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史
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―
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最
近
の
英
米
に
お
け
る
二
つ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
―
―

戒
　
　
能
　
　
通
　
　
弘

一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
法
思
想
史
と
法
理
論
の
関
係
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
で
も
、
ド
イ
ツ
、
そ
れ
か
ら
英
米
の
法
律
家
、

思
想
家
に
焦
点
を
当
て
る
法
思
想
史
の
研
究
は
盛
ん
で
あ
る
。
ま
た
、
法
思
想
史
研
究
の
あ
り
方
に
関
し
て
も
、
例
え
ば
、
宇
佐
美
誠
は
、

特
定
の
論
者
、
学
派
の
思
想
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
思
想
研
究
と
個
々
の
論
者
を
離
れ
て
存
続
す
る
論
点
研
究
と
い
う
区
分
を
示

し
て
い
る）

1
（

。
ま
た
、
森
村
進
は
、
歴
史
的
文
脈
を
捨
象
し
て
、
思
想
の
妥
当
性
、
論
理
性
、
説
得
力
を
検
討
す
る
哲
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、

過
去
の
思
想
を
そ
の
知
的
情
況
の
中
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
区
分
し
、
さ
ら
に
後
者
を
、
普
遍
的
人
間
性
を
重
視
す

る
も
の
と
過
去
の
時
代
の
異
質
性
、
歴
史
的
制
約
性
を
重
視
す
る
も
の
に
区
分
し
て
い
る）

2
（

。
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こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
も
、
法
思
想
史
研
究
の
あ
り
方
、
法
思
想
史
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
も
い
く
つ
も
の
貴
重
な
提
案
が
出
さ
れ

て
お
り
、
参
考
に
な
る
部
分
は
大
き
い
。
た
だ
、
特
定
の
思
想
家
に
つ
い
て
共
同
で
研
究
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
法
思
想
史
研

究
の
あ
り
方
、
法
思
想
史
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
、
法
思
想
史
と
法
理
学
、
法
哲
学
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
っ
た

問
題
に
関
し
て
、
各
々
の
考
え
を
披
瀝
し
あ
い
、
議
論
す
る
と
い
っ
た
機
会
は
、
少
な
く
と
も
近
年
に
限
る
と
、
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
見
ら

れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
方
、
昨
今
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
各
々
で
、
法
思
想
史
の
研
究
の
方
法
論
や
意
義
な
ど
に
関
し
て
比
較
的
大
規
模
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
二
○
一
三
年
四
月
の
国
際
法
哲
学
社
会
哲
学
学
会
連
合
（
Ｉ
Ｖ
Ｒ
）
の

イ
ギ
リ
ス
支
部
が
、﹁
法
理
論
と
法
の
歴
史
研
究
︱
︱
忘
れ
去
ら
れ
た
対
話
（Legal T

heory and L
egal H

istory: A
 N

eglected 

D
ialogue

）﹂
と
い
う
大
会
テ
ー
マ
で
、
年
次
大
会
を
開
催
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
も
二
○
一
四
年
の
九
月
に
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア

大
学
で
、﹁
法
理
学
と
（
そ
の
）
歴
史
（Jurisprudence and

（Its

）H
istory

）﹂
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

イ
ギ
リ
ス
の
年
次
大
会
の
責
任
者
の
ロ
ン
ド
ン
大
学
ク
イ
ー
ン
・
メ
ア
リ
ー
校
の
Ｍ
・
デ
ル
・
マ
ー
、
そ
れ
か
ら
、
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・

オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
Ｍ
・
ロ
バ
ー
ン
は
、
二
○
一
三
年
の
年
次
大
会
を
企
画
し
て
い
た
当
時
、
他
に
同
様
な
企
画
が
な
い
中
で
、﹁
法

理
論
と
法
の
歴
史
研
究
の
間
で
、
研
究
交
流
を
進
め
ら
れ
な
い
か
、
そ
の
際
に
、
ど
の
よ
う
な
方
法
的
な
困
難
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
研
究

交
流
が
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
持
つ
の
か
﹂
と
い
っ
た
問
題
意
識
で
企
画
を
立
て
た
と
こ
ろ
、
百
通
以
上
の
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
が
提
出
さ
れ

驚
い
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
上
述
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
さ
ら
に
は
ト
ロ
ン
ト
大
学
で
も
同
様
な

企
画
が
な
さ
れ
た
た
め
、
二
○
一
三
年
以
前
と
は
違
っ
て
、
法
理
論
と
法
の
歴
史
研
究
の
対
話
は
大
幅
に
進
ん
だ
と
指
摘
し
て
い
る）

3
（

。

　

幸
い
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
Ｉ
Ｖ
Ｒ
イ
ギ
リ
ス
支
部
の
二
○
一
三
年
の
年
次
大
会
、
そ
れ
か
ら
、
二
○
一
四
年
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
主
要
な
報
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
形
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
Ｉ
Ｖ
Ｒ
イ
ギ
リ
ス
支
部
の
年
次
大
会
に
つ
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い
て
は
、
そ
こ
で
報
告
さ
れ
た
も
の
と
、
何
人
か
の
研
究
者
へ
の
依
頼
原
稿
か
ら
成
る
﹃
法
の
理
論
と
歴
史
︱
︱
忘
れ
去
ら
れ
た
対
話
に
つ

い
て
の
新
し
い
諸
論
説
（L

a
w

 in
 T

h
eory a

n
d

 H
istory: N

ew
 E

ssa
ys on

 a
 N

eglected
 D

ia
logu

e

）﹄（
二
○
一
六
年
）
と
し
て
単

行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
、
ま
た
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
、
二
○
一
五
年
に
、
報
告
と
そ
れ
に
対
す
る
コ
メ
ン

ト
が
、﹁
法
理
学
と
（
そ
の
）
歴
史
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（Sym
posium

: Jurisprudence and

（Its

）H
istory

）﹂
と
銘
打
た
れ
た

特
別
号
と
し
て
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
紀
要
（V

irgin
ia

 L
a

w
 R

eview

）
の
第
一
○
一
巻
四
号
で
公
刊
さ
れ
て
い
る）

4
（

。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
刊
行
物
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
近
年
の
英
米
で
、
法
思
想
史
と
法
理
学
、
法
哲
学
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
紹
介
、
検
討
し
て
み
た
い
。

具
体
的
に
は
、
双
方
の
刊
行
物
の
冒
頭
で
示
さ
れ
て
い
る
、
当
該
刊
行
物
、
あ
る
い
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
概
要
や
趣
旨
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
、
や
や
恣
意
的
な
選
択
で
は
あ
る
が
、
刊
行
物
の
編
者
、
あ
る
い
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
責
任
者
、
そ
し
て
、
わ
が
国
で
も
名
を
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
研
究
者
た
ち
の
論
稿
を
中
心
に
紹
介
し
た
い
。

二
、
法
理
論
と
法
の
歴
史
研
究
―
―
イ
ギ
リ
ス
で
の
議
論
の
動
向

　

二
○
一
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
法
の
理
論
と
歴
史
︱
︱
忘
れ
去
ら
れ
た
対
話
に
つ
い
て
の
新
し
い
諸
論
説
﹄
は
、す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

二
○
一
三
年
の
国
際
法
哲
学
社
会
哲
学
学
会
連
合
（
Ｉ
Ｖ
Ｒ
）
の
イ
ギ
リ
ス
支
部
年
次
大
会
で
の
報
告
に
基
づ
く
論
稿
と
、
そ
の
後
の
依
頼

で
提
出
さ
れ
た
論
稿
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
全
体
は
四
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
第
一
部
で
は
、
編
者
で
も
あ
る
デ
ル
・
マ
ー
と
ロ
バ
ー
ン
の
論
稿
な
ど
に
よ
り
、﹁
法
理
論
と
法
の
歴
史
研
究
の
協
働
は
可
能
な
の
か
、

そ
し
て
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
に
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
﹂
と
い
っ
た
こ
の
著
書
の
骨
格
と
な
る
よ
う
な
問
い
に
関
わ
る
論
点
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が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
デ
ル
・
マ
ー
と
ロ
バ
ー
ン
に
よ
り
、
法
理
論
は
歴
史
的
観
点
を
考
察
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
貧
困

に
な
る
し
、
法
の
歴
史
研
究
は
、
理
論
的
な
関
心
を
持
つ
こ
と
で
、
理
論
的
考
察
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

続
く
第
二
部
は
歴
史
研
究
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
論
稿
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
法
理
論
、
法
理
学
が
、
時
間
と
い
う
観
点
に
つ
い

て
も
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
デ
ル
・
マ
ー
の
論
稿
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
第
三
部
で
は
、
よ
り
具
体
的
な
題
材
に
基
づ
い
て
、

法
の
歴
史
研
究
、
法
思
想
史
研
究
の
意
義
が
研
究
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
責
任
者
で
あ
る
Ｄ
・
プ
リ

エ
ル
、
Ｃ
・
バ
ー
ザ
ン
も
本
書
に
寄
稿
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
、
二
○
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
ア
メ
リ
カ
の
リ
ー
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
代

表
的
な
論
者
で
あ
る
カ
ー
ル
・
ル
ウ
ェ
リ
ン
と
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
フ
ラ
ン
ク
の
法
思
想
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
ル
ウ

ェ
リ
ン
と
フ
ラ
ン
ク
が
あ
る
種
の
自
然
法
論
者
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
現
代
の
理
解
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
、

自
然
法
論
を
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
四
部
に
は
、
理
論
的
研
究
が
歴
史
的
研
究
に
対
し
て
持
つ
意
義
な
ど

に
つ
い
て
検
討
す
る
論
稿
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
書
に
は
Ｂ
・
タ
マ
ナ
ハ
の
﹁
追
記
（A

fterw
ord

）﹂
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、

本
書
の
内
容
の
紹
介
と
と
も
に
、
法
理
論
、
あ
る
い
は
法
哲
学
・
分
析
的
法
理
学
と
法
の
歴
史
的
研
究
の
協
働
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
タ
マ

ナ
ハ
自
身
の
見
解
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る）

5
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
非
常
に
興
味
深
い
諸
論
稿
が
揃
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
法
理
論
、
分
析
法
理
学
と
法
の
歴
史
研
究
の
関
係
に

つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
ロ
バ
ー
ン
の
論
稿
、
二
○
世
紀
前
半
の
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
・
リ
ー
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
論
者
の
論
稿
を
検
討

す
る
こ
と
で
、
法
思
想
史
研
究
の
方
法
論
の
一
つ
を
示
し
て
い
る
Ｒ
・
コ
テ
レ
ル
の
論
稿
、
さ
ら
に
、
法
理
学
や
法
哲
学
・
分
析
法
理
学
と

法
の
歴
史
的
研
究
に
つ
い
て
の
タ
マ
ナ
ハ
の
包
括
的
な
検
討
に
つ
い
て
も
扱
い
た
い
。

　

ロ
バ
ー
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
制
史
・
法
思
想
史
の
専
門
家
で
あ
り
、﹃
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
イ
ギ
リ
ス
法
理
学
、
一
七
六
○
︱
一
八
五
○

年
（T

h
e C

om
m

on
 L

a
w

 a
n

d
 E

n
glish

 Ju
risp

ru
d

en
ce, 1760-1850

）﹄（
一
九
九
一
年
）、﹃
コ
モ
ン
・
ロ
ー
世
界
に
お
け
る
法
の
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哲
学
の
歴
史
、
一
六
○
○
︱
一
九
○
○
年
（A

 H
istory of th

e P
h

ilosop
h

y of L
a

w
 in

 th
e C

om
m

on
 L

a
w

 W
orld

, 1600-

1900
）﹄（
二
○
○
七
年
）
と
い
っ
た
法
思
想
史
に
関
す
る
著
書
も
あ
る）

6
（

。
こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
、﹃
法
の
理
論
と
歴
史
︱
︱
忘
れ
去
ら
れ

た
対
話
に
つ
い
て
の
新
し
い
諸
論
説
﹄
に
収
め
ら
れ
た
﹁
法
の
理
論
と
法
の
歴
史
︱
︱
対
話
の
可
能
性
（L

egal T
heory and L

egal 

H
istory: P

rospects for D
ialogue

）﹂
で
あ
る
。
そ
こ
で
ロ
バ
ー
ン
は
、
法
理
論
と
法
の
歴
史
研
究
の
実
り
多
い
対
話
は
可
能
で
あ
る
か

と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
法
の
理
論
と
法
の
歴
史
研
究
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
ロ
バ
ー
ン
は
、
ま
ず
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
な
ど
の
分
析
法
理
学
の
目
的
が
、
経
験
世
界
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
た
め
の
、
法
そ

の
も
の
の
概
念
、
あ
る
い
は
他
の
法
的
な
諸
概
念
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
法
的
な
も
の
を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
対
象
と
な
る
社
会
の
人
々
が
法
と
考
え
て
い
る
も
の
が
、
必
ず
し
も
法
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
法
の
概
念
や
法
的
な

諸
概
念
は
、
経
験
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
分
析
法
理
学
の
主
要
な
主
張
と
考
え
ら
れ
る
と
整
理
さ
れ
て
い
る）

7
（

。

　

た
だ
、
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
が
自
身
の
試
み
を
分
析
法
理
学
の
試
み
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
記
述
的
社
会
学
（descriptive 

sociology

）
の
試
み
で
も
あ
る
と
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
や
ハ
ー
ト
も
含
め
、
最
も
抽
象
的
な
法
理
論
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か

の
経
験
的
な
基
礎
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
も
ロ
バ
ー
ン
は
注
意
を
向
け
て
い
る
。
さ
ら
に
ロ
バ
ー
ン
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
や
ハ
ー
ト
の
理
論
が
約

定
的
（stipulative

）
な
も
の
で
は
な
い
か
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
、
ハ
ー
ト
の
法
理
論
が
普
遍
的
に
正
し
い
と
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
約
定
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
法
の
歴
史
研
究
に
よ
っ
て
検
証
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
例

え
ば
、
過
去
に
は
慣
習
が
そ
れ
自
体
で
拘
束
力
を
持
ち
、
法
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
一
方
、
中
世
で
は
ロ
ー
マ
法
そ
れ
自
体

が
拘
束
力
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
一
次
的
ル
ー
ル
と
二
次
的
ル
ー
ル
の
結
合
、
あ
る
い
は
、
公
機
関
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
ル
ー

ル
と
い
う
ハ
ー
ト
の
法
概
念
で
は
説
明
で
き
な
い
現
象
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
ロ
バ
ー
ン
は
指
摘
し
て
い
る）

8
（

。

　

ロ
バ
ー
ン
は
、
法
そ
の
も
の
の
概
念
の
み
な
ら
ず
、
契
約
や
不
法
行
為
と
い
っ
た
実
定
法
の
諸
概
念
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
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な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
契
約
や
不
法
行
為
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
概
念
を
抽
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
は
ロ

バ
ー
ン
は
懐
疑
的
で
あ
り
、
現
実
の
法
の
素
材
を
一
般
化
、
抽
象
化
し
た
よ
う
な
、
経
験
を
理
解
す
る
た
め
の
理
論
的
指
針
を
提
供
で
き
る

中
核
的
概
念
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
う
る
一
般
化
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ロ
バ
ー
ン
は
強
調
し

て
い
る
。
契
約
に
関
し
て
言
う
と
、
契
約
的
な
義
務
が
、
自
由
な
意
思
の
合
致
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
時
代
を
超
越
し
た
真
実
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
中
世
の
後
期
ま
で
は
、
こ
の
よ
う
な
契
約
の
一
般
的
な
概
念
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
一
七
世
紀

の
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
や
フ
ー
ゴ
ー
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
も
、
契
約
の
一
般
原
則
を
精
緻
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
戦
争
状
態
の
回
避
、

国
際
法
の
基
礎
づ
け
と
い
っ
た
各
々
の
目
的
に
よ
り
、
契
約
の
概
念
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ン
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
法
的
な

概
念
は
、
理
論
家
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
世
界
を
見
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
た
問
題
の
性
格
に
よ
っ
て
大
き

な
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
不
法
行
為
の
概
念
に
も
同
様
な
指
摘
を
し
て
お
り
、
不
法
行
為
を
矯
正
的
正
義
の
体
系
と
し
て
概

念
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
疑
問
を
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
法
の
歴
史
研
究
か
ら
は
、
矯
正
的
正
義
に
よ
り
不
法
行
為
を
特
徴
づ
け
る
こ
と

は
一
九
世
紀
の
実
践
に
関
し
て
は
妥
当
で
あ
る
が
、
厳
格
責
任
な
ど
が
普
及
し
て
き
た
二
十
世
紀
の
不
法
行
為
法
を
説
明
す
る
概
念
と
し
て

は
不
適
切
で
あ
り
、
時
代
遅
れ
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
可
能
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る）

9
（

。

　

以
上
の
考
察
に
基
づ
き
、
ロ
バ
ー
ン
は
、
法
的
諸
概
念
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
の
法
の
歴
史
研
究
か
ら
、
法
の
理
論

家
が
学
ぶ
こ
と
は
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
過
去
の
思
想
家
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
概
念
を
発
展
さ
せ
て
い
た
の
か
を
知
る

こ
と
で
、
法
の
理
論
家
た
ち
の
概
念
を
歴
史
的
な
経
験
に
よ
り
精
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
法
の
歴
史
研
究

も
、
法
理
論
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
は
大
き
い
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
理
論
家
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
概
念
に
よ
り
、
歴
史
家
は
、
自
ら

が
探
し
て
い
る
も
の
を
、
よ
り
容
易
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
不
法
行
為
法
を
矯
正
的
正
義
に
基
づ
い
て
概
念
化
す

る
現
代
の
試
み
が
、
不
法
行
為
法
の
統
一
的
な
原
則
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
一
九
世
紀
の
試
み
を
理
解
す
る
際
に
有
用
に
な
る
と
い
う
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こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
契
約
で
あ
れ
、
不
法
行
為
法
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
が
時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
発
展
し
、
精
緻
化
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
な
ら
ば
、
法
理
論
家
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
法
の
歴
史
家
研
究
は
、
過
去
の
概
念
に

つ
い
て
、
よ
り
明
確
な
理
解
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
ロ
バ
ー
ン
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る）
₁₀
（

。

　

ロ
バ
ー
ン
は
さ
ら
に
、
法
の
歴
史
研
究
が
、
現
代
の
法
の
理
論
家
に
対
し
て
持
つ
肯
定
的
な
貢
献
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
。
す
で
に
、

法
の
概
念
や
、
契
約
、
不
法
行
為
法
と
い
っ
た
法
的
諸
概
念
が
、
歴
史
的
状
況
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
き
た

ロ
バ
ー
ン
で
あ
る
が
、
過
去
の
法
律
家
、
思
想
家
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
法
思
想
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ

の
上
で
、
特
定
の
思
想
家
が
置
か
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
当
該
思
想
家
の
新
し
い

側
面
を
見
出
し
、
現
代
の
法
理
論
に
新
し
い
視
点
を
提
供
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
ら
れ
て
い
る）
₁₁
（

。
さ
ら
に
、
現
代
の
理
論
が
事
実
に

基
づ
い
て
い
る
の
な
ら
ば
、
法
の
理
論
家
に
豊
富
な
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
ロ
バ
ー
ン
は
指
摘
し
、
例
え
ば
、
歴

史
的
研
究
だ
け
か
ら
は
、
法
が
男
性
と
女
性
を
全
く
同
一
に
扱
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
男
性
と
女
性
の
違
い
を
法
が
考
慮
す
る
こ
と
こ
そ

が
男
性
と
女
性
を
平
等
に
扱
う
こ
と
な
の
か
と
い
っ
た
規
範
的
な
問
題
に
は
答
え
ら
れ
な
い
が
、
各
々
の
施
策
が
特
定
の
時
代
に
お
い
て
う

ま
く
機
能
し
た
か
否
か
と
い
っ
た
情
報
を
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
な
ど
に
提
供
で
き
る
と
論
じ
て
い
る）
₁₂
（

。

　

さ
ら
に
、
法
の
歴
史
研
究
の
現
代
の
法
理
論
へ
の
肯
定
的
な
貢
献
と
し
て
、
法
が
特
定
の
時
期
に
お
い
て
存
在
し
、
つ
ね
に
変
化
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
現
代
の
分
析
的
法
理
学
で
は
十
分
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
な
、
法
が
作
ら
れ
る
過
程
、
法
の
変
化
の
過
程
に
つ
い
て
も
法
の
概
念
に
は
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
ル
ウ
ェ
リ
ン
や
フ
ラ
ン
ク
は
、
裁
判
官
は
当
該
共
同
体
に
最
良
な
形
で
法
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
た
し
、
ま

た
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
裁
判
所
な
ど
も
、
共
同
体
の
中
で
の
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
で
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
共
同
体
、
あ
る
い
は
そ

の
変
化
に
対
応
し
た
法
の
変
化
と
は
関
わ
り
な
く
、
法
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
ヘ
ン
リ
二
世
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が
国
王
裁
判
所
の
機
能
を
強
化
し
た
の
は
、
既
存
の
慣
習
を
強
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
い
く
つ
か
の
新
し
い
令
状
が
導
入
さ

れ
た
こ
と
で
法
の
制
度
化
、
専
門
化
が
進
み
、
法
が
制
度
、
あ
る
い
は
法
学
的
観
念
に
基
づ
い
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
、
法

が
認
識
さ
れ
る
方
法
も
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
ロ
バ
ー
ン
は
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ロ
バ
ー
ン
は
、
法
の
概
念
や
法
的
概
念
は
、
社
会
、

政
治
、
経
済
と
い
っ
た
よ
り
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
論
じ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
ロ
バ
ー
ン
は
、

法
の
理
論
も
含
め
、
理
論
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
対
象
を
単
純
化
し
、
一
般
化
し
、
そ
の
一
部
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ

で
省
略
さ
れ
た
要
素
は
、
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
重
要
か
も
し
れ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る）
₁₃
（

。

　

次
に
、
よ
り
具
体
的
な
題
材
に
基
づ
い
て
、
法
の
歴
史
研
究
、
法
思
想
史
研
究
の
意
義
が
研
究
さ
れ
て
い
る
﹃
法
の
理
論
と
歴
史
︱
︱
忘

れ
去
ら
れ
た
対
話
に
つ
い
て
の
新
し
い
諸
論
説
﹄
の
第
三
部
か
ら
、
コ
テ
レ
ル
の
﹁
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

超
え
た
法
理
論
の
読
解
︱
︱
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
リ
ー
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
事
例
（R

eading Juristic T
heories In 

and B
eyond H

istorical C
ontext: T

he C
ase of L

undstedt's Sw
edish L

egal R
ealism

）﹂
を
紹
介
し
た
い
。
コ
テ
レ
ル
は
、
ロ
ン

ド
ン
大
学
ク
イ
ー
ン
・
メ
ア
リ
ー
校
に
所
属
し
て
お
り
、
法
社
会
学
の
研
究
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
著
書
の
一
つ
の
﹃
法
理
学
の

政
治
︱
︱
法
哲
学
の
批
判
的
入
門
（T

h
e P

olitics of Ju
risp

ru
d

en
ce: A

 C
ritica

l In
trod

u
ction

 to L
ega

l P
h

ilosop
h

y

）﹄（
二

○
○
三
年
）
で
は
、
英
米
の
法
思
想
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
依
拠
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
て
お
り）
₁₄
（

、
こ

こ
で
紹
介
す
る
論
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
コ
テ
レ
ル
は
ま
ず
、
歴
史
的
コ

ン
テ
ク
ス
ト
を
重
視
す
る
Ｑ
・
ス
キ
ナ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
参
照
し
な
が
ら
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
著
者
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が

書
か
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
自
律
し
た
も
の
と
し
て
当
該
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
な
ら
ば
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
点
か
ら
出
発
し
て
い

る
。
逆
に
、
法
理
論
が
、
一
定
の
時
、
あ
る
い
は
場
所
の
社
会
、
政
治
の
状
況
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
こ
そ
、
当
該
の

法
理
論
の
、
特
定
の
状
況
を
超
越
す
る
意
義
を
検
討
で
き
る
と
い
う
の
が
、
コ
テ
レ
ル
の
見
立
て
で
あ
る）
₁₅
（

。
こ
の
論
稿
で
コ
テ
レ
ル
が
取
り
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上
げ
て
い
る
の
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
リ
ー
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
の
Ａ
・
Ｖ
・
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
で
、
一
見
、
理
解
し
づ
ら
い
ル
ン
デ
ス
テ

ッ
ド
の
法
理
論
も
、
二
○
世
紀
前
半
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
治
的
、
法
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
理
解
す
れ
ば
、
そ
の
意
義
が
明
ら
か

に
な
り
、
さ
ら
に
普
遍
的
な
意
義
も
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
ら
れ
る
。

　

こ
の
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
と
い
う
法
学
者
は
、
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
が
、
一
九
二
五
年
、
そ
れ
か
ら
死
後
の

一
九
五
六
年
に
英
語
の
著
書
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
著
書
を
通
じ
て
の
み
英
語
圏
で
は
理
解
さ
れ
て
き
た
と
コ
テ
レ
ル
は
指
摘
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
著
書
で
は
、
も
し
法
を
正
義
に
基
づ
き
運
用
す
る
な
ら
ば
、
原
告
で
あ
れ
、
被
告
（
被
告
人
）
で
あ
れ
、
個
々

人
が
置
か
れ
た
状
況
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
各
人
の
状
況
の
違
い
は
無
限
で
あ
る
た
め
、
正
義
を
法
の
基
礎
で
あ
る
と
す
る
こ

と
は
、
キ
マ
イ
ラ
（chim

era
）
で
あ
る
と
ま
で
論
じ
、
法
は
正
義
で
は
な
く
、
社
会
的
福
利
（social w

elfare

）
に
こ
そ
基
づ
か
せ
る
べ

き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
た
。
コ
テ
レ
ル
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
そ
の
意
義
が
確
立
さ
れ
て
い
た
正
義
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
批
判
と
と

も
に
、
社
会
的
福
利
の
具
体
的
な
内
容
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
は
英
語
圏
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
っ
た）
₁₆
（

。

　

た
だ
、
コ
テ
レ
ル
は
、
こ
の
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
が
法
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
政
治
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い

る
。
ま
ず
、
社
会
的
福
利
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
な
説
明
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
が
活
躍
し
た
二
○
世
紀
の
前
半

（
一
九
二
○
年
か
ら
五
○
年
ご
ろ
ま
で
）
に
お
い
て
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
社
会
が
、
同
質
性
の
強
か
っ
た
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
、
統
治
に

関
わ
っ
た
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
、
一
致
し
た
理
念
を
持
ち
、
公
的
な
意
識
が
強
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
社
会
全
体
の
利
益
に
基
づ
く
立
法

制
定
な
ど
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
伝
統
が
強
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
が
社
会
的
福
利
の
具
体
的
な
内
容
を

示
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
当
時
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
社
会
的
福
利
の
内
容
が
、
政
治
過
程
で
客
観
的
に
、
ま
た
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

持
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
方
、
正
義
に
つ
い
て
も
、
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
に
お
い
て
、
完
全
に
そ
れ
が
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捨
て
去
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
社
会
の
同
質
性
か
ら
、
法
と
道
徳
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
当
時
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
は
見
ら
れ
た
た
め
、
正
義
は
、
配
分
的
正
義
、
あ
る
い
は
矯
正
的
正
義
と
い
っ
た
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
社
会
の
常
識
に
基
づ
く
正

し
さ
、
公
正
さ
と
い
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
正
義
は
社
会
的
福
利
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
制
度
が
効
率
的
に
作

用
す
る
た
め
に
は
必
要
な
も
の
と
し
て
、
独
特
な
形
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
コ
テ
レ
ル
は
指
摘
し
て
い
る）
₁₇
（

。

　

コ
テ
レ
ル
は
、
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
正
義
を
拒
絶
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
の
代
わ
り
と
な
る
社
会
的
福
利
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
内

容
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
の
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
へ
の
批
判
が
、
二
○
世
紀
前
半
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
治
の
あ
り
方
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト

を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
説
得
力
を
持
た
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
よ
う
だ
。
さ
ら
に
コ
テ
レ
ル
は
、
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
の
社

会
的
福
利
に
お
い
て
安
全
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
法
理
論
の
普
遍
的
意
義
が
示
さ
れ
う
る
と
論
じ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
コ
テ
レ
ル
に
よ
る
と
、
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
は
、
司
法
の
実
践
を
導
く
に
は
一
般
的
で
柔
軟
な
概
念
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
、
包
括

的
な
哲
学
的
体
系
は
必
要
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
た
が
、
そ
の
点
は
、
Ｇ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
も
同
様
に
考
え
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
社
会
的
福
利
の
重
要
な
要
素
と
し
て
安
全
を
挙
げ
、
正
義
を
そ
れ
に
従
属
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
が
、
こ

の
安
全
と
正
義
こ
そ
が
、
法
的
観
念
の
根
本
的
な
価
値
で
は
な
い
か
と
コ
テ
レ
ル
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
は
や
や
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
の
だ
が
、
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
抽
象
的
な
価
値
で
は
な
い
安
全
や
正
義
は
、
例
え
ば
、
現
代
の
様
々

な
新
し
い
現
象
を
法
に
よ
っ
て
規
制
す
る
際
に
も
考
慮
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
コ
テ
レ
ル
は
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る）
₁₈
（

。

　
﹃
法
の
理
論
と
歴
史
︱
︱
忘
れ
去
ら
れ
た
対
話
に
つ
い
て
の
新
し
い
諸
論
説
﹄
に
収
め
ら
れ
た
論
稿
と
し
て
、
最
後
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
大

学
の
タ
マ
ナ
ハ
に
よ
る
﹁
歴
史
は
法
理
学
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か
（H

ow
 H

istory B
ears on Jurisprudence

）﹂
を
紹
介
し
た

い
。
タ
マ
ナ
ハ
は
、
近
代
ア
メ
リ
カ
の
法
思
想
史
に
つ
い
て
の
著
書
も
あ
る
が）
₁₉
（

、﹁
法
理
学
の
第
三
の
柱
︱
︱
社
会
的
法
理
論
（T

he T
hird 

P
illar of Jurisprudence: Social L

egal T
heory

）﹂
と
い
う
論
稿
で
、
そ
の
法
思
想
史
研
究
に
基
づ
い
て
、
自
然
法
論
、
法
実
証
主
義
に
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加
え
て
、
法
と
社
会
の
関
係
の
考
察
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
社
会
的
法
理
論
の
伝
統
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
こ
と
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ

で
の
タ
マ
ナ
ハ
に
よ
る
論
稿
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
内
容
の
紹
介
を
し
つ
つ
、
上
記
の
ロ
バ
ー
ン
の
論
稿
と
同
じ
よ
う
な
問
題
を
扱

っ
て
い
る
が
、
ロ
バ
ー
ン
と
は
見
解
が
異
な
る
主
張
も
し
て
い
る
の
で
、
簡
潔
で
は
あ
る
が
、
紹
介
し
た
い
。

　

ま
ず
、
タ
マ
ナ
ハ
は
、
法
理
論
が
果
た
し
て
歴
史
を
無
視
し
て
き
た
か
と
問
い
か
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ｊ
・
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
、
Ｒ
・
ポ

ズ
ナ
ー
、
Ｄ
・
ケ
ネ
デ
ィ
、
Ｇ
・
ポ
ス
テ
マ
、
Ｒ
・
ア
ン
ガ
ー
、
Ｗ
・
ト
ワ
イ
ニ
ン
グ
、
コ
テ
レ
ル
な
ど
の
例
を
挙
げ
て
、
彼
ら
が
歴
史
研

究
に
よ
っ
て
法
理
論
（legal theory

）
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
タ
マ
ナ
ハ
に
よ
れ
ば
、
法
の
歴
史
研
究
が
反
映
さ
れ

て
い
な
い
の
は
、
法
理
論
、
法
理
学
（jurisprudence

）
で
は
な
く
、
分
析
的
法
理
学
（analytical jurisprudence

）、
あ
る
い
は
法
哲

学
（legal philosophy

）
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た）
₂₀
（

。
そ
の
上
で
、
そ
の
分
析
的
法
理
学
や
法
哲
学
が
、

歴
史
的
な
考
察
に
基
づ
く
必
要
が
あ
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

タ
マ
ナ
ハ
は
、
法
自
体
が
社
会
と
関
係
を
持
ち
つ
つ
、
継
続
的
に
変
化
す
る
な
ど
、
歴
史
的
次
元
を
本
来
的
に
持
つ
も
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
、
法
の
行
為
者
た
ち
も
、
歴
史
を
用
い
て
法
を
理
解
し
た
り
、
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ポ
ス
テ
マ
を
引
用

し
つ
つ
、
法
理
学
に
お
い
て
も
、
歴
史
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
法
は
社
会
、
政
治
、
経
済
、
技
術
の
変
化
に
応
じ

て
変
化
す
る
社
会
の
一
つ
の
側
面
で
あ
り
、
法
理
論
や
法
理
学
が
、
そ
の
よ
う
な
法
を
理
論
化
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
も
歴
史

的
な
側
面
を
持
つ
。
た
だ
、
こ
こ
で
タ
マ
ナ
ハ
が
法
理
学
で
意
味
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
的
次
元
、
社
会
的
次
元
を
検
討
す
る

歴
史
的
法
理
学
（historical jurisprudence

）
や
社
会
学
的
法
理
学
（sociological jurisprudence

）
の
こ
と
で
あ
り
、
分
析
的
法
理

学
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
分
析
的
法
理
学
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
法
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
り
、
法
的
概
念
の
分
析
に

焦
点
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
自
然
科
学
が
科
学
の
歴
史
の
研
究
を
必
ず
し
も
必
要
と
は
し
て
い
な
い
よ
う
に
、
分
析
的
法
理

学
も
、
歴
史
的
考
察
を
必
ず
し
も
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
タ
マ
ナ
ハ
は
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ジ
ョ
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ン
・
ロ
ッ
ク
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
、
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
、
ジ
ョ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
な
ど
の
法
思
想
も
、
も
し
彼
ら

の
理
論
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
焦
点
を
置
く
な
ら
ば
、
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
考
察
は
必
要
と
は
さ
れ
て
い
な
い
と
も
タ
マ
ナ
ハ

は
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｊ
・
フ
ィ
ニ
ス
が
自
然
法
論
の
歴
史
と
自
然
法
論
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
現
代
の
自
然
法
論
の
卓
越

さ
（m

erit
）
と
自
然
法
論
の
歴
史
に
は
相
関
関
係
は
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
分
析
法
理
学
と
法
の
歴
史
的
研
究
の
間
に
も
必
然
的
な
関

係
は
な
い
の
で
あ
っ
た）
₂₁
（

。
そ
の
上
で
タ
マ
ナ
ハ
は
、
二
○
世
紀
前
半
に
ロ
ス
コ
ー
・
パ
ウ
ン
ド
が
、
法
の
性
質
を
論
じ
る
立
場
と
し
て
、
自

然
法
論
、
法
実
証
主
義
と
と
も
に
、（
後
に
社
会
学
的
法
学
に
発
展
し
て
い
っ
た
）
歴
史
法
学
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、

そ
う
い
っ
た
第
三
の
立
場
を
知
る
こ
と
で
、
現
代
の
分
析
法
理
学
の
研
究
者
た
ち
も
、
よ
り
広
い
視
点
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
論
じ
て
い
る
。
タ
マ
ナ
ハ
に
よ
れ
ば
、
分
析
法
理
学
は
、
歴
史
的
研
究
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
実
際
、
現
代
の
分
析
法
理
学
者

た
ち
は
、
歴
史
的
考
察
を
用
い
る
こ
と
も
あ
り
、
む
し
ろ
望
ま
し
い
こ
と
な
の
で
あ
っ
た）
₂₂
（

。

三
、
法
理
学
と
（
そ
の
）
歴
史
―
―
ア
メ
リ
カ
で
の
議
論
の
動
向

　

次
に
二
○
一
四
年
の
九
月
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、﹁
法
理
学
と
（
そ
の
）
歴
史
﹂
を
ま
と
め
た
ヴ
ァ
ー

ジ
ニ
ア
大
学
の
紀
要
の
特
別
号
、﹁
法
理
学
と
（
そ
の
）
歴
史
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂
を
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
、
当
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

企
画
責
任
者
で
あ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
バ
ー
ザ
ン
と
ヨ
ー
ク
大
学
の
プ
リ
エ
ル
に
よ
る
﹁
法
理
学
と
（
そ
の
）
歴
史
（Jurisprudence 

and

（Its

）H
istory

）﹂
と
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
た
序
文
を
紹
介
す
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
八
つ
の
報

告
と
各
々
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
構
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
中
で
、
法
理
学
、
法
思
想
史
の
研
究
者
と
し
て
特
に
顕
著
な
業
績
を

上
げ
て
い
る
Ｆ
・
シ
ャ
ウ
ア
ー
、
ポ
ス
テ
マ
の
各
々
の
報
告
に
基
づ
く
論
稿
を
検
討
し
た
い
。
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ま
ず
、
バ
ー
ザ
ン
と
プ
リ
エ
ル
の
序
文
、﹁
法
理
学
と
（
そ
の
）
歴
史
﹂
で
は
、
法
哲
学
者
た
ち
が
一
般
的
、
抽
象
的
、
そ
し
て
時
代
を

超
越
し
た
分
析
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
法
の
歴
史
研
究
は
、
特
定
の
、
具
体
的
で
、
一
定
の
時
代
に
つ
い
て
の
分
厚
い

記
述
（thick description

）
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
、
一
見
、
こ
の
両
者
の
試
み
は
、
相
容
れ
な
い
も
の
の
よ
う
だ
。
し
か
し

な
が
ら
、
多
く
の
法
律
家
、
裁
判
官
、
そ
し
て
法
学
者
た
ち
が
、
彼
ら
自
身
の
関
心
と
は
遠
く
離
れ
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
も
の
の
、
法
の

歴
史
研
究
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
視
野
を
広
げ
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
共
通
す
る
テ
ー
マ
が
確
認
さ
れ

て
い
る）
₂₃
（

。
い
く
つ
か
の
論
稿
は
、
方
法
論
に
焦
点
を
当
て
、
他
の
も
の
は
、
歴
史
に
基
づ
く
法
理
学
の
例
を
挙
げ
て
い
て
、
さ
ら
に
、
そ
の

よ
う
な
試
み
の
困
難
さ
を
論
じ
て
い
る
論
稿
も
あ
る
が
、
共
通
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
﹃
法
の
理
論
と
歴
史
︱
︱
忘
れ
去
ら
れ
た

対
話
に
つ
い
て
の
新
し
い
諸
論
説
﹄
と
同
様
に
、
法
理
学
、
法
哲
学
と
法
の
歴
史
研
究
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

こ
の
序
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な
共
通
の
テ
ー
マ
を
参
照
し
な
が
ら
、
各
々
の
論
稿
が
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
個
々
の
論
稿
の

紹
介
と
重
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
著
者
の
バ
ー
ザ
ン
と
プ
リ
エ
ル
が
、

法
思
想
史
研
究
の
方
法
や
意
義
に
つ
い
て
興
味
深
い
整
理
を
し
て
い
る
た
め
、
簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
法
理
学
が
ど
の
よ
う
に
法
の
歴
史
的
研
究
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
て
、
ど
う
用
い
る
べ
き
か
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
考
察
は
、

哲
学
的
に
（
現
代
の
観
点
か
ら
）
ど
の
よ
う
な
利
点
を
生
み
出
す
の
か
と
い
う
点
に
答
え
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ポ
ス
テ
マ
と
Ｎ
・
レ
イ
シ

ー
の
論
稿
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
紹
介
す
る
よ
う
に
、
ポ
ス
テ
マ
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
を
参
照
に
し
つ
つ
、
法
理
学

は
、
よ
り
社
会
的
な
（social

）
科
学
に
な
る
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。
一
方
、
レ
イ
シ
ー
が
強
調
す
る
の
は
、
歴
史
的
研
究
が
、
現
行
の

実
践
に
関
す
る
よ
り
批
判
的
な
観
点
を
獲
得
す
る
た
め
に
も
有
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ポ
ス
テ
マ
、
レ
イ
シ
ー
は
、
歴
史
的
研
究

に
向
か
う
こ
と
で
研
究
の
領
域
が
広
ま
り
、
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
さ
ら
に
は
現
代
の
法
理
論
に
対
し
て
よ
り
批
判
的
な
視

点
を
獲
得
で
き
る
と
論
じ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
研
究
の
効
用
の
、
よ
り
具
体
的
な
あ
り
方
が
次
に
紹
介
さ
れ
て
い
る）
₂₄
（

。
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バ
ー
ザ
ン
と
プ
リ
エ
ル
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
歴
史
的
研
究
が
二
つ
の
方
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
法
の
歴
史
的
研
究

は
、
今
日
の
法
実
践
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
え
て
い
る
前
提
に
疑
問
を
示
す
た
め
に
、
消
極
的
、
あ
る
い
は
批
判
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と

と
も
に
、
哲
学
的
考
察
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
、
よ
り
積
極
的
、
あ
る
い
は
建
設
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
前
者
は
、

現
在
の
実
践
の
偶
然
性
（contingency

）
を
示
す
た
め
に
法
の
歴
史
的
研
究
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
バ
ー
ザ
ン
と
プ
リ
エ
ル
は
、
レ

イ
シ
ー
と
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
論
稿
が
、
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
て
い
る
と
整
理
し
て
い
る
。

　

レ
イ
シ
ー
は
、
よ
り
一
般
的
な
法
学
研
究
で
も
偶
然
性
の
議
論
を
用
い
て
い
る
が
、
現
代
イ
ギ
リ
ス
刑
法
の
責
任
論
も
実
際
は
近
年
生
じ

て
き
た
も
の
で
あ
り
、
様
々
な
制
度
が
整
備
さ
れ
て
か
ら
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
一
方
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、
法
と
強
制
を

結
び
つ
け
る
ベ
ン
サ
ム
の
見
解
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
が
忘
れ
去
ら
れ
た
の
が
、
そ
の
点
が
精
査
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
法
哲
学
・
分
析

的
法
理
学
の
対
象
で
は
な
い
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
バ
ー
ザ
ン
と
プ
リ
エ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
偶
然
性
の
議
論
の
利
点
と

し
て
、
現
代
の
法
哲
学
者
た
ち
が
普
遍
的
で
時
代
超
越
的
な
も
の
と
見
な
し
て
い
る
法
的
概
念
が
、
歴
史
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
時
代
に
制
約

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
法
的
概
念
は
歴
史
的
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
法
律
家
や
法
学
者

た
ち
に
は
、
特
に
有
用
な
議
論
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
バ
ー
ザ
ン
と
プ
リ
エ
ル
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
欠
点
と
し
て
、
現
代

の
価
値
や
観
念
を
批
判
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
提
示
で
き
な
い
こ
と
、
異
な
っ
た
時
代
（
文
化
）
の
観
念
を

批
判
す
る
よ
う
な
視
点
を
提
供
で
き
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る）
₂₅
（

。

　

法
の
歴
史
研
究
の
後
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
す
な
わ
ち
、
積
極
的
、
建
設
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
バ
ー
ザ
ン
と
プ
リ
エ
ル
に
よ
っ
て
正
典
の

再
構
成
（canon reconstruction

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
思
想
、
あ
る
い
は
評
価
が
確
立
し
た
思
想

に
新
し
い
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
今
日
の
法
理
学
上
の
問
題
に
指
針
を
提
供
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る）
₂₆
（

。
以
下
で
詳
細
が
紹
介
さ
れ
る
が
、

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
議
論
を
参
照
と
し
つ
つ
、
現
代
の
分
析
的
法
理
学
に
代
わ
る
も
の
の
提
示
を
試
み
て
い
る
ポ
ス
テ
マ
の
議
論
は
、
こ
こ
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に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

　

や
や
強
引
な
整
理
に
も
思
わ
れ
る
が
、
偶
然
性
の
議
論
、
そ
れ
か
ら
正
典
の
再
構
成
も
、﹁
一
定
の
観
念
、
理
論
、
問
題
、
哲
学
的
関
心

が
持
続
性
を
持
つ
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
最
も
う
ま
く
説
明
す
る
の
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
か
﹂
と
い
う
問

い
に
対
し
て
、
異
な
っ
た
方
法
で
答
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
問
い
に
付
属
す
る
も
の
と
し
て
、
一
定

の
思
想
等
が
持
続
力
を
持
つ
（
あ
る
い
は
失
っ
た
）
の
は
、
例
え
ば
、
経
済
的
、
政
治
的
圧
力
な
ど
で
は
な
い
正
し
い
理
由
に
基
づ
い
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
、
偶
然
性
の
議
論
や
正
典
の
再
構
成
は
答
え
て
い
る
と
さ
れ
る）
₂₇
（

。
や
や
不
明
確
な
整
理
で
も
あ
る
が
、
例
え
ば
、

シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
法
と
強
制
に
関
す
る
議
論
は
、
そ
の
後
の
法
哲
学
の
関
心
に
よ
っ
て
考
察
の
対
象
外
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

関
心
が
失
わ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
し
い
理
由
で
消
失
し
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
ベ

ン
サ
ム
の
そ
の
よ
う
な
議
論
が
現
代
で
検
討
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
偶
然
で
あ
り
、
も
し
哲
学
的
に
有
意
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
正
典
の
再

構
成
と
い
う
形
で
、
再
検
討
の
対
象
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

な
お
、
正
典
の
再
構
成
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
過
去
の
思
想
家
の
思
想
を
現
代
の
議
論
に
生
か
す
と
し
て
も
、
そ
れ
を

権
威
的
な
も
の
と
し
て
扱
う
の
か
、
現
代
の
議
論
に
も
役
に
立
つ
よ
う
な
話
題
を
提
供
す
る
だ
け
の
話
題
の
ポ
ン
プ
（topic pum

p

）
と

し
て
扱
う
の
か
と
い
っ
た
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
て
く
る
。
バ
ー
ザ
ン
と
プ
リ
エ
ル
に
よ
る
と
、
後
者
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
る
な
ら
ば
、

テ
ク
ス
ト
が
書
か
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
な
ど
は
重
要
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
バ
ー
ザ
ン
と
プ
リ
エ
ル
は
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
の

解
決
を
読
者
に
委
ね
て
い
る
が
、
た
だ
、
過
去
の
思
想
を
検
討
す
る
際
に
、
前
述
の
﹁
あ
る
思
想
等
が
持
続
力
を
持
つ
（
あ
る
い
は
失
っ
た
）

の
は
、
例
え
ば
、
経
済
的
、
政
治
的
圧
力
な
ど
で
は
な
い
正
し
い
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
﹂
と
い
っ
た
問
い
に
基
づ
き
、
コ
ン
テ
ク
ス

ト
を
考
慮
し
な
が
ら
、
現
代
で
の
意
義
を
検
討
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
も
論
じ
て
い
る）
₂₈
（

。

　

以
下
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
と
ポ
ス
テ
マ
の
論
稿
に
つ
い
て
順
に
検
討
す
る
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
著
名
な
法
哲
学
者
で
あ
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る
が
、
ル
ウ
ェ
リ
ン
の
未
刊
行
の
論
稿
を
編
集
、
出
版
し
た
り
、
最
近
で
は
、
ベ
ン
サ
ム
や
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
法
の

命
令
的
要
素
の
重
要
性
を
強
調
し
た
﹃
法
の
力
（T

h
e F

orce of L
a

w

）﹄（
二
○
一
五
年
）
も
著
し
て
お
り
、
法
思
想
史
に
も
関
心
を
強

く
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る）
₂₉
（

。
そ
の
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、﹁
法
実
証
主
義
の
研
究
の
経
路
（T

he P
ath-dependence of L

egal 

P
ositivism

）﹂
と
い
う
論
稿
に
お
い
て
、
木
の
枝
の
一
つ
に
関
心
を
集
中
し
て
い
る
と
、
他
の
枝
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
あ

る
主
要
な
観
念
の
一
つ
の
部
分
の
発
展
に
関
心
が
集
中
さ
れ
、
そ
の
点
が
興
味
深
く
、
重
要
で
あ
り
、
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
研
究

の
経
路
（path-dependence

）
が
作
ら
れ
、
他
の
部
分
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
、
省
み
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

あ
る
時
点
で
関
心
が
向
け
ら
れ
な
く
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と

が
難
し
く
な
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ベ
ン
サ
ム
な
ど
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
法
実
証
主
義
の
諸
側
面
の
う
ち
の
い
く
つ
か
に

も
、
そ
う
い
っ
た
研
究
の
経
路
の
影
響
を
受
け
た
面
が
あ
る
と
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
論
じ
て
い
る
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
よ
る
と
、
現
代
の
観
点
か
ら

は
、
法
実
証
主
義
の
発
展
は
合
理
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
に
も
発
展
が
可
能
で
あ
っ
た
側
面
は
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
中

に
は
、
今
日
に
お
い
て
も
意
義
あ
る
も
の
も
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
法
実
証
主
義

を
特
徴
づ
け
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
後
、
忘
れ
去
ら
れ
た
も
の
、
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
に
お
い
て
も
検
討
す
る
価
値
が
あ
る
も
の
の
例
と

し
て
、
法
改
革
に
つ
い
て
の
考
察
、
法
の
強
制
的
な
側
面
の
強
調
、
裁
判
官
の
役
割
の
検
討
を
挙
げ
て
い
る）
₃₀
（

。
以
下
、
法
の
強
制
的
な
側
面

に
関
す
る
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
議
論
を
紹
介
し
た
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
の
法
の
定
義
で
は
、
命
令
、
強
制
、
制
裁
が
中
心
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
も
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
今
日
の
法
哲
学
の
議
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
に
な
っ
て
い
る
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
要

因
は
、
法
哲
学
に
お
け
る
研
究
の
経
路
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
の
で
あ
っ
た）
₃₁
（

。

　

ベ
ン
サ
ム
、
あ
る
い
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
よ
う
に
、
法
を
主
権
者
の
命
令
と
し
て
捉
え
、
強
制
を
法
の
中
心
的
な
要
素
と
す
る
こ
と
は
二
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○
世
紀
の
前
半
に
は
、
す
で
に
権
能
付
与
的
な
ル
ー
ル
を
無
視
し
て
い
る
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
サ
ー
モ
ン
ド
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
お
り
、

ア
メ
リ
カ
の
ロ
ス
コ
ー
・
パ
ウ
ン
ド
も
、
同
様
の
批
判
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
よ
る
と
、
ハ
ー
ト
に
よ
っ
て
、
強
制
に
基

づ
く
法
の
理
解
が
批
判
さ
れ
た
後
に
、
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
ー
ト
の

法
の
概
念
は
、
法
の
本
質
的
な
も
の
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
よ
る
と
、
ハ
ー
ト
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
法

命
令
説
を
包
括
的
に
批
判
し
た
も
の
の
、
強
制
は
実
際
の
す
べ
て
の
法
体
系
に
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
も
論
じ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
研

究
動
向
に
よ
り
、
法
の
強
制
的
な
側
面
が
忘
れ
去
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
や
や
複
雑
な
話
で
は
あ
る
が
、
サ
ー
モ
ン
ド
や
パ
ウ
ン
ド
も
法
の

大
部
分
が
強
制
に
基
づ
く
こ
と
を
否
定
し
て
は
お
ら
ず
、
ハ
ー
ト
も
、
そ
れ
を
法
の
重
要
な
要
素
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

ハ
ー
ト
が
、
法
を
強
制
で
は
な
い
観
点
か
ら
う
ま
く
説
明
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ハ
ー
ト
後
の
法
哲
学
者
た
ち
は
、
法
と
強
制
の
関
係
を
考
察

し
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
Ｊ
・
ラ
ズ
以
降
、
す
べ
て
の
法
体
系
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
を
除
い
て
は
法
の
概
念
の
対
象
に
は
な
ら
な
い

と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
法
に
お
け
る
強
制
の
考
察
は
、
法
哲
学
に
お
け
る
研
究
の
経
路
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
シ
ャ

ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
法
と
強
制
の
関
係
の
考
察
が
現
代
の
法
理
学
で
省
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
時
代
よ
り
も
法
に
お
け
る

強
制
が
重
要
で
な
く
な
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
以
上
の
よ
う
な
研
究
の
経
路
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
人
々
の
法
の
概
念
に
お
い
て

は
中
心
的
な
要
素
で
あ
る
強
制
の
考
察
は
、
社
会
学
者
や
心
理
学
者
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た）
₃₂
（

。

　

次
に
ポ
ス
テ
マ
の
論
稿
、﹁
社
会
的
科
学
と
し
て
の
法
理
学
（Jurisprudence, the Sociable Science

）﹂
を
紹
介
し
た
い
。
ポ
ス
テ

マ
は
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
の
法
哲
学
の
教
授
で
あ
る
が
、﹃
ベ
ン
サ
ム
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
伝
統
（B

en
th

a
m

 a
n

d
 th

e C
om

m
on

 

L
a

w
 Tra

d
ition

）﹄（
一
九
八
六
年
）
を
著
し
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
研
究
者
、
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
研
究
者
と
し
て
著
名
で
あ

る
。
そ
の
一
方
で
、
現
代
の
法
理
学
の
動
向
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
よ
う
な
著
書
で
あ
る
﹃
二
○
世
紀
に
お
け
る
法
哲
学
︱
︱
コ
モ
ン
・
ロ
ー
世

界
（L

ega
l P

h
ilosop

h
y in

 th
e Tw

en
tieth

 C
en

tu
ry: T

h
e C

om
m

on
 L

a
w

 W
orld

）﹄（
二
○
一
一
年
）
も
著
し
て
お
り
、
そ
の
問
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題
関
心
は
極
め
て
広
い）
₃₃
（

。
こ
こ
で
紹
介
す
る
論
稿
で
も
、
そ
の
よ
う
な
幅
広
い
関
心
か
ら
法
思
想
史
と
法
理
学
、
法
哲
学
の
関
係
に
つ
い
て

考
察
さ
れ
て
い
る
。

　

ポ
ス
テ
マ
は
ま
ず
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
活
躍
し
た
著
名
な
コ
モ
ン
・
ロ
イ
ヤ
ー
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
が
、
法
理
学
が
神
学

で
あ
れ
、
人
文
科
学
で
あ
れ
、
他
の
優
れ
た
科
学
の
原
則
や
ル
ー
ル
と
調
和
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
法
学
を
学
ぶ
に
は
、
神
学
と
人
文

科
学
の
知
識
を
学
ぶ
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る）
₃₄
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
ポ
ス
テ
マ
は
、
二
○
世
紀
半
ば
の
イ
ギ

リ
ス
の
法
学
者
が
、
ク
ッ
ク
と
は
逆
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
○
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
社
会
的

で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
道
徳
科
学
、
自
然
の
理
な
ど
と
の
同
質
性
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
周

知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
世
紀
の
後
半
か
ら
分
析
的
法
理
学
が
主
流
と
な
っ
て
い
き
、
二
○
世
紀
に
は
、
法
理
学
は
自
覚

的
に
非
社
会
的
（unsociable

）
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、
ま
た
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

よ
う
に
、
法
理
学
の
方
法
論
の
あ
り
方
に
つ
い
て
自
覚
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
中
で
、
現
代
の
英
米
の
法
理
学
に
対
し
て
批
判
的
で
は
な
く
、

建
設
的
な
提
案
を
す
る
こ
と
が
こ
の
論
稿
の
趣
旨
の
一
つ
で
あ
る
と
ポ
ス
テ
マ
は
述
べ
て
い
る）
₃₅
（

。

　

一
般
的
に
は
ハ
ー
ト
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
法
理
学
の
転
換
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ポ
ス
テ
マ
は
、
む
し
ろ
オ
ー
ス
テ
ィ

ン
に
よ
っ
て
法
理
学
の
範
囲
が
、
劇
的
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、
法
理
学
の
範
囲
を
、
法
の

専
門
家
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
中
核
的
な
概
念
の
分
析
に
限
定
し
て
い
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
と
っ
て
、
法
理
学
の
役
割
と
は
、
権
利
、

義
務
と
い
っ
た
法
的
諸
概
念
の
分
析
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
中
心
的
な
要
素
を
同
定
し
、
偶
然
的
な
も
の
を
排
除
す
る
こ
と

で
、
法
律
家
た
ち
が
無
意
識
に
考
え
て
い
る
も
の
に
形
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
流
の
法
理
学
が
受
け
入

れ
ら
れ
る
こ
と
で
、
実
定
法
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
科
学
は
、
経
験
に
即
し
た
法
の
社
会
的
研
究
を
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
ポ
ス

テ
マ
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ハ
ー
ト
が
登
場
し
て
く
る
以
前
の
二
○
世
紀
の
半
ば
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
と
も
に
、
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法
理
学
も
非
社
会
的
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た）
₃₆
（

。
さ
ら
に
、
ポ
ス
テ
マ
は
、
ハ
ー
ト
も
そ
の
よ
う
な
法
理
学
の
非
社
会
化
を
推
し
進
め

た
と
論
じ
て
い
る
。
確
か
に
ハ
ー
ト
は
、
自
ら
の
試
み
を
記
述
的
社
会
学
（descriptive sociology

）
の
試
み
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、

ハ
ー
ト
は
社
会
学
自
体
に
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
一
方
、ハ
ー
ト
が
用
い
て
い
た
哲
学
は
日
常
言
語
学
派
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
人
間
の
本
性
の
考
察
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ハ
ー
ト
の
後
も
、
人
間
の
経
験
の
包
括
的
、
根
本
的
な
理
解
を
目
指

す
哲
学
と
法
理
学
の
統
合
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
ポ
ス
テ
マ
は
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
哲
学
的
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
他
の
科
学
と
も
協
働
す
る
よ
う
な
哲
学
的
法
理
学
（philosophical jurisprudence

）
こ
そ
、
求
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
ポ

ス
テ
マ
は
論
じ
て
い
る）
₃₇
（

。

　

こ
の
哲
学
的
法
理
学
の
モ
デ
ル
と
し
て
ポ
ス
テ
マ
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
が
一
九
三
○
年
代
に
記
し
た
エ
ッ
セ
イ
を
引
用
し

て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
姿
は
、
ポ
ス
テ
マ
の
論
稿
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
論
稿
に
し
た
が
っ
て
要
点
を
ご
く
簡
単
に
記
す
と
、

哲
学
的
法
理
学
で
は
、
人
間
の
社
会
的
生
活
の
中
で
法
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
哲
学
的

法
理
学
で
は
、
法
と
そ
の
よ
う
な
人
間
の
経
験
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
法
を
包
括
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
は
、
そ
の

よ
う
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
思
想
史
も
受
け
入
れ
つ
つ
、
つ
ね
に
批
判
的
な
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
ポ
ス

テ
マ
は
、
Ｊ
・
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
の
最
近
の
論
稿
も
引
用
し
て
、
現
代
の
法
理
学
に
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
も
そ
の
必
要
を
論
じ
て
い
た
よ
う
な

思
想
史
と
の
対
話
が
な
い
こ
と
も
問
題
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
や
や
唐
突
な
感
も
あ
る
が
、
法
の
歴
史
研
究
の
必
要
性

の
検
討
と
い
う
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
本
題
に
関
わ
る
話
題
に
移
っ
て
い
っ
て
い
る）
₃₈
（

。

　

そ
の
法
の
歴
史
的
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
だ
が
、
ま
ず
、
多
く
の
法
哲
学
者
に
と
っ
て
、
法
の
歴
史
、
あ
る
い
は
法
の
理
論
化
の
歴
史
は

外
国
の
よ
う
な
も
の
で
、
休
暇
に
そ
こ
に
行
っ
て
何
ら
か
の
お
土
産
を
持
ち
帰
れ
ば
満
足
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
ポ
ス
テ
マ
は
指

摘
し
て
い
る
。
多
く
の
現
代
の
法
学
者
、
法
の
理
論
家
は
、
過
去
を
克
服
し
た
と
考
え
て
お
り
、
過
去
の
法
理
論
の
混
乱
を
修
正
し
、
そ
れ
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を
上
回
る
理
論
を
提
示
し
て
い
る
ゆ
え
、
現
代
の
実
践
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
知
る
以
上
に
法
の
歴
史
的
研
究
か
ら
学
ぶ
も
の
は
な
い
と
考
え

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
指
摘
し
て
い
る）
₃₉
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
誤
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
ポ
ス
テ
マ
は
断
じ
て
い
る
。

　

ま
ず
ポ
ス
テ
マ
は
、
法
理
論
が
対
象
と
す
る
法
そ
の
も
の
に
と
っ
て
、
歴
史
、
時
間
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
特
定
の
法
的
な

決
定
、
あ
る
い
は
判
決
が
意
味
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
が
過
去
の
決
定
、
判
決
と
関
連
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
将
来
に
対
し
て
規
範
を
提
示
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、法
は
永
続
的
な
も
の
で
は
な
く
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、そ
の
一
時
性
（tem

porality

）
は
、法
に
関
わ
る
人
々

の
法
の
理
解
も
形
作
る
と
も
論
じ
て
い
る
。
法
に
関
わ
る
人
々
の
法
の
理
解
は
、
法
が
時
間
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
、
そ
の
上
で
法
が
継

続
性
と
い
う
バ
ラ
ス
ト
を
提
供
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
社
会
、
政
治
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
の
変
化
に
し
た
が
っ
て
法
も
変
化
す
る
こ
と
も
人
々
の
法
の
理
解
に
は
反
映
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
一
般
的
理
解
を
明
示
し
、
自
覚

さ
せ
る
こ
と
を
法
の
理
論
は
目
指
す
必
要
が
あ
る
た
め
、
法
、
あ
る
い
は
法
理
論
に
と
っ
て
、
時
間
、
あ
る
い
は
歴
史
を
検
討
す
る
こ
と
は

避
け
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
っ
た）
₄₀
（

。

　

さ
ら
に
、
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
を
参
照
し
つ
つ
提
示
し
た
哲
学
的
法
理
学
に
と
っ
て
も
歴
史
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
論
じ

て
い
る
。
ま
ず
、
法
の
研
究
は
、
法
の
歴
史
、
あ
る
い
は
法
の
歴
史
的
省
察
を
伴
わ
な
け
れ
ば
、
責
任
あ
る
も
の
だ
と
は
言
え
な
い
と
ポ
ス

テ
マ
は
断
じ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
リ
バ
ー
・
ウ
ェ
ン
デ
ル
・
ホ
ー
ム
ズ
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
法
の
観
念
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
生
き
残

り
、
い
く
つ
か
は
消
え
去
っ
て
い
く
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
法
の
概
念
が
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

の
み
存
在
す
る
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
も
、
法
哲
学
を
歴
史
的
、
地
域
的
に
限
定
さ
れ
た
法
に
つ
い
て
の
社
会
学
的
な
探
求
に
取

っ
て
代
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
も
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ス
テ
マ
に
よ
れ
ば
、
哲
学
的
、
そ
し
て
批
判
的
な
法
哲
学
は
、
法
の
歴

史
研
究
が
提
供
す
る
最
良
の
も
の
を
参
照
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
法
の
歴
史
研
究
に
真
剣
に
取
り
組
む
こ
と

で
、
現
代
の
法
実
践
や
そ
れ
を
理
論
化
す
る
試
み
を
批
判
的
に
検
討
す
る
た
め
の
、
よ
り
広
い
準
拠
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
指
摘
さ
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五
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九

れ
て
い
る）
₄₁
（

。

　

な
お
、
ポ
ス
テ
マ
は
、
法
理
学
と
法
の
歴
史
的
研
究
と
の
関
係
と
い
う
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
興
味

深
い
指
摘
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
法
理
論
、
あ
る
い
は
法
思
想
に
つ
い
て
の
ウ
ィ
ッ
グ
史
観
は
取
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
指

摘
し
て
い
る
。
過
去
の
概
念
や
議
論
が
、
今
日
の
、
知
的
に
よ
り
強
く
、
成
功
し
た
も
の
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
、
哲

学
的
に
よ
り
洗
練
さ
れ
た
思
考
様
式
に
よ
っ
て
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
歴
史
研
究
か
ら
得

ら
れ
る
洞
察
は
、
我
々
に
は
馴
染
み
の
な
い
思
考
枠
組
み
に
直
面
し
た
後
で
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
が
、
過
去
の
思
想
を
生
み
出
し
た
関
心

や
論
争
を
現
代
の
も
の
に
置
き
換
え
た
り
、そ
れ
ら
を
現
代
の
も
の
の
原
始
的
な
形
態
と
し
て
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

過
去
の
思
想
家
と
対
話
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
歴
史
的
、
政
治
的
、
理
論
的
な
環
境
（habitat

）
を
で
き
る
だ
け
理
解
す
る
こ
と
が
、

ま
ず
、
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
比
喩
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
過
去
の
思
想
家
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
時
代
に
彼
ら
の
レ
ク
チ

ャ
ー
を
聴
き
、
参
加
者
の
議
論
、
さ
ら
に
は
彼
ら
の
反
応
を
見
る
と
い
っ
た
態
度
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー

チ
を
経
て
初
め
て
、
彼
ら
か
ら
何
か
を
得
ら
れ
る
と
い
っ
た
希
望
を
持
ち
つ
つ
、
彼
ら
と
の
哲
学
的
な
議
論
に
参
加
す
る
こ
と
が
可
能
な
の

で
あ
っ
た）
₄₂
（

。

　

ポ
ス
テ
マ
は
最
後
に
、
社
会
的
な
哲
学
的
法
理
学
（sociable philosophical jurisprudence

）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
上
記
で
触

れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
ク
ッ
ク
が
法
学
を
神
学
や
人
文
科
学
と
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
現
代
の
分
析
法
理
学
と
は
違
い
、
他
の

科
学
の
考
察
を
法
理
学
に
も
導
入
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
の
紹
介
は
省
く
が
、
歴
史
を
検
討
す
る
こ
と
に
基
礎
づ
け
ら
れ

た
、
法
や
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
哲
学
的
考
察
が
、
法
実
践
に
つ
い
て
の
社
会
学
的
考
察
な
ど
の
知
見
も
吸
収
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
我
々

の
法
実
践
の
前
提
や
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
趣
旨
の
よ
う
で
あ
る）
₄₃
（

。



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

四
八
二

法
思
想
史
と
法
理
学
の
対
話

二
五
一
〇

四
、
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わ
り
に

　

以
上
、
ご
く
一
部
で
は
あ
る
が
、
Ｉ
Ｖ
Ｒ
イ
ギ
リ
ス
支
部
の
二
○
一
三
年
の
年
次
大
会
の
諸
報
告
な
ど
を
公
刊
し
た
﹃
法
の
理
論
と
歴
史

︱
︱
忘
れ
去
ら
れ
た
対
話
に
つ
い
て
の
新
し
い
諸
論
説
﹄（
二
○
一
六
年
）、
そ
れ
か
ら
、
二
○
一
四
年
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
お
け
る
主
要
な
報
告
と
そ
れ
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
収
め
た
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
紀
要
の
特
別
号
、﹁
法
理
学
と
（
そ
の
）
歴

史
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂（
二
○
一
五
年
）
を
紹
介
し
た
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
法
理
学
と
法
思
想
史
研
究
の
研
究
上
の
対
話
の
提
言
、

法
思
想
史
研
究
の
活
用
の
提
言
の
い
く
つ
か
は
、
日
本
、
あ
る
い
は
英
米
の
研
究
者
に
よ
っ
て
す
で
に
試
み
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、﹃
法
の
理
論
と
歴
史
︱
︱
忘
れ
去
ら
れ
た
対
話
に
つ
い
て
の
新
し
い
諸
論
説
﹄
の
編
者
で
あ
る
ロ
バ
ー
ン
に
よ
っ
て
、﹁
法
理
論

家
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
概
念
に
よ
り
、
法
の
歴
史
家
研
究
は
、
過
去
の
概
念
に
つ
い
て
、
よ
り
明
確
な
理
解
が
可
能
に
な
る
﹂
と
い
う
提
言

が
示
さ
れ
て
い
た
が
、﹃
法
の
理
論
34
﹄、﹃
法
の
理
論
35
﹄
誌
上
の
特
集
﹁
創
る
法
と
成
る
法
﹂
に
お
け
る
拙
稿
と
、宇
佐
美
氏
の
コ
メ
ン
ト
、

さ
ら
に
リ
プ
ラ
イ
は
、
そ
の
ロ
バ
ー
ン
の
提
言
が
形
に
な
っ
た
も
の
の
一
例
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
拙
稿
で
は
、﹁
創
る
法
﹂、

﹁
成
る
法
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
一
八
世
紀
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
法
思
想
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
宇
佐
美
氏
か
ら
は
、
法
哲
学
の

観
点
か
ら
、﹁
創
る
法
﹂、﹁
成
る
法
﹂
各
々
が
持
つ
意
味
を
よ
り
厳
密
に
規
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
結
果
、

リ
プ
ラ
イ
に
お
い
て
、﹁
創
る
法
﹂、﹁
成
る
法
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
の
近
代
英
米
法
思
想
の
展
開
を
、
よ
り
明
晰
に
跡
付
け
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る）
₄₄
（

。

　

一
方
、﹁
法
理
学
と
（
そ
の
）
歴
史
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂
の
基
と
な
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
責
任
者
で
あ
る
バ
ー
ザ
ン
と
プ

リ
エ
ル
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
正
典
の
再
構
成
（canon reconstruction

）
と
名
付
け
ら
れ
た
、
法
思
想
史
研
究
を
現
代
の
議
論
に
生
か
そ

う
と
す
る
積
極
的
、
建
設
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、﹁
法
理
学
と
（
そ
の
）
歴
史
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂
へ
の
寄
稿
者
で
、
本
稿
で
も
紹
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介
し
た
シ
ャ
ウ
ア
ー
、
ポ
ス
テ
マ
に
よ
っ
て
も
試
み
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
紹
介
し
た
論
稿
で
は
詳
し
く
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、﹃
法
の
力
﹄（
二
○
一
五
年
）
に
お
い
て
、
ベ
ン

サ
ム
、
あ
る
い
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
依
拠
し
つ
つ
、
哲
学
的
、
さ
ら
に
は
社
会
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
法
の
実
効
性
が
強
制
、
制
裁
に

基
づ
く
こ
と
を
示
し
、
現
代
の
法
理
学
で
は
周
辺
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
強
制
、
制
裁
を
主
要
な
研
究
対
象
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
法
と
強
制
が
、
現
代
の
法
理
学
に
お
い
て
周
辺
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
研
究
す
る
価
値
が
な
い
か

ら
で
は
な
く
、
研
究
の
経
路
（path-dependence

）
に
よ
る
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
ポ
ス
テ
マ

も
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
最
大
化
、
定
期
的
な
選
挙
、
世
論
に
よ
る
リ
コ
ー
ル
な
ど
、
様
々
な
非
法
的
な
制
約
を
構
想
し
、
法
に
基
づ
く
答
責

性
︱
︱
説
明
責
任
、
世
論
の
制
裁
（
道
徳
的
制
裁
）
に
服
せ
し
め
る
こ
と
︱
︱
を
持
た
せ
る
ベ
ン
サ
ム
の
工
夫
は
、
恣
意
的
な
統
治
を
排
除

し
、
法
の
支
配
の
理
念
を
前
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
新
し
い
ベ
ン
サ
ム
理
解
を
、﹁
正
義
の
魂
︱
︱
ベ
ン
サ
ム
と
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
、

法
と
法
の
支
配
（T

he Soul of Justice: B
entham

 on P
ublicity, L

aw
, and the R

ule of L
aw

）﹂（
二
○
一
四
年
）
で
示
し
て
い
る）
₄₅
（

。

そ
の
上
で
、
現
代
の
社
会
に
法
の
支
配
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
も
、
ベ
ン
サ
ム
に
倣
い
、
法
に
基
づ
く
答
責
性
を
統
治
者
に
持
た
せ
る
様
々

な
制
度
的
工
夫
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
現
代
の
法
理
学
で
、
法
の
支
配
は
、
お
も
に
手
続
面
を
重
視
す
る
形
式
的
な
法
の

支
配
、
内
容
面
も
要
請
す
る
実
質
的
な
法
の
支
配
の
間
の
論
争
を
軸
に
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
ポ
ス
テ
マ
は
、
ベ
ン
サ
ム
を
参
照
す
る
こ
と

で
、
新
た
な
論
点
を
持
ち
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
、
そ
れ
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
示
さ
れ
た
観
点
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
い
く
つ
か
は
、
す
で
に
法
思
想

史
研
究
で
試
み
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、﹃
法
の
理
論
と
歴
史
︱
︱
忘
れ
去
ら
れ
た
対
話
に
つ
い
て
の
新
し
い
諸
論
説
﹄
に
は
十

七
の
論
稿
が
、
ア
メ
リ
カ
の
﹁
法
理
学
と
（
そ
の
）
歴
史
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂
に
は
八
つ
の
論
稿
と
各
々
へ
の
コ
メ
ン
ト
が
収
め
ら

れ
て
お
り
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
の
は
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
論
稿
の
よ
り
包
括
的
な
検
討
は
、
わ
が
国
の
法
思
想
史
研
究
、
法
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理
学
研
究
の
発
展
に
も
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
執
筆
者
た
ち
の
研
究
も
合
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
稿
を

改
め
て
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。

（
1
）　

宇
佐
美
誠
﹁
創
る
法
と
成
る
法
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
法
思
想
︱
︱
コ
メ
ン
ト
﹂、
竹
下
賢
・
長
谷
川
晃
・
酒
匂
一
郎
・
河
見
誠
・
編
﹃
法
の
理
論
35
﹄（
成
文
堂
、
二
○
一
七
年
）

二
○
三
頁
。

（
2
）　

森
村
進
﹁
法
思
想
の
水
脈
を
た
ど
っ
て
﹂、
森
村
進
編
﹃
法
思
想
の
水
脈
﹄（
法
律
文
化
社
、
二
○
一
六
年
）
三
︱
四
頁
。

（
3
）　

M
. D

el M
ar and M

. L
obban, P

reface, M
. D

el M
ar and M

. L
obban

（eds.

）, L
a

w
 in

 T
h

eory a
n

d
 H

istory: N
ew

 E
ssa

ys on
 a

 N
eglected

 D
ia

logu
e

（H
art 

P
ublishing, 2016

）p. v.

（
4
）　Sym

posium
: Jurisprudence and

（Its

）H
istory, V

irgin
ia

 L
a

w
 R

eview
, 101

（4

）（2015

）.

（
5
）　D

el M
ar and L

obban, P
reface, in D

el M
ar and L

obban

（eds.

）, L
a

w
 in

 T
h

eory a
n

d
 H

istory: N
ew

 E
ssa

ys on
 a

 N
eglected

 D
ia

logu
e, pp. v-viii.

（
6
）　M

. L
obban, T

h
e C

om
m

on
 L

a
w

 a
n

d
 E

n
glish

 Ju
risp

ru
d

en
ce, 1760-1850

（C
larendon P

ress, 1991

）; A
 H

istory of th
e P

h
ilosop

h
y of L

a
w

 in
 

th
e C

om
m

on
 L

a
w

 W
orld

, 1600-1900

（Springer, 2007

）.

（
7
）　M

. L
obban, L

egal T
heory and L

egal H
istory: P

rospects for D
ialogue, L

a
w

 in
 T

h
eory a

n
d

 H
istory: N

ew
 E

ssa
ys on

 a
 N

eglected
 D

ia
logu

e, p. 5.

（
8
）　Ibid., pp. 7-8.

（
9
）　Ibid., pp. 11-14.

（
10
）　Ibid., pp. 14-15.

（
11
）　Ibid., pp. 16-17. 

ロ
バ
ー
ン
が
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、
ベ
ン
サ
ム
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
Ｐ
・
ス
コ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
以
下
の
論
稿
で
あ
る
。P. 

Schofield, Jerem
y B

entham
 and H

L
A

 H
art’s ‘U

tilitarian T
radition in jurisprudence’. Ju

risp
ru

d
en

ce, 1

（2

）（2010

） pp.147-67. 

な
お
、
翻
訳
と
し
て
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
コ
フ
ィ
ー
ル
ド
、
戒
能
通
弘
訳
﹁
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
と
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
の
﹃
法
理
学
に
お
け
る
功
利
主
義
的
伝
統
﹄﹂、
深
貝
保
則
・
戒
能
通

弘
編
﹃
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
挑
戦
﹄（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
○
一
五
年
）
六
六
︱
九
八
頁
。
ス
コ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
る
と
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
法
と
は
何
か
と
い
う
事

実
の
問
題
と
、
法
と
は
何
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
価
値
の
問
題
を
峻
別
し
て
い
る
現
代
の
法
実
証
主
義
者
と
は
違
い
、
何
が
法
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
も
、
何
が
法
で
あ
る
べ

き
か
と
い
う
問
題
も
、
各
々
、
快
楽
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
そ
の
最
大
化
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
自
然
法
論
、
法
実
証
主
義
と
は
異
な
る
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四
八
五

二
五
一
三

第
三
の
法
理
論
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）　L

obban, L
egal T

heory and L
egal H

istory: P
rospects for D

ialogue, pp. 17-18.
（
13
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