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一つの法律学の試み（試論）

　
1
　
は
じ
め
に

　
法
律
学
の
課
題
や
目
的
と
い
う
も
の
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
決
し
て
一
つ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
律
学
の
課
題
と

し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
設
定
す
る
か
は
、
通
常
、
個
々
の
研
究
者
に
委
ね
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
課
題
は
様
々
な
レ
ベ
ル
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
マ

い
て
設
定
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
律
学
に
お
け
る
究
極
の
課
題
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
議
論
す
る
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

可
能
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
現
時
点
で
は
、
究
極
の
課
題
な
ど
所
与
で
あ
り
え
ず
、
と
す
る
な
ら
、
法
律
学
の
課
題
に
は
、
な
お
の
こ
と

様
々
な
も
の
が
あ
り
う
る
。



2
　
私
の
法
律
学
の
課
題

と
こ
ろ
で
、
私
の
法
律
学
の
課
題
は
、
「
裁
判
官
に
よ
っ
て
判
決
で
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
解
明
す
る
こ
と
」

で
あ
る
。

　
「
裁
判
官
に
よ
っ
て
判
決
で
適
用
さ
れ
て
い
る
法
」
（
以
下
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
言
う
）
の
意
味
す
る
も
の
が
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、

あ
る
発
想
が
共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
判
決
で
遭
肘
さ
れ
て
い
る
法
は
、
一
つ
ま
た
は
複
数
の
規
範
と
し
て
構

成
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
規
範
は
、
裁
判
官
が
判
決
に
お
い
て
柵
拠
と
し
た
・
法
源
に
記
述
さ
れ
て
い
る
規
範
文
と
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

異
な
っ
て
い
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
法
源
と
い
う
用
語
は
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
本
稿
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

は
、
判
決
を
下
す
に
あ
た
っ
て
裁
判
官
が
根
拠
と
す
る
こ
と
を
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
規
範
文
の
所
在
、
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。
他

方
、
こ
れ
に
対
峙
す
る
の
は
、
判
決
で
根
拠
と
さ
れ
た
・
法
源
に
記
述
さ
れ
て
い
る
規
範
文
こ
そ
が
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
に
他
な
ら
な
い
と

　
　
　
　
　
　
パ
　
　

す
る
発
想
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
レ

　
判
例
と
は
、
基
本
的
に
は
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
、
判
例
と
い
う
観
念
が
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ツ

す
れ
ば
、
前
者
の
発
想
は
お
お
よ
そ
の
法
学
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
他
方
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
後
者
の
発
想
が
共
有
さ

れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
通
常
、
多
く
の
法
学
者
は
、
こ
の
両
方
の
発
想
を
共
有
し
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
ら
を
使
い
分
け
て
い

る
と
言
え
よ
う
Q
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3
　
高
次
の
課
題

　
さ
て
、
こ
の
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
決
し
て
一
様
で
な
い
。
通
常
、
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
、
よ
り
高
次
の
課
題
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
ま
た
、
論
者
の
設
定
し
て
い
る
高
次
の
課
題
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。



一つの法律学の試み（試論）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　

　
法
学
者
は
、
法
律
学
を
実
学
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
傾
向
は
、
多
く
の
国
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
法
律
学
を
実
学
と
位
置
づ
け

る
と
い
う
こ
と
は
、
研
究
の
成
果
が
何
ら
か
の
実
用
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
法
律
学
の
高
次
の
課
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
、
法
律
学
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
間
題
の
解
決
に
役
立
て
る
こ
と
を
意
図
し
た
研
究
が
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
。

　
法
律
学
を
実
学
と
位
置
づ
け
る
法
学
者
に
よ
っ
て
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
解
明
が
課
題
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
解
明
さ
れ
た
・
適
用
さ
れ

て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
が
、
直
接
的
に
で
あ
れ
間
接
的
に
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
実
用
に
資
す
る
と
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
で
は
、
適

用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
実
用
に
資
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
も
あ
り
う
べ
き
は
、
将
来
の
裁
判
の
予
見
で
あ
る
。

現
在
の
適
用
さ
れ
て
い
る
法
が
、
将
来
の
裁
判
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
見
込
め
る
な
ら
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ

る
も
の
は
、
将
来
の
裁
判
を
予
見
す
る
に
あ
た
っ
て
、
実
用
に
資
す
る
。
か
く
し
て
、
法
律
学
を
実
学
と
位
置
づ
け
る
法
学
者
に
よ
っ
て
も
、

現
在
の
判
決
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
解
明
が
課
題
と
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
解
明
さ
れ
た
・
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
は
、
将
来
の
裁
判
を
予
見
す
る
た
め
の
道
具
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
以
下
で
は
こ
れ
を
、
道
具
主
義
的
な
立
場
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ち
な
み
に
、
道
具
主
義
的
な
立
場
は
、
法
律
学
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ
ル
　

い
て
様
々
な
形
で
現
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
解
明
と
い
う
課
題
と
の
関
係
の
み
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
道
具
主
義
的
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
解
明
さ
れ
た
・
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も

の
に
対
し
て
反
駁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
別
言
す
れ
ば
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
が
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
正
確
に
捉
え
て

い
る
か
ど
う
か
（
ま
た
は
ど
れ
だ
け
正
確
に
捉
え
て
い
る
か
）
は
、
問
題
に
な
り
え
な
い
。
道
具
が
反
駁
の
対
象
に
な
り
え
な
い
の
は
、
当
然

　
　
　
ハ
ロ
　

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
が
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
正
確
に
捉
え
て
い
る
こ
と
を
証
明
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ぼ
ズ
ほ
レ

る
・
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
道
具
主
義
的
な
立
場
に
お
い
て
は
、
間
題
に
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
法
律
学
は
、
必
ず
し
も
実
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
既
述
の
よ
う
に
、
課
題
は
決
し
て
予
め
決
ま
っ
て
い
る
わ
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け
で
は
な
い
し
、
究
極
の
課
題
な
ど
と
い
う
も
の
も
、
さ
し
あ
た
り
所
与
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
も
つ
と
別
の
高
次
の
課
題
も

あ
り
う
る
。

　
私
は
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
解
明
と
い
う
課
題
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
真
理
の
探
求
を
高
次
の
課
題
と
す
る
。
真
理
に
つ
い
て
は
立
場

が
分
か
れ
る
煙
、
私
は
対
応
説
の
立
場
に
立
つ
・
こ
れ
を
高
次
の
課
題
と
し
た
場
ム
只
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
解
明
と
い
う
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
道
具
主
義
的
な
立
場
に
よ
る
の
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
研
究
成
果
が
実
用
に
資
す
る
か
ど
う
か
は
、
間
題
に
な
ら
な
い
。
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
解
明
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
、
固

有
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
他
方
、
道
具
主
義
的
な
立
場
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
将
来
の
裁
判
の
予
見
等
の
た
め
に
適
用
さ
れ
て
い
る
法
が

解
明
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
対
応
説
の
立
場
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
法
が
解
明
さ
れ
た
場
合
に
、
研
究
成
果

が
将
来
の
裁
判
の
予
見
に
役
立
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
対
応
説
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
研
究
の
成
果
に
よ
る
方
が
、
道
具
主
義
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
る

な
立
場
に
よ
る
よ
り
も
、
も
つ
と
正
確
に
将
来
の
裁
判
が
予
見
で
き
る
。

　
第
二
に
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
は
実
在
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
実
在
自
体
を
論
証
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
実
在
を
形
而
上
学
的
な
前
提
と
し
て
措
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
他
方
、
道
具
主
義
的
な
立
場
に
立
つ
な
ら

ば
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
が
実
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
そ
も
そ
も
問
題
に
な
り
え
な
い
。
か
く
し
て
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
は
、
法
源
の
規
範

文
と
は
異
な
る
・
一
つ
ま
た
は
複
数
の
規
範
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
発
想
が
共
有
さ
れ
て
い
て
も
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の

実
在
に
関
す
る
見
解
は
、
か
よ
う
な
高
次
の
課
題
に
よ
っ
て
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
だ
か
ら
こ
そ
、
対
応
説
の
立
場
に
立
て
ば
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
が
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
正
確
に
捉
え
て
い

る
か
ど
う
か
に
関
す
る
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
主
た
る
問
題
と
な
る
。
他
方
、
既
述
の
よ
う
に
、
道
具
主
義
的
な
立
場
に
お
い
て
は
、
か
よ

う
な
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
問
題
に
な
り
え
な
い
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
高
次
の
課
題
に
関
す
る
相
違
は
、
何
も
法
律
学
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
物
理
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
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一つの法律学の試み（試論）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

こ
の
相
違
は
、
物
理
理
論
の
表
象
す
る
事
物
が
実
在
す
る
か
ど
う
か
の
理
解
に
、
端
的
に
現
わ
れ
る
。
物
理
理
論
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
事
物

の
実
在
を
認
め
る
も
の
は
、
我
々
と
は
独
立
に
自
然
の
う
ち
に
何
か
（
物
理
学
に
お
い
て
存
在
・
内
容
が
解
明
さ
れ
る
対
象
）
が
実
在
し
て
い

　
　
　
　
　
　
ハ
レ
ズ
ゆ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
レ

る
こ
と
を
措
定
す
る
。
他
方
、
物
理
理
論
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
事
物
の
実
在
を
認
め
な
い
も
の
は
、
我
々
と
は
独
立
に
自
然
の
う
ち
に
実
在

す
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
必
要
が
な
い
。
当
然
、
彼
ら
の
高
次
の
課
題
は
、
実
在
と
対
応
す
る
物
理
理
論
の
構
築
で
は
な
い
。
道
具
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
ズ
ぬ
　

は
、
や
は
り
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
一
般
論
と
し
て
、
い
か
な
る
高
次
の
課
題
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
間
う
こ
と
は
、
下
位
課
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
に
あ
た
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
高
次
の
課
題
が
共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
通
常
、
同
じ
下
位
課
題
は
設
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
レ

れ
に
く
い
で
あ
ろ
う
し
、
仮
に
同
じ
下
位
課
題
が
設
定
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
異
な
る
。

つ
ま
り
、
高
次
の
課
題
が
異
な
れ
ば
、
有
効
な
議
論
が
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
同
じ
下
位
課
題
に
つ
い
て
有
効
な
議
論
が
成

り
立
つ
た
め
に
は
、
前
提
と
し
て
、
高
次
の
課
題
が
共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
、
法
律
学
に
お
い
て
も
全
く
同
様
で
あ
り
、
か
つ
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
解
明
と
い
う
下
位
課
題
に
関
し
て
、
高
次
の
課
題
の
相

違
が
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
か
は
、
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
4
　
本
稿
の
課
題

　
対
応
説
の
意
味
に
お
け
る
真
理
の
探
求
を
高
次
の
課
題
と
す
る
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る

も
の
が
正
確
に
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
捉
え
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
中
心
的
な
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
正
当
化
の
プ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
ソ

セ
ス
に
関
わ
る
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
議
論
が
有
効
に
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
共
通
の
理
解
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
、
法
律
学
が
実
学
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
、

道
具
主
義
的
な
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
流
と
な
り
、
こ
の
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
あ
ま
り
問
題
と
な
り
え
な
か
っ
た
。
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そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
対
応
説
の
意
味
に
お
け
る
真
理
の
探
求
を
高
次
の
課
題
と
す
る
立
場
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
解
明
す
る
。

適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
解
明
す

（
1
）32

（
4
〉6587

例
え
ば
、
自
分
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
掲
げ
る
課
題
と
個
別
の
研
究
に
お
い
て
掲
げ
る
課
題
と
は
、
往
々
に
し
て
異
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
多
く
の

場
合
、
後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
国
に
よ
っ
て
は
、
法
律
学
の
課
題
を
国
家
が
実
力
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
発
想
を
示
す
も
の
と
し
て
、
亀
本
洋
「
法
的
思
考
の
諸
相
」
田
中
成
明
編
『
現
代
理
論
法
学
入
門
』
一
二
五
頁
（
法
律
文
化
社
・
一
九
九

三
）
、
即
≧
①
塁
肩
ぎ
o
幕
α
震
O
歪
口
身
8
鐸
霧
●
き
よ
O
（
一
㊤
o。
㎝
）
、
ζ
り
8
冨
『
執
〇
一
8
p
一
碧
冨
o
冨
α
巴
、
凶
三
R
冥
警
呂
g
o
二
印
の
賃
8
言
8
幕

一
．
o
巳
お
冒
ユ
e
2
ρ
寄
く
垢
一
具
o
ヨ
呂
g
巴
o
α
①
写
ぎ
8
9
貫
ロ
ρ
一
〇。
o

。
で
認
①
（
お
o。
一
）
参
照
。

　
例
え
ば
、
日
本
の
民
法
四
〇
四
条
、
商
法
五
一
四
条
は
法
定
利
率
が
年
五
分
、
六
分
で
あ
る
こ
と
を
記
述
す
る
。
こ
の
記
述
の
意
味
・
内
容
は
、
一

見
き
わ
め
て
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
ど
い
イ
ン
フ
レ
が
生
じ
た
時
に
、
五
分
ま
た
は
六
分
の
法
定
利
率
を
裁
判
官
が
適
用
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
場
合
の
法
定
利
率
に
つ
い
て
は
、
法
源
の
ど
こ
に
も
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
規
範
文
で
す
ら
、

適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
正
確
に
記
述
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
法
源
を
定
義
す
る
な
ら
、
日
本
に
お
い
て
判
例
は
法
源
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
様
の
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
広
中
俊
雄

「
判
例
の
法
源
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
」
判
例
時
報
二
二
九
九
号
（
一
九
九
一
）
。
ち
な
み
に
、
判
例
が
法
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い

て
は
、
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

成
文
法
の
制
定
が
、
適
用
さ
れ
る
法
を
記
述
す
る
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
発
想
を
補
強
す
る
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
判
例
と
い
う
用
語
は
論
者
よ
っ
て
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
で
、
常
に
こ
の
よ
う
な
理
解
が
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
基
本
的

に
判
例
と
理
解
さ
れ
て
い
る
規
範
文
は
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
判
例
と
さ
れ
て
い
る
規
範
文
が
、
適
用
さ
れ
て
い

る
法
を
正
確
に
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
成
文
法
に
欠
訣
を
認
め
る
見
解
や
、
判
例
に
よ
る
法
創
造
を
認
め
る
見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
発
想
を
前
提
に
す
る
も
の
と
言
え
る
。

法
学
者
が
法
律
学
を
実
学
と
位
置
づ
け
が
ち
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
（
河
上
倫
逸
・
フ
ー
プ
リ
ヒ
ト
訳
）
『
法
社
会
学
の

基
礎
理
論
』
（
み
す
ず
書
房
・
一
九
八
四
）
に
も
見
ら
れ
る
。
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一つの法律学の試み（試論）

（
9
）

（
1
0
）

1211
（
1
3
）

例
え
ば
、
法
は
、
何
ら
か
の
政
策
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
も
位
置
づ
け
う
る
。
こ
れ
も
や
は
り
、
法
を
道
具
と
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま

た
、
法
は
、
発
生
し
た
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
、
こ
の
場
合
に
も
や
は
り
法
を
道
具
と
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
通
常
の
立
法
論
や
解
釈
論
は
、
や
は
り
道
具
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
道
具
主
義
的
な
発
想
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
叙
述
に
見
ら
れ
る
。
「
法
律
の
概
念
で
あ
る
と
か
考
え
方
は
、
何
か
絶
対
的
な
真
理
を
発

見
し
た
り
、
あ
る
い
は
物
理
法
則
の
よ
う
な
法
則
を
前
提
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
演
繹
的
に
結
論
が
出
て
く
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
律
上

の
議
論
は
、
現
実
的
あ
る
い
は
機
能
的
な
面
か
ら
評
価
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」
。
森
島
昭
夫
「
不
法
行
為
法
に
お
け
る
因
果
関
係
」
法
学
教
室
一
四

七
号
一
〇
頁
（
一
九
九
二
）
。
「
不
法
行
為
に
限
ら
ず
、
法
律
に
お
け
る
す
べ
て
の
概
念
が
実
は
一
定
の
目
的
、
あ
る
い
は
一
定
の
問
題
解
決
の
た
め
に

使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
し
て
、
自
然
科
学
の
概
念
の
よ
う
に
、
何
ら
か
の
法
則
を
表
し
て
、
そ
こ
か
ら
演
繹
的
に
結
論
を
導
き
だ
せ
る
も
の
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
上
の
概
念
は
そ
の
機
能
的
な
側
面
を
見
て
い
く
こ
と
が
大
事
な
わ
け
で
す
が
、
社
会
の
現
象
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な

も
の
が
あ
り
、
論
理
的
に
割
り
切
ろ
う
と
思
っ
て
も
割
り
切
れ
な
い
現
象
が
ど
う
し
て
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
法
律
学
に
お
け
る
理
論
と
い
う
の
は
、

思
考
を
整
理
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
れ
な
り
に
有
益
な
の
で
す
が
、
理
論
を
無
批
判
に
現
実
に
あ
て
は
め
て
も
、
実
際
の
訴
訟
の
場
で
は
理
論
で

は
割
り
切
れ
な
い
所
が
い
く
ら
で
も
あ
る
よ
う
で
す
。
…
そ
れ
に
は
『
理
論
』
の
論
理
的
な
美
し
さ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
現
実
に
適
用
さ
れ
た

場
合
に
持
つ
制
約
や
欠
点
を
十
分
に
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
。
同
二
七
頁
。

以
上
に
つ
い
て
は
、
ポ
パ
ー
（
藤
本
隆
志
・
石
垣
壽
郎
・
森
博
訳
）
『
推
測
と
反
駁
』
一
七
六
ー
一
八
二
頁
（
法
政
大
学
出
版
局
・
一
九
八
○
）
参
照
。

本
稿
で
は
、
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
・
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
用
語
を
用
い
る
が
、
こ
れ
は
、
平
井
宜
雄
『
法
律
学
基
礎
論
覚
書
』
二
〇
⊥
一
二
（
有

斐
閣
二
九
八
九
）
、
同
「
法
解
釈
論
の
合
理
主
義
的
基
礎
づ
け
」
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
七
巻
五
号
三
〇
⊥
二
一
頁
（
一
九
九
〇
）
に
よ
っ
た
。
ち
な

み
に
、
亀
本
洋
「
法
的
思
考
の
諸
相
」
田
中
成
明
『
現
代
理
論
法
学
入
門
』
一
二
五
頁
（
法
律
文
化
社
・
一
九
九
三
）
は
、
認
識
の
「
発
見
の
文
脈
」

と
「
正
当
化
の
文
脈
」
の
区
別
が
一
九
二
〇
年
代
頃
か
ら
論
理
実
証
主
義
者
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
が
、
法
学
の
分
野
で
も
決
定
の
「
（
心
理
的
）
発
生

の
文
脈
」
と
「
根
拠
づ
け
の
文
脈
」
と
の
区
別
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
ド
イ
ツ
の
自
由
法
論
者
ヘ
ル
マ
ン
・
イ
ザ
イ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
と
す
る
。

日
本
に
お
い
て
、
従
来
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
解
明
は
、
主
と
し
て
道
具
主
義
的
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
示

す
い
く
つ
か
の
点
を
、
挙
げ
て
お
く
。

　
第
一
に
、
判
例
、
な
い
し
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
へ
の
言
及
は
、
頻
繁
に
な
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
論
者
の
間
で
争
わ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
争
い
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
議
論
が
収
敏
し
て
ゆ
く
こ
と
は

稀
で
あ
る
。
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第
二
に
、
か
つ
て
判
例
研
究
方
法
論
に
関
し
て
論
争
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
論
争
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
方
法
は
、
い
ず
れ
も
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
に

関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
例
え
ば
、
こ
の
判
例
研
究
方
法
論
を
め
ぐ
る
議
論
の
ブ
ー
ム
を
惹
起
し
、
学
会
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
評
さ
れ
る
・
川
島
教
授
の
方
法
論
（
平

井
宜
雄
「
判
例
研
究
方
法
論
の
再
検
討
」
同
『
続
・
法
律
学
基
礎
論
覚
書
』
四
五
頁
（
有
斐
閣
二
九
九
一
）
）
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
「
ω
裁
判
対
象
た
る
個
別
的
具
体
的
な
事
実
　
　
　
そ
れ
は
一
回
的
な
で
き
ご
と
で
し
か
な
い
　
　
　
か
ら
『
抽
象
』
と
い
う
操
作
に
よ
っ

て
定
型
的
な
事
実
を
構
成
し
、
吻
ま
た
当
該
の
裁
判
の
個
別
的
具
体
的
な
結
論
　
　
　
こ
れ
ま
た
『
金
何
円
を
何
某
に
支
払
え
』
と
い
う
よ
う
な
一
回

的
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
　
　
　
か
ら
も
『
抽
象
』
と
い
う
操
作
に
よ
っ
て
定
型
的
な
決
定
内
容
を
構
成
し
、
⑥
そ
の
上
で
、
定
型
的
決
定
内
容

と
い
う
結
論
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
（
邑
①
岳
ヌ
ヨ
讐
Φ
円
巨
）
前
提
と
し
て
の
定
型
的
事
実
を
選
び
出
し
て
一
つ
の
命
題
に
構
成
す
る
」
（
川
島
武
宜

『
川
島
武
宜
著
作
集
第
五
巻
』
一
六
二
－
一
六
三
頁
（
岩
波
書
店
・
一
九
八
二
）
）
の
だ
と
す
る
。

　
こ
の
方
法
が
仮
に
、
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
命
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
さ
え
す
れ
ば
、

当
該
命
題
が
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
正
確
に
捉
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
説
得
的
な
証
明
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
で
、

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
命
題
は
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
命
題
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
れ
ば
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
正
確
に
捉
え
て
い
る
こ
と
の
説
得
的
な
証
明
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
以
上
、
異
な
る
命
題
を
構
成
し
た
論
者
の
間

で
、
い
ず
れ
が
よ
り
正
確
に
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
捉
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
肯
首
す
る
な
ら
、

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
命
題
と
い
う
の
が
、
解
明
対
象
の
定
義
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
川
島
教
授
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
て
い
た

解
明
の
対
象
が
適
用
さ
れ
て
い
る
法
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
現
実
に
裁
判
所
に
妥
当
し
て
い
る
　
　
　
或
い
は
、
妥
当
し
た
　
　
　
裁
判
規
範
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
」
（
同
一
三
〇
頁
）
が
、
判
例
研
究
の
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
「
法
律
学
の
使
命
な
い
し
機
能
と
し
て
期
待
さ
れ
る
の
は
、

む
し
ろ
『
解
釈
』
的
操
作
と
い
う
言
語
的
外
装
の
内
部
に
存
在
し
て
い
る
具
体
的
裁
判
規
範
の
発
見
お
よ
び
裁
判
規
範
の
記
号
的
“
論
理
的
構
成
の
検

討
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
同
一
三
六
頁
。
傍
点
は
川
島
教
授
に
よ
る
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
他
に
も
同
一
三
一
二
ー
一
三
四
頁
）
、
ほ
ぼ
疑
い
な

い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
方
法
は
、
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る
も
の
と
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
論
争
に
お
い
て
主
張
さ

れ
た
他
の
方
法
も
、
同
様
の
理
由
に
よ
り
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
第
三
に
、
こ
の
判
例
研
究
方
法
論
争
に
お
い
て
は
、
判
例
研
究
の
目
的
が
将
来
の
裁
判
の
予
見
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
意
見
の
一
致

を
み
て
い
た
。
川
島
同
二
二
〇
頁
、
抽
木
肇
「
判
例
研
究
の
目
的
と
方
法
」
法
社
会
学
一
六
号
二
二
頁
（
一
九
六
二
）
、
石
田
穣
「
判
例
研
究
の
方
法
」

法
学
協
会
雑
誌
九
〇
巻
九
号
三
六
頁
（
一
九
七
三
）
参
照
。
ま
た
、
鎌
田
薫
「
学
説
と
実
務
」
法
律
時
報
六
一
巻
五
号
八
頁
（
一
九
八
九
）
に
よ
れ
ば
、
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「
判
例
研
究
が
将
来
の
裁
判
の
予
見
を
目
的
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
」
と
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
整
合
説
等
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
以
降
参
照
。

物
理
理
論
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
事
物
の
実
在
を
肯
定
す
る
立
場
は
、
科
学
的
実
在
論
と
呼
ば
れ
る
。

小
林
道
夫
「
H
　
物
理
学
の
哲
学
的
諸
間
題
」
内
井
惣
七
・
小
林
道
夫
編
『
科
学
と
哲
学
』
八
二
頁
（
昭
和
堂
・
一
九
八
八
）
参
照
。

物
理
理
論
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
事
物
の
実
在
を
認
め
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
小
林
注
（
17
）
七
〇
ー
七
八
頁
、
同
「
科
学
的

説
明
と
実
在
論
」
科
学
哲
学
二
六
号
四
三
－
四
九
頁
（
一
九
九
三
）
参
照
。

物
理
理
論
の
表
象
す
る
事
物
の
実
在
を
否
定
す
る
他
の
諸
説
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
科
学
的
実
在
論
の
立
場
か
ら
の
論
駁
に
つ
い
て
は
、
小
林
注
働

八
二
－
九
七
頁
、
同
「
第
三
章
　
科
学
的
実
在
論
」
神
野
慧
一
郎
編
『
現
代
哲
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
八
六
－
九
七
頁
（
勤
草
書
房
・
一
九
九
〇
）
参

照
。

道
具
主
義
（
ヨ
皿
歪
ヨ
8
富
冴
ヨ
）
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
「
理
論
的
概
念
の
方
法
論
的
性
格
」
同
（
永
井
成
男
・
内
田
種
臣
編
訳
）

『
カ
ル
ナ
ッ
プ
哲
学
論
集
』
（
紀
伊
国
屋
書
店
・
一
九
七
七
）
参
照
。
道
具
王
義
に
よ
れ
ば
、
理
論
用
語
は
物
理
的
実
在
を
描
写
す
る
も
の
で
は
な
く
、

観
察
事
実
や
観
察
命
題
を
組
織
し
、
分
類
す
る
た
め
の
道
具
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

道
具
主
義
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
小
林
注
（
17
）
八
三
－
八
六
頁
参
照
。

同
じ
く
真
理
の
探
求
が
高
次
の
課
題
と
さ
れ
て
い
て
も
、
整
合
説
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
、
対
応
説
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
で
は
、
真
理
の
基
準
が
異

な
る
の
で
、
や
は
り
有
効
な
議
論
が
成
り
立
た
な
い
。

対
応
説
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
自
分
が
何
故
に
こ
れ
を
適
用
さ
れ
て
い
る
法
だ
と
考
え
る
に
至
っ
た
か
、
つ
ま
り
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
議
論
の
対
象

と
な
り
え
な
い
。
論
じ
ら
れ
る
べ
き
は
、
こ
れ
が
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
正
確
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
・
説
得
的
な
証
明
、
つ
ま

り
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
、
で
あ
り
、
反
論
も
ま
た
こ
の
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
全
く
何
の
意
義
も
有
さ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
発
見
の
プ
ロ

セ
ス
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
読
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
う
る
で
あ
ろ
う
（
例
え
ば
、
ハ
ン
ソ
ン
（
村
上
陽
一
郎
訳
）
『
科
学
的
発
見
の
パ

タ
ー
ン
』
一
五
〇
1
一
九
四
頁
（
講
談
社
学
術
文
庫
・
一
九
八
六
）
は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
思
考
の
跡
を
追
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
ケ
プ
ラ
ー
の
法
則
へ
の
到

達
に
果
た
し
た
意
義
を
記
し
て
い
る
）
。
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
叙
述
は
あ
く
ま
で
発
見
の
プ
ロ

セ
ス
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
叙
述
の
み
が
証
明
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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（
2
4
）

日
本
に
お
い
て
、
対
応
説
の
立
場
に
立
っ
て
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
解
明
す
る
者
は
、
圧
倒
的
な
少
数
派
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く

こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
内
田
貴
「
現
代
契
約
法
の
新
た
な
展
開
と
一
般
条
項
ω
ー
（
五
・
完
）
」

Z
ω
ピ
五
一
四
、
五
一
五
、
五
一
六
、
五
一
七
、
五
一
八
号
（
一
九
九
三
）
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
同
2
ω
［
五
一
六
号
二
四
－
二
七
頁
お
よ
び
同

「
強
制
履
行
と
損
害
賠
償
」
法
曹
時
報
四
二
巻
一
〇
号
（
一
九
九
〇
）
は
、
こ
の
立
場
か
ら
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
解
明
を
試
み
た
も
の
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
他
方
、
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
が
、
戸
松
秀
典
「
憲
法
訴
訟
論
の
方
法
」
法
曹
時
報
四
六
巻
一
〇
号
（
一
九
九
四
）
お
よ
び
同
「
憲
法

入
門
・
第
一
回
　
序
論
」
法
学
教
室
一
七
五
号
三
五
頁
（
一
九
九
五
）
や
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
』
八
O
頁
（
東
大
出
版
会
・
一
九
九
四
）
、

同
『
現
代
社
会
と
実
質
的
犯
罪
論
』
（
東
大
出
版
会
・
一
九
九
二
）
お
よ
び
同
『
刑
法
の
基
礎
総
論
』
二
二
二
、
二
三
二
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
九
三
）

な
ど
は
、
同
様
の
方
向
を
指
向
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

二
　
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
基
礎
的
前
提

　
ω
　
さ
て
、
対
応
説
の
意
味
に
お
け
る
真
理
の
探
求
を
高
次
の
課
題
と
す
る
に
し
て
も
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
淵
源
を
ど
の
よ
う
な
も
の

と
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
異
な
り
う
る
。
し
か
し
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
淵
源
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
し
よ

う
と
も
、
こ
の
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
妥
当
す
る
共
通
の
前
提
が
あ
る
。
本
節
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
共

通
の
前
提
に
つ
い
て
述
べ
る
。
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
解
明
は
、
あ
る
面
に
お
い
て
物
理
学
と
類
似
し
て
お
り
、
そ
れ
故
、
以
下
の
叙
述
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

い
て
は
、
物
理
学
に
関
す
る
科
学
哲
学
の
議
論
を
適
宜
参
照
す
る
。

　
吻
　
ま
ず
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
が
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
正
確
に
捉
え
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
直
接
的
に
は
証
明
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
は
、
判
決
ま
た
は
法
源
の
ど
こ
か
に
記

述
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
仮
に
判
決
ま
た
は
法
源
に
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

適
用
さ
れ
て
い
る
法
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
証
明
は
、
主
と
し
て
間
接
的
な
証
明
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
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間
接
的
な
証
明
に
よ
る
な
ら
ば
、
な
さ
れ
た
間
接
的
な
証
明
が
ど
の
程
度
説
得
力
を
有
し
て
い
る
の
か
が
間
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
言
う
直
接
的
な
証
明
と
は
、
概
ね
、
訴
訟
法
で
言
う
と
こ
ろ
の
直
接
証
拠
に
よ
る
証
明
に
相
応
す
る
も
の
と
考
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

る
。
つ
ま
り
、
知
覚
に
よ
る
そ
の
事
物
自
体
の
確
認
を
直
接
的
な
証
明
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
通
常
、
我
々
は
事
物
の
実
在
に
関
し
て
知
覚
に
多
大
の
信
頼
を
置
い
て
い
る
。
よ
っ
て
、
知
覚
に
よ
っ
て
事
物
の
存
在
・
内
容
を
確
認
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
レ

な
い
場
合
に
は
、
困
難
が
生
じ
る
。
事
実
、
こ
の
知
覚
に
対
す
る
信
頼
は
、
単
な
る
思
い
込
み
な
ど
で
は
な
い
。
知
覚
と
い
う
も
の
に
対
し
て

懐
疑
的
に
な
れ
ば
、
た
と
え
知
覚
さ
れ
た
と
し
て
も
、
存
在
・
内
容
の
確
認
を
意
味
し
な
い
。
し
か
し
、
現
代
に
お
い
て
は
、
生
理
学
に
よ
っ

て
人
間
の
知
覚
現
象
一
般
が
理
論
的
に
説
明
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
生
理
学
は
さ
ら
に
物
理
学
に
よ
る
支
持
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。
敷
術
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
　

れ
ば
、
知
覚
と
は
、
我
々
の
感
覚
器
官
と
実
在
す
る
事
物
と
の
相
互
作
用
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
ら
こ
そ
、
幻
視
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
マ

錯
覚
と
い
っ
た
知
覚
の
相
対
性
を
整
合
的
に
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
我
々
が
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
適
用
さ
れ
て
い
る
法
は
、
存
在
・
内
容
を
直
接
的
に
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
っ
と

も
、
こ
の
こ
と
は
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
が
解
明
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
電
子
に
つ
い
て
少
し
見
て
み
る
こ

と
に
す
る
。
電
子
と
い
う
特
定
の
内
容
を
持
っ
た
事
物
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
も
は
や
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
我
々
は
個
々
の
電
子
そ
の
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
で
は
な
ぜ
、
我
々
は
電
子
と
い
う
特
定
の
内
容
を
持
っ
た
事
物
の
存
在
を
知
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
物
理
学
に
お
け
る
研
究
の
お
か
げ
で
あ
る
。
但
し
誤
解
の
な
い
よ
う
に
述
べ
て
お
く
と
、
物
理
学
者

さ
え
も
、
電
子
自
体
を
直
接
に
視
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
電
子
と
い
う
概
念
は
、
物
理
理
論
の
賜
物
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
物
理
理

論
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
電
子
の
存
在
・
内
容
を
前
提
に
し
て
、
我
々
は
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

確
か
に
、
物
理
学
の
場
合
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
物
理
理
論
の
表
象
す
る
事
物
の
存
在
・
内
容
が
か
な
り
直
掛
に
近
い
私
寮
簿
覚

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
か
つ
て
は
原
子
を
見
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
で
は
あ
る
種
の
顕
微
鏡
を
用
い
て
原

子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
原
子
の
よ
う
に
存
在
が
直
接
に
近
い
形
で
知
覚
さ
れ
る
の
は
、
物
理
理
論
に
よ
っ
て
表
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象
さ
れ
る
様
々
な
事
物
の
う
ち
、
ご
く
わ
ず
か
で
し
か
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
確
固
た
る
知
識
を
提
供
す
る
も
の
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
物
理
学
に
お
い
て
さ
え
、
実
は
、
物
理
理
論
の
表
象
す
る

事
物
の
存
在
・
内
容
に
関
し
て
、
先
に
述
べ
た
意
味
で
の
直
接
的
な
証
明
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
物
理
理
論
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て

い
る
事
物
の
多
く
は
、
主
と
し
て
間
接
的
な
証
明
に
頼
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
存
在
・
内
容
を
間
接
的
に
し
か
証
明
で
き
な
い

と
い
う
点
の
み
を
も
っ
て
、
存
在
・
内
容
を
否
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
存
在
・
内
容
を
直
接
的
に
証
明
し
え
な
い
以
上
、
存
在
・
内
容

の
証
明
は
、
間
接
的
な
証
明
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
問
接
的
な
証
明
が
ど
の
程
度
説
得
力
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

こ
そ
が
、
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
㈹
　
今
度
は
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
解
明
す
る
た
め
の
研
究
が
い
か
に
積
み
重
ね
ら
れ
よ
う
と
も
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
は
あ
く
ま
で
近

似
的
に
し
か
記
述
さ
れ
え
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
物
理
学
の
例
を
ま
ず
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
を
例
に
し
て
言
う
と
、
か
つ
て
ニ
ュ
ー

ト
ン
力
学
は
実
在
を
捉
え
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
特
殊
相
対
論
の
出
現
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
は
必
ず
し
も
実
在
を
捉
え
て
い

な
い
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
般
的
な
形
で
言
う
と
、
あ
る
物
理
理
論
が
実
在
を
捉
え
て
い
る
こ
と
に
つ
き
反
証
に
耐
え
る
ほ
ど
に

証
明
さ
れ
て
い
て
も
、
後
に
な
っ
て
新
し
い
物
理
理
論
が
現
わ
れ
か
つ
そ
れ
が
実
在
を
捉
え
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
必
然
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
レ

に
旧
い
物
理
理
論
は
実
在
を
捉
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
物
理
学
の
歴
史
の
中
で
往
々
に
し
て
起
こ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
が
往
々
に
し
て
起
こ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
あ
る
物
理
理
論
が
実
在
を
捉
え
て
い
る
こ
と
に
つ
き
現
時
点
に
お
い
て
た
と
え
反

証
に
耐
え
る
ほ
ど
に
証
明
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
物
理
理
論
が
実
在
を
捉
え
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
実
在
を
措
定
し
、
実
在
に
対
応
す
る
理
論
の
構
築
を
高
次
の
課
題
と
す
る
な
ら
ば
（
つ
ま
り
は
対
応
説
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
）
、
こ
の
こ

と
は
当
然
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
探
求
を
や
め
な
い
限
り
、
理
論
と
実
在
と
の
対
応
が
現
在
の
状
態
で
確
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
現
在
の
理
論
が
高
い
水
準
に
あ
る
と
し
て
も
、
未
来
に
お
い
て
新
た
な
事
実
が
発
見
さ
れ
な
い
と
は
考
え
が
た
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く
、
新
た
な
事
実
に
対
し
て
現
在
の
理
論
が
十
分
な
説
明
を
与
え
う
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
他
方
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
物
理
理
論
が
実
在
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
に
全
く
否
定
的
な
態
度
を
採
る
の
は
誇
り
だ
ろ
う
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
力

学
は
特
殊
相
対
論
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
確
か
に
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
特
殊
相
対
論
の
ほ
う
が
よ
り
正
確
に
実

在
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
も
、
近
似
的
に
実
在
を
捉
え
て
い
る
点
に
お
い
て
は
か
わ
り
な
い
。
い

か
な
る
物
理
理
論
も
、
さ
ら
に
新
た
な
物
理
理
論
の
登
場
に
よ
っ
て
近
似
的
に
し
か
実
在
を
捉
え
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
以
上
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
物
理
理
論
は
あ
く
ま
で
近
似
的
に
実
在
を
捉
え
る
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
ロ

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
解
明
に
も
あ
て
は
ま
る
。
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
の
記
述
は
、
物
理
理
論
に
お
け

る
よ
り
も
、
言
語
に
よ
る
制
約
を
は
る
か
に
多
く
受
け
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
物

理
理
論
に
お
け
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
実
在
か
ら
遠
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
誠
実
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
れ
ば
、
実
在
に
近
づ
い
て
ゆ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
マ

だ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
、
物
理
学
に
お
け
る
例
で
見
た
よ
う
に
、
体
系
自
体
の
転
換
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

近
似
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
法
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
さ
て
今
度
は
、
観
察
の
理
論
依
存
性
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
・
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
あ
り
方
を
述
べ
る
。

　
あ
る
判
決
に
は
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
、
ま
た
別
の
判
決
に
は
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
、
か
く
し
て
諸
判
決
に
は
概
ね
こ
の
よ
う
な
特

徴
が
あ
る
と
い
っ
た
叙
述
が
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
は
、
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

発
見
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
も
の
と
し
て
も
、
不
十
分
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
は
、
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
特
に
重
要
な
の
は
、
観
察
の
理
論
依
存
性
と
呼
ば
れ
る
観
点
か

　
　
　
　
　
　
　
に
　

ら
の
も
の
で
あ
る
。
観
察
の
理
論
依
存
性
と
は
、
見
る
、
な
い
し
観
察
す
る
、
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
事
柄
が
、
基
本
的
に
、
見
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ほ
　

る
者
な
い
し
観
察
す
る
者
の
知
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
っ
と
も
、
判
決
文
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
判
決
の

特
徴
が
、
各
論
者
の
有
す
る
知
識
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
、
理
論
依
存
性
に
言
及
す
る
ま
で
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
か
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
判
決
に
は
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
と
い
う
叙
述
は
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
評
価
の
基
準
と
な
っ
て
い
る

理
論
の
体
系
が
示
さ
れ
な
い
限
り
、
反
証
不
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
そ
の
よ
う
な
叙
述
を
も
っ
て
、
諸
判
決
に
見
ら
れ
る
特
徴
の
証
明
と

　
　
　
　
　
　
　
　
パ
れ
レ

な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
れ
故
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
解
明
す
る
た
め
の
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
ま
ず
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
る
も
の
が
示

さ
れ
、
か
つ
判
決
に
ど
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
に
つ
き
、
予
め
示
さ
れ
て
い
る
必
要
が

　
ほ
ズ
め
レ

あ
る
。

　
⑥
　
最
後
に
、
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
規
定
す
る
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
有
す
る
一
つ
の
性
質
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
法
が
整
合
的
で
な
い
時
、
我
々
は
法
に
間
題
が
あ
る
と
感
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
即
座
に
適
用
さ
れ
て
い
る
法
が
整
合
的
で
あ
る
こ
と
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ル
レ

味
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
は
整
合
的
な
体
系
を
有
す
る
で
あ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、
諸

判
決
で
適
用
さ
れ
て
い
る
法
が
、
一
つ
の
整
合
的
な
体
系
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
あ
る
判
決
で
適

用
さ
れ
て
い
る
法
は
、
何
ら
か
の
仮
想
の
整
合
的
な
体
系
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
諸
々
の
判
決
で
適
用
さ
れ
て
い
る
法

が
一
つ
の
整
合
的
な
体
系
を
形
成
す
る
か
ど
う
か
は
、
別
の
間
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
あ
る
判
決
に
適
用
さ
れ
て
い
る
法
た

る
一
つ
ま
た
は
複
数
の
規
範
は
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
仮
想
の
体
系
の
一
部
で
し
か
な
く
、
こ
の
規
範
は
体
系
内
に
整
合
的
に
存
在
し
て
い

る
他
の
諸
規
範
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
適
用
さ
れ
て
い
る
法
が
整
合
的
な
体
系
を
有
す
る
の
な
ら
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
は
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
必
要
が

　
　
け
レ

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
解
明
に
あ
た
っ
て
は
、
常
に
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
体
系
お
よ
び
こ
の
体
系
内
に
存
在
す
る
他

の
諸
規
範
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
適
用
さ
れ
て
い
る
法
が
整
合
的
で
あ
る
の
な
ら
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
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一つの法律学の試み（試論）

体
系
の
一
部
を
成
す
規
範
か
ら
・
演
繹
論
理
的
に
導
か
れ
る
規
範
も
ま
た
、
多
く
の
場
合
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
体
系
の
一
部
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
ハ
ゆ
レ

る
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
解
明
に
あ
た
っ
て
、
ル
ー
ル
と
原
理
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
も
ま
た
、
有
効
で

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

　
⑥
　
本
節
に
述
べ
る
基
礎
的
な
前
提
は
、
以
上
で
あ
る
。
本
節
に
述
べ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
目
さ
れ
て
い
る
も
の
が

適
用
さ
れ
て
い
る
法
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
あ
た
っ
て
の
、
最
低
限
の
前
提
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
証
明
が
説
得
的
で

あ
る
の
か
を
、
次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
証
明
が
説
得
的
で
あ
る
か
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
淵

源
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
。
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
淵
源
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
対
応
説
の
立
場
に
立
つ
も
の

の
中
で
も
、
異
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
に
お
い
て
は
、
適
用
さ
れ
て
い
る
法
の
淵
源
に
つ
い
て
の
私
の
理
解
を
示
す
こ
と
に
し

た
い
。321

（
4
）

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
小
林
道
夫
教
授
の
一
連
の
論
稿
か
ら
多
大
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
も
参
照
。

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
（
証
拠
方
法
）
と
は
、
「
裁
判
官
が
そ
の
五
官
に
よ
っ
て
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
有
形
物
を
い
う
」
と
さ
れ
る
。
新
堂

幸
治
『
民
事
訴
訟
法
』
三
三
六
頁
（
筑
摩
書
房
・
一
九
七
四
）
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
証
拠
で
あ
る
た
め
の
当
然
の
前
提
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
科
学
的
知
識
が
我
々
人
間
に
と
っ
て
観
察
可
能
な
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
全
く
逆
で
あ
る
。
本
文
で
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
我
々
の
知
覚
は
、
物
理
的
存
在
と
感
覚
器
官
の
相
互
作
用
で
あ
り
、
自
然
に
お
け
る
多
様
な

相
互
作
用
の
一
つ
で
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
人
間
の
知
覚
は
自
然
現
象
の
解
明
の
た
め
に
特
権
的
身
分
を
持
つ
も
の
で
は
な

く
、
し
た
が
っ
て
科
学
的
知
識
が
我
々
に
と
っ
て
観
察
可
能
な
も
の
に
限
ら
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
小
林
道
夫
「
H
　
物
理
学
の
哲

学
的
諸
問
題
」
内
井
惣
一
郎
・
小
林
道
夫
編
『
科
学
と
哲
学
』
八
○
頁
（
昭
和
堂
・
一
九
八
八
）
。
あ
る
事
物
の
存
在
を
観
察
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か

に
結
び
付
け
る
見
解
も
あ
る
が
（
例
え
ば
、
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
（
丹
治
信
春
訳
）
『
科
学
的
世
界
像
』
（
紀
伊
国
屋
書
店
・
一
九
八
六
）
）
、
賛
成
す
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）
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る
こ
と
は
で
き
な
い
。

＝
願
一
●
卑
o
≦
P
O
σ
ω
震
く
象
一
〇
コ
即
0
9
①
o
島
＜
一
蔓
象
一
〇
。
ω
（
一
〇
〇。
刈
）
。

以
上
に
つ
い
て
は
、
小
林
注
ゆ
八
O
I
八
一
頁
参
照
。

こ
の
よ
う
な
限
定
を
付
す
の
は
、
あ
く
ま
で
何
ら
か
の
装
置
を
通
し
て
見
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
肉
眼
で
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
点
に
言
及
す
る
の
は
、
装
置
を
通
し
て
し
か
見
え
な
い
場
合
に
、
そ
れ
を
肉
眼
で
見
る
こ
と
と
同
列
に
扱
っ
て
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
問

題
に
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
結
局
、
こ
の
装
置
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
光
学
理
論
等
の
当
否
を
問
う
こ
と
な
し
に
は
、
こ
の
装
置
を
通
し

て
の
知
覚
が
存
在
・
内
容
の
知
覚
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

科
学
史
上
の
例
に
つ
い
て
は
、
ク
ー
ン
（
中
山
茂
訳
）
『
科
学
革
命
の
構
造
』
（
み
す
ず
書
房
・
一
九
七
一
）
、
竹
内
均
『
物
理
学
の
歴
史
』
（
講
談
社
学

術
文
庫
・
一
九
八
七
）
、
ウ
エ
ス
ト
フ
ォ
ー
ル
（
渡
辺
正
雄
・
小
川
真
理
子
訳
）
『
近
代
科
学
の
形
成
』
（
み
す
ず
書
房
・
一
九
八
○
）
等
参
照
。

小
林
注
㈲
七
八
、
八
一
頁
参
照
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
林
注
㈲
九
九
ー
一
〇
一
頁
、
同
「
第
三
章
　
科
学
的
実
在
論
」
神
野
慧
一
郎
編
『
現
代
哲
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
八
二
－

八
六
頁
（
勤
草
書
房
・
一
九
九
〇
）
参
照
。

ク
ー
ン
が
言
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。

浮
8
蔓
－
一
＆
雪
器
器
の
訳
語
で
あ
り
、
理
論
負
荷
性
と
も
訳
さ
れ
る
。
理
論
依
存
性
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
ソ
ン
（
村
上
陽
一
郎
訳
）
『
科
学
的
発
見
の

パ
タ
ー
ン
』
（
講
談
者
学
術
文
庫
二
九
八
六
）
、
同
（
野
家
啓
一
・
渡
辺
博
訳
）
『
知
覚
と
発
見
　
上
・
下
』
（
紀
伊
国
屋
書
店
・
一
九
八
二
）
参
照
。

観
察
の
理
論
依
存
性
を
唱
え
た
の
は
前
注
に
挙
げ
た
ハ
ン
ソ
ン
で
あ
る
が
、
類
似
の
指
摘
は
古
く
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
デ
ュ
エ
ム
（
小
林

道
夫
・
熊
谷
陽
一
・
安
孫
子
信
訳
）
『
物
理
理
論
の
目
的
と
構
造
』
（
勤
草
書
房
・
一
九
九
一
）
。

帰
納
と
い
う
方
法
を
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
用
い
る
こ
と
の
問
題
は
、
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
観
察
が
理
論
に
依
存
す
る
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
み
な
ら
ず
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
、
帰
納
と
い
う
方
法
は
問
題
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
チ
ャ
ル
マ
ー
ズ
（
高
田
紀
代
志
・
佐
野
正
博
訳
）
『
科
学
論
の
展
開
』
四
九
－
七
〇
頁
（
恒
星
社
厚
生
閣
・
一
九
八
五
）
参
照
。

類
似
の
指
摘
を
な
す
も
の
と
し
て
、
平
井
宜
雄
『
法
律
学
基
礎
論
覚
書
』
二
八
、
四
四
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
八
九
）
、
同
『
債
権
各
論
H
不
法
行
為
』

一
－
二
頁
（
弘
文
堂
・
一
九
九
二
）
、
同
「
不
法
行
為
に
お
け
る
『
過
失
』
の
意
義
」
法
学
教
室
一
一
…
号
一
二
三
頁
（
一
九
九
〇
）
、
お
よ
び
私
法
五
五

号
五
三
－
五
四
頁
（
一
九
九
三
）
参
照
。

正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
か
よ
う
な
手
順
は
、
物
理
学
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
デ
ュ
エ
ム
注
⑬
参
照
。
ま
た
、
朝
永
振
一
郎
『
物
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）
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）

理
学
と
は
何
だ
ろ
う
か
　
下
』
七
頁
（
岩
波
新
書
・
一
九
七
九
）
も
参
照
。

法
の
整
合
性
に
言
及
す
る
も
の
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
近
年
、
日
本
に
お
い
て
こ
の
点
を
特
に
主
張
し
て
い
る
の
は
、
内
田
貴
教
授
で
あ
ろ

う
。
伝
統
的
な
法
理
と
は
異
質
な
契
約
法
規
範
が
立
法
や
裁
判
を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
な
い
し
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
我
々
に
拘
束
力
を
有
す
る
実
定
法
は
原
理
的
に
整
合
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
前
提
が
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
の
指
摘
（
同
「
現
代
契
約
法
の
新
た
な
展
開
と
契
約
法
学
」
法
律
時
報
六
六
巻
八
号
二
八
頁
（
一
九
九
四
）
）
や
、
ま
た
、
法
の
解
釈
に
は
、
「
す
で

に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
確
立
し
た
法
原
理
と
の
整
合
性
」
が
要
求
さ
れ
る
と
の
指
摘
（
同
『
民
法
1
』
七
頁
（
東
大
出
版
会
・
一
九
九
四
）
）
が
な
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
「
亀
本
報
告
・
松
浦
報
告
に
対
し
て
」
日
本
法
哲
学
会
編
『
法
的
思
考
の
現
在
』
一
〇
〇
1
一
〇
一
頁
（
有
斐
閣
⊥
九
九
〇
）

で
は
、
法
的
思
考
の
特
質
と
し
て
、
「
判
断
が
、
論
者
の
属
す
る
実
定
法
の
全
規
範
体
系
の
中
で
、
整
合
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
そ
の
整

合
性
は
、
単
な
る
論
理
的
整
合
性
で
は
な
く
、
解
釈
学
的
整
合
性
を
有
す
る
こ
と
」
だ
と
さ
れ
る
。

物
理
学
に
お
い
て
は
、
数
学
に
よ
る
統
一
的
把
握
が
な
さ
れ
る
た
め
に
物
理
理
論
は
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
質
を
有
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
小

林
注
四
七
一
－
七
三
頁
、
同
「
科
学
的
説
明
と
実
在
論
」
科
学
哲
学
二
六
号
四
六
ー
四
八
頁
（
一
九
九
三
）
。
し
か
し
、
そ
れ
と
て
、
実
在
が
統
一
的

な
性
質
を
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
数
学
に
よ
る
統
一
的
な
把
握
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
理
学
に
お
け
る
ホ
ー
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、

デ
ュ
エ
ム
注
⑬
二
五
三
頁
、
ク
ワ
イ
ン
（
飯
田
隆
訳
）
『
論
理
的
観
点
か
ら
』
（
勤
草
書
房
二
九
九
二
）
参
照
。

平
井
『
法
律
学
基
礎
論
覚
書
』
注
（
1
5
）
二
二
－
壬
二
頁
は
、
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
マ
ク
ロ
正
当
化
」
と
「
ミ
ク
ロ
正
当
化
」
に
区
別
し
た
上
で
、

ミ
ク
ロ
正
当
化
に
お
い
て
は
演
繹
的
な
論
理
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
が
、
こ
の
主
張
は
、
法
が
整
合
的
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で

あ
ろ
う
。

ル
ー
ル
と
原
理
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
か
に
関
し
て
は
、
少
な
か
ら
ぬ
争
い
が
あ
る
。
亀
本
洋
「
法
に
お
け
る
ル
ー
ル
と
原
理
（
一
）
」
法
学
論
叢

二
三
巻
二
号
（
一
九
八
七
）
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）

一85一


