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現
時
に
お
け
る
立
法
政
策
の
意
義

立

法

政

策

學

試

論

の

一

菊

池

勇

夫

隔

法
學
界
に
お
け
る
最
近
の
二
十
五
年
間
を
回
顧
す
る
と
き
、
著
し
い
対
照
を
な
す
の
は
往
年
の
社
會
立
法
時
代
に
野
し
今
日
経
済

立
法
時
代
を
現
出
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
つ
と
も
ド
イ
ツ

の
如
き
は
第

一
次
欧
洲
大
職
當
時
及
び
職
後
の
時
期
に
既
に
経
済
立

註

一

法
時
代
を
経
験
し
て
経
済
法
學
も
新
興
法
域
と
し
て
問
題
と
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
も
つ
ぱ
ら
経
済
関
係

が

自
由
主
義
的
民
商
法
の
支
配
下
に
在
り
、之

に
野
し
て
「
法
の
社
會
化
」あ
る
ひ
は
社
會
立
法
制
定
を
以
て
修
正
す
る
状
態

で
あ
つ
た
。

と
こ
ろ
が
昭
和
六
年
を
境
と
し
て
先
づ
カ
ル
テ
ル
政
策
的
産
業
統
制
立
法
が
現
は
れ
、
や
が
て
支
那
事
鍵
、
大
東
亜
戦
争

と
戦
時
経

註
二

濟

の
進
展
に
つ
れ
て
経
済
立
法
時
代
を
現
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
新
立
法

の
要
求
さ
れ
る
背
後

に
は
、往
年

の
社
会
政
策
、

又
今
日
の
経
済
政
策
が
在
つ
て
、
新
立
法
の
内
容
と
方
向
を
規
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
面
に
お
い
て
之
ら
の
諸

政
策
を
立
法
に
呉
休
化
す
る
点
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
立
法
政
策
が

一
貫
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。

お
よ
そ
薪
立
法
の
要
求
さ
れ
る
反
面
に
は
常
に
既
存
法
の
機
能
喪
失
が
あ
る
。
特
に
そ
の
明
瞭
な
か
た
ち
を
と
つ
た
も
の
と
し
て

は
、
牲
年
の
社
會
問
題
に
關
し
て
の
實
力
抗
争
や
、
最
近

の
経
済
界
に
お
け
る
闇
取
引
な
ど
の
事
實
が
顯
著
で
あ
つ
て
、
つ
ひ
に
は

現
時

に
お
け

る
立

法
政
策

の
意
並義

三
七



司
法
的
権
威
に
關
す
る
問
題
を
生
す
る
ま
で
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
司
法
的
権
威
を
保
持
す

る
た
め
に
強
調
さ
れ
る
蓮

法
論
も
亦
立
法
政
策
論

へ
向
は
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
立
法
政
策
研
究
の
重
要
な
意
義
は
、
特
に
今
日
の
事
清

に
即
し
て
考
祭
す
る
こ
と
に
よ
り
、
之
を
最
も
よ
く
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
ふ
の
で
あ

る
。

今
日
統
制
経
済

の
推
進
せ
ら
れ
る
に
つ
い
て
は
、
實
に
お
び
た
だ
し
く
多
数

の
法
令
が
制
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
ら
の
法
令
は
次

か
ら
次

へ
と
新
た
な
る
方
面
に
立
法
さ
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
制
定
の
後

い
く
ば
く
も
経
た
な
い
う
ち
に
改
正
又
は
屡
止
さ
れ

る
場
合
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
法
令
の
制
定
及
び
改
慶
に
關
し
て
は
、
そ
の
前
提

に
立
法

の
需
要
と
立
法
者

の
予
測

と
の
間
の
適
合
の
困
難
が
う
か
が
は
れ
る
。
そ
れ
は
指
導
的
立
法
に
期
待
し
得
る
機
能
の
限
界
を
示
す
も

の
で
あ
る
と
共
に
、
む
し

ろ
急
激
な
る
社
會
経
済

的
需
要
の
変
化
に
対
し

て
立
法
活
動
が
追
随
す
る
状
態
を
も
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
立
法
活
動

に
つ
い
て
は
、
社
會
経
済

的
変
動
の
實
駄
に
対
す

る
適
応
性
の
問
題
ど
、
進
ん
で
之
を
指
導
す
る
基
本
的
方
針
と
し
て
の
立
法
政
策

と
が
考

へ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
6

他
面
に
は
、
統
制
経
済

の
彊
化
さ
れ
て
ゐ
る
今
日
に
お
い
.て
、
遵
法
精
神

の
涵
養
が
特
に
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に

蓮
法
精
神

を
鼓
吹
し
喚
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
實
際
上
法
令

の
趣
旨
が
よ
く
守
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
つ
て
蓮
法
は
法
令
に
よ
つ
て
規
律
さ
れ
る
國
民

の
側

の
問
題
で
あ
る
が
、
し
か
し
遵
法
の
不
充
分
な
反
面
に
は
さ
か

の
ぼ
つ
て
法
令
そ
の
も
の
の
規
定
の
側

に
も
問
題
が
存
す
る
こ
と
を
考

へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
單
に
法
令
を
周
知
さ
せ
る
方
法
に
工
夫

を
要
す
る
だ
け
で
な
く
す
く
な
く
と
も
法
令
の
趣
旨
を
國
民
に
徹
底
せ
し
む
る
に
つ
い
て
の
適
君
な
立
法
技
術
が
要
求
さ
れ
る
の
で



あ
る
。
さ
ら
に
根
本
的
に
は
立
法
政
策
そ
の
も
の
の
宣
明
に
つ
い
て
も
關
心
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
o
こ
の
小
稿
に

}

・

お

い
て

、

わ

れ

わ

れ

は
立

法

政

策

の
現

時

に

お
け

る
重

要

な
意

義

を

注
意

す

る

と
共

に

、
之

を

…機
縁

に
立

法
政

策

の
特

質

を
考

察

し

、

註
三

さ
ら

に

立
法

政

策
學

の
必

要

に
論

及

し

た

い
と

思

ふ

。

註

一

菊

池

『
近
代
法
と
経
済

と
の
関
係
」

(
牧
野
教
授
還
暦
帆
賀
法
理
論
集
所
牧
)
参
照
。

註

二

菊
池

『
経
済
胃統
制
法

の

一
般
的
考
察
」
(
本
誌
、

一
二
巻

二
號
所
載
)
参
照
O

註

三

こ
の
小
稿

は
、

は
ご
め
昭
和
十
七
年
に
慶
慮
義
塾

三
田
新
聞
學
會
創
立

二
十
五
周
年
記
念
出
阪

の
爲
論
文

を
依
頼
さ
れ
、
昭
和
十
八
年

二

月
末

に
執
筆
.

『
立
法
政

策
の
理
論
」
と

云
ふ
題
名
で
永

田
清
編

「
時
代
と
學
問
」

(
昭
和

一
八
年
九
月
、
慶
應

出
版
社
発

行
)

に
収
め

ら
れ

た
も

の
で
あ

る
。
右

の
論
題

は
か
訟
て
筆
者

の
興
昧
を
持

つ
て
ゐ
た
も

の
を
自
ら
撰

ん
だ

の
で
あ

る
が
、
た
ま
た
ま
執
筆
中

に
病
臥

し
、
締
切

に
迫
ら
れ

て
註
記
は
も
と

よ
り
文
章

の
推
敲
も

で
き
な

い
未
定
稿

の
ま
ま
塗

つ
た
も

の
で

あ
る
。
そ
れ
で
之

を
書
き
直

し
て
置
く

こ
と
を
必
要
と
考

へ
筆

を
加

へ
て
見
た
が
.
結

局
宇
句

を
輔

ひ
註
記
を
附

す
る
程
度

に
ざ
ど
ま

つ
六
。
本
稿

に
お

い
て
は
題
名

を
限
定

し
、
立
法
政
策
學
に

つ
い
て
將
來

の
続
稿

を
期
す

る
こ
と

に
し
た
し
だ

ゼ
で
あ
る
。

二

立

法

政

策

は

法

政

策

一
般

の
中

に
お

い

て

い
か
な

る
地

位

を

占

め

る
も

の

で

あ

ら

う

か

。

そ
も

そ

も

法
政

策

一
般

と

云

ふ

場
合

に

は

、

法

存
対
象

と

し

て
持

つ
と

こ
ろ

の
す

べ

て

の
政

策

を
意

味

す

る

こ
と

に
な

る

で
あ

ら

う
。

と

こ

ろ

で
國

民

生
活

の
創

造

的
形

成

を

目

的

と

す

る
政
策

一
般

の
中

か

ら

法

政

策

を

区

別

す

る
特
色

は

、
國

民

生
活

を
法

規

範

に

よ

つ

て

形
成

す

る
点

に
認

め
ら

れ

る

の

で
あ

る
。

し

た

が

つ

て

こ

の
や

う
な

法

政

策

目

的

を

達
成

す

る

た

め

に

は
、

ま

つ
法

規

範

そ

の
も

の
の
創

造

叉

は
形

成

が
行

は
れ

ね

ぼ

な
ら

な

い
。

す

な

は

ち

法

政

策

の
直

接

的

或

ひ

は
中

間

的
目
標

は
、

寳

定

舞

秩

慧

の

形
成

に
存

す

る

の
で
あ

り

、
さ

ら

に
具

体

的



註
四

に
は
現
行
法
を
評
価

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
將
來

の
立
法
を
行
ふ
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
.
こ
の
意
味
に
お
い
て
法
政
策
は

も
つ
ば
ら
立
法
政
策
と
し
て
取
り
墨
げ
ら
れ
る
と
云
つ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

法
政
策

一
般
の
中
か
ら
立
法
政
策
を
区
別
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
他

の
面
は
之
を
法
執
行
政
策
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ら
う
。
そ
れ
は
司
法
行
政
に
お
け
る
政
策
で
あ
る
と
共
に
裁
判
に
お
け
る
政
策
で
あ
る
か
ら
、
司
法
行
政
政
策
と
狡
く
限
定
し
な

い
意
味
に
お
い
て
の
廣
義
の
司
法
政
策
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
司
法
は
法
的
理
念
た
る
正
義

の
顯
現
を
高
い
目
的
と
し

て
持
つ
の
で
あ
る
が
、
實
際
に
は
實
定
法
規
範
内
容
の
實
現
を
任
務
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
前
提

に
は
論
理
的
に
も
歴
史
的

に
も
法
規
の
存
在
が
予
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
司
法
,に
お
け
る
政
策
は
,
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
規
に
よ
つ
て
指
示
さ

れ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
司
法
政
策
に
対
す

る
立
法
政
策
の
優
位
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
之
を

立
法
政
策

の
側
か
ら
云

へ
ば
、
司
法
に
お
け
る
政
策
を
あ
ら
か
じ
め
立
法
の
中
に
明
確
な
ら
し
め
る
こ
と

に
よ
つ
て
法
政
策
め

一
貫

が
期
持
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
立
法
政
策
は
乱
法
政
策
の
見
透
し
を
含
む
も
の
と
し
て
立
て
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
司
法
の
前
提
た
る
法
規
範
の
存
在
が
國
家
的
立
法
に
限
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
考

へ
る
な
ら
ば
、
立
法
政
策

と
司
法
政

策
と
の
関
係
も
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
異
な
つ
た
も
の
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
司
法
政
策
が
む
し
ろ
立
法
政
策
よ
り

志
包
撰
的
で
あ
り
、
優
位
を
占
め
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
や
う
な
意
味
で
問
題
と
な
る
の
は
國
家
的
制
定
法
以
外
の
法
源

と
、
そ
れ
の
適
用
腕
る
司
法
の
意
義
で
あ
る
。



非
制
定
法
源
の
主
要
な
も
の
は
、
古
來
不
文
法
と
稻
せ
ら
.れ
る
慣
脅
法
で
あ
る
。
慣
習
法
に
お
い
て
は
社
会
的
慣
行
の
存
在
が
要

件
と
な
る
の
で
あ

る
が
、
鱈
行
の
成
立
に
當
つ
て
は
立
法
目
的
を
意
識
的
に
自
畳
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
な

い
。
償
行
が
法
的
規
範
た

り
得
る
に
は
、
そ
れ
が
先
づ
そ
の
慣
行
を
蓮
守
す
る
園
体
社
會
に
お
・い
て
内
部
規
律
と
し
て
承
認
さ
れ
て
を
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
も

と
よ
り
か
か
る
内
部
規
律
は
國
家
の
政
策
的
意
圖
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
時
と
し
て
は
國
家

の
政
策
に
反
し
て

も
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
や
う
た
社
會
的
内
部
規
律
が
そ
の
實
現
に
關
し
國
家
的
保
護
を
求
め
る
場
合
に
は
、
そ
こ

に
は
じ
め
て
裁
判
に
よ
る
旬
法
政
策
と
の
關
聯
を
生
す
る
の
で
あ
り
、
慣
習
法
規
範
も
國
家

の
法
と
し
て
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
判
事
が
慣
脅
法
を
法
源
と
し
て
援
用
す
る
に
當
つ
て
は
、ま
つ
そ
れ
の
法
源
性
す
な
は
ち
現
行
法
た
る
こ

と
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
か
か
る
現
行
法
性
の
碓
認
を
判
事
各

人
の
任
意
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
つ
叱

、

確
認
の
基
準
は
法
規
上
明
瞭
に
指
示
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
わ
が
法
例
第
二
傑
ぱ
正
に
慣
習
法
の
現
行
法
性
確
認

の
基
準
を

一
般

註
五

的
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
鼻
そ
れ
ゆ
ゑ
社
會
的
慣
行
を
根
擦
と
し
て
成
立
し
た
慣
習
法
も
亦
現
行
法
源
と
認
定
さ
れ
る
に
つ
い
て
は

制
定
法
を
通
じ
て
法
秩
序
全
体
と
の
矛
盾
な
き
統

一
の
中
に
包
掻
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
非
制
定

法
源
に
依
つ
て
行
は
れ
る
裁
判
に
現
は
れ
る
と
ζ
ろ
の
司
法
政
策
も
亦
立
法
政
策
に
よ
つ
て
貫
徹
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
ぎ

る
の
で
あ
る
。

法
の
成
立
を
神

の
意
志
や
自
然
法
に
よ
つ
て
観
念
的
に
基
礎
づ
け
る
立
場
に
甥
し
て
、
之
を
民
族
瀧
會
め
歴
史
的
生
産
物
と
認
め

民
族
確
信
に
基
礎
づ
け
た
歴
史
法
學
派

の
建
設
者
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、

法
を
作
ら
れ
る
も
の
で
な
も
レ
で
成

る
と
ヒ
ろ
の
も
の
と
し
、



註
六

・

民
族
に
お
け
る
言
語
の
成
立
に
類
似
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
か
か
る
説
に
よ
れ
ば
損
習
法
源

の
優
位
を
主
張
す
る
こ
と

に
な
り
、
裁
判
に
現
は
れ
る
司
法
政
策
が
立
法
政
策
べ

一
貫
す
る
こ
と
も
甚
だ
し
く
明
瞭
を
鼠
く
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
右
の
や
う
な
見
解
か
ら
出
発
し

て
も
、
統

一
國
家
の
下
に
お
い
て
は
法
政
策
が
自
畳
的
に
明
瞭
と
な
る
に
つ
れ
て
制
定
法
優
位
の

法
秩
序
に
統

一
さ
れ
、
司
法
政
策
が
立
法
政
策
に
下
属
す

る
に
至
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ら
う
。之
を
習
語
と
の
類
似
に
つ
い
て

云

へ
ば
、
右
と
同
様
の
場
合
が
統

一
國
家
に
お
け
る
標
準
語
の
確
立
過
程
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
.
言
語
は
民
族
生
活
の
久

し
い
歴
史
と
共
に
生
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
を
異
に
し
、
生
活
環
境

の
多
様
な
る
に
し
た
が
つ
て
難
多
で
あ
る
が
、
政
治
的
支

註
七

.

配
勢
力
の
言
語
に
対
し

て
は
そ
れ
ら
が
お
の
つ
か
ら
方
言
と
な
る
。
さ
ら
に
統

一
國
家
に
お
い
て
は
統

一
語
め
確
立
が
自
畳
的
に
政

策
問
題
と
せ
ら
れ
、
國
語
政
策
と
し
て
標
準
語
優
位
の
下
に
方
言
の
認
容
又
は
矯
正
が
行
は
れ
る
の
で
あ

る
。
之
を
外
國
語
叉
は
外

來
語
が

「
般
的
に
智
得
遷
れ
、
國
語
化
す
る
過
程
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
そ
の
輸
入
さ
れ

る
言
語

の
本
國

の
政
治
経
済

的
勢
力
が
浸
潤

し
て
ゐ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
特
に
政
治
的
支
配
が
確
立
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
支
配
國
に
よ
り
國
語
政
策
乃
至
文
化

政
策

と
し
て
明
瞭
な
指
示
が
行
は
れ
る
の
を
見
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
な
点
は
外
國
法
の
糧
受
関
係

に
お
い
て

一
層
顯
著
な
事
例

と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
慣
習
法
源
に
対
す

る
制
定
法
源
の
優
位
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
司
法
政
策
に
対
す

る
立

法
政
策

の
優
位
は
全
般
的
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
な
ほ
そ
こ
に
は
裁
判
と
政

治
と
の
関
係
が
問
題
と
な

る
の
で
あ
つ
て
、
進
ん
で
司
法
権

の
独
立
に
つ
い
て
の
考
察
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

註
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註
五

法
例
第

二
條

「
公

ノ
秩
序
又

ハ
魯
夏

ノ
風
俗
ニ
反
セ
サ

ル
慣
貿

法
令
・
規
定

羨

働
テ
認
・
タ
ル
ラ

及

・
法

令

畠
規
定

ナ
キ
叢

・一

關

ス
ル
モ
ノ

ニ
限

り
法
律
ト
同

一
ノ
敷
カ

ヲ
有

ス
」

註
六

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
實
定
法

の
成
立
に
お

い
て
そ
れ
が
言
語
風
俗
制
度
と
伺
様

に
民
族
特

有

の
も

の
で
あ
り

民
族

の
共
同

の
確
信
、
換

言
す
れ

、

ば
法
律

の
偶
然
的
並
び

に
恣
意
的
発
生

の
思
想

を
排
斥
す

る
内
面
的
要
求
た

る
感
情
に
よ

つ
て
.一
の
全
体

の
も

の
と
し
て
結
合
せ
ら
れ

て
ゐ

る
こ
と

を
述

べ
た
。
そ
し

て
法
に
お

い
て
も
言
語

K
お
け
る
と
同
檬
紹
封
的
に
静

止
す

る
こ
と
な
く
、
必
然
的

に
民
族

の
他
の
傾
向

と
等
し
く
同

一
の
運
動

と
獲
展

に
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
な
し
た
.

註

七

こ
こ
で
標
準
語
と
方
言
と
の
関
係

を
と
り
畢
.σ
た
の
は
、
も
と
よ
り
方
言
成
立

に
お
け

る
中
央
語
の
波
及
を
問
題
と
む
た
も
の
で
は
な

い
。

し
た
が

つ
て
シ
ュ
ラ
イ

ヘ
ル
の
樹
系
説
と
か
、

シ
ュ
ミ
ヅ
ト
の
波
動
髭
な
ど

の
比

較
言
語
學
的

理
論

の
論

謹
と
は
無
関
係

な
考
察

で
あ

る
。

司
法
模
の
独
立

は
、
周
知
の
如
く

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
三
椹
分
立
思
想
に
根
擦
す
る
も
の
で
あ
り
、

近
代
法
治
國
家
に
於
て
實
現

註
八

さ
れ
た

の
で
あ
る
。
.法
治
國
を
前
提
と
し
て
考

へ
れ
ば
、
法
を
定
立
す
る
立
法
権
限
ど
、
法
に
よ
る
行
政
及
び
法
に
よ

る
裁
判
を
含

む
廣
い
意
味
の
司
法
権
限
と
の
二
樺
分
立
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
と
め
や
う
な
考

へ
方
は
、
立
法
と
政
治
と
の
純
粋
な
分
離

を
前
提
し
た
場
合
に
の
み
、
合
理
的
な
も
の
を
認
め
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
立
法
は
旺
法
の
實
現
と
し
て
現
實
政
治
の
予
渉
か
ら
無
關

係
な
も
の
と
さ
れ
、
行
政
も
裁
判
と
同
様
に
法
執
行
の
任
務
を
櫓
當
す
る
も
の
と
し
て
で
な
け
れ
ば
右
め
理
論
が
正
當
と
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
。
實
際
に
は
法
治
國

の
立
法
府
た
る
議
會

は
政
党
的
現
實
政
治
勢
力
の
支
配
を
受
け
、
叉
か
か

る
現
實
政
治
力
が
行
政
府

を
も
支
配
す
る
。
逆
に
現
實
政
治
力
が
議
會
外
に
お
い
て
強
化
さ
れ
た
場
合
に
は
先
づ
行
政
府
を
そ
の
影
響

下
に
置
き
、
更
に
立
法
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府
を
支
配
す
る
駅
態
と
な
る
。
そ
れ
ら

の
い
つ
れ
の
場
合
に
お
い

て
も
、
司
法
権
の
独
立
と
云
ふ
こ
と
が
立
法
行
政
爾
梅
隈
に
お
け

る
政
治
力
に
対
す

る
も
の
と
し
て
そ

の
意
義
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
司
法
部
内
に
お
い
て
も
検
察
機
關
は
司
法
行
政
上
指

揮
命
令
を
受
け
る
関
係

に
あ
る
ゆ
ゑ
司
法
権
独
立

の
間
題
は
呉
体
的
に
は
裁
判
権

の
独
立
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る

す
な
は
ち
認

法
権
の
独
立
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
裁
判

が
そ
の
法
執
行
を
政
治
か
ら
子
渉
せ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
裁
判
官
が

執
行
す
べ
き
法
規
範
を
、
現
實
政
治
の
影
響
下
に
制
定
さ
れ
た
個

々
の
實
定
法
よ
り
も
高
次
の
基
準
た
る
法
に
よ
つ
て
確
認
し
得
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
裁
日判
官
は
全
法
体
系
の
精
…通
者
と
し
て
法
政
策
原
理
の
基
準
に
よ
り
具
体
的
事
案
の
劇
決
に
適
用
す
べ

き
法
規
範
を
確
定
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
基
本
法
に
指
示
さ
れ
る
法
政
策
を
護
持
す
る
者
と
し
て
は
個

々
の
立
法
を
審
査
す
る
権
限

さ

へ
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
護
法
者
と
し
て
の
裁
判
官

の
地
位
の
保
障
が
司
法
樺
の
独
立

と
不
可
分
と
ざ
れ
る
理
由

註
九

が
あ
る
。
叉
三
権
分
立

の
機
構
を
徹
底
す
る
場
合
に
却
つ
て
司
法
権
優
越
を
生
ぜ
し
め
る
の
も
右
の
や
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
裁
判
官
に
よ
つ
て
實
現
さ
れ
る
・法
政
策
は
、
直
接
に
は
司
法
政
策
で
あ
る
が
、
な
ほ
さ
か
の
ぼ
つ
て
立
法
政
策
を
明
確
に

把
握
す
る
棲
威
者
も
亦
裁
判
官
で
あ
る
べ
き
だ
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

留
法
権
の
独
立
は
、
政
治
的
権
力
支
配
に
対
す

る
人
身
の
自
由
の
保
障
に
出
嚢
し
た
滑
革
か
ら
見
て
、
特
に
刑
事
裁
判
に
お
い
て

顯
著
な
効
果
を
示
し
た
。
と
こ
ろ
で
刑
事
法
に
お
い
て
は
同
様

の
目
的
の
た
め
に
罪
刑
法
定
主
義
が
近
代

法
の
原
則
と
な
つ
た
の
で

あ
る
。

わ
が
國
器

い
て
も
明
治
十
三
年
製

の
菊

法
第
二
條
が

「
法
律
ニ
正
條
ナ
キ
者
ハ
何
等
ノ
所
爲
壷

モ
之
ヲ
罰
ス
ル
コ

ト
テ
得

ス
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
罪
刑
法
定
主
義
を
明
ら
か
に
し
た
。
現
行
刑
法
に
は
右
の
や
う

な
明
文
を
除
か
れ
た
が
、



し
か
し
そ
れ
は
む
し
ろ
罪
刑
法
定
主
義
が
當
然

の
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
た
結
果
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
現
行
刑
法
に
先
だ
つ

て
明
治
二
十
三
年

に
制
定
さ
れ
た
憲
法
第
二
十
三
條

「
日
本
臣
民

ハ
法
律

二
依

ル
属
非

ス
シ
テ
逮
捕
監
禁
審
問
塵
罰

テ
受
ク
ル
コ
ト

ナ
シ
」
と
の
規
足
に
も
明
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
云
ふ
迄
も
な
く
右
の
憲
法
第
二
十
三
條
に
法
律
と
云
ふ
の
は
憲
法
第
三
十
七

條
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
議
會
的
立
法
を
指
す
め
で
あ
り
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
は
制
定
法
に
よ
つ
て
明
確

に
指
示
さ
れ
た
立
法
政
策

を
嚴
格
に
司
法

へ
貫
徹
せ
し
め
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
掩
断
主
義

の
裁
判
を
排
す
る
趣
旨
で
あ

つ
て
、
條
文

の
≠
句
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
刑
法
全
体
の
精
神

に
よ
り
、
法
條
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
て
行
ふ
解
稗
適
用
を
妨
ぐ
る

註
一
一

鳳

も
の
で
は
な
い
。
裁
判
官
が
果
し
て
眞
に
立
法
政
策
の
…権
威
で
あ
り
、
現
實
政
治
の
勢
力
か
ら
独
立

を
保
ち
得
、
具
体
的
に
硬
當
な

裁
決
を
な
す
能
力
あ
り
と
す
れ
は
ハ
む
し
ろ
罪
刑
法
定
主
義
を
超
え
て
遜
義
裁
判
を
な
す
こ
と
を
も
期
待
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
罪
刑
法
定
主
義
を
明

定
し
た
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
條
が
ナ
チ
ス
政
権
に
よ
り

一
九
三
五
年
に
改
正
さ
れ
、

「
法
律
上
罰

ス
ベ
キ

モ
ノ
ト
宣
言
セ
ラ
レ
タ
ル
行
爲
又

ハ
或
刑
罰
法
規

ノ
基
本
思
想
及
健
全

ナ
ル
國
民
感
情

二・照
ラ
シ
、
虜
罰

セ
ラ
ラル
ベ
シ
、
此

ノ
行
爲

ニ
封

シ
直
接

二
適
用
セ
ラ
ル
ベ
キ
特
定

ノ
刑
罰
法
規
ナ
キ
ト
キ
ハ
基
本
思
想

二
於
テ
最

モ
ヨ
ク
其

ノ
行
爲

二
適
合

ス
ル
法
規

二
依

リ

註

=
一

之
ヲ
塵
罰

ス
」
と
な
つ
た
こ
と
は
、
罪
刑
法
定
主
義
と
の
関
係

に
お
い
て
學
界
に
問
題
を
捲
き
起
し
た
。
け
だ
し
司
法
椹
の
独
立
が

こ
の
問
題

の
根
本
に
存
す
る
の
で
あ
り
、

『法

の
精
神
』
の
著
者
が

「
も
し
裁
判
構
が
立
法
権
と
結
合
す
れ
ば
、
市
民
の
生
命
及
自

由

に
対
す
る
権
刀
が
恣
意
的
と
な
る
だ
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
裁
判
官
が
立
法
者
と
な
る
わ
け
だ
か
ら
。
も
し
裁
判
権
が
執
行
権
に
結
合

'註
=
一納

さ
れ
れ
ば
、
裁
判
官
は
塵
制
者
の
力
を
も
ち
得
よ
う
。
」
と
述
べ
た
弊
害
の
有
無
に
關
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
之
を
立
法
政
策

の
間



題
と
し
て
見
れ
ば
、
一
面
に
お
い
て
立
法
政
策
の
司
法
政
策

へ
の

一
貫
性
が
法
條
を
超
え
て
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
ζ
と
を
明
ら
か
に
示

し
て
ゐ
る
。
し
か
も
他
面
に
お
い
て
現
實
の
裁
判
官
の
人
間
的
、
殊
に
平
準
的
能
力
を
考
慮
し
、
制
定
法
を
以
て
立
法
政
策
を
明
示
す

べ
き
必
要
と
そ
の
成
文
化
の
技
術
が
考

へ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
立
法
政
策
を
正
義
の
理
念
あ
る
ひ
は

「
健
全
ナ
ル
民

族
感
情
」
に
よ
つ
て
指
導
ざ
れ
る
も
の
と
し
て
も
、
之
を
複
雑
多
様
な
具
体
的
事
件
の
裁
決
に
基
準
と
な
る
指
示
を
規
定
の
内
容
と

し
て
成
文
化
す
る
と
こ
ろ
み

立
法
技
術
と
し
て
の
立
法
政
策
が
さ
ら
に
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

司
法
権
の
独
立

は
民
事
に
關
す
る
法
の
執
行
を
も
包
含
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
民
專
の
裁
判
そ
の
も
の
に
政
治
的
干
渉
が
直

接
的
に
行
は
れ
る
場
合
な
く
、
民
事
的
自
由
の
保
障
は
も
つ
ば
ら
立
法
権
と
の
関
係
で
問
題

と
な
る
。
之

に
つ
い
て
は
わ
が
憲
法
第

二
十
七
條
の
所
有
権
の
保
障
と
そ
の
制
限
の
例
を
考

へ
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
、
む
し
ろ
民
事
の
裁
翌

お
い
て
は
、
訴
訟
あ
れ
ば
す

註

一
四

べ
て
受
理
し
て
判
決
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
云
つ
て
、
裁
判
官
に
よ
る
法
創
造
作
用
が
予
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
も
云
ふ
こ
と
が
で

き
る
。
明
治
八
年
太
政
官
布
告
第
百
三
號
裁
判
事
務
心
得
に

「
民
事
裁
判

二
於
テ
ハ
成
文
ア
ル
モ
ノ
ハ
成

文

二
依
リ
成
文
ナ
キ
ト
キ

ハ
慣
習

二
依
リ
成
文
慣
習
共

二
存

セ
サ
ル
ト
キ
ハ
條
理
テ
推
考

シ
テ
裁
判

ス
ヘ
シ
」
と
明
示
さ
れ
た
こ
と

は
學
者
の
よ
く
援
用
す
る

註

一
五

き
こ
ろ
で
あ
る
。
も
つ
と
も
裁
判
官
の
法
創
造
作
用
は
い
は
ゆ
る

「法

の
欠
訣
」
を
前
提
條
件
と
な
す
点

で
立
法
者
の
法
創
造
権
限

の
や
う
に
無
條
件
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も

ス
ゥ
イ
ス
民
法
第

一
條
第
一.一項
に
明
示
す
る
や
う
に
、
成
文
も
慣
習
も
援
用
で
き
な
い
場

註

一
六

合
に
は
裁
判
官
が

「
モ
シ
立
法
者

タ
ラ
バ
制
定
ス
べ
カ
リ
シ
法
規
」
を
創
造
し
て
適
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
先
に
述

べ
た
制
定
法
及
び
慣
習
法
の
適
用
に
お
け
る
立
法
政
策
の
司
法
政
策

へ
の
貫
徹
を
問
題
と
し
た
場
合
よ
り
も

一
暦
明
瞭
に
、
裁
判
に



お
け
る
立
法
政
策
の
重
要
性
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
誇
い
て
も
海
法
の
欠
訣
を
補
充
す
る
た
め
の
法
創
造

に
際
し
て
立
法
政
策
上
の
理
念
あ
る
ぴ
は
條
理
を
畢
げ
る
だ
け
で
は
足
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
具
体
的
事
件
に
適
用
す
べ
き
法
規
を

創
造
す
る
手
續

の
技
術
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は

一
般
的
立
法
に
お
け
る
技
術
と
区
別
さ
れ
て
解
釈
論
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、

法
規
範
創
造
の
技
術
た
る
こ
と
に
お
.い
て
両
者

そ
の
本
質
を
等
し
く
す
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
方
に
法
律
の
解
稗

論
と
稱
さ
れ
る
も
の
の
中
に
立
法
政
策
論
の
潜
在
を
指
摘
で
き
る
と
共
に
、
他
方
に
立
法
政
策
が
指
導
原

理
と
し
て
,
又
特
に
立
法
.

技
術
と
し
て
法
律
適
用
に
貢
献
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註

八

「
各
國
家
に
.は

三
種
一の
橿
力

が

あ

る
o
立

法
へ橿

萬
民
法
に
關
す

る
事
項
を
執
行
す

る
橿

及
び
市
民
法

に
開
す

る
事
項

を
執

行
す
る
椹

第

一
の
権
に
よ
り
君
主
又
は
執
行
官

は

一
時
的
又
は
恒

久
的

の
法
を
作

り
、

及
び
作
ら
れ
た
る
法

を
改

正
又

は
廃
止

す

る
。
第

二
の
橿

に
よ
り
彼
は

購

和
又
は
職
璽
を
爲

し
.
大
使

を
汲
遣
接

受
し
、
治
安

を
保
持

し
、
侵
入
に
備

へ
る
。
第

三
の
椹

に
よ
り
彼
は
犯
罪
を
罰

し
.

叉
は
個
人

の
爭
訟
を

裁

判
す

る
。
人

は
こ
の
最
後

の
も

の
を
裁
判

権

と
呼

び
、
他
を
翠

に
國
家

ρ
執
行
椹

と
呼
ぶ
だ
ら
う
。
」
(
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
i

「
法

の
精
神
」
宮
澤
俊
義
課
上
巻

二
二
七
頁
)

註

九

「
法

の
精
神
」

の
理
論

は
、
各
國

の
憲
法

に
影
響

し
た
が
特

に

一
七
八
七
年

の
北
米
合
衆
國
憲
法
に
強
く
現
は
れ
た
。

そ
し
て
同
団
憲
法

に
お

い
て
、
そ

の
中

に
私
法
的
原

理
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
は
あ

る
が
、
・實
際

に
司
法
擢

の
優
越
が
も
た
ら
さ
れ

た
こ
と

は
注
目
す
ぺ

き
で
あ

る

註

一
〇

罪
刑
法
定
主
義

は
チ
ェ
ザ

レ
・
ベ
ッ
カ
リ
ア
の

「
犯
罪
と
刑
罰

」
(
一
七
六
四
)

に
お

い
て
主
張
さ
れ
、
一
七
九

一
年
九

月
三
日

の
フ

ラ
ン

(pouvoirs)
 (la 

puissance 
legislative)'

(la 
puissance 

executrice 
des 

choses 
qui 

dependent 
do 

droit 
des gens)'

(la puissance

executrice 
de 

celles 
qui 

dependent 
du 

droit 
civil)°

(la 
puissance 

de juger)
(la 

puissance 
executrice

de 
l'etat)

(E
douard 

L
am

bert, 
L

e 
role 

du droit 
com

pare 
dans i'ensem

ble 
des disciplines 

juridiques 
et ses dom

itines 
d' 

setion, 
dans 

M
elanges 

juridiques 
a Sugiyam

a, 
1940, p. 

159.)



ス
人
権

宣
言

に
明
ら
か
に
せ
ら
れ

た
も

の
で
あ

る
。

人
権
宣

言
第

八
條

「
法
律

ハ
絶
対

二
必
要

ナ
ル
刑
罰

ノ
外

之
ヲ
定

ム
ル
ヲ
得

ズ
、

何
人

モ
犯
罪

ノ
前

昌
欄
定

セ
ラ
レ
且
ツ
公
布

セ
ラ
レ
、
及
遽
法

亀
適

用

セ
ラ
レ
タ
ル
法
律

員
依

ル

こ
非

ザ
レ
バ
塵

罰

セ
ラ
ル
ル

コ
ト
ナ
シ
」

註

一
一

明
治

三
年

の
新

律
網
領

、
名
例
律

《
は
臨
罪
無
正
條

な
る
條
文
が
あ

っ
て
、
明
律
及

び
清
律

の
同
様

の
條
文
を
そ

の
ま
ま
假
名
交
り
文

に
書
き
下

し
た
も

の
で
あ

る
。

「
凡
律

令

二
該
載

シ
誰

サ
サ
ル
事
理
、
若

ク
ハ
罪
ヲ
臨

ス
ル

ニ
蕉
條

ナ
キ
者

ハ
、
他
律

ヲ
援
引
比
附

シ
テ
、
加

フ
可

キ

ハ
加

へ
、
減

ス
可

キ

ハ
減

シ
、
罪
名
ヲ
定

擬
シ
テ
、
上
司

二
申

シ
、
議

定

ツ
テ
奏
聞

ス
。
」

右
は
律
を
援
引
比
附
し
て
案
を
具
し
上
裁

を
乞

ふ
も

の
で
あ

る
か
ら
、
裁
判
官

が
自
己
の
職
権
を
以

て
法
律
爽
見
を
な
す
も
の
で
は
な

い
。

然

る
に

な
ほ
不
鷹
爲
律
な

る
も

の
が
あ

つ
て
比
較
的
輕
微

の
罪

に
付

い
て
は
、
律

に
比
附
す

べ
}
成
文
な
く
と
も
裁
判
官
が
法
律
護
見
の

職
権

を
轟
め
ら

わ

た
。

即
ち
新
律
綱
領
雑
犯
律

不
磨
爲
條

に
依
れ
ば

h
凡
律
令

二
正
條

ナ

シ
ト
錐

モ
、
情
理

二
於

テ
爲

ス
ヲ
得
鷹

カ
ラ
サ
ル

ノ
事
ヲ
爲

ス
者

ハ
、
笞

三

十
、
・
理
重

キ
者

ハ
杖

七
十
。
」
と
な

つ
て
ゐ

る
。
(
穗
積
陳
重

「
法
律
進

化
論
」
第

一
冊
二
二
四
ー

八
頁
参
照
)

註

一
二

右

の
課
出

に

つ
い
て
は
刑
法
學
者

の
問

に
多

少
用
語
の
相
異
が
あ
.る
の
で
、
筆
者

は

そ
れ
ら

を
参
考

と
し
て

戸
鷹
本
文

の
如
く

に
し
た
。

註

=
二

「
法

の
精
神
」
、
宮

澤
課
本
、

上
巷

二
二
八
頁
参
黒
。

註

一
四

ち

な
み
に
裁
判
所
寮

凡
ゆ

る
民
事

的
訴
訟

を
拒
否
す

る
こ
と
な
く
受
理
し
て
決
定
を
與

へ
る
こ
と
を
必
要

と
す

る
の
は
近
代
國
家
が
自
由
放
任
し
た

國

民
纒

濟
に
対
す

る
國
家
的
統

一
作
弟

と
し
て
夢
請
さ
れ

る
も
の
と
解
し
得

る
。

(
菊
池

『
近
磯
法

と
経
済

と

の
関
係
」
牧
野
還

暦
法
理
論
集

六
二

四

頁
参

照
)

。

註

一
五

明
治
八
年
二

八
七
五
年
)
太
政
官
布
告
第

一
〇

三
號
裁
判
事
務

心
得
、
第

三
條

「
一、

民

事

ノ
裁
判

二
成
文

ノ
法
律

ナ
キ

モ
ノ

ハ
習
慣
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二
依

り
、
脅
慣

ナ
キ

モ
ノ

ハ
.
條

理
ヲ
推
考

シ
テ
裁
判

ス

ヘ
シ
」

右

の

「
條

理
」

に
つ

い
て
.
穗
積
陳
重
博
士
は
、
そ

の
源
を
新
律
綱
領
不
慮
爲
條

(
前
掲
註

一
F
参
照
)

が

「
情
理

昌
於

テ
」

な
る
丈
宇
を
從
來

q

支
那
律
及
び
我

が
中
古
律

の
規
定
す
る
と
こ
ろ

に
加

へ
て
不
鷹
爲

の
榛
準
を
示
し
六
所

に
認
め

て
ゐ
る
.
(
穂
積

、
前
掲
、

ニ
ニ
八
百
多
麗
、

註

一
六

一
九
〇
七
年

ス
ウ
ィ
ス
民
法
第

一
條
第

二
項

.「
該
當

ス
ベ
キ
法
規
存

セ
ザ

ル
ト
キ

ハ
、
裁
判

官

ハ
慣
習
法

昌
從

ヒ
、

慣
習

モ
亦
存

セ
ザ

ル
場
合

二
於

テ

ハ
、
自
己
ガ
立
法
者

タ
ラ
バ
法
規

ト
シ
テ
設
定

シ
タ
ル
ペ
キ
斯

二
從

ヒ
裁
判

ス
べ

シ
」

・

立
法
技
術
は
何
よ
り
も
ま
つ
立
法
事
業
に
お
い
て
問
題
と
な
る
。

立
法
事
業
が
提
唱
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
立
法
政
策
に
お
け
る
最
高
指
導
目
的
と
し
て
は
社
會
哲
學
的
理
念

が
掲
げ
ら
れ
、
文
時
代

註
一
七

精
神

或

ひ
は
世
界
観
が
立
法
政
策
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
か
の
ベ
ン
サ
ム
の
如
く
社
會
正
義

に

「
最
大
多
数

の
最
大

註

一
八

幸
幅
」

と
云
ふ
よ
う
な
定
式
を
與

へ
て
立
法
事
業
の
理
想
と
し
た
例
も
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

立
法
事
業

の
實
際
に
お
い
て
は
、
國
家
の
経
済
政
策
、
文
化
政
策
等
々
も
ろ
も
ろ
の
政
策
丙
容

を
い
か

に
立
法
化
す

る
か
が
問
題

で
あ
り
、
い
か
な
る
法
形
態
を
與

へ
る
な
ら
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策

の
實
現
に
必
要
と
さ
れ
る
法
的
機
能
を
之

に
期
待
で
き
る
か
が
技

術
的
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
社
會

立
法
や
経
済
立
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
立
法
目
的
が
社
會
政
策
叉

は
経
済
政
策
と
し
で
輿

へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
叉
政
治
行
政
上
の
政
策

(
軍
事

●
外
交
を
含
む
)
や
…教
育
、
道
徳
、
技
術
等
あ
ら
ゆ
る
社
會
的
制
度
及
規

 Schw
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範
も
立
法
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
立
法
化
に
つ
い
て
は
同
じ
法
形
態

に
お
い
て
異
な
る
機
能
を
持
つ
場
合
、
或
ひ
は
異

な
る
法
形
態

に
お
い
て
同
じ
や
う
な
機
能
を
持

っ
場
合
、
さ
ら

に
同

一
法
形
態
に
お

い
て
も
機
能
變
化
に
よ
り
反
対

の
効
果
を
持
つ

に
至
る
場
合
が
生
ず

る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
事
例
を
古
來
の
東
西
に
互
る
複
雑
多
様
な
立
法
を
挙
げ

て
示
し
た
の
は
、か
の
法
學

の
古
典
た
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の

『
法
の
精
神
』
で
あ
る
。
な
ほ
近
代
法
學
者
と
し
て
は
、

エ
ー
ル
リ
,
ヒ
が

『
法
律
社
會
學
の
原

理
』
に
お
い
て
こ
の
や
う
な
法
律
の
社
會
的
機
能

の
種

々
相
を

(慣
習
法
源
を
む
し
ろ
中
心
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
)
博
識
を
以

て
展
開
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

立
法
技
術
が
、
立
法
政
策
の
中
で
問
題
と
な
る
の
は
、
立
法
の
特
に
形
式
的
方
面
に
つ
い
て
野
あ
る
ゆ
そ
の
顯
著
な
も

の
は
綜
合

的
立
法
事
業
た
る
法
典
編
纂
た
お
い
て
見
ら
れ
る
。
わ
が
明
治
時
代
の
近
代
法
典
編
纂
期
に
當
り
、
穗
積
陳
重

の

『
法
典
論
』

(明

註

一
九
註
二
〇

治
二
十
三
年
刊
)
な
る
注
目
す
べ
き
著
述
が
あ
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、

「
法
典
編
纂
と
は

一
國

の
法
律
を
分
科
編
制
し
て
、
公
力
あ

る
法
律
書
と
な
す
の
事
業
を
云
ふ
」

の
で
あ
り
、

「法
學
者
の
法
典
編
纂
論
と
稻
す
る
も
の
は
、
法
律
實
質
の
良
否
を
論
す
る
に
は

あ
ら
す

し
て
、
法
典
編
纂

の
目
飼
、
方
法
、
順
序
、
体
裁
、
文
章
、
用
語
等
の
事
を
論
究
す
る
者
を
云
ふ
、
故
に
法
典
編
纂
論
は
、

固
よ
り
法
律

の
形
体
論
に
屡
す
ぺ
き
も

の
な
り
と
す
。
」
し
か
し
て

「
立
法
者
は
此
機
會

を
利
し
て
、
法
律

の
實
質
に
大
改
正
を
加

ふ
る
事
砂
な
か
ら
す
:
…
・然
れ
ゼ
も
b
此

の
如
き
法
律
の
實
質
問
題
は
、
寧
ろ
政
治
論
に
属
す
べ
き
者
」

と
云
ふ
の
で
あ
る
。
又
法

典
編
纂

の
目
的
に
つ
い
て
は
、

「
種

々
の
政
策
に
よ
り
て
定
ま
る
者
な
り
と
難
も
、
古
來
各
國

の
立
法
史

に
擦
り
て
之
を
彙
類
す
れ

ば
、
大
凡
そ
左
の
五
政
策
中
の
一
二

に
歸
す
べ
き
な
り
。
第

一
治
安
策
、
第
二
守
成
策
、
第
三
統

一
策
、
第
四
整
理
策
、
第
五
更
新



策
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。

周
知
の
如
く
十
九
世
紀
靭
頭
に
お
け
る
有
名
な

テ
4
ボ
ー
と

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
典
論
孚

の
重
点
も
、「
全
ド
イ
ツ
に
適
用
さ
る
る
唯

一
の
法
典
を
作
成
す
る
こ
と
」

の
可
否
に
在
つ
た
の
で
あ
る
。

先
に
テ
ィ
ボ
ー
が
立
法
畜
業

の
意
義
を
論
じ
て

(
一
)
法
律
學
上
、

(
二
)
法
律
教
育
上
、
(
三
)
政
治
上

の
三
方
面
か
ら
の
利
益
を
毛
張
し
た
の
に
対
し

、
サ
ヴ
ィ
ニ
}
は
も
つ
ば
ら
政
策
的
意
義
を
排
斥

し
、法
源
の
問
題
に
限
局
し
た
上
で
實
定
法
生
成

の
過
程
に
お
け
る
立
法
の
創
造
的
機
能
を
否
定
し
た
。彼

は
特
に
法
律
家
の
任
務
を

重
視

し
、
立
法
事
業
の
可
能
が
常
に
法
律
家
の
技
術
の
如
何
に
よ
る
こ
と
、法
律
家
に
訣
く
べ
か
ら
ざ
る
歴
史
的
、組
織
的
二
重
の
才

能
が
十
八
世
紀
に
お
い
て
嵌
除
し
た
こ
と
、
ド
イ
ツ

の
法
律
的
文
獣

は

一
般
の
文
獄
よ
り
も
遅
れ
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
、

註
二
二

法
典
編
纂
が
當
時
に
お
い
て
不
可
能
な
る
理
由
と
し
た
の
で
あ
る
。

法
律
家
な
る
職
分
者
の
卑
門
的
任
務
を
民
族
の
共
同
確
信
た
る
法
源
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

は
、
法
律

の

一
般
的
民
族
生
活
と
關
聯
す
る
方
面
を
政
策
的
要
素
と
稻
し
、
之
に
野
し
て
法
律
に
特
別
な
る
學
問
的
生
活
の
方
面
を
技
術
的
要
素

註
二
三

と
名
づ
け
て
區
別
し
た
。之
こ
そ
法
律
學
に
自
然
法
思
想
か
ら
独
立

し
て
科
學
性
を
基
礎
づ
け
た
と
こ
ろ

の
重
要
な
宣
言
で
あ
つ
た
。

か
く
し
て
法
に
關
す
る
政
,策
と
技
衡
の
峻

別
が
法
律
外
的
政
策
と
法
學
的
技
術
と
の
間
に
認
め
ら
れ
た
の
は
正
當
で
あ
つ
た
け
れ
ど

も
、
他
方
法
學
的
技
術
を
法
政
策
か
ら
全
然
分
離
し
去
る
こ
と
の
危
険

も
伏
在
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
法
律
學
者

の
た
め
に
は
、
ド
イ
ツ
精
神
を
以
て
生
成
さ
れ
、實
生
活
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
か
つ
哲
學
的
理
論
を
以
て
取
扱
ひ
得
る
研
究
対
象

た

る
法
源
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
大
學
に
お
け
る
法
學
生
の
た
め
に
は
自
國
語
で
法
律
を
學
び
か
つ
哲
學
と
實
定
法
と
を
關
聯
し
た



講
義
に
臨
み
得

る
や
う
に
し
、
ド
イ
ツ

民
族
の
た
め
に
は
、
単
一

同
胞
と
し
て
の
愛
國
心
を
多
様
な
る
法
源
め
固

有
性
を
尊
重

す
る

司
法
の
前

の
平
等

に
よ
つ
て
確
立
し
よ
う
と
主
張
し
た
の
は
正
當
で
あ
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
や
が
て
彼
が
立
法
事
業
に
参
叢
す
る

時
代
が
來
た
後
に
は
、
歴
史
法
學
派
は
制
定
法
源
の
概
念
解
釈
技

術
に
淡
頭
す
る
い
は
ゆ
る
概
念
法
學
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
.
こ

の
行
詰
り
を
打
開
し
た
の
は
、
ド
グ

マ
チ
ッ
ク
法
律
學
の
内
部
に
訟
い
て
、
か
つ
法
律
解
釋
の

名
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
に
も
か
か
は

ら
す
、
實
に
法
政
策

の
再
認
識
に
外
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ゆ
ゑ
に
法
學
史
の
展
開
の
中
に
お
い
て
立
法
政

策
學
の
地
位
を
問
題
と
す
べ
き
場
合

に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

註

一
七

立
法
政
策

の
墓
礎

と
な

る
世
界
観

に
つ
い
て
、
グ

ル
ン
ク
ラ
ー
は
存
立

の
三
種
類

を
挙
げ

て
ゐ

る
。

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ

の
指
導
的
思

想
と
し
て
、

第

二
に
対
し

自
由

の
原
理

第

三
に
対
し

創
造
的
行
仰論
の
原
理

生
成

第

一
に
郵

し
秩
序

の
原
謹

行
動

を
配

し
て
ゐ

ゐ
o

註

一
八

べ

ン
サ

ム
は
、
正
義

の
呉

体
的
内
容

か

と
定
式
化

し
六
が
そ
れ
は
ベ
ツ
カ
リ
ァ
が
述

べ
た
言
葉
を
探
用
し
た
も
の
と
せ
ら
れ

る
。

(
べ

ッ
カ
リ
ー
ア

「
犯
罪
と
刑
罰
」

風
早
八
十

二
鐸

一
四
四
頁
参
照
)
し
か
も
こ
の
定
式
が
皿
義

を
規
定
し
た
も
の
と
し

て
は
樋

め
て
不
十
分
な

ろ

こ
と

に

つ

い
て

エ
ー

ル
リ

ツ

ヒ

が
批

判

し

て
ゐ

る
。

註

一
九

法
典
編
纂

の
意
義

に
っ
い
て
.
穂
積
陳
重

「
法
典
論
」

二
ー

三
頁
参

照
。

註

二
〇

法
典
編
纂

の
語

に
當

る
英
語

O
o
島
h号
9
蹄
8

は

.
ベ

ン
サ

ム
の
造
語
で
あ

る
と
せ
ら
れ

る
。

こ
の
点

に
付
き
イ

ル
バ
ー
ト
は

を
援
用
し
、
且

つ
ベ

ン
サ

ム
の
著
書

に
よ
つ
て
そ
の
憲
義

を
明
ら
か

に
し
て
ゐ
る
o

な
ぽ
穂
積

「
法
典
論
」

ド七
頁

は
ペ

ン
サ

ム
の
造
諾

に
付
き
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を
援

用

し

て
ゐ

る
。

註

二

一

穂
積
、
前
掲

、
四
三
頁
参
照
。

長
場
正
利
課

「
ザ
ヴ
ィ
ニ
ー
・
テ
4
ボ
ー
法

典
論
議
」

(
早
稻
田
法
亭
別
欝
第

一
巻
昭
和

、

五
年
)
。
な

ほ
木
村
亀

二

「
テ
イ
ボ
ー

の
立
法

論
と
現
時

の
問

題
』

(
法
協
、
四
〇
巻
)
参
照
。

「法

の
二
つ
の
墓
本
問
題
が
人
類

の
精
神

に
つ
ね
に
新
た
な
る
も

の
と
し
て
働
き
が
け
る
。
そ
れ
は
法
定
立
の
問
題
と
法
理
解
の

問
題
で
あ
る
」
。

グ

ル
ン
ク
ラ
}
は
第

一
の
も
の
を
法
政
策
的
問
題
と
し
、
第
二
の
も
の
を
法
ド
グ

マ
チ
ッ
ク
の
間
題
と
名
づ
け
る
。

前
者
の
内
容
は
正
法
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
内
容
は
現
行
法
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら

の
問
題
に
樹
す
る
過
去
幾
世
紀
に
互
る
思
索
の
成
果
は
、
第

一
に
習
俗
、
倫
理
及
び
宗
…教
か
ら
法
を
分
離

し
た
こ
と
で
あ
つ
た
。

「
し
か
も
こ
の
利
得
は
極
め
て
高
債
な
も
の
で
あ

つ
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
概
念
上
の
区
別
に
は
止
ま
ら
な
か
つ
た
。
習
俗
、
倫

理
及
び
宗
教

か
ら
の
法
の
解
放
は
、
法
哲
學
に
關
す
る
法
律
家

の
断
念
を
も
た
ら
し
た
。
又
現
行
法
か
ら

の
正
法
の
解
放
は
、
そ
の

註
二
四

ほ
か
に
法
政
策
に
關
す
る
法
律
家
の
断
念
を
も
た
ら
し
た
」
か
ら
で
あ
る
。法
律
學
が
近
代
法
秩
序
の
整
備

に
よ
り
制
定
法
の
解
釋

技

術
に
略
つ
た
い
は
ゆ
る
概
念
法
學
時
代
は
ま
さ
に
そ
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
社
會
経
済
事
惰
の
推
移
は
や
が
て

法

の
機
日能
的
、

立
法
的
変
遷
と
法
ド
グ

マ
チ
ッ
ク
に
お
け
る
法
敷
策
の
導
入
と
を
生
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
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フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ

レ
オ
ン
法
典
制
定
以
後

一
世
紀
余
の
法
學
界
を
概
観
す
る
な
ら
ば
、
大
別
し
て
法
典
註
轟
時
代
、
刺
例
活
動
時

代
、
學
説
再
建
時
代
と
さ
れ
る
。
右

の
う
ち
法
典
註
爆
時
代
に
は
、
も
つ
ば
ら
法
典

の
註
繹
に
絡
始
し
た
時
期
と
、
純
然
た
る
註
輝

學
派
で
は
あ

る
が
科
學
的
体
系
化
を
行

つ
た
時
期
、
す
な
は
ち

「
法
律
解
釈

に
關
す
る
傅
統
的
方
法
」
(
ヂ
ご
一
1
の
言
葉
)、

あ
る

ひ
は

「法
律
に
關
す
る
第
十
九
世
紀

の
フ
ラ
ン
ス
的
古
典
」
(
ボ
ヌ
カ
ー
ズ
の
言
葉
)、
と
禰
せ
ら
れ
た
近
代
的
フ
ラ
ン
ス
法
學
建
設

の
時
期
嚢

辱

こ
の
時
期
に
法
羅

誌

『
フ
●
テ
ミ
ス
』
を
創
列
し
た
ア
タ
ナ
ズ
・
ジ
ュウ
ル
ダ
ン
は
、
ド
イ
ツ

の
歴
史
法
髪

フ

ラ
ン
ス
に
移
植
し
・
法
律
科
學
を
建
設
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
判
例
活
動
時
代
は
、
裁
判
官
が
社
會
の
實
際
に
適
応

せ
し
め
る
必
要

上
學
説
に
反
す
る
新
判
例
を
開
拓
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
時
期
と
、
之
ら
の
親
判
例
に
対
し

て
法
學
者
が
評
繹
を
加

へ
て
追
随
し
た

と
こ
ろ
の
い
は
ゆ
る
判
例
學
派
を
出
現
せ
し
め
た
時
期
と
に
分
た
れ
る
。
最
後
の
學
説
再

建
時
代
に
お
い
て
は
、
法
律
解
琿

の
方
法

を
検
討
し
て
自
由
法
論
を
生
じ
、
さ
ら
に
新
自
然
法
學
み
る
ひ
は
社
會
法
學
の
如
く
法
律
學
の
新
構
成
が
行
は
れ
た
最
初
の
時
期
に

つ
づ
く

の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い

て
は
歴

史
法
學

が
ほ
ぼ
十
九
世
紀
の
間
を
生
き
延

び
た
。
歴
史
法
學
に

は
、

フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
シ

ア
ン
・
レ
ヂ

ー
ム
に
お
け
る
自
然
法
論
を
、
そ
し
て
特
に
ド
イ
ツ

の
グ
ス
タ
フ
・
フ
ー
ゴ
ー
の
自
然
法
論

を
飛
承
し
た
保
守
的

一
面
が
張
く
、
當

時
の
ド
イ
ツ

に
お
い
て
官
許
法
學
た
る
に
適
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

『
ド
イ
ツ
法
律
學
史
』
の
著
者
ラ
ン
ヅ
ベ
ル
ク
は
、
歴
史
法
學

派

の
発
展
を
、

(
一
)
基
礎
時
代

(
二
)
初
期
繁
藻
時
代

(
三
)
最
盛
時
代

の
三
期
に
分
け
て
ゐ
る
。
そ

の
第
三
期
の
代
表
的
學
者

は
プ

フ
タ
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
こ
の
派
の
中
の
ロ
マ
昌
ス
テ
ン
と
ゲ
ル
マ
昌
ス
テ
ン
と
の
内

、
後
者
の
勢
力
が
著
し
く



強
く
現
は
れ
て
來
た
。
し
か
も
歴
史
法
學
が
概
念
法
學
化
す
6
に
及
び
、
イ

エ
リ
ン
グ
の
目
的
法
學
又
は
利
益
法
學
が
現
は
れ
、
自

由
法
運
動
、
感
情
法
學
等
の
主
張
を
生
じ
た
が
、
殊
に
十
九
世
紀
の
末
に
は
ス
タ
ム
ラ
ー
の
新
自
然
法
説

の
批
判
を
被

つ
て
歴
史
派

的
法
實
誰
主
義
が
没
落
し
た
。
叉
一
方
に
は
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ー
の
如

き
社
會
立
法
學
の
主
張
が
現
は
れ
た
こ
と
も
注
意
せ
ね
ば

註
二
八

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

を
新
法
律
學

"
般

の
基
礎

を
與

へ
た
も
の
と

し
、
彼
が
法
律

の
歴
史

的
超
験
的
考

察
及
び
運
用

を
行

つ
た
点
を
指
摘

し
て
ゐ
る
。

歴
史
法
學
汲

の
発
展

に
つ
い
て
は
之
を

三
期

に
分
ち
、
そ
の
第

一
期

の
定
礎
時
代

に
サ
ヴ
ィ
昌
ー
を
、

第

二
期

の
初
期

繁
榮
時
代
(
へ
ー
ゲ
ル
、
ガ

ン
ス
、

ス
タ
ー
ル
等
)
を
紹

て
、
第

三
期
…の
最
盛
時
代

に
は

を
畢
げ

て
ゐ
る
。

上
田
操
課

「
法
學

の
社
會

的
使
命
」
、
(
大

正

一
五
年
)
。

法
律
學
は
科
學
で
あ
る
か
、
捜
術

で
あ
る
か
、
は
前
世
紀
以
來
法
學
界
に
お
い
て
常
に
問
題
と
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
裁
判

官
が
法
律
を
適
用
す
る
者
と
し
て
見
れ
ば
、
裁
判
は
法
に
關
す
る
技
術
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
法
律
學
が
裁
判
の
た
め
の
侍
女
或
ひ

は
助
手
た
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
す
る
と
さ

へ
云
は
れ
る
の
で
あ
る
.
こ
の
場
合

な
ほ
法
律
學
が
學
と
し
て
の
権
威

を
保
つ
の
は
、
'
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法
規
範
の
体
系
的
認
識
を
な
す
と
こ
ろ
に
在
り
と
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
法
律
學

は
む
し
ろ
裁
判
官
に
対
し

て
法
政
策
を
指
示
す
る
面

に
お
い
て
、
眞
に
そ
の
権
威
を
確
立
す
ぺ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

法
學
者
ぱ
法
体
系

の
認
識
を
な
す
の
で
あ
り
、
之
を
矛
盾
な
く
統

一
さ
れ
た
る
秩
序
と
し
て
論
理
的
に
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
軍
に
全
法
令
を
形
式
的
数
力
に
つ
い
て
矛

盾
な
き
体
系
と
な
す
こ
と
'だ
け
で
は
、
社
會
的
規
範
た
る
法
の
体
系
的
認
識

と
は
云

へ
な
い
の
で
あ
る
。
全
法
秩
序
は
實
質
的
に
そ
の
規
範
内
容
に
お
い
て
も
矛
盾
な
く
統

一
さ
れ
る
こ
と
を
嬰
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
立
法
政
策
の
階
暦
的
統

一
の
理
解
こ
そ
正
に
法
學
者

の
任
務
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
意
味

の
立
法
政
策
の
導
入
は
、

在
來

の
解
釈
法
學
に
お
い
て
も

.或
ひ
は
指
導
的
墨
説
と
し
て
、
或
ひ
は
解
釈

に
お
け
る
立
法
論
と
し
て
、
或
ひ
は
裁
判
の
創
逡
的

機
能
と
し
て
、
之
を
認
め
て
來
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
て
立
法
政
策
の
体
系
的
認
識
は
、
立
法
政
策
學
叉
は
法
政
策
學
を
独
自

的
に
構
成
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
明
瞭
に
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
立
法
政
策
學

は
法
學
の
諸
學
科
と
い
か

な
る
関
係

に
立

つ
で
あ
ら
う
か
。

ま
つ
、
立
法
政
策
は
實
定
法
を
評
憤
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
將
來

の
立
法
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
現
行
法
の
解
釈
學
と
密
接

な
関
係

に
立
つ
。
す
な
は
ち
現
行
法
の
解
釈
理
論
と
稱
せ
ら
れ
る
も

の
の
中
に
お
い
て
は
、實
定
法
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
過
去
の
立
法

政
策
と
、
實
定
法
に
よ
つ
て
條
件
づ
け
ら
れ
た
今
日
に
,お
け
る
立
法
政
策
と
の
対
決
が
行
は
れ
て
ゐ
る
ζ
と
に
な
る
の
で
あ
る
.
次

に
、
實
定
法
の
認
識
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
研
究
と
比
較
法
的
研
究
と
が
必
要
な
こ
と
か
ら
云
ぺ
ぼ
、
法
律
史
學
と
比
較
法
學
と

註
二
九

が
立
法
政
策
學
に
關
聯
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
.
更
に
、
實
定
法
の
社
會
的
機
能
を
考
量
す
る
意
味
に
お
い
て
は
、
法
律
社
會
學



的
研
究
と
關
聯
す
る
。
な
ほ
慣
脅
法
の
精
騨
を
深
く
民
俗
確
信
に
ま
で
探
究
し
、
或
ひ
は
制
定
法
の
理
想
を
高
く
正
義
の
理
念
と
欄

聯
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
は
、
立
法
政
策
學
の
哲
學
的
面
が
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
,し
た
が
つ
て
立
法
政
策
の
原
理
は
、
こ
れ
ら
の
諸

方
面
に
關
聯
す
る
も
の
と
し
て
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
こ
の
や
う
な
研
究
を
我
々
は
法
律
學
に
お
け
る
最
大
古
典
た
る

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の

『
法
の
精
神
』

の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
叉
近
く
は
エ
ー
ル
ー7
ッ
ヒ
の
『
法
径
瀧
會
學
の
原
理
』
や
、
わ
が

穗
積
陳
重
の
大
著

『
法
律
進
化
論
』
の
中
に
も
之
を
汲
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
立
法
政
策
學
を
法
律
諸
學
の

一
分
野
と
し

て
、
且
つ
實
用
的
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
考

へ
る
場
合
に
は
、立
法
技
術
的
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
い
は
ば
立
法
學
と
し
て
、

註
三
〇

構
成
せ
ら
る
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
取
授
ふ
べ
き
野
象
の
範
囲

や
叙
述
の
系
統
な
ど
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
す
る
こ
と
に

し
た
い
と
思
ふ
。

註
二
九

立
法
政

策
と
法
律
史
拉
び
に
比
較
法

と
の
關

聯

に
つ
い
て
は
、

註

三
〇

立

法
政
策

に
お
け

る
學
と
術

と
の
関
係

に

つ
い
て
、

の
技
術

に

つ
い
て
は
、
穗
積
、
前
掲

「
法
卑
編
」
、

又
イ
ギ
リ

ス
の
立
法

に
つ
い
て

な
ほ
法
典
編
纂

の
前
掲
書
、
北
米
合
衆

國

の
文
献

と
し

て

を
参
照
。

(
昭

和
十

八
年

二
月
稿
、
十

九
年
六
月
加
筆
)
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