
理
論
の
領
域
か
ら
社
会
的
事
実
の
領
域
へ
と
翻
訳
す
る
た
め
に
政
府
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。｣(54
)

興
味
深
い
こ
と
に
、だ
が
皮
肉
に
も
、以
上
の
古
典
派
法
学
に
よ
る
正
当
化
に
よ
っ
て
、古
典
派
の
定
義
す
る
経
済
活
動
は
自
然
化
さ
れ

当
然
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、正
当
化
を
与
え
た
法
･法
言
説
そ
れ
自
体
は
背
景
に
退
き
い
わ
ば
不
可
視
化
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、古
典
派

の
経
済
学
–法
学
融
合
は
次
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

｢自
然
に
つ
い
て
の
物
理
法
則
と
類
似
し
た
経
済
生
活
の
法
則
が
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
法
則
の
自
然
の
作
動
は
正
当
な
結
果
を
算
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出
す
る
。
社
会
変
革
者
の
提
案
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
う
し
た
結
果
の
無
理
矢
理
の
修
正
を
含
ん
で
お
り
、そ
う
し
た
提
案
は
経
済
法
則
が

何
ら
か
の
仕
方
で
停
止
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
う
ま
く
い
く
。
経
済
法
則
が
作
動
し
続
け
る
限
り
、法
シ
ス
テ
ム
を
操
作
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
富
の
再
分
配
を
な
そ
う
と
す
る
平
等
主
義
的
な
衝
動
は
、不
正
義
と
全
体
的
富
の
逆
効
果
的
な
現
象
を
必
然
的
に
招
く
こ
と

に
な
る
の
だ
。｣(55

)

こ
の
よ
う
に
し
て
前
景
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
問
題
構
制
は
、あ
の
｢市
場
(経
済
法
則
)か
政
府
(無
理
矢
理
の
修
正
)か
｣と
い
う
〝油
圧

式
モ
デ
ル
〟で
あ
る
。
再
度
Lothian
を
引
い
て
お
こ
う
。

｢お
よ
そ
二
世
紀
に
及
ぶ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
対
立
は
、市
場
か
政
府
か
と
い
う
単
純
な
対
称
に
支
配
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
見
解

―
―
私
た
ち
は
こ
れ
を
油
圧
式
モ
デ
ル
と
呼
ぼ
う
―
―
に
よ
れ
ば
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
は
、市
場
ま
た
は
政
府
の
ど
ち
ら
に
責
任
を
振

り
分
け
る
か
と
い
う
論
点
に
沿
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
市
場
に
よ
り
多
く
の
責
任
を
振
り
分
け
れ
ば
、政
府
の
責
任
は
減
少
し
、

政
府
に
よ
り
多
く
の
責
任
を
振
り
分
け
れ
ば
、市
場
の
責
任
は
減
少
す
る
と
い
う
風
に
、あ
る
い
は
市
場
と
政
府
の
何
ら
か
の
妥
協
と
い

う
風
に
。｣

古・

典・

派・

法・

経・

済・

学・

は
、市
場
を
定
義
･構
成
す
る
法
制
度
を
自
然
化
し
て
〝法
に
よ
る
構
築
〟と
い
う
事
実
を
後
景
へ
と
退
か
せ
る
こ
と

で
、逆
に
、雑
然
た
る
作
為
と
し
て
の
政
府
介
入
か
ら
固
守
さ
れ
る
べ
き
自
然
秩
序
と
し
て
の
市
場
―
―
固
有
の
論
理
(経
済
法
則
)に
基
づ

い
て
自
律
運
動
す
る
有
機
体
―
―
と
い
う
観
念
を
前
景
に
押
し
出
し
た
。
政
府
の
介
入
政
策
は
、何
ら
か
の
病
理
･逸
脱
が
閾
値
を
超
え
、
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市
場
本
来
の
自
然
な
姿
―
―
自
由
競
争
の
過
程
―
―
に
歪
み
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
こ
れ
を
矯
正
す
る
た
め
の
も
の
に
限
ら
れ
る
、と
看

做
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、｢私
法
の
か
か
る
再
組
織
化
と
再
概
念
化
の
究
極
的
な
帰
結
は
、市
場
を
も
っ
ぱ
ら
自
己
規
制
的
で

政
府
統
制
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
描
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｣(自
己
治
癒
力
を
内
包
し
た
自
律
的
･自
動
的
調
整
メ
カ
ニ

ズ
ム
と
し
て
の
市
場
)(56

)。

第
三
款

古
典
派
の
世
界
(二
)：
法
と
社
会
の
関
係
論
と
進
化
論

古
典
派
経
済
学
は
、経
済
社
会
の
自
律
運
動
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、所
有
及
び
契
約
に
つ
い
て
の
法
理
論
―
―
市
場
を
定
義
づ
け
る
基

本
制
度
の
自
然
性
と
正
当
性
を
弁
証
す
る
法
律
家
の
仕
事
―
―
の
支
援
を
必
要
と
し
た
。
古
典
派
法
学
は
、法
の
科
学
的
分
析
―
―
基
本

原
理
に
基
い
た
演
繹
的
推
論
に
よ
る
真
正
な
法
の
全
体
像
の
獲
得
と
い
う
知
的
・

・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
―
―
を
遂
行
す
る
こ
と
を
通
し
て
、自
由

な
社
会
の
条
件
―
―
構
成
員
が
身
分
･階
層
の
軛
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
に
生
き
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
法
の
基
本
形
式
―
―
を
提
示
す

る
と
い
う
自
由
主
義
の
政
治
的

・
・
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
し
進
め
、そ
の
分
析
の
所
産
と
し
て
の
所
有
権
法
と
契
約
法
そ
の
他
の
詳
細
･複
雑
な

諸
ル
ー
ル
は
、労
働
に
関
わ
る
自
己
決
定
と
そ
の
所
産
に
対
す
る
尊
重
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
る
経
済
社
会
を
、自
由
か
つ
公
正
な
も
の

と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
た
古
典
派
経
済
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
(レ
ッ
セ
･フ
ェ
ー
ル
)に
勇
気
を
与
え
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
古
典
派
法
学
の
大
き
な
試
み
を
後
押
し
し
た
背
景
の
ひ
と
つ
に
は
、法
の
支
配
の
理
念
が
自
由
な
社
会
の
理
念
と
等
値
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、個
人
の
自
由
は
、君
主
制
な
ど
の
｢人
治
｣で
は
な
く
｢法
治
｣に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
思
想
が

支
配
的
と
な
っ
た
―
―
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は
、フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
と
ホ
イ
ッ
グ
党
員
た
ち
が
、連
邦
制
に
お
け
る
司
法
権
お
よ
び
法
律
家

の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
重
要
性
を
強
力
に
主
張
し
た(57

)―
―
と
い
う
事
情
が
あ
る
(｢自
由
主
義
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、法
は
、良
き
社
会
に
つ
い
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て
の
自
由
主
義
的
観
念
の
定
義
的
な
要
素
で
あ
る
『法
の
支
配
』の
か
た
ち
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。｣(58

))。
正
統
な
権
威
を
認
め
ら
れ
た

法
素
材
―
―
宗
教
的
書
物
で
も
哲
学
的
格
言
で
も
な
く
、ま
た
政
治
的
作
為
(為
政
者
の
意
志
)で
も
な
く
、コ
モ
ン
･ロ
ー
や
ロ
ー
マ
法
と

い
っ
た
長
い
伝
統
を
誇
る
法
言
説
―
―
の
中
に
自
由
な
社
会
の
条
件
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
活
発
化
し
た
と
い
う
時
代
文
脈
で
あ

る
。
古
典
派
法
学
の
隆
盛
は
、い
わ
ゆ
る
法
中
心
主
義
(legalism
)の
典
型
的
な
表
現
で
あ
り(59

)、そ
の
意
味
で
、法
学
研
究
が
新
し
い
社
会

形
成
の
急
先
鋒
と
し
て
名
乗
り
を
上
げ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
、翻
っ
て
、か
か
る
〝正
統
な
権
威
を
認
め
ら
れ
た
法
素
材
(コ
モ
ン
･ロ
ー
や
ロ
ー
マ
法
)へ
の
定
位
〟と
〝法
の
科
学
的
方
法
〟と
が

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
を
今
少
し
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、K
ennedy
の
説
明
で
は
、

彼
が
法
の
科
学
の
｢厳
密
に
合
理
的
な
方
法
｣と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
た
演
繹
的
推
論
の
出
発
点
た
る
｢体
制
を
定
義
づ
け
る
第
一
原
理
｣

が
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、例
え
ば
、古
典
派
法
学
の
完
成
者
の
一
人

と
目
さ
れ
る
、ケ
ー
ス
･メ
ソ
ッ
ド
を
法
学
教
授
法
と
し
て
確
立
さ
せ
た
Christopher
Langdellは
次
の
よ
う
に
言
う
。

｢法
―
―
そ
れ
は
科
学
と
看
做
し
う
る
―
―
は
、あ
ら
ゆ
る
原
理
(principles)あ
る
い
は
法
理
(doctrines)に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
･･･［
こ
れ
ら
］
法
理
は
、何
世
紀
も
の
多
く
の
判
例
を
経
て
成
長
し
て
来
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
･･･唯
一
の
と
は
い
わ
な
い

ま
で
も
、最
短
で
最
善
の
法
理
に
通
暁
す
る
方
法
は
、法
理
が
具
体
化
さ
れ
て
い
る
判
例
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。｣(60
)｢少
な
く
と
も
次

の
二
つ
の
こ
と
が
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
［
い
］。
第
一
に
、法
学
が
科
学
(science)で
あ
る
と
い
う
こ
と
、第
二
に
、こ
の
科
学
の
利

用
し
う
る
す
べ
て
の
資
料
が
印
刷
さ
れ
た
書
物
の
中
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。｣(61
)
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古
典
派
法
学
は
、コ
モ
ン
･ロ
ー
(や
ロ
ー
マ
法
)を
中
核
と
す
る
書
物
に
刻
み
記
さ
れ
た
争
訟
の
記
録
を
真
正
な
法
の
源
泉
と
み
な
し
、

抽
象
的
思
弁
や
｢論
理
logic

の
問
題
｣と
し
て
で
は
な
く
、法
の
基
本
資
料
た
る
｢正
統
な
｣テ
ク
ス
ト
の
継
受
と
そ
の
解
読
を
通
し
た
法
概
念
の

精
緻
な
分
析
の
問
題
と
し
て
―
―
い
わ
ば
、法
伝
統
へ
の
参
与
を
通
し
た
資
料
読
解
に
基
づ
く
〝検
証
〟と
〝再
現
〟の
問
題
と
し
て
―
―
諸

原
理
･諸
ル
ー
ル
を
同
定
し
、こ
れ
を
自
由
な
法
秩
序
の
構
成
要
素
と
し
て
分
類
･整
序
―
―
組
織
化
･体
系
化
―
―
す
る
こ
と
を
目
論
ん
だ

の
で
あ
る
。
こ
の
法
の
基
本
資
料
は
、殊
に
、膨
大
な
数
及
び
種
類
の
格
闘
に
対
す
る
同
様
に
膨
大
な
応
答
を
含
む
ゆ
え
に
、人
間
社
会
の

基
本
原
理
の
網
羅
的
な
記
録
(経
験
的
デ
ー
タ
)と
看
做
し
得
る
だ
ろ
う
。
自
身
の
仕
事
の
こ
う
し
た
｢実
証
性

em
pirical

｣と
｢体
系
性

system
atic

｣ゆ
え
に
、古

典
派
は
｢法
の
科
学
(science,W
issenshaft)｣を
自
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
―
―
混
沌
と
し
た
事
象
に
潜
む
秩
序
(｢シ
ス
テ

ム
｣)を
顕
わ
に
す
る
と
い
う
知
的
営
為
―
―(62
)。
つ
ま
り
古
典
派
法
学
は
、(ａ
)法
素
材
･資
料
内
在
的
な
概
念
分
析
と
自
由
主
義
的
再
構
成

を
通
し
た
法
理
･ル
ー
ル
の
分
類
と
整
序
(外
見
上
は
、法
素
材
か
ら
の
帰
納
的
推
論
に
よ
る
原
理
･法
理
の
発
見
)、及
び
(ｂ
)当
該
上
位
概

念
か
ら
の
演
繹
的
推
論
(と
一
般
に
理
解
さ
れ
た
論
法
)に
よ
る
具
体
的
な
下
位
概
念
の
導
出
と
い
う
体
系
的
方
法
に
よ
っ
て
、｢自
由
な
政

治
･経
済
秩
序
の
潜
在
的
な
法
の
内
容
を
顕
か
に
し
よ
う
｣(63
)と
し
た
知
／
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
正
当
に
理
解

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、古
典
派
の
侮
蔑
者
た
ち
は
二
つ
の
モ
メ
ン
ト
を
確
か
に
捉
え
、だ
が
不
十
分
な
理
解
に
基
い
て
そ

れ
ぞ
れ
を
(ａ
)概
念
主
義

conceptualism

(ｂ
)形
式
主
義

form
alism

と
呼
ん
で
揶
揄
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た(64
)。

だ
が
、古
典
派
法
学
は
自
然
法
秩
序
か
ら
の
離
脱
を
目
指
し
た
革
新
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
想
起
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い(65
)。
ゆ
え
に
考
察
を
要
す
る
の
は
、自
然
法
に
対
す
る
懐
疑
を
起
点
と
す
る
法
理
論
は
、法
素
材
に
対
す
る
先
の
想
定
を
、す
な

わ
ち
コ
モ
ン
･ロ
ー
(あ
る
い
は
ロ
ー
マ
法
)は
自
由
な
社
会
を
構
成
す
る
真
正
な
法
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
想
定
を
、そ
れ
自
体
で
は
正
当

化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
に
ど
の
よ
う
に
対
峙
す
る
か
、で
あ
る
。
(加
え
て
、ア
メ
リ
カ
の
古
典
派
に
と
っ
て
決
ま
り
の
悪
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い
よ
り
単
純
な
事
実
は
、イ
ギ
リ
ス
か
ら
決
別
し
た
は
ず
の
独
立
国
家
ア
メ
リ
カ
の
法
律
家
が
、い
か
に
し
て
、多
く
の
イ
ギ
リ
ス
法
上
の

判
例
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
コ
モ
ン
･ロ
ー
に
敬
意
を
払
う
こ
と
を
通
じ
て
、〝こ
の
〟ア
メ
リ
カ
社
会
の
自
由
の
法
を
明
ら
か
に
で
き

る
の
か
、で
あ
っ
た(66

)。)自
然
法
思
想
へ
の
全
面
的
な
信
仰
を
失
い
、加
え
て
か
か
る
信
仰
喪
失
を
ἱ
導
し
た
純
粋
理
性
や
功
利
原
理
の
教
説

の
抽
象
性
に
辟
易
し
て
し
ま
っ
た
法
意
識(67

)は
、種
々
の
矛
盾
を
裡
に
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、古
典
派
経
済
学
が
古
典
派
法

学
の
支
援
を
必
要
と
し
た
よ
う
に
、古
典
派
法
学
も
ま
た
、こ
れ
ら
の
問
題
を
解
く
た
め
に
新
し
い
範
疇
や
概
念
装
置
―
―
何
ら
か
の
｢外

的
｣支
援
―
―
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る(68

)。
様
々
の
定
式
化
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が(69

)、本
稿
で
は
、古
典
派
の
法
意
識
そ
れ
自
体
で

は
解
く
こ
と
能
わ
な
い
｢架
橋
｣を
要
す
る
諸
矛
盾
を
、政
治
･規
範
･認
識
と
い
う
３
つ
の
領
域
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
要
約
し
て
み
よ
う
。

す
な
わ
ち
、(ａ
)自
由
と
強
制
の
矛
盾
(政
治
)、(ｂ
)事
実
と
価
値
の
矛
盾
(規
範
)、そ
し
て
(ｃ
)普
遍
と
特
殊
の
矛
盾
(認
識
)で
あ
る
。

第
一
に
、自
由
と
強
制
の
矛
盾
で
あ
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、自
然
法
秩
序
の
実
体
が
、旧
身
分
社
会
の
階
層
的
役
割
構
造
を
そ
の
ま
ま
な

ぞ
り
こ
れ
を
正
当
化
･自
然
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、自
由
主
義
と
い
う
古
典
派
の
政
治
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
っ
て
の
大
き
な
問
題

で
あ
っ
た
。
だ
が
一
方
、こ
れ
を
転
覆
さ
せ
る
た
め
の
立
法
に
よ
る
急
進
的
な
社
会
形
成
も
ま
た
、新
し
く
登
場
し
た
支
配
集
団
･為
政
者

の
意
志
や
夢
想
の
発
露
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、自
由
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、い
わ
ば
常

に
権
力
構
造
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
法
(自
然
法
･立
法
)に
注
目
し
･こ
れ
を
強
制
す
る
と
い
う
論
理
は
、い
か
に
も
破
綻
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
人
倫
と
の
合
致
に
よ
っ
て
外
的
強
制
と
内
的
道
徳
を
架
橋
す
る
と
い
う
理
性
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
ま
た
、抽
象
的
か
つ
空
疎

な
一
般
原
則
の
提
示
に
留
ま
る
以
上
、法
を
い
か
に
し
て
自
由
な
社
会
の
具
体
的
条
件
と
し
て
観
念
し
得
る
の
か
。
実
社
会
の
具
体
的
で

複
雑
な
権
力
構
造
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
、抽
象
的
な
叡
智
に
つ
い
て
の
教
説
で
は
な
く
、旧
社
会
と
同
様
に
具
体
的
･複
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雑
な
内
実
を
持
つ
･新
し
い
基
本
構
造
の
構
想
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
古
典
派
は
、詳
細
な
法
概
念
･法
準
則
を
構
成
し
て
、

こ
れ
を
正
当
な
権
力
行
使
と
不
正
な
そ
れ
と
を
区
別
す
る
基
準
と
し
て
整
え
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、古
典
派
法
学
が
基

本
原
理
の
苗
床
と
み
な
し
た
テ
ク
ス
ト
(判
例
法
や
学
説
彙
簒
)の
特
定
の
内
容
が
、特
定
個
人
･集
団
の
実
力
や
願
望
の
押
し
付
け
と
は
異

な
る
何
も
の
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
に
弁
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、法
の
起
源
た
る
歴
史
的
･社
会
的
出
来
事
そ
の
も
の

に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
新
し
い
着
想
が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

第
二
は
、規
範
の
問
題
と
し
て
の
事
実
と
価
値
の
矛
盾
で
あ
る(70

)。
人
間
は
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
の
普
遍
か
つ
自
明
の
知・

に
基
づ
い
て

―
―
あ
る
い
は
そ
う
し
た
知
が
導
く
普
遍
の
社
会
契
約
に
基
づ
い
て
―
―
、か
か
る
本
性
を
開
花
･成
就
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
理・

(こ
と

わ
り
)を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、と
い
う
信
念
―
―
つ
ま
り
、知
性
的
直
観
ま
た
は
帰
納
的
推
論
に
よ
る
人
間
本
性
(が
締
結
す
る
社
会
契

約
)へ
の
接
近(71
)、人
間
本
性
論
か
ら
の
理
性
的
推
論
を
通
し
た
不
変
の
自
然
法
の
導
出
と
い
う
一
連
の
思
考
と
実
在
へ
の
信
頼
―
―
が
貫
か

れ
た
世
界
に
お
い
て
は
、法
の
価
値
な
い
し
は
規
範
と
し
て
の
正
当
性
は
、人
間
と
事
物
の
本
性
に
基
づ
い
て
世
界
内
在
的
に
―
―
ま
さ
に

自
然
に
当
然
に
―
―
基
礎
付
け
ら
れ
る
可
能
性
を
保
持
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、自
然
法
秩
序
の
基
底
に
あ
る
認
識
論
に
懐
疑
が
生
じ

た
と
き
、事
実
と
価
値
の
関
係
は
む
し
ろ
何
ら
か
の
新
し
い
ロ
ジ
ッ
ク
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
再
び
架
橋
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
溝

渠
と
し
て
現
れ
る
。
実
際
、古
典
派
法
思
考
が
分
析
の
対
象
と
し
た
主
な
法
素
材
で
あ
る
コ
モ
ン
･ロ
ー
や
ロ
ー
マ
法
は
、或
る
特
定
の
時

代
と
場
所
に
お
け
る
制
度
編
成
と
い
う
歴
史
的
事
象
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
歴
史
的
事
象
(〝事
実
〟)か
ら
真
正
な
望
ま
し
い
法
秩
序

(〝規
範
〟)を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
古
典
派
の
信
念
―
―
法
律
家
に
ご
く
通
常
の
法
素
材
の
合
理
性
の
仮
定
か
ら
一
歩
進
ん

だ
、法
素
材
の
正
当
性
な
い
し
は
善
徳
性
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
―
―
が
意
味
を
な
す
に
は
、事
実
と
価
値
を
う
ま
く
調
停
す
る
た
め
の
何

ら
か
の
概
念
装
置
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
、歴
史
的
経
験
･社
会
的
事
象
そ
れ
自
体
を
価
値
の
源
泉
と
観
念
す
る
思
考
で
あ
り
、従
っ
て
、



成蹊法学第 92 号 論 説

92-401( 58 )

事
実
か
ら
規
範
を
引
き
出
す
と
い
う
単
純
な
誤
謬
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、〝あ
る
法
(歴
史
･社
会
的
事
実
)〟を
〝あ
る
べ
き
法
(規
範
的
理

想
)〟の
萌
芽
･予
感
、あ
る
い
は
不
完
全
な
似
姿
･発
展
途
上
と
し
て
観
る
、人
間
社
会
に
つ
い
て
の
特
徴
あ
る
思
想
形
態
を
採
る
だ
ろ
う
。

か
か
る
歴
史
と
社
会
へ
の
注
目
は
、次
の
第
三
の
矛
盾
と
関
係
す
る
。

す
な
わ
ち
第
三
に
、こ
の
・

・

社
会
と
こ
の
・

・

法
の
特
殊
性
･固
有
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
か
。
普
遍
性
･不
変
性
･不
偏
不
党
性
を
吹

聴
す
る
自
然
法
が
実
際
に
は
封
建
社
会
の
権
力
構
造
を
反
映
･温
存
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
、で
は
、普
遍
性
･不

変
性
を
｢偽
る
｣こ
と
な
し
に
こ
の
社
会
の
こ
の
法
の
正
当
性
を
ど
の
よ
う
に
論
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
―
―
そ
も
そ
も
、〝普

遍
〟と
は
そ
の
自
明
性
ゆ
え
に
知
性
的
直
観
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
も
の
で
あ
る
に
対
し
て
、時
間
と
空
間
に
複
雑
に
条

件
づ
け
ら
れ
て
い
る
〝特
殊
〟を
い
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
―
―
。
全
き
普
遍
性
は
断
念
し
た
上
で
、少
な
く
と
も
こ・

の・

社・

会・

の・

構・

成・

員・

す・

べ・

て・

の
自
由
を
保
障
す
る
と
い
う
宣
言
に
｢一
般
性
｣―
―
控
え
め
な
普
遍
性
―
―
の
標
榜
を
見
る
に
し
て
も
、こ
の
社
会
が
変

わ
っ
て
ゆ
く
、こ
の
社
会
と
は
異
な
る
社
会
が
あ
る
―
―
い
か
に
も
｢ひ
と
と
き
の
間
だ
け
｣･｢た
ま
た
ま
そ
の
形
で
｣生
起
し
た
に
過
ぎ
な

い
よ
う
に
見
え
る
―
―
と
い
う
事
実
か
ら
、い
か
に
積
極
的
な
意
味
や
価
値
を
引
き
出
せ
る
と
い
う
の
か
。
こ
の
、普
遍
(な
い
し
一
般
)と

特
殊
(な
い
し
差
異
)の
問
題
、あ
る
い
は
変
わ
り
ゆ
く
も
の
の
現
実
性
と
理
念
性
の
問
題
を
理
解
す
る
に
際
し
て
は
、一
八
世
紀
･一
九
世

紀
が
ま
さ
に
｢社
会
の
発
見
｣の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

｢社
会
理
論
家
た
ち
は
、ご
く
最
近
に
い
た
る
ま
で
、世
界
の
各
文
化
は
相
対
的
に
静
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
根
本
的
な

社
会
変
化
は
稀
で
あ
り
、通
常
は
神
の
啓
示
や
介
入
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
一
八
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
初
め
て
、理

論
家
た
ち
は
、社
会
や
社
会
規
範
は
日
常
の
［
世
俗
的
な
］
要
因
に
よ
る
質
的
変
化
を
持
続
的
に
経
験
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
す
る
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よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
初
め
て
、こ
の
認
識
が
西
洋
社
会
理
論
の
確
立
さ
れ
た
原
理
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会

的
お
よ
び
道
徳
的
現
象
は
動
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
、そ
し
て
そ
う
し
た
現
象
の
世
俗
的
な
決
定
因
子
へ
の
注
視
は
、一
九
、二

〇
世
紀
の
社
会
思
想
の
基
本
様
相
で
あ
り
、こ
れ
が
、お
よ
そ
二
五
〇
〇
年
に
お
よ
ぶ
そ
れ
ま
で
の
社
会
哲
学
か
ら
近
代
社
会
思
想
を
区

別
す
る
の
で
あ
る
。｣(72

)

多
く
の
知
識
人
た
ち
は
、時
代
と
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
相
貌
を
見
せ
る
社
会
体
制
･国
家
体
制
を
発
見
し
、端
的
に
、社
会
は
多
様
で
あ

る
･変
化
す
る
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、一
九
世
紀
の
古
典
派
法
学
者
た
ち
は
、自
分
た
ち
の
研
究
対
象
(法
素
材
)が
、他

で
も
在
り
得
る
･実
際
に
他
で
在
る
／
在
っ
た
法
秩
序
の
な
か
で
、信
頼
に
足
る
望
ま
し
い
自
由
の
条
件
で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、そ
の
社
会
と
法
の
良
し
悪
し
を
知
る
た
め
に
は
―
―
正
し
い
秩
序
と
悪
し
き
秩
序
を
区
別
す
る
規
範
理
論

を
構
築
す
る
た
め
に
は
―
―
、単
に
個
々
の
法
･社
会
を
観
る
の
み
な
ら
ず
、他
の
あ
り
方
を
も
視
野
に
収
め
た
全
体
の
中
に
適
切
に
位
置

付
け
な
が
ら
、あ
る
い
は
よ
り
端
正
な
姿
(理
想
像
／
理
念
型
)を
思
い
描
き

visualize

な
が
ら
、こ
れ
ら
法
と
社
会
の
核
心
を
視
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
課
題
を
遂
行
す
る
た
め
に
、古
典
派
法
学
は
、社
会
の
個
性
と
一
般
法
則
の
双
方
を
―
―
以
下
で
敷
衍

す
る
よ
う
に
、制
度
構
造
の
〝類
型
〟と
い
う
概
念
装
置
を
用
い
て
―
―
射
程
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
歴
史
･社
会
理
論
か
ら
の
支
援
を
必

要
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、知
性
的
直
観
に
よ
っ
て
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
物
と
人
間
の
本
性
、及
び
こ
う
し
た
本
性
論
か
ら
理
性
的
推
論
を

用
い
て
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
普
遍
的
な
秩
序
と
い
う
観
念
か
ら
の
離
脱
を
目
論
む
以
上
、古
典
派
法
学
は
何
ら
か
の
架
橋
も
し
く
は

調
停
を
要
す
る
、〈事
実
と
価
値
〉、〈自
由
と
強
制
〉、そ
し
て
〈特
殊
と
普
遍
〉等
々
の
二
律
背
反
を
裡
に
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
だ
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と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、こ
う
し
た
古
典
派
法
学
を
し
て
、伝
統
的
法
素
材
の
分
析
に
安
じ
て
邁
進
す
る
こ
と
を
許

し
た
社
会
と
歴
史
に
関
す
る
思
惟
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

Christopher
Langdellと
並
ん
で
古
典
派
の
代
表
者
―
―
｢法
律
学
の
プ
ラ
ト
ン
｣(73

)―
―
と
(悪
)評
さ
れ
る
Joseph
Beale
Jr.が
、ド

イ
ツ
歴
史
法
学
の
太
祖
で
あ
る
Savigny
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
端
緒
を
得
よ
う
。

｢Savigny
と
彼
の
学
派
の
仕
事
に
よ
っ
て
法
学
に
与
え
ら
れ
た
衝
動
(im
pulse)は
、前
世
代
に
お
い
て
、文
明
化
さ
れ
た
世
界
中
に

広
が
り
、そ
の
法
思
考
に
深
く
影
響
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、法
思
想
家
た
ち
の
小
さ
な
･だ
が
重
要
な
学
派
が
歴
史
的
方
法
に

従
っ
て
き
た
。
合
衆
国
に
お
い
て
は
、歴
史
学
派
は
強
力
な
支
配
力
を
獲
得
し
た
。
･･･私
た
ち
は
、中
世
の
主
観
性
と
演
繹
に
基
づ
く

哲
学
(the
subjective
and
deductive
philosophy
ofthe
m
iddle
age)を
捨
て
去
っ
た
の
で
あ
り
、科
学
的
観
察
及
び
歴
史
的
発

見
か
ら
(from
scientific
observation
and
from
historicaldiscovery)学
ぶ
の
で
あ
る
。｣(74
)

｢コ
モ
ン
･ロ
ー
は
変
化
す
る
。
特
定
法
域
の
コ
モ
ン
･ロ
ー
の
み
な
ら
ず
、コ
モ
ン
･ロ
ー
体
系
全
体
と
し
て
変
化
す
る
。
今
日
の
法

は
、言
う
ま
で
も
な
く
、七
〇
〇
年
前
の
法
よ
り
も
善
い
も
の
で
あ
り
、正
義
の
基
本
原
理
に
よ
り
合
致
し
て
お
り
、ま
た
今
日
の
必
要
に

よ
り
合
致
し
て
い
る
し
、よ
り
人
道
的
で
柔
軟
か
つ
複
雑
で
あ
る
。｣(75
)

本
稿
が
強
く
関
心
を
持
つ
の
は
、こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
、｢コ
モ
ン
･ロ
ー
は
変
化
す
る
｣こ
と
を
教
え
る
｢歴
史
的
方
法
｣で
あ
る
。
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こ
の
方
法
は
、端
的
に
、〝法
が
変
化
す
る
こ
と
〟を
〝社
会
が
変
化
す
る
こ
と
〟に
則
し
た
現
象
と
し
て
、し
か
も
〝社
会
が
異
な
る
段
階
に
達

し
た
こ
と
〟に
則
し
た
そ
れ
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
同
時
代
に
支
配
的
で
あ
っ
た
思
惟
傾
向
で
あ
る
。
か
か
る
傾
向
は
、最
も
広
く
影

響
力
を
持
っ
た
Savigny
や
H
enry
M
aine
の
歴
史
法
学
の
み
な
ら
ず
、同
時
代
の
人
間
と
社
会
に
つ
い
て
の
総
合
科
学
(〝古
典
的
社

会
理
論
〟)の
基
底
に
通
奏
低
音
と
し
て
流
れ
て
い
た(76

)、(ａ
)〝法
と
社
会
の
関
係
論
〟及
び
(ｂ
)〝法
と
社
会
の
変
化
論
〟か
ら
構
成
さ
れ
る

興
味
深
い
視
角
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
(法
社
会
関
係
論
–進
化
論
複
合
体
)(77

)。
例
え
ば
、RobertGordon
は
、こ
の
(ａ
)

法
社
会
関
係
論
を
、｢法
と
法
学
の
本
質
は
、社
会
の
内
在
的
論
理
(im
m
anentrationality)の
具
現
化
に
あ
る
｣と
宣
言
す
る
〝適
応
理
論

(adaptation
theory)〟(78

)と
特
徴
づ
け
、一
方
、Stephen
Siegelは
(ｂ
)法
社
会
進
化
論
を
、｢歴
史
研
究
こ
そ
が
［
そ
う
し
た
］
客
観
的

な
社
会
規
範
と
道
徳
的
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
｣(79
)と
主
張
す
る
〝歴
史
主
義
(historism
)〟(80
)と
特
色
づ
け
る
。
か
か
る
〝歴・

史・

主・

義・

的・

適・

応・

理・

論・

〟の
霊
感
―
―
〈歴
史
を
通
し
て
姿
を
顕
す
、こ
の
社
会
の
内
在
的
論
理
･要
請
に
即
応
し
た
、真
正
な
法
を
発
見
せ
よ
(!)〉―
―
は
、大

陸
法
系
諸
国
を
超
え
て
広
く
英
米
法
圏
に
ま
で
及
び
、さ
ら
に
は
そ
の
無
意
識
化
･自
明
化
さ
れ
た
根
強
い
残
滓
は
、一
九
世
紀
を
超
え
て

二
〇
･二
一
世
紀
の
主
た
る
法
学
運
動
を
背
後
で
規
定
し
続
け
て
い
る(81
)。
こ
の
社
会
思
想
上
の
基
底
的
信
念
―
―
古
く
は
フ
ラ
ン
ス
の

M
ontesquieu(82

)の
仕
事
に
遡
り
、一
八
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
学
者
及
び
一
九
世
紀
の
社
会
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
発
展
段
階

論
の
か
た
ち
で
広
め
ら
れ(83
)、そ
し
て
二
〇
世
紀
後
半
に
な
っ
て
Roberto
U
ngerが
深
層
構
造
理
論(84
)と
呼
ん
で
深
い
敬
意
と
激
し
い
批
判

の
対
象
と
し
た
信
念
―
―
は
、知
性
的
直
観
と
理
性
的
推
論
が
与
え
る
抽
象
的
･観
念
的
な
知
識
体
系
(｢中
世
の
主
観
と
演
繹
に
基
づ
く
哲

学
｣)で
は
な
く
・

・

、有
意
味
な
生
･秩
序
あ
る
生
を
求
め
る
人
間
社
会
の
格
闘
･葛
藤
に
つ
い
て
の
歴
史
研
究
が
与
え
る
、具
体
的
教
訓
や
経
験

的
叡
智
の
重
要
性
こ
そ
を
説
く
。
そ
の
最
も
野
心
的
な
表
現
は
、真
理
は
歴
史
を
通
し
て
姿
を
現
す
の
だ
と
し
て
、歴
史
か
ら
具
体
的
か
つ

必
然
的
な
知
識
を
抜
き
出
そ
う
と
す
る
。
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典
型
的
に
は
A
dam
Sm
ith
が
、所
有
権
の
取
得
方
法
を
分
析
す
る
に
際
し
て
、｢［
第
一
の
方
法
で
あ
る
先
占
］
に
つ
い
て
の
法
は
、人

間
社
会
の
時
代
区
分
に
従
っ
て
変
化
す
る
(vary
according
to)。
社
会
の
四
段
階
は
、狩
猟
、牧
畜
、農
耕
、そ
し
て
商
業
で
あ
る
｣(85

)と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、こ
の
社
会
思
想
に
よ
れ
ば
、世・

界・

は
、資
源
の
獲
得
方
法
に
規
定
さ
れ
た
物
質
的
条
件
や
信
仰
形
態
に
表
現
さ
れ
る
精

神
的
条
件
に
お
い
て
〝質
的
〟に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
複
数
の
(だ
が
有
限
個
の
)社
会
類
型
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、歴・

史・

は
、そ
れ
ら

の
諸
類
型
が
各
社
会
の
発
展
段
階
に
対
応
し
て
登
場
す
る
、単
一
の
法
則
性
な
い
し
は
方
向
性
を
有
し
た
時
間
的
継
起
に
他
な
ら
な
い

―
―
e.g.狩
猟
→
牧
畜
→
農
耕
→
商
業
(Sm
ith)、封
建
主
義
→
資
本
主
義
→
共
産
主
義
(M
arxism
)、資
本
主
義
の
四
段
階
：
大
企
業
家

の
時
代
→
専
門
経
営
者
の
時
代
→
専
門
投
資
家
の
時
代
→
集
合
的
拠
出
の
時
代
(Clark(86

))―
―
。
そ
し
て
法
は
、｢こ
れ
ら
の
段
階
に
応
じ

て
･･･変
化
す
る
に
違
い
な
い
｣(87
)の
で
あ
る
。
か
か
る
歴
史
理
論
は
、古
典
派
法
学
が
抱
え
る
先
の
諸
矛
盾
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
解
決
を

与
え
得
る
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
、自
由
と
強
制
の
矛
盾
に
つ
い
て
―
―
。
社
会
進
化
の
物
語
は
、物
質
的
･精
神
的
特
徴
の
質
的
変
化
で
あ
り
、本
質
的
に
同
一
の

も
の
の
連
続
的
な
量
的
変
化
で
は
な
く
、社
会
諸
類
型
の
断
続
的
な
継
起
(発
展
段
階
論
)と
し
て
提
示
さ
れ
る
が
、か
か
る
物
質
上
･精
神

上
の
質
的
差
異
を
持
っ
た
社
会
類
型
と
い
う
観
念
は
、〝法
〟に
つ
い
て
の
興
味
深
い
ア
イ
デ
ア
を
与
え
る
。
ま
ず
、法
の
出
自
に
関
し
て
、

(ａ
)〝精
神
･社
会
意
識
の
表
象

spiritualexpression

〟な
い
し
は
〝物
質
･社
会
構
造
の
要
請

practicalneeds

へ
の
応
答
〟と
し
て
の
法
と
い
う
観
念
で
あ
り(88
)、次
に
、法
の
生
成
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
、(ｂ
)〝自
発
的
･自
生
的
秩
序

spontaneous
order

〟な
い
し
は
〝進
化
･潜
在
的
姿
の
開
花

evolutionary
change

〟と
い
う
観
念
で
あ
る(89
)。

ま
ず
、出
自
に
関
し
て
。
或
る
社
会
類
型
に
固
有
の
法
(例
え
ば
、自
由
な
社
会
に
お
け
る
所
有
と
契
約
の
法
)は
、特
定
の
人
物
や
集
団

の
意
志
･願
望
の
発
露
と
し
て
｢上
／
外
か
ら
｣押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、当
該
社
会
に
生
き
る
／
生
き
た
数
え
切
れ
な
い
人
々

people

全
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て
の
試
行
錯
誤
･格
闘
と
い
う
歴
史
的
経
験
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
〝共
通
感
覚

com
m
on
sense

〟･〝社
会
意
識

socialconsciousness〟･〝文
化
culture
･精
神
spirit

〟と
い
っ
た
内
発
的
か
つ

客
観
的
な
る
も
の
の
法
的
翻
訳
(表
象
)に
他
な
ら
な
い
。
よ
り
物
質
的
側
面
か
ら
特
徴
付
け
れ
ば
、法
は
、当
該
社
会
の
衣
食
住
に
関
わ
る

実
践
･構
造
上
の
要
請
needs

(社
会
目
的

socialpolicy

)に
応
答
し
こ
れ
を
実
現
す
る
と
い
う
機
能
特
性

fuction

を
備
え
た
諸
制
度
で
あ
る
と
観
念
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、或
る
社
会
に
は
そ
れ
固
有
の
文
化
的
精
神
や
構
造
的
要
請
が
あ
り
、こ
れ
に
対
応
し
た
表

象

representation
な
い
し

は
応
答

responseで
あ
る
と
き
、ま
た
そ
う
し
た
精
神
と
構
造
が
確
か
に
自
由
を
標
榜
し
て
い
る
と
き
、法
は
、特
定
の
人
格
や
実
力
の
楔
か
ら
解
放

さ
れ
つ
つ
自
由
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、望
ま
し
き

desirable

理
想
と
望
ま
れ
る

desired

利
益
の
客
観
的
顕
現
と
し
て
真
正
な
秩
序
を

構
成
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
(強
制
と
は
異
な
る
、自
由
の
理
念
の
表
象
･ニ
ー
ズ
へ
の
応
答
と
し
て
の
法
)。

加
え
て
、そ
の
生
成
に
関
し
て
。
歴
史
主
義
に
お
い
て
は
、法
は
、少
し
ず
つ
自
発
的
･自
生
的
に
生
成
･変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
観
念

さ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、慣
習
法
を
は
じ
め
と
し
た
歴
史
的
経
験
に
試
さ
れ
た
永
い
伝
統
を
誇
る
―
―
そ
れ
ゆ
え
に
徐
々
に
自
然
と
今

の
姿
に
落
ち
着
い
た
と
説
明
す
る
他
は
な
い
―
―
紛
争
解
決
の
記
録
こ
そ
が
、法
の
名
に
値
す
る
そ
れ
で
あ
る
(自
生
的
秩
序
と
し
て
の

法
)。
社
会
意
識
･客
観
精
神
と
い
う
、個
々
人
の
信
念
･個
人
道
徳
と
は
異
な
る
出
自
か
ら
成
る
規
範
で
あ
り
な
が
ら
も
、無
理
矢
理
な
い

し
は
急
激
の
社
会
変
化
―
―
つ
ま
り
｢不
自
然
な
｣変
革
―
―
を
惹
起
す
る
外
的
強
制
と
し
て
の
立
法
で
は
な
く
、自
由
な
社
会
の
内
在
的

道
徳
と
要
請
が
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
自
生
的
に
、な
い
し
は
人
々
の
自
発
的
な
恭
順
の
連
鎖
を
紡
ぎ
な
が
ら
そ
の
姿
を
明
ら
か
に

す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、強
制
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
自
由
か
つ
公
正
な
法
秩
序
が
在
る
と
い
う
信
頼
が
生
じ
る
。
無
数
の
生
身
の
人

間
が
関
与
す
る
、永
い
複
雑
な
経
験
の
精
査
を
通
し
て
優
れ
た
部
分
が
生
き
残
り
、こ
れ
ら
が
蓄
積
す
る
こ
と
で
最
善
の
姿
と
な
っ
て
顕
現

し
て
来
る
も
の
、こ
れ
が
真
正
な
法
で
あ
る
と
い
う
観
念
で
あ
る(90
)。
こ
の
よ
う
に
し
て
、〝社
会
意
識
の
表
象
〟･〝社
会
構
造
へ
の
機
能
的
応

答
〟･〝自
生
的
秩
序
〟と
い
う
概
念
装
置
は
、自
由
と
強
制
の
間
に
穿
た
れ
た
溝
に
束
の
間
の
橋
を
か
け
る
だ
ろ
う
。
(自
由
の
国
ア
メ
リ
カ
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の
法
は
、ア
メ
リ
カ
社
会
の
精
神
と
要
請
へ
の
不
断
の
応
答
を
通
し
て
、イ
ギ
リ
ス
法
に
固
有
の
要
素
を
次
第
に
駆
逐
し
て
ゆ
く
。)

第
二
に
、事
実
と
価
値
の
相
克
に
つ
い
て
―
―
。
自
然
法
思
想
か
ら
は
袂
を
分
か
つ
も
未
だ
脱
魔
術
化
の
中
途
段
階
に
あ
る
古
典
派
の

歴
史
主
義
は
、無
機
質
な
社
会
変
化
で
は
な
く
、有
意
味
な

m
eaningful

善
き
m
oral

秩
序
へ
の
変
化
(意
味
の
あ
る
変
化
･然
る
べ
き
変
化
)、あ
る
い
は
端
的

に
、｢遅
れ
た
｣状
態
か
ら
よ
り
｢高
度
に
発
達
し
た
｣状
態
へ
の
進
化
と
い
う
観
念
を
与
え
る
。
先
に
、社
会
変
化
に
は
一
定
の
ロ
ジ
ッ
ク
な

い
し
は
法
則
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
際
の
、そ
れ
ら
ロ
ジ
ッ
ク
･法
則
は
何
ら
か
の
意
味
で
道
徳
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
社

会
の
変
化
は
で
た
ら
め
･無
秩
序
(random
)で
は
な
く
、斉
っ
た
望
ま
し
い
方
向
も
し
く
は
形
態
へ
の
変
化
で
あ
る
と
い
う
大
い
な
る
物

語
、法
と
社
会
の
変
化
は
進
化
･進
歩
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
福
音
に
溢
れ
る
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
グ
ラ
ン
ド
･セ
オ
リ
ー
で
あ
る
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
、古
典
派
を
支
え
た
歴
史
主
義
は
、偶
然
性
･無
作
為
性
を
中
核
と
す
る
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
は
本
来
的
に
異
な
る
、ラ
マ
ル
ク

的
目
的
論
的
進
化
論(91
)に
他
な
ら
な
い
。

実
際
、こ
の
物
語
は
、変
化
の
必
然
的
法
則
･方
向
に
沿
っ
た
過
程
と
し
て
、あ
る
い
は
到
達
す
べ
き
究
極
目
的
と
し
て
の
原
理
･道
理

(m
oralprinciple)へ
の
接
近
の
道
程
と
し
て
語
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、ま
さ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
変
化
概
念(92
)を
モ
チ
ー

フ
と
し
て
、自
然
の
原
理
(physis)を
メ
タ
フ
ァ
ー
に
使
い
な
が
ら
、社
会
の
形
態
変
化
は
、青
虫
か
ら
さ
な
ぎ
へ
、さ
な
ぎ
か
ら
蝶
へ
(そ

し
て
死
へ
)と
い
う
よ
う
に
初
発
か
ら
胎
動
し
て
い
た
固
有
の
目
的
･完
成
形
態
･潜
在
的
姿
の
実
現
過
程
(そ
し
て
停
止
)と
し
て
語
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
変
化
の
物
語
は
、こ
の
社
会
と
こ
の
法
は
、自
然
で
必
然
的
な
生
成
･変
化
の
所
産
で
あ
る
ゆ
え
に
、ま
た
具
体
的

な
経
験
的
法
素
材
の
中
に
潜
在
的
な
い
し
は
顕
現
的
に
蔵
さ
れ
た
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
―
―
例
え
ば
、｢身
分
か
ら
契
約
へ
｣と

い
う
必
然
的
変
化
は
、コ
モ
ン
･ロ
ー
な
い
し
は
ロ
ー
マ
法
の
最
も
成
熟
し
た
私
法
体
系
に
お
い
て
確
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
ゆ
え

に(93
)―
―
、正
し
く
望
ま
し
い
目
的
に
向
か
っ
た
変
化
、も
し
く
は
正
し
い
道
筋
･段
階
に
従
っ
た
変
化
で
あ
る
と
い
う
目
的
論
的
モ
チ
ー
フ
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を
表
現
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、既
存
の
法
と
社
会
(real)は
、然
る
べ
き
目
的
･終
着
点
に
向
か
う
変
化
と
い
う
観
念
を
媒
介
と
し
て
、

目
的
地
(ideal)へ
の
道
程
上
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
中
継
地
点
と
し
て
の
意
味
を
付
与
さ
れ
る
。
事
実
(is)は
常
に
既
に
理
想
(ought)の

未
完
成
形
で
あ
り
―
―
つ
ま
り
、種
を
異
に
す
る
と
い
う
よ
り
も
、完
成
度
の
違
い
に
基
づ
く
同
じ
も
の
の
別
の
呼
称
で
あ
り
―
―
、既
存

の
法
社
会
構
造
は
理
想
形
の
不
完
全
な
表
現
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、む
し
ろ
敬
意
を
払
わ
れ
る
べ
き
潜
在
可
能
性
を
秘
め
た
発

展
途
上
と
し
て
の
地
位
を
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
(既
存
秩
序
を
否
定
し
、次
な
る
社
会
類
型
に
希
望
を
寄
せ
る
革
命
家
に
と
っ
て
す
ら
、

こ
の
社
会
は
次
の
社
会
に
向
か
う
た
め
の
〝必
然
的
〟段
階
で
あ
る
)。
事
実
(｢あ
る
法
｣)と
価
値
(｢あ
る
べ
き
法
｣)の
境
界
は
、以
上
の
よ

う
に
し
て
飛
び
越
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、認
識
な
い
し
は
方
法
の
問
題
に
つ
い
て
。
歴
史
的
方
法
は
、(ａ
)社
会
の
〝諸
類
型
〟の
(ｂ
)〝法
則
〟な
い
し
は
〝予
め
定
め
ら

れ
た
方
向
性
〟に
沿
っ
た
(ｃ
)〝断
続
的
な
変
化
〟と
い
う
一
連
の
概
念
装
置
に
よ
っ
て
、特
殊
(差
異
)と
普
遍
性
(一
般
性
)の
方
法
論
的
な

架
橋
を
試
み
る
。
人
間
社
会
は
す
べ
て
の
時
代
と
場
所
に
お
い
て
模
範
と
さ
れ
る
べ
き
普
遍
的
な
理
想
形
態
な
る
も
の
を
有
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、各
社
会
は
精
神
お
よ
び
制
度
構
造
上
の
質
的
差
異
に
応
じ
て
固
有
の
形
態
を
見
せ
る
。
だ
が
、歴
史
上
登
場
す
る
(し
て
来

た
)社
会
類
型
の
選
択
肢
は
数
･種
類
と
し
て
あ
く
ま
で
限
ら
れ
て
お
り
、ま
た
そ
の
変
化
に
は
或
る
法
則
性
、あ
る
い
は
必
然
的
な
方
向
性

を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
―
―
｢人
類
は
、ど
こ
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
と
い
う
理
由
ゆ
え
に
一
つ
な
の
で
は
な
い
、相
違
が
、同
じ
過

程
に
お
け
る
違
う
段
階
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
理
由
ゆ
え
に
一
つ
な
の
で
あ
る
。
／
今
日
の
社
会
に
文
化
的
差
異
が
あ
る
の
[は
］、本

質
的
に
同
じ
過
程
に
お
け
る
異
な
る
段
階
に
到
達
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
｣(94
)―
―
。
か
か
る
方
法
論
視
角
に
関
し
て
、経
済
哲
学
者
の

説
明
は
す
こ
ぶ
る
明
晰
･怜
悧
で
あ
る
。
長
文
を
厭
わ
ず
引
用
し
よ
う
。
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｢［
論
点
の
一
つ
は
］、歴
史
研
究
に
お
け
る
『制
度
』な
い
し
『類
型
』概
念
の
役
割
で
あ
る
。
･･･こ
れ
ら
の
概
念
は
、歴
史
主
義
の
命
題

に
お
け
る
有
機
体
的
･全
体
的
観
点
を
回
避
す
る
と
い
う
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
同
時
に
、こ
れ
ら
の
概
念
は
、一
般
性
と
個
別
性
と
の

対
立
を
超
え
て
、歴
史
主
義
を
再
建
す
る
た
め
の
重
要
な
方
法
的
な
契
機
を
含
む
。｣

｢も
し
人
間
本
性
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、す
べ
て
の
人
間
行
為
が
歴
史
上
い
つ
ど
こ
で
起
こ
ろ
う
と
完
全
な
斉
一
性
を
持
つ
な
ら

ば
、歴
史
を
体
系
化
し
、人
間
行
為
を
類
型
化
す
る
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
語
る
必
要
は
な
い
。
･･･歴
史
上
の
人
間
行
為
は
、時
間
･空

間
を
超
え
た
人
類
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
括
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
他
方
、も
し
人
間
本
性
が
変
化
し
、多
様
な
環
境
の
下
で
す
べ
て
の
人

間
行
為
が
歴
史
上
ま
っ
た
く
独
自
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
の
よ
う
な
行
為
を
い
か
な
る
タ
イ
プ
や
グ
ル
ー
プ
に
も
要
約
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
限
に
多
様
な
行
動
様
式
が
存
在
し
、類
型
や
規
則
性
を
語
る
意
味
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

ど
ち
ら
の
場
合
も
事
実
で
は
な
く
、両
極
端
の
中
間
に
実
行
可
能
な
方
式
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
制
度
や
類
型
の

概
念
で
あ
る
。
制
度
概
念
は
、哲
学
の
意
味
す
る
一
般
性
と
、歴
史
の
意
味
す
る
個
別
性
と
の
間
の
妥
協
的
統
一
で
あ
る
。｣

｢『理
論
と
歴
史
』の
対
立
を
解
消
し
、新
た
な
問
題
領
域
へ
の
研
究
を
可
能
に
す
る
も
の
が
『類
型
』と
し
て
の
『制
度
』の
概
念
で
あ

る
。｣(95
)

こ
の
よ
う
に
、社
会
類
型
･制
度
類
型
は
、(ａ
)個
物
の
無
限
の
多
様
性
ゆ
え
の
共
役
不
能
性
･差
異
性
と
(ｂ
)普
遍
性
の
標
榜
ゆ
え
の
同

一
性
･単
一
性
の
間
に
、〈比
較
可
能
そ
れ
ゆ
え
に
認
識
可
能
な
個
性
豊
か
な
法
･社
会
形
態
〉、あ
る
い
は
〈各
々
の
法
と
社
会
の
本
来
的
･潜
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在
的
･純
論
理
的
な
あ
り
様
に
照
ら
し
て
よ
り
本
質
的
あ
る
い
は
逸
脱
し
た
様
相
〉と
い
う
観
念
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、特
殊
性
と
普
遍
性

を
架
橋
し
よ
う
と
す
る
概
念
装
置
に
他
な
ら
な
い
。
古
典
的
社
会
理
論
は
、い
わ
ば
対
照
評
価
を
可
能
と
す
る
複
数
か
つ
限
定
個
の
法
と

社
会
の
制
度
モ
デ
ル
、各
社
会
の
成
り
立
ち
に
関
わ
る
制
度
化
の
ロ
ジ
ッ
ク
、さ
ら
に
は
個
々
の
モ
デ
ル
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
断
続
的
制
度

変
化
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
い
っ
た
諸
概
念
を
提
供
し
て
、自
由
な
社
会
と
い
う
社
会
類
型
に
固
有
の
基
本
構
造
(制
度
編
成
の
本
質
･完
成
形
)は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
、既
存
制
度
の
完
成
度
は
ど
れ
ほ
ど
か
―
―
完
成
に
導
く
た
め
に
は
ど
の
部
分
を
再
構
成
(法
的
構
成
)ま
た
は
排
除

(違
憲
無
効
)し
て
ゆ
け
ば
よ
い
か
―
―
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
古
典
派
法
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
鼓
舞
し
た
の
で
あ
る
。

歴
史
主
義
的
適
応
理
論
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
、一
九
世
紀
古
典
派
法
学
は
、次
の
よ
う
に
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
人
間
の
知
性
な
い

し
は
理
性
的
思
弁
(reason)に
よ
っ
て
｢発
見
｣し
得
る
普
遍
的
な
法
秩
序
な
る
も
の
へ
の
信
仰
は
今
や
反
動
的
保
守
と
み
な
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
他
方
、人
間
の
意
志
(w
ill)が
｢創
造
｣す
る
立
法
へ
の
信
頼
は
、特
定
の
集
団
利
益
に
奉
仕
す
る
不
公
正
な
社
会
の
急
進
的
形
成

の
危
険
性
に
あ
ま
り
に
も
無
頓
着
で
あ
る
。
法
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
真
正
な
法
は
、人
間
の
諸
活
動
を
通
し
て
無
意
識
か
つ

無
作
為
に
―
―
つ
ま
り
自
然
に
自
発
的
に
―
―
｢生
成
･成
長
｣す
る
(grow
)潜
在
的
秩
序
と
し
て
在
る
も
の
に
他
な
ら
な
い(96
)。
法
は
そ
の

よ
う
に
し
て
自
ら
を
純
粋
な
姿
へ
と
成
長
さ
せ
て
行
く
(w
orks
itselfpure)が
、法
律
家
に
は
、そ
の
健
全
な
成
長
を
促
す
、あ
る
い
は

場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
速
度
を
速
め
る
と
い
う
使
命
が
託
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
生
成
・

・

し
て
来
た
法
に
残
る
夾
雑
物
(m
istake)を
積

極
的
に
取
り
除
い
て
こ
れ
を
精
製
・

・

す
る
こ
と
で
、法
素
材
に
伏
在
す
る
本
来
の
姿
を
顕
ら
か
に
し
、か
か
る
姿
に
沿
っ
て
社
会
を
改
め
て

整
斉
・

・

し
て
ゆ
く
と
い
う
使
命
で
あ
る
。
そ
れ
は
客
観
的
精
神
･客
観
的
要
請
の
同
定
と
い
う
優
れ
て
科
学
的
な
仕
事
で
あ
り
、こ
の
精
神
と

要
請
の
守
護
は
自
由
の
実
現
へ
の
奉
仕
で
あ
る
意
味
に
お
い
て
、自
由
主
義
社
会
の
形
成
に
従
事
す
る
す
こ
ぶ
る
意
義
深
い
仕
事
に
他
な

ら
な
い
―
―
。
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だ
が
、こ
の
よ
う
に
し
て
各
社
会
類
型
の
個
性
が
単
一
の
精
神
や
要
請
で
語
ら
れ
、か
つ
法
が
か
か
る
社
会
へ
の
一
対
一
の
対
応
と
観
念

さ
れ
れ
ば
、法
は
、自
由
な
社
会
を
定
義
付
け
る
条
件
と
い
う
よ
り
も
、精
神
と
構
造
に
よ
っ
て
む
し
ろ
決
定
付
け
ら
れ
る
、自
由
度
を
大
き

く
欠
く
一
体
的
な
｢シ
ス
テ
ム
｣と
し
て
益
々
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、実
定
法
の
中
に
は
こ
の
自
由
の
法
に
違

背
す
る
要
素
―
―
人
間
(過
去
の
法
律
家
)の
過
ち
―
―
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
法
律
家
は
、法
理
･法
準
則
の
形
式
的

適
用
を
超
え
て
、法
が
自
ら
純
化
･顕
示
し
て
行
く
完
成
形
態
･最
終
目
的
の
観
点
か
ら
既
存
の
法
を
再
構
成
す
る
方
法
(法
律
学
的
構
成
･

目
的
論
的
法
思
考
)―
―
法
を
｢シ
ス
テ
ム
｣へ
と
仕
立
て
上
げ
て
行
く
方
法
―
―
を
更
に
陶
冶
し
て
行
く
こ
と
と
な
ろ
う
。

だ
が
実
際
に
は
、―
―
後
に
二
〇
世
紀
の
法
学
が
、ま
さ
に
古
典
派
批
判
を
通
し
て
、〈法
は
社
会
を
構
成
す
る
〉あ
る
い
は
〈法
と
社
会
は

相
互
構
成
的
関
係
に
あ
る
(法
は
社
会
か
ら
相
対
的
に
自
立
し
て
い
る
)〉と
い
う
観
念
を
獲
得
し
こ
れ
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
す
る
よ

う
に
―
―
、法
こ
そ
が
社
会
を
構
成
す
る
力
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、古
典
派
法
学
が
、法
の
多
元
性
･複
雑
性
を
抑
圧
し
つ
つ
、｢法
シ

ス
テ
ム
｣に
よ
っ
て
社
会
を
構
成
･定
義
す
る
側
に
ま
わ
る
と
き
―
―
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
植
民
地
化
(？
)―
―
、今
度
は
社
会
構
造
が
法
シ

ス
テ
ム
の
い
わ
ば
鏡
と
し
て
、一
枚
岩
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、つ
ま
り
矛
盾
や
継
ぎ
目
の
無
い
―
―
分
析
的
修
正
の
メ
ス
を
入
れ
る
手
懸
り

に
乏
し
い
―
―
漸
進
的
変
革
を
拒
む
強
い
堅
牢
性
を
持
っ
た
モ
ノ
と
し
て
現
象
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
古
典
派
法
学
は
、

究
極
に
お
い
て
、社
会
変
化
の
物
語
か
ら
支
援
を
得
る
こ
と
で
、か
え
っ
て
こ
の
社
会
が
さ
ら
に
多
様
に
変
化
し
て
行
く
こ
と
の

不
可
能
性

・
・
・
・

･不
正
性

・
・
・

―
―
少
な
く
と
も
極
度
の
困
難
性
と
危
険
性
―
―
を
弁
証
･吹
聴
す
る
神
話
を
提
供
す
る
に
至
る
の
で
あ
る(97
)。

古
典
派
の
世
界
に
お
い
て
は
、社
会
生
活
の
形
式
は
、不
断
の
修
正
を
必
要
か
つ
可
能
と
す
る
｢永
遠
の
ベ
ー
タ
･ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
｣と
い

う
柔
軟
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
は
な
く
、何
ら
か
の
完
成
形
態
が
想
定
さ
れ
て
い
る
融
通
性
を
欠
い
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
在
る
。
法
は
、

た
と
え
社
会
が
既
存
の
精
神
と
構
造
を
変
革
す
る
こ
と
こ
そ
を
要
請
し
希
求
し
て
い
る
と
見
え
る
と
き
に
お
い
て
で
す
ら
、｢シ
ス
テ
ム
と
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し
て
の
法
と
社
会
｣と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
当
該
精
神
･構
造
の
再
生
産
に
寄
与
し
続
け
、そ
う
し
た
〝真
正
な
〟要
請
と
希
求
に
応
答
す
る

こ
と
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。

｢一
九
世
紀
の
法
の
科
学
が
自
認
し
た
中
心
課
題
は
、社
会
･政
治
･経
済
組
織
の
或
る
類
型
に
本
来
的
に
備
わ
る
法
内
容
―
―
殊
に
、

『
自
由
社
会
』
の
法
的
編
成
―
―
と
彼
ら
が
考
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
観
念
は
、マ
ル
ク
ス
主
義

の
よ
う
に
支
配
的
秩
序
は
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
立
場
た
ち
も
含
め
た
、同
時
代
の
宿
命
論
的
社
会
理
論
と

法
律
家
た
ち
と
が
共
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
類
型
論
概
念
に
よ
れ
ば
、法
に
表
現
さ
れ
る
既
存
の
制
度
上
･イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上

の
秩
序
は
、本
来
的
な
法
内
容
を
有
し
た
分
割
不
可
能
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、妥
協
、押
し
付
け
、偶
然
の
出
来
事
が
緩
や
か
か
つ
偶
有
的

に
混
ざ
り
合
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。｣(98
)

｢適
応
理
論
は
疑
い
も
な
く
人
を
惑
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
『そ
こ
に
あ
る
』と
観
念
さ
れ
る
社
会
の
構
成
と
再
生
産
に
法
の
諸
概
念

が
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
て
い
る
の
か
に
関
す
る
私
た
ち
の
責
任
を
否
定
し
、か
つ
私
た
ち
の
法
的
思
考
が
社
会
偶
有
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
･･･。｣(99
)

こ
う
し
た
経
済
理
論
･法
理
論
･社
会
理
論
の
古
典
派
的
共
演
に
よ
る
世
界
の
自
然
化
作
用
に
鑑
み
れ
ば
、リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
る
古
典
派

批
判
の
本
質
的
意
義
が
次
の
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
も
は
や
見
や
す
い
道
理
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、市
場
構
造
―
―
こ

れ
を
形
作
る
契
約
と
所
有
の
基
本
制
度
―
―
の
脱
自
然
化
･偽
の
必
然
性
の
暴
露
で
あ
る
(制
度
物
神
崇
拝
批
判
)。
た
だ
し
、古
典
派
の
描
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く
所
有
と
契
約
の
制
度
構
造
は
自
然
で
は
な
い
と
単
に
指
摘
す
る
の
み
で
は
、こ
れ
に
代
わ
っ
て
よ
り
望
ま
し
い
制
度
構
造
を
展
望
す
る

た
め
に
は
十
分
で
は
な
い
。
自
然
で
は
な
く
、か
つ
変
革
の
端
緒
が
獲
得
可
能
で
あ
る
こ
と
―
―
足
懸
か
り
が
掴
め
、か
つ
コ
ス
ト
が
無
限

に
大
き
く
は
な
い
こ
と
―
―
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
別
言
す
れ
ば
、法
の
起
源
が
社
会
に
あ
る
こ
と
を
縷
々
論
じ
る
の
み
で
は
十
分

で
は
な
く
、こ
の
起
源
た
る
社
会
構
造
に
ミ
ク
ロ
な
制
度
分
析
を
施
し
、諸
要
素
の
組
み
替
え
の
可
能
性
と
組
み
合
わ
せ
の
多
様
性
と
を
闡

明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(構
造
物
神
崇
拝
批
判
)。

次
款
で
は
、古
典
派
法
学
批
判
を
通
し
て
、社
会
と
歴
史
の
理
論
を
含
む
全
体
と
し
て
の
古
典
派
思
想
に
対
し
て
脅
威
を
与
え
、制
度
物

神
崇
拝
お
よ
び
構
造
物
神
崇
拝
か
ら
二
〇
世
紀
の
思
惟
を
解
放
す
る
端
緒
を
与
え
た
リ
ア
リ
ス
ト
の
世
界
観(100

)を
素
描
し
よ
う
。

(38
)
拙
稿
｢構
造
論
ノ
ー
ト
｣九
九
-一
〇
八
頁
も
参
照
。

(39
)
UN
GER
,D
R
at25-26.Cf.D
esautels-Stein,M
LC
at483.(｢自
由
交
換
を
前
提
と
す
る
完
全
競
争
と
い
う
新
古
典
派
の
観
念
は
、市
場
に
お
け

る
『自
由
』と
い
う
観
念
に
対
応
す
る
法
的
編
成
の
固
有
の
セ
ッ
ト
が
存
在
す
る
と
い
う
同
一
の
古
い
観
念
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
る
。｣)

(40
)
D
uncan
K
ennedy,T
he
R
ole
ofLaw
in
E
conom
ic
T
hought:E
ssays
on
T
he
Fetishism
ofCom
m
odities,34
A
M
.UN
IV
.L.REV
.

939,971(1985).［
hereinafter
K
ennedy,E
ssays］

(41
)
K
ennedy,E
ssays
at969.

(42
)
Cf.中
村
、前
掲
論
文
、77
頁
。
(｢制
度
的
現
実
、法
的
現
実
は
、一
面
に
お
い
て
ま
ぎ
れ
も
な
く
人
間
精
神
の
所
産
で
あ
り
な
が
ら
、他
面
に
お
い
て

人
間
か
ら
独
立
し
た
高
度
の
客
観
的
実
在
と
し
て
、い
わ
ば
『第
二
の
自
然
』と
し
て
そ
の
持
つ
固
有
性
と
論
理
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
人
間
を
拘
束
し
て

く
る
。
･･･ヘ
ー
ゲ
ル
が
『法
の
哲
学
』に
お
い
て
展
開
し
考
察
し
た
『客
観
的
精
神
』と
は
、こ
の
よ
う
な
制
度
的
現
実
、法
的
現
実
を
そ
の
精
神
的
側
面

か
ら
、ま
た
精
神
的
側
面
に
お
い
て
と
ら
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。｣)

(43
)
U
ngerは
、こ
う
し
た
制
度
物
神
崇
拝
を
、『批
判
法
学
運
動
』と
い
う
論
攷
に
お
い
て
は
―
―
｢客
観
的
精
神
｣と
い
う
右
註
の
H
egelの
用
語
法
に

影
響
を
受
け
つ
つ
―
―
〝客
観
主
義
〟と
呼
ん
で
、社
会
生
活
の
主
領
域
―
―
市
場
、政
治
、市
民
社
会
、家
族
等
々
―
―
の
人
間
関
係
の
理
想
形
が
具
体

化
･客
観
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
既
存
の
法
制
度
編
成
を
捉
え
る
思
考
形
式
を
描
出
･批
判
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
付
言
し
て
お
け
ば
、｢市
場
の
失
敗
｣
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あ
る
い
は
｢市
場
の
通
常
の
機
能
の
帰
結
と
し
て
の
格
差
｣に
対
し
て
何
ら
か
の
政
策
的
是
正
を
な
そ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
立
場
は
、そ
の
基
底
に
、市

場
そ
れ
自
体
と
い
う
観
念
(最
も
理
想
的
･必
然
的
な
市
場
形
態
お
よ
び
そ
の
具
体
化
と
し
て
の
契
約
･所
有
制
度
)を
暗
に
明
に
携
え
て
い
る
故
に
、客

観
主
義
批
判
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
銘
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(44
)
Cui,supra
note
26
atV
III.

(45
)
D
uncan
K
ennedy,T
ow
ard
H
istorical
U
nderstanding
of
Legal
Consciousness:
T
he
Case
of
Classical
Legal
T
hought
in

A
m
erica
1850-1940,RESEA
RCH
IN
LA
W
A
N
D
SO
CIO
LO
GY
V
ol.3,3-24(1980).［
hereinafter
K
ennedy,H
istorical
U
nderstanding］;

From
the
W
ill
T
heory
to
the
Principle
of
Private
A
utonom
y,
100
CO
LU
M
.
L.
REV
.
94(2000).［
hereinafter
K
ennedy,
W
ill

T
heory］;T
hree
G
lobalizations
of
Legal
T
hought:
1850-2000,in
D
.TRU
BEK
&
A
.SA
N
T
O
S
ED
S.,TH
E
NEW
LA
W
A
N
D
ECO
N
O
M
IC

DEV
ELO
PM
EN
T
:A
CRIT
ICA
L
A
PPRA
ISA
L
(2006)19-73.［
hereinafter
K
ennedy,T
hree
G
lobalizations］;Savigny’s
Fam
ily/Patrim
ony

D
istinction
and
its
Place
in
the
G
lobal
G
enealogy
of
Classical
Legal
T
hought,58
A
M
.J.CO
M
P.L.811(2010).［
hereinafter

K
ennedy,Savigny］

(46
)
Robert
Gordon,H
istoricism
in
LegalScholarship,90
YA
LE
L.J.(1981).［
hereinafter
Gordon,H
istoricism
］;H
olm
es’Com
m
on

Law
as
Legal
and
Social
Science,10
HO
FST
RA
L.REV
.(1982).［
hereinafter
Gordon,H
olm
es’Com
m
on
Law
］;Critical
Legal

H
istories,36
ST
A
N
.L.REV
.57(1984).［
hereinafter
Gordon,CLH
］;H
ayek
and
Cooter
on
Custom
and
R
eason,23
SW
.U
.L.REV
.

453(1994).［
hereinafter
Gordon,H
ayek
and
Cooter］;T
he
Struggles
over
the
Past,44
CLEV
.ST
.L.REV
.123(1996).［
hereinafter

Gordon,Struggle］.

(47
)
UN
GER
,W
SLA
B
at130-134.

(48
)
以
上
の
古
典
派
経
済
学
の
特
徴
付
け
は
、K
ennedy,E
ssays
at942-950
に
全
体
的
に
負
っ
て
い
る
。

(49
)
K
ennedy,E
ssays
at952;See
generally
K
ennedy,H
istoricalU
nderstanding;K
ennedy,T
hree
G
lobalizations
at21,25-37.

(50
)
K
ennedy,E
ssays
at953.

(51
)
K
ennedy,Stakes
ofLaw
at90.See
also
K
ennedy,W
illT
heory
at106-108;Gordon,H
olm
es’Com
m
on
Law
at277-278.

(52
)
K
ennedy,E
ssays
at955.

(53
)
UN
GER
,W
SLA
B
at45-46.

(54
)
K
ennedy,E
ssays
at956.

(55
)
K
ennedy,E
ssays
at985.
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(56
)
Singer,LRN
at481.

(57
)
Gordon,H
istoricism
at1037;GO
RD
O
N
W
O
O
D
,TH
E
CREA
T
IO
N
O
F
TH
E
A
M
ERICA
N
REPU
BLIC
:1776-1787(1969)at453-63.

(58
)
K
ennedy,Stake
ofLaw
at90.

(59
)
HO
RW
IT
Z,T
A
L
at16-17.

(60
)
C.C.LA
N
GD
ELL,A
SELECT
IO
N
O
F
CA
SES
O
N
TH
E
LA
W
O
F
CO
N
T
RA
CT
(1871)atvi.訳
文
は
、松
浦
好
治
著
『法
と
比
喩
』(一
九
九
二
年
)一

四
三
-一
四
四
頁
を
参
照
し
た
。

(61
)
引
用
は
、松
浦
好
治
｢‘Law
as
Science’論
と
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
法
思
想
(一
)―
―
ラ
ン
グ
デ
ル
法
学
の
意
義
―
―
｣中
京
法
学
第
一
六
巻
二
号

(一
九
八
一
年
)五
二
-五
三
頁
よ
り
抜
粋
。

(62
)
古
典
派
に
お
け
る
｢科
学
｣の
観
念
が
ド
イ
ツ
法
学
に
お
け
る
体
系
的
知
識
(“W
issenshaft”as
the
system
atic
w
hole
ofknow
ledge)を
意
味

し
、｢研
究
主
題
の
内
在
的
構
造

inherentstructure

、す
な
わ
ち
『シ
ス
テ
ム

System

』の
認
識
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
〔る
〕｣と
い
う
解
釈
と
し
て
、See
M
athias
Reim
ann,

N
ineteenth
Century
G
erm
an
LegalScience,31
B.C.L.Rev.837,847(1990).[hereinafter
Reim
ann,N
CGLS];K
ennedy,Savigny

at835.た
だ
し
、実
務
家
で
は
な
く
、大
学
教
授
職
に
着
く
研
究
者
の
体
系
的
研
究
と
教
授
方
法
の
優
位
性
を
主
張
す
る
古
典
派
に
と
っ
て
、実
務
経
験

(em
pirical)に
お
い
て
陶
冶
さ
れ
る
だ
ろ
う
実
践
知
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
理
論
知
こ
そ
が
科
学
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、古

典
派
は
、先
験
的
に
自
明
の
も
の
と
し
て
認
識
し
得
る
原
理
、そ
こ
か
ら
論
理
的
に
―
―
経
験
的
に
で
は
な
く
―
―
導
か
れ
る
ル
ー
ル
と
い
う
、法
律
家

そ
の
人
の
個
人
的
経
験
―
―
偏
見
や
予
断
―
―
か
ら
自
立
し
た
客
観
的
な
法
体
系
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
い
う
説
明
も
、全
く
首
肯
で
き
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
See
A
N
T
H
O
N
Y
KRO
N
M
A
N
,TH
E
LO
ST
LA
W
Y
ER
:FA
ILIN
G
ID
EA
LS
O
F
TH
E
LEGA
L
PRO
FESSIO
N
(1993)at171-174.

(63
)
UN
GER
,W
SLA
B
at41.See
also
Gordon,Struggle
at127;Gordon,H
olm
es’Com
m
on
Law
at726-727.

(64
)
UN
GER
,W
SLA
B
at41-42.

(65
)
自
然
法
思
想
に
よ
れ
ば
、法
の
歴
史
と
は
、ひ
と
え
に
、普
遍
か
つ
不
変
の
法
が
次
第
に
発
見
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
の
記
録
で
あ
る
が
、近
代
法
学
に

と
っ
て
法
の
歴
史
は
、法
の
変
化
･進
化
(よ
り
善
い
法
の
出
現
)の
過
程
で
あ
る
。
｢不
変
の
法
の
発
見
｣と
｢潜
在
的
な
進
化
す
る
法
の
析
出
｣と
の
間

に
あ
る
微
妙
だ
が
重
要
な
相
違
が
、前
近
代
法
思
想
と
近
代
法
思
想
と
を
別
か
つ
境
界
線
で
あ
る
。
T
hom
as
C.Grey,Langdel’s
O
rthodoxy,45

U
.PIT
T
.L.REV
.1,29(1983-1984).古
典
派
は
、自
然
法
の
時
間
化
と
い
う
革
新
を
目
論
ん
だ
の
だ
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

(66
)
Gordon,H
istoricism
at1038.

(67
)
Cf.碧
海
純
一
著
『新
版
法
哲
学
概
論
』［
全
訂
第
2
版
補
正
版
］
(二
〇
〇
三
年
)三
一
三
-三
一
五
頁
。

(68
)
こ
の
支
援
の
受
け
入
れ
は
、パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
で
す
ら
あ
る
。
と
い
う
の
も
、以
下
の
本
論
が
論
じ
る
よ
う
に
、こ
の
外
的
支
援
は
あ
る
種
の
社
会
決
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定
論
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
が
、法
素
材
が
｢何
ら
か
の
外
在
的
な
力
(forces)｣―
―
e.g.政
治
の
論
理
･社
会
発
展
の
歴
史
法
則
―
に
よ
っ
て
決
定

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
れ
ば
、法
学
者
は
そ
う
し
た
諸
力
の
函
数
の
地
位
に
貶
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢法
学
研
究
［
の
主

流
派
］
は
、興
味
深
い
こ
と
に
、あ
る
種
の
社
会
決
定
論
を
積
極
的
に
受
容
し
て
き
た
｣の
で
あ
る
。
Gordon,H
istoricism
at1021-22.

(69
)
初
期
批
判
法
学
の
仕
事
を
代
表
す
る
、近
代
自
由
主
義
思
想
が
抱
え
る
内
的
矛
盾
の
剔
抉
と
し
て
UN
GER
,K
P(1975)Chapter
1-3.((ａ
)知
概
念

へ
の
困
難
と
し
て
の
〝理
論
(概
念
)と
事
実
(事
象
)の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
〟;(ｂ
)人
格
概
念
へ
の
脅
威
と
し
て
の
〝理
性
と
欲
求
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
〟;

(ｃ
)社
会
概
念
へ
の
脅
威
と
し
て
の
〝ル
ー
ル
と
価
値
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
〟)

(70
)
『近
代
社
会
に
お
け
る
法
』に
お
い
て
、U
ngerは
、M
.W
eberや
E.D
urkheim
に
代
表
さ
れ
る
｢社
会
理
論
｣の
重
要
な
特
徴
の
一
つ
に
〝事
実
と

価
値
の
二
元
論
〟を
挙
げ
て
い
る
。
(U
N
GER,LM
S
at3-5.)そ
の
意
味
で
、社
会
理
論
そ
れ
自
体
は
、事
実
と
価
値
を
架
橋
す
る
こ
と
に
関
心
は
な
い

と
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
妥
当
か
も
知
れ
な
い
(殊
に
W
eberは
こ
の
点
、徹
底
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
)。
そ
れ
ゆ
え
、社
会
理
論
の
背

後
に
歴
史
に
つ
い
て
の
理
論
(歴
史
主
義
)を
置
き
、古
典
派
思
想
は
、少
な
く
と
も
経
済
的
側
面
–法
的
側
面
–社
会
的
側
面
–歴
史
的
側
面
と
い
う
四
つ

の
相
な
い
し
は
層
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
提
示
す
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、本
稿
で
は
、古
典
派
社
会
学
は
―
―
社
会
形

成
の
み
な
ら
ず
―
―
〝社
会
変
化
〟の
理
論
を
も
構
成
要
素
と
し
て
い
る
と
理
解
し
た
上
で
、適
応
理
論
と
歴
史
主
義
の
か
か
る
合
成
物
が
、社
会
理
論

自
身
が
前
提
と
し
て
い
る
は
ず
の
〈事
実
と
価
値
の
相
克
〉を
秘
密
裏
に
架
橋
す
る
こ
と
で
、そ
の
破
綻
を
救
済
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
捉
え
方
を
し
て

い
る
。

(71
)
Cf.〝知
性
な
い
し
は
理
性
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
本
質
(intelligible
essence)〟と
い
う
教
説
の
放
棄
に
つ
い
て
、UN
GER
K
P
at32.

(72
)
Stephen
Siegel,
H
istorism
in
Late
N
ineteenth-Century
Constitutional
T
hought,
W
IS.
L.
REV
.
1431,
1438-1439
(1990).

［
hereinafter
Siegel,H
istorism
］
ま
た
、政
治
思
想
史
家
J.Pocock
に
よ
れ
ば
、キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
は
、個
物
(particulars)の
継
起
は

常
に
普
遍
(universals)な
い
し
は
永
遠
な
る
も
の
(eternal)と
の
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
、個
物
か
ら
個
物
へ
の
継
起
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
。
人

間
の
諸
活
動
が
継
起
す
る
世
俗
世
界
は
、神
に
よ
る
贖
罪
や
改
革
の
劇
場
で
は
あ
っ
て
も
、そ
う
し
た
贖
罪
や
改
革
な
く
し
て
は
、時
間
と
い
う
次
元
を

持
た
な
い
、秩
序
か
ら
無
秩
序
へ
と
形
を
失
っ
て
い
く
意
味
な
き
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
J.G.A
.PO
CO
CK
,TH
E

M
A
CH
IA
V
ELLIA
N
M
O
M
EN
T
:FLO
REN
T
IN
E
PO
LIT
ICA
L
TH
O
U
GH
T
A
N
D
TH
E
A
T
LA
N
T
IC
REPBLICA
N
TRA
D
T
IO
N
(1975)at6-8.

(73
)
ジ
ェ
ロ
ー
ム
･フ
ラ
ン
ク
著
、棚
瀬
孝
雄
･棚
瀬
一
代
訳
『法
と
現
代
精
神
』(一
八
七
四
年
)一
〇
七
頁
。

(74
)
Joseph
Beale,T
he
D
evelopm
ent
of
Jurisprudence
D
uring
the
Past
Century,18
HA
RV
.L.REV
.271,283(1905).引
用
は
Siegel,

H
istorism
at1442.Cf.歴
史
的
方
法
と
い
う
よ
り
も
、意
思
理
論
及
び
｢入
れ
子
状
｣公
私
二
分
論
を
中
核
と
す
る
Savigny
の
私
法
理
論
こ
そ
が
、

古
典
派
法
学
の
系
譜
学
上
、最
も
重
要
で
あ
っ
た
と
す
る
主
張
と
し
て
K
ennedy,Savigny.
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(75
)
JO
SEPH
BEA
LE
,TREA
T
ISE
O
N
TH
E
CO
N
FLICT
O
F
LA
W
S(1916)at149.ま
た
、
Langdellの
推
挙
で
卒
業
後
に
す
ぐ
H
arvard
Law
School

で
教
鞭
を
取
り
始
め
た
Jam
es
A
m
esも
、｢六
〇
〇
年
の
歴
史
を
通
し
て
私
た
ち
の
法
シ
ス
テ
ム
を
、道
徳
原
理
と
の
一
層
の
調
和
へ
と
導
い
て
来
た

改
革
の
精
神
は
、完
成
作
品
に
到
達
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。［
だ
が
］
過
去
の
イ
ギ
リ
ス
法
の
偉
大
な
る
倫
理
的
進

歩
を
認
識
す
る
こ
と
は
価
値
の
あ
る
こ
と
だ
。
た
と
え
そ
れ
が
、未
来
の
更
な
る
進
歩
へ
の
努
力
を
勇
気
づ
け
る
の
み
だ
っ
た
と
し
て
も
。｣と
述
べ

て
、法
は
、形
式
的
･没
道
徳
的
な
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
原
始
的
法
か
ら
、道
徳
原
理
と
よ
り
近
く
一
致
す
る
段
階
へ
と
向
か
っ
て
次
第
に
進

化
す
る
と
い
う
思
想
を
示
唆
す
る
。
Jam
es
A
m
es,Law
and
M
orals,97
HA
RV
.L.REV
.97,113(1908)

(76
)
See
generally
J.W
.BU
RRO
W
,EV
O
LU
T
IO
N
A
N
D
SO
CIET
Y
:A
ST
U
D
Y
IN
VICT
O
RIA
N
SO
CIA
L
TH
EO
RY
(1966)［
hereinafter
BU
RRO
W
,ES］;

M
A
U
RICE
M
A
N
D
ELBA
U
M
,HIST
O
RY
,M
A
N
,&
REA
SO
N
:A
ST
U
D
Y
IN
NIN
ET
EEN
T
H
-CEN
T
U
RY
TH
O
U
GH
T
(1971)［
hereinafter
M
A
N
D
ELBA
U
M
,

H
M
R］;PET
ER
ST
EIN
,LEGA
L
EV
O
LU
T
IO
N
:TH
E
ST
O
RY
O
F
ID
EA
S
(1980)(今
野
勉
他
訳
『法
進
化
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』(一
九
八
九
年
))

［
hereinafter
ST
EIN
,LE］

(77
)
H
egel,Com
te,M
arx
&
Engels,J.S.M
ill,Spencer,Sum
ner,M
aine...か
か
る
｢歴
史
的
方
法
｣を
共
有
し
て
い
た
の
は
、言
う
ま
で
も
な
く
、

近
代
社
会
思
想
史
上
の
巨
人
た
ち
で
あ
る
。
Siegel,H
istorism
at1442-1443.

(78
)
Gordon,H
istoricism
at1028-1036;UN
GER
,LM
S
at127-133.

(79
)
Siegel,H
istorism
at1438.

(80
)
〝歴
史
主
義
〟は
、最
も
広
義
に
は
、｢言
葉
と
行
為
の
意
味
は
、あ
る
程
度
に
お
い
て
、そ
れ
ら
が
生
起
す
る
特
定
の
社
会
的
･歴
史
的
条
件
に
依
存
す

る
と
い
う
視
角
、そ
し
て
そ
う
し
た
視
覚
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
解
釈
及
び
批
判
｣(言
説
の
歴
史
的
･文
化
的
偶
有
性
の
承
認
)を
意
味
す
る
。
本
来

は
、実
定
法
シ
ス
テ
ム
の
普
遍
性
か
つ
実
効
性
を
弁
証
す
る
法
学
主
流
派
(リ
ベ
ラ
ル
･リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
)に
と
っ
て
の
脅
威
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、興

味
深
い
こ
と
に
、｢過
去
に
お
い
て
は
、法
史
学
(legalhistory)は
総
じ
て
、法
学
研
究
の
既
存
の
企
て
を
支
援
･確
証
す
る
役
割
を
果
た
し
た
｣と

Gordon
は
述
べ
る
。
本
論
が
論
じ
る
の
は
、こ
う
し
た
過
去
の
(古
典
派
と
同
時
代
の
)歴
史
主
義
と
法
学
の
関
係
で
あ
る
。
Gordon,H
istoricism

at1024,1033;｢歴
史
主
義
は
、［
レ
ッ
セ
･フ
ェ
ー
ル
憲
法
学
］
の
中
心
的
な
法
学
上
の
決
定
因
子
で
あ
っ
た
。｣Siegel,H
istorism
at1436.
歴
史

主
義
の
一
般
的
説
明
に
つ
い
て
は
、See
generally
M
A
N
D
ELBA
U
M
,H
M
R
at41-51,113-41.

(81
)
｢適
応
理
論
は
、目
的
適
合
性
、利
便
性
、効
用
、成
長
、発
展
、近
代
化
、歴
史
学
的
あ
る
い
は
社
会
学
的
法
学
、機
能
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、社
会
工
学
、

政
策
分
析
、効
率
性
、あ
る
い
は
応
答
法
な
ど
の
い
ず
れ
か
の
名
前
で
、英
米
法
学
の
実
質
的
に
全
て
の
主
た
る
運
動
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
き
た
し
、

学
派
間
の
そ
の
他
の
点
で
は
激
し
い
論
争
を
横
断
す
る
共
通
要
素
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。｣Gordon,H
istoricism
at1036.こ
の
よ
う
に
適
応
理

論
は
、二
〇
世
紀
法
学
に
お
い
て
は
、は
っ
き
り
と
し
た
分
節
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
背
景
的
前
提
と
し
て
、そ
れ
ゆ
え
に
、一
八
･一
九
世
紀
に
お
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け
る
体
系
的
な
理
論
化
の
試
み
と
は
異
な
り
、そ
れ
以
上
吟
味
を
要
し
な
い
当
然
の
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
で
、批
判
を
免
れ
て
法
意
識
を
一
定
の
形
と

方
向
へ
と
規
定
し
続
け
る
。
批
判
法
学
は
、そ
れ
ゆ
え
、適
応
理
論
の
最
も
積
極
的
な
形
態
―
―
古
典
派
―
を
批
判
す
る
こ
と
を
通
し
て
、現
代
法
学
の

無
意
識
の
析
出
と
批
判
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
See
generally
BU
RRO
W
,ES
atxiv;Gordon,CLH
at59-67.

(82
)
See
Eugen
Ehrlich,M
onstesquieu
and
SociologicalJurisprudence,29
HA
RV
.L.REV
.582(1915).(｢Blackstone
よ
り
も
お
よ
そ
二

〇
年
前
に
…
、そ
し
て
Buckle
や
Savigny
よ
り
も
半
世
紀
前
に
、［
M
ontesquieu］
は
、法
の
歴
史
は
珍
物
の
連
な
り
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
感
取
し
、法
の
歴
史
は
諸
制
度
の
進
展
を
示
す
こ
と
を
通
し
て
ひ
と
つ
の
社
会
の
構
造
を
説
明
す
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、

そ
し
て
過
去
に
よ
っ
て
現
在
を
理
解
す
る
た
め
の
歴
史
的
継
続
性
の
重
要
性
を
す
で
に
解
き
当
て
て
い
た
。
…
K
arlM
arx
よ
り
も
一
世
紀
前
に
、彼

は
、経
済
的
状
況
と
そ
の
『法
的
上
部
構
造
』の
密
接
な
関
係
を
強
く
主
張
し
て
い
た
が
、お
そ
ら
く
彼
は
法
律
に
関
わ
る
書
籍
の
中
で
、経
済
的
問
題

―
―
交
換
、農
業
、金
銭
、人
工
、植
民
地
化
―
―
に
取
り
組
ん
だ
最
初
の
人
物
で
あ
る
。｣)at586;(｢社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
は
相
互
に
結
び
つ
い

て
い
る
。
M
ontesquieu
の
見
解
に
お
い
て
は
、法
は
社
会
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、そ
し
て
同
時
に
社
会
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。｣)at586
;A
lso
see

A
LA
N
BA
U
M
,M
O
N
T
ESQ
U
IEU
A
N
D
SO
CIA
L
TH
EO
RY
(1979)at84-95.(｢M
ontesquieu
の
歴
史
分
析
の
道
具
と
し
て
の
『類
型
〝type〟』と
い
う
概

念
は
、M
ontesquieu
の
死
後
一
五
〇
年
以
上
後
に
開
発
さ
れ
た
M
ax
W
eberの
『理
念
型
〝ideal-type〟』に
非
常
に
似
て
い
る
。
…
彼
の
仕
事
を

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
の
他
の
哲
学
者
た
ち
の
仕
事
か
ら
区
別
す
る
…
の
は
、彼
が
歴
史
を
社
会
学
へ
と
変
え
る
方
法
で
あ
る
。｣)

(83
)
Siegel,H
istorism
at1441;ST
EIN
,LE
at15-19,23-50,56-57;｢あ
ら
ゆ
る
民
族
は
、単
一
の
歴
史
、す
な
わ
ち
人
類
史
に
そ
の
部
分
と
し
て
参

与
し
て
い
る
と
い
う
観
念
は
、組
織
の
社
会
的
形
式
を
進
化
的
発
展
の
単
一
の
パ
タ
ー
ン
の
異
な
る
段
階
と
み
な
し
た
、後
の
す
べ
て
の
社
会
進
化
論

者
た
ち
に
も
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。｣M
A
N
D
ELBA
U
M
,H
M
R
at49.

(84
)
UN
GER
,ST
at87-120
;拙
稿
｢Roberto
U
ngerの
法
社
会
理
論
：
そ
の
方
法
論
的
考
察
―
―
制
度
構
想
の
法
学
第
二
の
序
説
―
―
｣岡
山
大
学

法
学
会
雑
誌
第
六
一
巻
第
四
号
(二
〇
一
二
年
)二
八
-三
五
頁
。

(85
)
A
D
A
M
SM
IT
H
,LECT
U
RES
O
N
JU
RISPRU
D
EN
CE
,D
ivision
III
Private
Law
冒
頭
。
(ア
ダ
ム
･ス
ミ
ス
著
、水
田
洋
訳
『法
学
講
義
』(岩
波
文

庫
二
〇
〇
五
年
)一
八
七
頁
。
訳
文
は
一
部
変
更
し
た
。)See
generally
BU
RRO
W
,ES
at10-16;ST
EIN
,LE
at29-46.

(86
)
RobertClark,T
he
Four
Stages
ofCapitalism
:R
eflections
on
Investm
entM
anagem
entT
reatises,94
HA
RV
.L.REV
.561(1981);

RobertClark,T
he
Interdisciplinary
Study
ofLegalE
volution,90
YA
LE
L.J.1238(1981).

(87
)
SM
IT
H
,supra
note
85.(訳
書
一
八
八
頁
)

(88
)
そ
の
最
も
典
型
的
な
表
現
と
し
て
、F.C.von
SA
V
IGN
Y
,A
.HA
Y
W
A
RD
TRA
N
D
S.,OF
T
H
E
VO
CA
T
IO
N
O
F
OU
R
A
GE
FO
R
LEGISLA
T
IO
N
A
N
D

JU
RISPRU
D
EN
CE
(2002)at24-30.See
Reim
m
an,N
CGLS
at853-854.
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(89
)
法
社
会
学
の
祖
Eugen
Ehrich
は
｢新
し
い
法
源
理
論
｣つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
｢･･･サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
プ
フ
タ
が
、最
初
に
、発
展
と
い

う
観
念
を
法
源
理
論
へ
導
入
し
、民
族
の
全
歴
史
と
法
発
展
と
の
関
連
を
明
確
に
指
摘
し
た
･･･。
か
か
る
見
解
か
ら
、全
く
新
し
い
法
源
概
念
が
成
立

し
た
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
ら
は
も
は
や
何
が
法
た
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
恣
意
的
偶
然
的
に
確
定
す
る
こ
と
に
は
奉
仕
せ
ず
、民
族
の
意
識
の
中
に

内
的
必
然
性
を
持
っ
て
、立
ち
現
れ
て
来
る
生
成
と
発
展
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。｣エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
、河
上
倫
逸
、M
.フ
ー
ブ
リ
ヒ
ト
訳
『法
社
会
学
の

基
礎
理
論
』(一
九
八
四
年
)四
三
六
頁
。
引
用
箇
所
の
示
唆
は
、Brian
T
am
anaha,T
he
T
hird
Pillar
of
Jurisprudence:
Social
Legal

T
heory,56
W
M
.&
M
A
RY
L.REV
.2235,2252(2015)に
よ
る
。

(90
)
Cf.PO
CO
CK
,supra
note
72
Chapter
1.自
生
的
秩
序
の
概
念
に
つ
い
て
は
、Gordon,H
ayek
and
Cooter.

(91
)
H
ovenkam
p,supra
note
37
at1016;Siegel,H
istorism
at1448;Reim
m
an,N
CGLS
at877.

(92
)
Pocock
の
説
明
に
よ
れ
ば
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
変
化
の
概
念
と
は
フ
ィ
シ
ス
―
―
そ
の
目
的
を
成
就
し
、そ
の
形
態
を
完
成
さ
せ
、そ
の
潜
在
性

を
実
現
す
る
過
程
、そ
し
て
停
止
す
る
過
程
―
―
で
あ
り
、同
じ
も
の
の
生
成
･完
成
･停
止
と
い
う
循
環
過
程
を
暗
示
す
る
た
め
に
、本
来
は
人
間
の
出

来
事
･歴
史
―
―
時
間
の
中
で
生
起
す
る
出
来
事
の
継
起
―
―
、す
な
わ
ち
或
る
物
事
(one
thing)か
ら
そ
れ
と
は
異
な
る
物
事
(another)へ
の
連
な

り
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
い
。
PO
CO
CK
,supra
note
72
at5.

(93
)
Roscoe
Pound,T
he
E
nd
ofLaw
as
D
eveloped
in
Juristic
T
hought,30
HA
RV
.L.REV
.201,218-219(1916-1917)は
、〝契
約
〟に
つ
い

て
の
古
典
派
民
法
学
者
Parsonsの
以
下
の
言
明
を
引
き
つ
つ
、十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
法
学
が
一
般
的
に
受
け
入
れ
た
の
は
、H
enry
M
aine
の
｢身
分

か
ら
契
約
へ
｣と
い
う
法
の
進
化
理
論
で
あ
り
、こ
れ
が
〝契
約
こ
そ
が
社
会
の
基
本
構
造
で
あ
る
〟と
い
う
信
念
と
な
っ
て
、本
来
は
ロ
ー
マ
法
の
伝
統

に
の
み
見
ら
れ
、封
建
的
な
概
念
で
充
満
し
て
い
た
コ
モ
ン
･ロ
ー
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
の
〝個
人
の
意
思
へ
の
法
的
効
果
と
し
て
の

契
約
〟と
い
う
概
念
に
沿
っ
て
コ
モ
ン
･ロ
ー
を
ロ
ー
マ
法
化
(Rom
anize)す
る
動
き
が
活
発
化
し
た
と
述
べ
る
。

｢最
も
広
い
意
味
に
お
い
て
、契
約
に
関
す
る
法
は
、人
間
生
活
の
諸
関
係
を
規
律
す
る
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
法
に
関
わ
る
と
看
做
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。

実
に
、契
約
法
は
、人
間
社
会
の
基
礎
と
し
て
看
做
し
得
る
。
･･･人
間
生
活
の
ほ
ぼ
全
て
の
過
程
は
、契
約
の
継
続
的
な
実
現
を
暗
に
示
す
、と
い
う
よ

り
も
契
約
の
継
続
的
な
実
現
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。｣

(94
)
BU
RRO
W
,ES
at
98,116.類
型
論
に
よ
る
特
殊
と
普
遍
の
架
橋
と
い
う
方
法
論
上
の
意
義
に
つ
い
て
の
最
も
簡
潔
な
言
明
と
し
て
、例
え
ば
、

UN
GER
,LECT
U
RES
at167.(｢類
型
論
的
方
法
(typologicalm
ethod)。
諸
々
の
社
会
を
類
型
に
分
類
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
生
活

の
形
式
の
内
的
論
理
を
見
つ
け
出
す
。
こ
の
方
法
は
、歴
史
的
記
述
の
目
的
と
体
系
的
社
会
理
論
の
目
的
と
を
和
解
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、秩
然
た
る
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歴
史
哲
学
に
陥
る
こ
と
な
し
に
歴
史
の
無
法
則
か
ら
超
然
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。｣)

(95
)
塩
野
谷
祐
一
著
『経
済
哲
学
原
理
―
―
解
釈
学
的
接
近
』(二
〇
〇
九
年
)一
五
〇
-一
五
一
、四
二
四
頁
。
加
え
て
、Roberto
U
ngerの
制
度
論
的
ア

プ
ロ
ー
チ
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
H
egelの
思
考
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
り
大
変
啓
発
的
で
あ
る
。
書
き
留
め
て
お
き
た
い
。

｢『制
度
論
的
思
考
』は
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
の
長
所
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『制
度
論
的
思
考
』を
改
め
て
論
じ
た
の
が
『法
の
哲
学
』(一
八
二
一
年
)で

あ
る
。
制
度
論
な
し
に
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
は
、し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、単
な
る
観
念
的
な
形
而
上
学
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、歴
史
的
次
元
に
お
け
る
『制
度
』は
、一
方
で
、『理
念
』を
自
由
意
志
お
よ
び
時
代
精
神
と
し
て
包
括
的
に
体
現
す
る
も
の
で
あ
り
、他
方
で
、家
族
･

市
民
社
会
･国
家
な
ど
の
『社
会
関
係
』を
具
体
的
に
組
織
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
･･･『制
度
』は
、そ
の
下
で
の
人
々
の
動
機
や
目
的
や
憧
憬
と
い
っ
た

『理
念
』を
体
現
す
る
客
観
的
枠
組
み
で
あ
っ
て
、一
方
で
、個
々
の
歴
史
事
象
を
抽
象
化
し
類
型
化
す
る
た
め
の
概
念
で
あ
り
、他
方
で
、依
然
と
し
て

歴
史
に
相
対
的
な
概
念
で
あ
る
。｣(一
二
二
-一
二
三
頁
)

(96
)
Siegel,H
istorism
at1442.

(97
)
本
論
で
述
べ
た
古
典
派
の
思
考
傾
向
を
U
ngerの
社
会
理
論
批
判
に
追
い
な
が
ら
再
度
整
理
し
て
み
よ
う
。
第
一
に
、〝閉
じ
ら
れ
た
類
型
論
(の

誤
謬
)closed
listofsocialtypes〟―
―
歴
史
上
に
は
｢封
建
社
会
･資
本
主
義
社
会
･社
会
主
義
｣と
い
っ
た
社
会
類
型
に
代
表
さ
れ
る
、複
数
の
だ

が
限
ら
れ
た
制
度
類
型
し
か
な
い
と
い
う
信
念
、第
二
に
、〝進
化
論
的
決
定
論
(の
誤
謬
)law
-like
forces
ofhistoricalsuccession〟―
―
制
度
類

型
の
必
然
的
継
起
を
司
る
進
化
法
則
の
よ
う
な
人
為
を
超
え
た
｢或
る
力
｣を
想
定
す
る
傾
向
、そ
し
て
第
三
に
、〝構
造
分
割
不
能
論
(の
誤
謬
)struc-

ture
as
indivisible
system
〟―
―
制
度
構
造
は
各
要
素
が
一
体
と
な
っ
て
成
立
･崩
壊
す
る
一
枚
岩
的
結
合
で
あ
る
と
い
う
観
念
、で
あ
る
。
本
論

攷
は
、二
〇
世
紀
の
社
会
思
想
に
暗
黙
裏
に
受
け
継
が
れ
た
特
に
第
三
の
観
念
を
、法
制
度
分
析
を
通
し
て
訊
す
力
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、法
経
済

学
制
度
派
の
祖
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
た
め
に
、大
き
な
迂
回
を
し
な
が
ら
古
典
派
の
社
会
的
側
面
の
基
底
に
迫
ろ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

(98
)
UN
GER
,A
N
O
T
H
ER
TIM
E
at8.

(99
)
Gordon,H
istoricism
at1056.

(100
)
さ
し
あ
た
り
、そ
の
準
備
作
業
と
し
て
の
拙
稿
｢リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
髄
に
つ
い
て
の
諸
論
攷
の
考
察
｣『法
と
社
会
研
究
』第
四
号
(二
〇
一

九
年
)一
九
七
-二
一
六
頁
を
参
照
。


