
始
め
に

第
一
章

『

日
本
人
の
法
意
識』

第
二
章

川
島
武
宜
以
後
の
研
究

第
三
章

法
意
識
に
関
わ
る
研
究

第
四
章

｢

近
代
化｣

に
関
わ
る
研
究

終
わ
り
に

始
め
に

我
国
で
法
文
化
研
究
と
言
わ
れ
ま
ず
念
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
、
川
島
武
宜

『

日
本
人
の
法
意
識』

で
あ
ろ
う
。
こ
の
著
作
に
お
い
て
川

島
教
授
は
日
本
社
会
の
課
題
と
し
て
、
近
代
法
シ
ス
テ
ム
の
確
立
と
近
代
法
シ
ス
テ
ム
に
対
応
す
る
法
意
識
の
形
成
を
挙
げ
た
。
し
か
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が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
直
ち
に
日
本
人
が
強
い
権
利
意
識
を
身
に
つ
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

(

第
二
章)
。

ま
た
川
島
氏
は
次
の
点
も
指
摘
す
る
。

日
本
人
は
、
法
律
が
権
利
・
義
務
の
内
容
を
定
め
て
い
る
と
考
え
、
法
律
の
言
葉
の
意
味
を
確
定
的
・
固
定
的
な
も
の
と
捉
え
る
意

識
が
弱
い
。
そ
こ
で
日
本
人
は
様
々
な
角
度
か
ら
法
律
を
解
釈
す
る
。
ま
た
日
本
人
は
法
律
の
規
範
性
を
あ
ま
り
意
識
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
た
め
法
律
が
あ
っ
て
も
、
現
実
へ
の
妥
協
が
さ
ほ
ど
抵
抗
な
く
行
な
わ
れ
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

(

第
二
章)

。

そ
し
て
川
島
氏
は
さ
ら
に
三
点
を
挙
げ
て
、
日
本
人
の
法
意
識
の
特
徴
を
指
摘
す
る
。

ま
ず
日
本
人
は
西
欧
近
代
法
の
保
障
す
る
所
有
権
の
意
識
が
あ
ま
り
強
く
な
い
。
例
え
ば
、
日
本
人
は
誰
に
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い

物
や
誰
に
も
占
有
さ
れ
て
い
な
い
物
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
本
人
の
許
可
が
な
く
と
も
そ
れ
を
使
っ
て
も
特
に
問
題
は
な
い
と
思
っ
て

い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る

(

第
三
章)

。

次
に
日
本
人
の
契
約
に
つ
い
て
の
理
解
が
近
代
法
の
予
定
す
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
人
は
契
約
が
成
立
し
て
い
る
か
ど

う
か
、
或
い
は
何
時
契
約
が
成
立
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
確
さ
を
求
め
な
い
。
且
つ
日
本
人
は
契
約
内
容
を
明
確
に
決
定

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
ら
ず
、
も
し
何
か
問
題
が
生
じ
た
な
ら
、
そ
の
時
点
で
ど
の
よ
う
に
解
決
す
れ
ば
よ
い
か
を
話

し
合
え
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る

(

第
四
章)

。

第
三
に
、
日
本
で
は
民
事
訴
訟
は
多
く
な
い
。
訴
訟
に
は
多
く
の
費
用
、
多
く
の
時
間
が
か
か
る
の
で
、
訴
訟
を
避
け
た
い
と
考
え

る
人
も
い
る
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
れ
が
根
本
的
な
理
由
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
費
用
の
問
題
が
大
き
な
問
題
と
は
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
る
大
企
業
で
あ
っ
て
も
訴
訟
を
好
ま
ず
、
ま
た
統
計
に
基
づ
け
ば
簡
易
裁
判
所
で
の
民
事
訴
訟
の
お
よ
そ
八
割
は
六

ヶ
月
以
内
に
解
決
に
到
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
企
業
が
簡
易
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
例
は
少
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
民
事

訴
訟
が
少
な
い
根
本
的
な
理
由
は
や
は
り
日
本
人
の
法
意
識
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
伝
統
的
な
法
意
識
の
下
で
は
、
日
本
人

は
権
利
と
義
務
を
明
確
化
し
、
確
定
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
そ
の
明
確
化
・
確
定
化
さ
れ
て
い
な
い
権
利
と
義
務
の
上
に
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し
近
年
の
地
球
規
模
の
変
動
の
中
、
多
様
化
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
或
い
は
一
つ
の
価
値
観
へ
の
収
斂
が
進
む
の
か
の
判
断
も
つ
き
か

ね
る
よ
う
な
、
複
雑
化
す
る
社
会
で
生
き
る
我
々
は
、
川
島
氏
の
掲
げ
た
課
題
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て

い
る
。
で
は
現
代
に
お
い
て
法
文
化
研
究
を
行
な
う
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
、

川
島
氏
以
降
の
法
文
化
研
究
を
辿
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
一
つ
気
づ
か
さ
れ
た
の
は
、
法
文
化
研
究
は
、｢

近
代
法｣

が
内
包
し

て
い
る
問
題
点
に
目
を
向
け
さ
せ
、
そ
し
て

｢

近
代
法｣

の
限
界
を
知
っ
た
う
え
で
、
現
代
社
会
に
求
め
ら
れ
る
法
秩
序
の
探
究
を
な

す
た
め
に
、
一
つ
の
視
点
を
与
え
る
役
割
を
担
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
一
章

『

日
本
人
の
法
意
識』

ま
ず
本
章
で
は
、
川
島
武
宜

『

日
本
人
の
法
意
識』

の
内
容
を
振
り
返
っ
て
み
る
。

日
本
は
十
九
世
紀
の
後
半
、
つ
ま
り
明
治
時
代
に
西
欧
近
代
法
典
を
整
え
た
が
、
そ
の
時
点
で
は
西
欧
近
代
法
典
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
と
、
現
実
の
人
々
の
生
活
上
の
行
動
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
こ
の
隔
た
り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
こ
の
隔
た

り
は
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
日
本
人
は
現
実
の
生
活
の
中
で
は
如
何
な
る
法
意
識

に
基
づ
い
て
行
動
し
、
ま
た
そ
の
法
意
識
は
時
代
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
の
分
析
を
行
な
う
と
川
島
氏
は
す
る(

第
一
章)

。

そ
し
て
川
島
氏
は
次
の
点
を
挙
げ
る
。

江
戸
時
代
の
末
ま
で
は
日
本
で
は

｢

権
利｣

と
い
う
言
葉
は
な
く
、
幕
末
・
明
治
時
代
以
後
西
欧
近
代
法
の
概
念
を
導
入
し
て
始
め

て
、
日
本
人
は

｢

権
利｣

と
い
う
概
念
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
人
は
様
々
な
意
識
を
持
っ
て
い
た
の

で
あ
り
、
例
え
ば
、
物
を
所
有
す
る
意
識
は
持
っ
て
お
り
、
ま
た
貸
し
た
金
を
返
し
て
欲
し
い
と
要
求
す
る
意
識
も
持
っ
て
い
た
。
し

か
し
日
本
に
お
い
て
は
、
西
欧
の
よ
う
な

｢

権
利｣

概
念
は
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
明
治
以
降
日
本
で
は

｢

権
利｣

概
念

論 説
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が
大
き
な
興
味
を
覚
え
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
川
島
氏
の
論
ず
る
と
こ
ろ
に
様
々
な
疑
問
を
差
し
挟
む
形
で
、
論
を
展
開
す
る
道
が

開
か
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
日
本
人
の
法
意
識
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
が
、
法
文
化
研
究
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
り
、
日
本
の
法

文
化
研
究
が
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
動
き
の
中
で
興
味
深
い
点
は
、
日
本
人
の
法
学
者
の
み
な
ら
ず
ア
メ
リ
カ
の
日
本
法
研
究
者
も
、
川
島
氏
の
主
張
に

対
し
て
自
己
の
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
も
有
名
な
も
の
と
し
て
は
、
ジ
ョ
ン
・
Ｏ
・
ヘ
イ
リ
ー
氏
の
、"T

he

M
yth
of
the
R
eluctant

L
itigant"

(

一
九
七
八
年
、
日
本
語
訳
・
加
藤
新
太
郎

｢

裁
判
嫌
い
の
神
話｣)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ヘ
イ

リ
ー
氏
は
、
日
本
に
お
い
て
訴
訟
が
少
な
い
理
由
は
、
日
本
人
の
法
意
識
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
訴
訟
制
度
等
、
そ
の
他
の
原
因

が
大
き
い
と
主
張
す
る
。

ヘ
イ
リ
ー
氏
は
ま
ず
訴
訟
数
に
関
わ
る
統
計
資
料
に
よ
る
な
ら
、
日
本
人
が
訴
訟
嫌
い
で
あ
る
と
、
単
純
に
言
え
な
い
こ
と
を
指
摘

す
る
。
そ
の
う
え
で
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
比
べ
、
訴
訟
数
が
少
な
い
こ
と
の
理
由
の
説
明
を
試
み
る
。

ヘ
イ
リ
ー
氏
は
一
つ
に
は
、
日
本
社
会
は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
比
べ
て
、
第
三
者
が
紛
争
当
事
者
の
間
に
立
ち
、
紛
争
を
解
決
す
る
と

の
し
く
み
が
う
ま
く
機
能
し
て
お
り
、
訴
訟
の
回
避
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

ま
た
制
度
の
面
か
ら
み
る
と
、
裁
判
官
の
数
が
少
な
い
等
の
理
由
で
訴
訟
の
遅
延
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
そ
れ
が
訴
訟
の
回
避
に
つ
な

が
っ
て
ゆ
く
と
指
摘
す
る
。
そ
の
他
日
本
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
議
員
定
数
不
均
衡
が
問
題
と
な
っ
た
訴
訟
で
の
事
情
判
決
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
裁
判
所
に
よ
る
救
済
可
能
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
裁
判
所
が
決
定
を
遂
行
す
る
た
め
の
法
廷
侮
辱
の

権
能
を
欠
い
て
い
る
こ
と
も
問
題
視
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
ヘ
イ
リ
ー
氏
は
、
日
本
は
制
度
的
な
面
か
ら
訴
訟
の
増
加
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

川
島
氏
は
訴
訟
の
少
な
さ
に
つ
い
て
は
、
制
度
的
理
由
も
考
え
ら
れ
る
が
、
人
々
の
意
識
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
し
た
の
だ
が
、

こ
れ
に
対
し
て
ヘ
イ
リ
ー
氏
は
人
々
の
意
識
と
い
う
よ
り
、
制
度
等
に
原
因
を
求
め
る
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
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人
と
人
の
友
好
的
な
関
係
を
築
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
日
本
人
は
も
し
訴
訟
を
起
こ
し
て
権
利
・
義
務
の
内
容
を
判
決
で
明
確
化
・
確

定
化
す
る
な
ら
、
良
好
な
人
間
関
係
を
破
壊
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
を
好
ま
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
た

と
え
日
本
人
は
民
事
訴
訟
を
起
こ
し
た
と
し
て
も
、
和
解
で
解
決
す
る
こ
と
を
好
む
。
ま
た
日
本
で
は
調
停
制
度
が
存
在
し
、
民
事
紛

争
の
解
決
を
調
停
に
よ
る
こ
と
も
多
い
。
調
停
は
確
定
的
な
規
範
や
権
利
の
主
張
を
必
要
と
せ
ず
、
当
事
者
双
方
の
合
意
に
よ
り
紛
争

を
解
決
す
る
も
の
で
あ
り
、
紛
争
を
丸
く
お
さ
め
る
も
の
と
い
え
る
。
明
治
時
代
に
、
日
本
人
の
法
意
識
に
対
応
す
る
紛
争
解
決
方
法

と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
調
停
は
、
そ
の
後
人
々
の
間
で

｢

権
利｣

主
張
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
を
抑
圧
す
る
意
味
を
も
つ

こ
と
に
も
な
っ
た

(

第
五
章)
。

以
上
の
よ
う
な
分
析
を
踏
ま
え
て
川
島
氏
は
、
明
治
時
代
以
後
、
特
に
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
人
々
の
法
意
識
は
変
化
し
て
お
り
、

権
利
意
識
が
強
く
な
る
方
向
に
向
っ
て
い
る
と
み
て
い
る
。
人
々
は
権
利
を
主
張
し
、
自
己
の
権
利
を
主
張
す
る
た
め
に
訴
訟
制
度
を

利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た
法
律
は
判
断
の
基
準
と
な
り
、
法
律
の
内
容
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に
な
っ

て
い
る
と
み
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
今
後
一
層
強
ま
る
と
み
て
、
川
島
氏
は
日
本
人
の
法
意
識
が
近
代
的
な
法
意
識
に

近
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る

(

第
六
章)
。

以
上

『

日
本
人
の
法
意
識』

の
内
容
を
振
り
返
っ
て
み
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
川
島
氏
が
こ
の
研
究
に
よ
り
提
起
し
た
日
本
社
会
に

お
け
る
課
題
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
次
の
二
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
日
本
社
会
に
お
い
て
近
代
法
シ

ス
テ
ム
を
確
立
す
る
こ
と
、
且
つ
近
代
法
シ
ス
テ
ム
に
対
応
し
た
法
意
識
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
章

川
島
武
宜
以
後
の
研
究

川
島
武
宜

『

日
本
人
の
法
意
識』

は
、
学
界
に
お
い
て
大
き
な
反
響
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
し
て
川
島
氏
の
着
眼
点
に
対
し
て
人
々

論 説

(名城 '07) 57－1･2－244



事
故
に
つ
い
て
の
訴
訟
率
が
低
い
こ
と
は
、
文
化
的
要
因
や
費
用
面
に
そ
の
原
因
を
求
め
る
説
も
あ
る
が
、
経
済
学
的
モ
デ
ル
と
交
通

事
故
に
お
け
る
デ
ー
タ
を
用
い
て
検
証
し
た
結
果
、
予
測
可
能
性
説
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
す
る
。
即
ち
日
本
で
は
、
交
通
事
故
の

訴
訟
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
が
下
す
で
あ
ろ
う
判
決
を
当
事
者
双
方
が
予
測
し
う
る
確
率
が
高
い
た
め
に
、
当
事
者
双
方
は
訴
訟
に
よ

る
よ
り
も
費
用
負
担
の
少
な
い
裁
判
外
の
交
渉
で
、
そ
の
予
測
し
う
る
結
果
を
得
よ
う
と
す
る
た
め
、
結
局
訴
訟
率
が
低
く
な
る
と
ラ

ム
ザ
イ
ヤ
ー
氏
は
説
明
す
る
の
で
あ
る

(

第
二
章)

。

こ
の
他
最
近
出
版
さ
れ
た
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｈ
・
フ
ッ
ト

『

裁
判
と
社
会』

(

二
〇
〇
六
年)

に
お
い
て
フ
ッ
ト
氏
は
、
日
本
と
ア
メ
リ

カ
は
共
通
点
を
有
し
な
が
ら
、
一
方
で
相
違
点
も
有
し
て
い
る
と
の
観
点
か
ら
論
を
進
め
る
。
例
え
ば
し
ば
し
ば
日
本
の
特
徴
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
、
和
の
重
視
、
対
立
的
で
な
い
紛
争
解
決
を
好
む
こ
と
、
謝
罪
を
重
視
す
る
こ
と
な
ど
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
や
は
り

見
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
の
例
を
挙
げ
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ッ
ト
氏
は
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
の
法
や
法
意
識
を
論
ず
る
こ
と
に
お
い
て
、

固
定
観
念
に
囚
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
極
力
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
そ
し
て
日
米
の
法
や
法
意
識
の
違
い
に
は
、
文
化
的
要
因
と

制
度
的
要
因
等
様
々
な
要
因
が
複
雑
に
関
係
し
合
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
川
島
説
は
文
化
的
要
因
に
重
点
を

置
く
た
め
に
、
他
の
要
素
の
評
価
が
低
く
な
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
フ
ッ
ト
氏
は
指
摘
す
る

(

第
一
章)

。

以
上
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
人
の
法
学
者
に
よ
っ
て
も
川
島
説
に
対
す
る
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
五

十
嵐
清

｢

西
欧
法
学
者
が
見
た
日
本
法

『

日
本
人
は
裁
判
嫌
い』

は
神
話
か
？

｣

が
、
川
島
論
文
と
野
田
良
之
教
授
の
日

本
人
の
法
観
念
に
つ
い
て
の
研
究
を
前
提
と
し
て
、
西
欧
の
法
学
者
に
よ
る
日
本
法
研
究
の
要
点
を
明
確
に
整
理
・
論
評
し
て
い
る
。

五
十
嵐
氏
は
、｢

日
本
人
は
裁
判
嫌
い｣

の
神
話
に
つ
い
て
、
文
化
要
因
説
と
制
度
要
因
説
の
対
立
が
あ
る
が
、
真
理
は
中
間
に
あ
る

と
の
折
衷
説
が
最
近
の
西
欧
の
日
本
法
研
究
者
の
間
で
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

で
は
日
本
人
に
よ
る
研
究
に
目
を
向
け
る
。
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
、
佐
々
木
吉
男

『

民
事
調
停
の
研
究』

(

一
九
六
七
年)

が

実
証
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
手
続
の
煩
雑
さ
、
解
決
の
遅
延
、
費
用
の
高
価
性
と
い
う
日
本
の
民
事
訴
訟
制
度
の
制
度
上
の
問
題
点
が
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さ
て
ヘ
イ
リ
ー
氏
以
外
に
、
川
島
氏
の
日
本
人
の
法
意
識
と
訴
訟
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
解
に
対
し
、
自
己
の
説
を
主
張
す
る
ア
メ

リ
カ
の
法
学
者
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
ア
ッ
プ
ハ
ム
、
マ
ー
ク
・
ラ
ム
ザ
イ
ヤ
ー
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
。

ア
ッ
プ
ハ
ム
氏
は
、"W

eak
L
egal

C
onsciousness

as
Invented

T
radition"

(

一
九
九
八
年)

に
お
い
て
、
京
都
府
保
津
村

で
の
入
会
地
を
め
ぐ
る
長
期
に
わ
た
る
紛
争
事
例
を
辿
る
。
そ
し
て
江
戸
時
代
、
明
治
時
代
、
戦
後
の
紛
争
解
決
方
法
を
比
較
す
る
こ

と
で
、
戦
前
日
本
人
は
決
し
て
訴
訟
を
嫌
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
、
し
か
し
な
が
ら
戦
後
保
津
の
紛
争
は
最
終
的
に
非
法
的
手
段
に

よ
っ
て
解
決
に
到
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
た
う
え
で
、
日
本
の
戦
後
の
訴
訟
率
の
低
さ
に
つ
い
て
検
討
し
、

ア
ッ
プ
ハ
ム
氏
は
、
そ
れ
は
戦
後
の
官
僚
た
ち
に
よ
る
政
治
的
選
択
が
生
み
出
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
日
本
で
の
訴
訟
率
の
低
さ
は
、

文
化
的
要
因
と
い
う
よ
り
官
僚
に
よ
る
政
策
の
結
果
と
考
え
る
方
が
妥
当
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
ア
ッ
プ
ハ
ム
氏
も
訴
訟
率
の

低
さ
に
つ
い
て
、
文
化
や
伝
統
よ
り
制
度
面
に
原
因
を
求
め
て
い
る
。

ア
ッ
プ
ハ
ム
氏
の
研
究
に
関
連
す
る
と
の
意
味
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
の
文
献
、
井
ヶ
田
良
治

｢『

日
本
人
は
裁
判
ぎ
ら

い
の
神
話』

に
つ
い
て

日
本
人
の
法
観
念
の
歴
史
的
研
究
の
た
め
に

｣
(

一
九
八
四
年)

を
挙
げ
る
。
本
論
文
は
日
本
人

の
裁
判
忌
避
傾
向
の
原
因
を
探
る
た
め
、
歴
史
的
検
討
を
な
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
井
ヶ
田
氏
は
、
ア
ッ

プ
ハ
ム
氏
の

"L
itigation

and
M
oral

C
onsciousness

in
Japan

A
n
Interpretative

A
nalysis

of
F
our
Japanese

P
ollution

Suits"
(

一
九
七
六
年)

を
採
り
上
げ
て
い
る

(
１)

。

井
ヶ
田
氏
は
ア
ッ
プ
ハ
ム
氏
が
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
点
に
注
目
し
て
い
る
。
つ
ま
り
日
本
で
は
公
害
訴
訟
に
お
い
て
、
被
害
者
が

孤
立
を
恐
れ
て
お
国
の
た
め
に
権
利
侵
害
を
甘
受
し
た
り
、
ま
た
被
告
側
が
徹
底
的
に
法
を
活
用
し
て
自
己
の
経
済
的
人
格
的
利
益
を

守
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
点
が
訴
訟
に
み
ら
れ
る
日
本
人
の
共
同
体
的
反
個
人
主
義
的
態
度
と
い
う
特
徴
で
あ
る

と
、
指
摘
す
る
点
で
あ
る
。

も
う
一
人
の
ラ
ム
ザ
イ
ヤ
ー
氏
は
、
そ
の
著
書

『

法
と
経
済
学』

(

二
〇
〇
四
年)
に
お
い
て
、
日
本
で
は
ア
メ
リ
カ
に
比
べ
交
通
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み
た
い
。

さ
て
そ
の
場
合
次
の
形
を
採
り
た
い
。
川
島
研
究
は
法
意
識
に
関
わ
る
側
面
と
、｢

近
代
化｣

に
関
わ
る
側
面
と
い
う
、
二
つ
の
側

面
か
ら
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
章
を
改
め
、
法
意
識
に
関
連
す
る
研
究
と
、｢

近
代
化｣

の
問
題
に
関
連
す
る
研
究
に
分
け
て
、
法
文
化
研
究
を
辿
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

法
意
識
に
関
わ
る
研
究

法
意
識
に
関
わ
る
研
究
と
し
て
ま
ず
挙
げ
る
の
は
、
柴
田
光
蔵
教
授
の
研
究
で
あ
る
。
柴
田
氏
は
日
本
人
の
日
常
生
活
の
中
に
み
ら

れ
る
行
動
を
捉
え
て
、
法
文
化
を
分
析
す
る
。
そ
の
分
析
対
象
と
さ
れ
る
人
々
の
行
動
は
川
島
氏
の
も
の
よ
り
は
は
る
か
に
広
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
柴
田
氏
の
法
文
化
研
究
に
関
わ
る
著
作
は
多
く
、
最
も
早
い
も
の
と
し
て
は

『

法
の
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ』

(

一
九

八
三
年)

で
あ
り
、
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、『

タ
テ
マ
エ
の
法

ホ
ン
ネ
の
法

(

新
版
増
補)』

(

二
〇
〇
六
年)

で
あ
る
。
柴
田
氏

の
分
析
視
角
は
、
法
規
定
を
タ
テ
マ
エ
と
し
た
時
に
、
日
本
人
の
現
実
の
行
動
を
ホ
ン
ネ
と
見
て
、
そ
の
二
つ
の
間
の
齟
齬
に
着
目
し

て
、
日
本
の
法
文
化
の
特
色
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

柴
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
は
あ
る
法
律
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
法
律
を
守
っ
て
行
動
す
る
と
は
限
ら
ず
、
時
に

は
法
律
を
ほ
と
ん
ど
守
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
と
す
る
。
そ
し
て
法
を
守
ら
な
い
と
の
点
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は
様
々
な
側
面
が

み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
テ
ー
マ
ご
と
の
検
討
が
な
さ
れ
る
。
日
本
型
契
約
、
時
効
に
つ
い
て
の
日
本
人
の
受
け
止
め
方
、
法
を

悪
用
し
た
法
曹
、
理
想
と
す
る
法
制
度
と
現
実
が
大
き
く
か
け
離
れ
た
例
と
し
て
見
る
憲
法
第
九
条
、
人
質
事
件
に
み
ら
れ
た
人
質
解

放
の
た
め
の

｢

超
法
規
的
措
置｣

等
、
様
々
な
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
時
効
と
い
う
制
度
に
つ
い
て
の
日
本
人
の
意
識
と
い
う
テ
ー
マ
と
も
つ
な
が
る
が
、
裁
判
制
度
の
中
に
み
ら
れ
る
、
例
え
ば
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訴
訟
を
避
け
る
傾
向
を
生
む
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(

第
五
章)

。
こ
の
点
で
佐
々
木
研
究
は
川
島
氏
と
異
な
り
、
訴
訟
の
少
な
さ
の

原
因
を
制
度
に
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
佐
々
木
氏
の
他
の
指
摘
に
も
触
れ
て
お
く
と
、
佐
々
木
氏
は
、
調
停
に
関
し
て
当
事
者
の
互
譲
と
合
意
を
あ
ま
り
強
調
す
る

こ
と
は
、
単
に
当
事
者
双
方
の
主
張
を
折
半
し
た
結
論
を
押
し
つ
け
る
こ
と
を
招
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
佐
々
木
氏
は

調
停
制
度
の
目
的
は
法
文
上
か
ら
考
え
て
も
条
理
に
か
な
い
、
且
つ
実
情
に
即
し
た
解
決
を
図
る
こ
と
に
あ
る
と
主
張
し
、
あ
く
ま
で

そ
の
目
的
の
た
め
に
互
譲
が
な
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
佐
々
木
氏
は
、
川
島
氏
も
挙
げ
て
い
た
と
こ
ろ

の
、
調
停
は
紛
争
を
非
権
利
的
に
処
理
す
る
制
度
と
捉
え
る
考
え
方
に
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る

(

第
三
章
、
第
四
章)

。

こ
の
よ
う
な
川
島
氏
の
訴
訟
数
の
少
な
さ
の
要
因
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
、
不
賛
同
を
示
す
も
の
以
外
に
、
川
島
教
授
の
西
欧
社
会

の
捉
え
方
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
西
欧
社
会
の
現
実
を
本
当
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
川
島
氏
は
日
本
と
西
欧
双
方
の
社
会
の
違

い
を
極
端
化
し
て
対
比
し
て
は
い
な
い
か
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
先
述
の
フ
ッ
ト
氏
の
よ
う
な
、
西
欧
社
会
と
日

本
社
会
の
違
い
を
相
対
化
し
て
捉
え
る
視
点
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
指
摘
を
含
め
川
島
論
文
に
つ
い
て
は
実
に
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
議
論
状
況
に
つ
い
て
よ
り
詳
し

く
知
り
う
る
近
年
の
文
献
と
し
て
以
下
の
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。

六
本
佳
平

『

日
本
の
法
と
社
会』

(

二
〇
〇
四
年)

第
二
章
、
法
文
化
、
和
田
仁
孝
・
太
田
勝
造
・
阿
部
昌
樹
編

『

法
と
社
会
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ』

(

二
〇
〇
四
年)

第
一
章
、
法
社
会
学
は
何
を
し
て
き
た
か

川
島
武
宜
の
法
意
識
研
究
を
中
心
と
し
て

(

松
村
良

之)

、
同
書
第
八
章
、
歴
史
か
ら
法
を
読
み
解
く

歴
史
法
社
会
学

(

佐
藤
岩
夫)

、
棚
瀬
孝
雄
編

『

現
代
法
社
会
学
入
門』

(

一
九

九
四
年)

第
三
編
第
一
章
、
権
利
意
識
と
法
行
為

(

樫
村
志
郎)

。

以
上
の
よ
う
に
戦
後
日
本
に
お
け
る
法
文
化
研
究
の
展
開
に
川
島
論
文
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
。
で
は
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
次
に

必
ず
し
も
川
島
論
文
を
直
接
の
検
討
対
象
と
し
な
い
も
の
も
含
め
て
、
川
島
研
究
以
降
の
日
本
に
お
け
る
法
文
化
研
究
の
展
開
を
見
て
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者
の
極
東
の
法
に
関
す
る
一
般
的
見
方
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
西
洋
に
お
い
て
は
法
に
よ
る
行
為
の
規
律
、
ま
た
個
人
の
権
利

の
保
護
が
重
視
さ
れ
、
社
会
が
法
に
服
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
一
方
極
東
に
お
い
て
は
、
行
為
を
規
律
す
る
の
は
法
よ
り
も
、

調
和
を
重
ん
ず
る
不
文
の
行
為
規
範
で
あ
り
、
ま
た
調
和
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、
裁
判
形
式
で
の
紛
争
解
決
は
望
ま
れ
な
い
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
に
極
東
の
人
々
が
考
え
る
こ
と
の
原
因
は
儒
教
文
化
の
影
響
に
よ
る
の
で
あ
る

(

第
一
章)

。

大
木
氏
は
こ
の
よ
う
な
通
説
に
疑
義
を
唱
え
、
西
洋
の
比
較
法
学
者
は
儒
教
の
影
響
を
過
度
に
強
調
し
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
に
加

え
大
木
氏
は
、
日
本
の
比
較
法
学
者
で
あ
る
野
田
良
之
教
授
が
、
日
本
人
の
法
観
念
の
特
色
の
原
因
を
日
本
人
の
根
本
的
な
性
格
や
日

本
の
地
理
的
、
歴
史
的
条
件
に
求
め
る
こ
と
に
も
疑
問
を
差
し
挟
む

(

第
一
章)

。

こ
れ
ら
の
疑
問
に
基
づ
い
て
大
木
氏
は
、
歴
史
的
に
西
洋
の
法
と
極
東
の
法
を
検
討
し
て
ゆ
く
。

大
木
氏
は
西
洋
の
、
法
の
神
聖
視
に
基
づ
く

｢

法
の
支
配｣

の
理
想
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
を
検
討
す
る
。

そ
し
て
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で

｢

法
の
支
配｣

は
現
実
に
は
王
権
な
い
し
行
政
権
に
対
す
る
議
会
の
優
位
と
い
う
形
で
発
展
し
た
こ
と
、

フ
ラ
ン
ス
で

｢

法
の
優
越｣

と
は
い
う
が
、
法
条
崇
拝
の
絶
対
化
が
見
ら
れ
、
ま
た
一
方
で

｢

権
利｣

に
よ
ら
な
い
法
理
論
が
唱
え
ら

れ
た
例
も
あ
っ
た
こ
と
、
ド
イ
ツ
で
は
法
治
国
の
観
念
は
行
政
分
野
に
お
け
る
国
家
の
法
の
適
用
の
法
律
適
合
性
の
み
を
意
味
す
る
形

式
的
捉
え
方
に
限
定
さ
れ
て
ゆ
き
、
そ
の
時
期
が
続
い
た
こ
と
等
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
大
木
氏
は
西
洋
の

｢

法
の
支
配｣

が
、
法
に
よ

る
個
人
の
権
利
の
保
護
、
自
由
、
平
等
の
理
念
の
実
現
に
関
連
す
る
も
の
と
な
っ
た
歴
史
は
決
し
て
長
い
も
の
で
は
な
い
と
す
る

(

第

三
章)

。
次
に
大
木
氏
は
中
国
に
つ
い
て
は
、
中
国
人
の
思
想
の
中
に
は
、
儒
家
や
道
家
さ
ら
に
は
法
家
の
影
響
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ

ら
が
融
合
し
て
い
る
と
言
う
し
か
な
い
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
儒
教
の
影
響
の
み
を
極
端
に
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

ま
た
大
木
氏
は
中
国
で
は
訴
訟
よ
り
調
停
が
好
ま
れ
た
と
す
る
通
説
に
対
し
て
、
中
村
茂
夫

｢

伝
統
中
国
法
＝
雛
型
説
に
対
す
る
一

試
論｣

を
挙
げ
て
反
論
す
る
。
中
村
論
文
は
、
伝
統
中
国
の
法
は
雛
型
に
す
ぎ
ず
、
適
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
通
説
と
、
伝
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｢
判
決
確
定
ま
で
は
無
罪
と
推
定
す
る｣

等
の
法
原
理
・
原
則
へ
の
日
本
人
の
受
け
止
め
方
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
訴

訟
の
た
め
に
法
廷
技
術
を
駆
使
す
る
こ
と
に
対
す
る
日
本
人
の
違
和
感
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は

『

法
の
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ

(

増
補
版)』

(

一
九
八
六
年)

か
ら
登
場
す
る
隣
人
訴
訟
の
問
題
で
扱
わ
れ
た
、
権
利
や
法
を
振
り
か
ざ
す
行
為
と
受
け
取
っ
た
場
合

に
、
そ
れ
に
対
し
て
日
本
人
が
示
す
嫌
悪
感
の
問
題
と
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
は
さ
ら
に

『

タ
テ
マ
エ
の
法

ホ
ン
ネ

の
法

(

新
版)

(
二
〇
〇
四
年)

か
ら
扱
う
和
歌
山
毒
物
カ
レ
ー
事
件
で
の
黙
秘
権
の
行
使
に
対
す
る
日
本
人
の
拒
否
反
応
と
い
う
側

面
か
ら
も
分
析
さ
れ
て
お
り
、
一
つ
の
大
き
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
柴
田
氏
の
研
究
同
様
に
、
日
本
社
会
の
法
に
関
連
す
る
諸
問
題
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
角
田
猛
之

『

法
文
化

の
探
求』

(

二
〇
〇
一
年)
が
あ
る
。
本
書
は
社
会
の
変
化
、
科
学
技
術
の
発
達
に
伴
い
現
わ
れ
て
き
た
様
々
な
法
的
問
題
を
扱
っ
て

い
る
。

江
戸
時
代
の
法
文
化
研
究
に
つ
い
て
言
え
ば
、
数
名
の
日
本
法
制
史
学
者
の
講
演
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
を
ま
と
め
た
、
國
學
院
大

學
日
本
文
化
研
究
所
編

『

法
文
化
の
な
か
の
創
造
性』

(

二
〇
〇
五
年)

が
、
平
易
な
語
り
口
で
、
江
戸
の
法
文
化
に
対
す
る
興
味
を

呼
び
起
こ
す
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

古
代
に
関
し
て
言
え
ば
、
田
中
茂
樹
教
授
が
日
本
の
古
代
の
文
芸
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
法
文
化
を
検
討
し
よ
う
と
試
み
て
い

る
。
例
え
ば

『

蜻
蛉
日
記』

や

『

万
葉
集』

の
和
歌
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
法
文
化
を
語
る
た
め
に
よ
り
詳
細
な
検
討
が
更

に
必
要
と
な
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
分
析
方
法
と
し
て
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る

(

２)

。

次
に
挙
げ
る
の
は
、
以
上
の
も
の
に
比
べ
て
、
法
文
化
を
取
り
上
げ
る
に
つ
き
、
比
較
法
的
観
点
の
強
い
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
大
木
雅
夫

『

日
本
人
の
法
観
念』

(

一
九
八
三
年)

を
挙
げ
る
。
こ
の
著
作
は
分
析
対
象
が
幅
広
く
、
取
り
上
げ
る
論
点
も
多

い
こ
と
か
ら
、
や
や
詳
し
く
見
て
ゆ
く
。

大
木
氏
は
西
洋
の
比
較
法
学
者
の
こ
れ
ま
で
の
極
東
の
法
に
関
す
る
通
説
に
疑
問
を
呈
す
る
。
大
木
氏
に
よ
れ
ば
西
洋
の
比
較
法
学

論 説
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理
し
な
い
措
置
を
取
り
、
そ
も
そ
も
公
事
に
つ
い
て
は
当
事
者
間
で
紛
争
の
解
決
を
は
か
る
内
済
を
奨
励
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
制
度
を
作
り
上
げ
た
の
は
、
例
え
ば
急
増
す
る
訴
訟
を
処
理
す
る
こ
と
に
制
度
的
に
追
い
つ
け
な
い
な
ど
、
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な

い
と
い
う
為
政
者
側
の
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(

第
四
章)

。

以
上
の
よ
う
に
大
木
氏
は
従
来
の
通
説
に
反
論
し
つ
つ
、
法
秩
序
や
法
観
念
が
規
定
さ
れ
る
原
因
を
考
え
る
時
に
は
、
そ
の
地
の
人
々

の
国
民
性
と
い
う
よ
う
な
捉
え
難
い
も
の
に
拠
る
よ
り
も
、
そ
の
国
の
司
法
制
度
を
分
析
す
べ
き
と
の
見
方
を
示
す
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
大
木
氏
の
伝
統
的
な
中
国
や
日
本
の
法
制
度
に
つ
い
て
の
論
述
は
、
先
述
の
中
村
論
文
に
拠
っ
た
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
な

り
法
制
史
分
野
の
先
行
研
究
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
こ
の
他
比
較
法
の
観
点
に
立
つ
法
文
化
研
究
と
し
て
は
、
木
下
毅

『

比
較
法
文
化』

(

一
九
九
九
年)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た

動
物
に
関
わ
る
法
文
化
に
つ
い
て
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
を
比
較
し
た
も
の
と
し
て
、
青
木
人
志

『

動
物
の
比
較
法
文
化』

(

二

〇
〇
二
年)

が
あ
る
。
ま
た
青
木
氏
に
は
法
文
化
に
関
わ
る
内
容
を
平
易
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、『｢

大
岡
裁
き｣

の
法
意
識』

(

二

〇
〇
五
年)

が
あ
る
。

次
に
中
国
法
制
史
の
研
究
分
野
で
の
法
文
化
研
究
と
し
て
、
滋
賀
秀
三

｢

中
国
法
文
化
の
考
察｣

(

一
九
八
六
年)

を
挙
げ
る
。
滋

賀
教
授
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
訴
訟
観
ま
た
は
訴
訟
構
造
と
帝
制
中
国
の
訴
訟
観
ま
た
は
訴
訟
構
造
を
比
較
し
、
そ
こ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
法
文
化
と
中
国
の
法
文
化
の
違
い
を
導
き
出
す
。

滋
賀
氏
は
、
帝
制
中
国
の
裁
判
に
通
ず
る
特
徴
と
の
意
味
も
含
め
て
、
清
朝
の
裁
判
の
特
徴
を
分
析
す
る
。

清
朝
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
重
い
刑
罰
を
科
す
べ
き
事
件
、
つ
ま
り
重
罪
案
件
と
、
軽
い
刑
罰
で
済
む
事
件
で
、
そ
の
処
断
の
仕
方

に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
最
も
末
端
の
行
政
官
庁
で
あ
る
州
や
県
で
処
理
で
き
る
軽
い
刑
罰
を
科
す
こ
と
と
な
る
事
件
は
州
県
自
理
の
案

と
呼
ば
れ
、
そ
こ
に
は
民
事
紛
争
が
多
く
含
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
重
罪
案
件
に
お
い
て
は
、
犯
罪
事
実
の
認
定
に
は
本
人

の
自
白
が
必
ず
必
要
で
あ
っ
た
。
自
白
に
基
づ
い
た
事
実
認
定
が
な
さ
れ
れ
ば
、
厳
格
に
成
文
法
に
基
づ
い
て
処
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
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統
中
国
で
は
民
事
的
紛
争
の
解
決
は
民
間
の
処
理
に
任
さ
れ
、
国
家
の
関
与
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
極
力
避
け
ら
れ
た
と
す
る

通
説
に
実
証
的
に
反
論
し
、
従
来
の
通
説
の
根
拠
の
薄
弱
さ
を
明
確
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
村
論
文
に
基
づ
き
大
木
氏
は
、

伝
統
中
国
に
お
い
て
民
衆
は
官
憲
に
訴
え
出
よ
う
と
す
る
強
い
権
利
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る

(

第
四
章)

。

さ
ら
に
大
木
氏
は
日
本
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
日
本
の
ど
の
時
代
の
法
制
度
も
当
時
の
統
治
者
が
必
要
だ
と
考
え
た
妥
当

な
理
由
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
統
治
者
が
そ
の
時
代
の
法
に
基
づ
い
て
国
を
統
治
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
単
純
に
法
治
が
な
い
と
か
、
非
法
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
日
本
で
は

｢

権
利｣

と
い
う
言
葉
が
生
み
出
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
如
何
な
る
時
代
に
お
い
て
も
人
々
は
権
利
意
識
に
相
当
す
る
意
識
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
こ
の
よ
う
な
人
々
の
意
識
に
対
応
し
て
、
司
法
制
度
が
そ
の
人
々
の
意
識
を
汲
み
上
げ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
な
ら
権
利
意
識
は

表
面
化
す
る
が
、
そ
れ
を
汲
み
上
げ
な
い
司
法
制
度
の
下
で
は
、
権
利
意
識
は
表
面
化
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
た
と
え
紛

争
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
も
し
訴
訟
よ
り
、
よ
り
簡
便
な
紛
争
解
決
方
法
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
々
は
そ
ち
ら
の
方
法
を
使
う
こ
と

に
な
る
。
よ
っ
て
訴
訟
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
権
利
意
識
の
大
小
と
関
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る

(

第
五
章)

。

こ
の
点
に
関
し
て
よ
り
詳
し
く
大
木
氏
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
知
る
た
め
に
、
大
木
氏
に
よ
る
日
本
の
各
時
代
の
司
法
制
度
に
関
す

る
論
述
の
一
部
を
次
に
挙
げ
て
み
る
。

鎌
倉
時
代
初
期
に
は
武
士
の
所
領
に
関
す
る
権
利
意
識
が
著
し
く
高
ま
り
、
幕
府
役
人
に
よ
る
紛
争
処
理
の
基
準
を
定
め
た
御
成
敗

式
目
が
制
定
さ
れ
た
り
、
御
家
人
の
所
領
に
関
す
る
訴
訟
で
あ
る
所
務
沙
汰
の
手
続
の
発
展
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
権
利
意
識
の
高
ま

り
に
対
応
す
る
形
で
司
法
制
度
が
整
え
ら
れ
た
。
し
か
し
一
方
、
地
頭
と
荘
園
領
主
と
の
間
の
所
領
を
め
ぐ
る
争
い
を
解
決
す
る
方
法

と
し
て
、
和
解
手
続
と
い
え
る

｢

和
与｣

が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
後
江
戸
時
代
に
目
を
向
け
る
と
、
民
事
訴
訟
に
ほ
ぼ
重
な
る
公
事
や

百
姓
一
揆
の
状
況
か
ら
す
る
な
ら
、
江
戸
時
代
の
民
衆
も
や
は
り
強
烈
な
権
利
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
江
戸
幕
府
は
こ

の
よ
う
な
意
識
を
切
り
捨
て
る
方
向
へ
と
司
法
制
度
を
作
り
上
げ
て
ゆ
く
。
例
え
ば
相
対
済
令
に
よ
り
金
公
事
に
つ
い
て
の
訴
え
を
受
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賀
氏
の
掲
げ
た

｢

父
母
官｣

型
訴
訟
で
は
、
裁
判
の
担
当
官
が
積
極
的
に
当
事
者
に
関
与
し
、
調
和
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
る
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
二
つ
の
型
の
訴
訟
の
、
裁
判
人
と
当
事
者
の
位
置
付
け
の
違
い
も
興
味
深
い
も
の
に
思
わ
れ

る
。さ

て
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
法
文
化
研
究
に
も
多
元
化
の
影
響
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。｢

多
元
性｣

と
関
わ
る
法
文
化
研
究

に
つ
い
て
は
、
千
葉
正
士
教
授
が
早
い
時
期
か
ら
こ
の
点
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
は
法
人
類
学
の
観
点
か
ら
、
多
く
の
地
域
の
法
文

化
の
特
色
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
研
究
の
成
果
は

『

法
文
化
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア』

(

一
九
九
一
年)

や

『

ア
ジ
ア
法
の
多
元

的
構
造』

(

一
九
九
八
年)

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

千
葉
氏
と
同
様
に
多
元
化
の
観
点
を
持
ち
、
ま
た
近
年
の
法
理
論
の
展
開
を
視
野
に
入
れ
た
法
文
化
研
究
と
し
て
は
、
竹
下
賢
・
角

田
猛
之
編
著

『

マ
ル
チ
・
リ
ー
ガ
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー』

(

一
九
九
八
年)

が
あ
る
。
こ
の
書
に
お
い
て
は
、
本
書
の
分
析
視
覚
と
一
九

八
〇
年
代
以
降
の
日
本
に
お
け
る
法
文
化
研
究
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
、
竹
下
氏
、
角
田
氏
が
各
々
述
べ
て
い
る(

は
し
が
き
、
終
章)

。

本
書
は
多
文
化
主
義
の
観
点
と
、
日
本
の
法
文
化
を
多
面
的
に
分
析
し
よ
う
と
の
観
点
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
章
ご
と
に
執
筆
者

が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
法
文
化
の
分
析
手
法
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
そ
の
中
か
ら
こ
こ
で
は
、
多
文
化
主
義
と
法
文
化
研
究
の

関
わ
り
に
着
目
し
て
い
る
平
井
論
文
を
取
り
上
げ
た
い
。

平
井
亮
輔

｢

正
義
を
め
ぐ
る
法
文
化｣

は
、
法
の
考
察
の
た
め
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
正
義
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
平
井
氏

は
現
代
正
議
論
の
主
流
と
言
え
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
個
人
の
権
利
を
重
視
し
、
そ
の
権
利
の
普
遍
性
と
不
可
侵
性
ま
た
は
優
位
性
を

尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
現
代
の
我
々
の
法
制
度
・
法
文
化
の
基
礎
と
な
る
理
論
と
言
え
る
と
す
る

(

一
五

頁

(

３))

。
そ
の
一
方
で
平
井
氏
は
近
年
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
を
取
り
上
げ
、
そ
の
要
点
を
整
理
し
つ
つ
、
権
利
の
あ
り
方
へ
の
提

言
を
な
そ
う
と
す
る
。

平
井
氏
は
共
同
体
主
義
か
ら
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
権
利
も
特
定
の
文
化
を
前
提
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
必
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そ
の
場
合
、
刑
を
科
す
に
は
ど
の
条
文
に
拠
る
か
の
判
断
が
重
要
と
な
り
、
引
く
べ
き
条
文
が
定
ま
れ
ば
科
す
べ
き
刑
も
確
定
す
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
裁
判
担
当
官
の
量
刑
に
つ
い
て
の
裁
量
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
一
方
州
県
自
理
の
案
で
は
法
律
条
文
に
拘

束
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、｢

情
理｣

に
基
づ
き
、
個
々
の
事
件
に
応
じ
た
具
体
的
妥
当
な
解
決
策
の
提
示
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の

｢

情

理｣

と
は
、
中
国
人
で
あ
れ
ば
誰
も
が
理
解
し
え
る
正
義
衡
平
の
感
覚
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
州
県
自
理
の
案
は
、
一
旦
納
得

し
た
は
ず
の
当
事
者
が
争
い
を
蒸
し
返
す
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
裁
判
の
担
当
官
は
何
度
も
審
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
挙
げ
滋
賀
氏
は
、
中
国
の
訴
訟
で
は
、
主
張
の
争
い
に
第
三
者
が
判
定
を
下
す
と
い
う
構
造
が
存
在
せ
ず
、

そ
れ
が
対
立
す
る
主
張
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
の
判
定
を
下
す
仕
組
を
持
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
訴
訟
と
の
大
き
な
違
い
と
す
る
。

ま
た
滋
賀
氏
は
、
ア
ゴ
ン

(

競
技)
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
訴
訟
の
原
型
を
求
め
る
野
田
良
之
教
授
の
説
に
な
ら
い
、
中
国
の
訴
訟
の
原

型
を
、
裁
判
を
担
当
す
る
官
が
、
兄
弟
喧
嘩
の
間
に
立
つ
父
母
の
よ
う
に
調
和
を
回
復
さ
せ
る
点
に
求
め
る
。

そ
し
て
滋
賀
氏
は
、
西
洋
の
訴
訟
の
よ
う
な

｢

判
定｣

を
欠
く
中
国
の
訴
訟
構
造
の
下
で
は
、｢

法｣

＝

｢

正
し
さ｣

と
の
発
想
は

生
ま
れ
ず
、
こ
れ
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
文
化
に
比
べ
、
私
法
体
系
を
生
み
出
さ
ず
、
法
学
も
発
展
し
な
か
っ
た
と
い
う
中
国
の
法
文

化
の
特
徴
が
生
ま
れ
た
と
み
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
野
田
教
授
の
示
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
訴
訟
と
、
滋
賀
教
授
の
示
す
中
国
の
訴
訟
の
特
徴
の
も
う
一
つ
の
面
に
も
注
目

し
て
み
た
い
。
野
田
氏
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
訴
訟
の
本
質
は
争
う
両
当
事
者
が
そ
の
勝
敗
を
決
す
る
こ
と
に
あ
り
、
裁

判
人
は
、
当
事
者
が
公
平
に
そ
の
競
技
を
進
め
て
い
く
た
め
に
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
と
の
役
割
の
み
負
い
、
あ
く
ま
で
当
事
者
が
出
し

た
結
果
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
を
行
な
う
に
す
ぎ
な
い
。
野
田
良
之

｢
私
法
観
念
の
起
源
に
関
す
る
一
管
見

L
.
G
ernet

の

研
究
を
拠
所
と
し
て｣

(

一
九
七
五
年)

つ
ま
り

｢

ア
ゴ
ン｣

型
訴
訟
で
は
裁
判
人
は
当
事
者
の
争
い
に
介
入
せ
ず
、
当
事
者
が
勝
敗
を
決
す
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
滋
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第
四
章

｢

近
代
化｣

に
関
わ
る
研
究

｢

近
代
化｣

の
問
題
に
関
わ
る
研
究
と
し
て
、
一
つ
に
は
棚
瀬
孝
雄｢

近
代
の
理
念
と
ゆ
ら
ぎ

川
島
法
社
会
学
の
理
論
と
実
践｣

(

一
九
九
三
年)

を
挙
げ
た
い
。

棚
瀬
教
授
は
川
島
教
授
が
そ
の
実
現
を
目
指
し
た

｢

近
代｣

と
は
、
我
々
の
法
或
い
は
法
秩
序
の
基
礎
に
あ
る
も
の
と
し
て
抽
象
化

さ
れ
た

｢

近
代｣

で
あ
り

(

筆
者
は
理
想
化
さ
れ
た

｢

近
代｣

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
て
い
る
。)

、
そ
れ
ゆ
え
川
島
教
授

は
近
代
の
価
値
を
素
朴
に
信
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
述
べ
る
。
し
か
し
我
々
に
と
っ
て｢

近
代｣

は
も
っ
と
複
雑
化
し
て
い
る
と
、

棚
瀬
氏
は
言
う
。
棚
瀬
氏
は
さ
ら
に
言
う
。
日
本
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
西
洋
に
お
い
て
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は

｢

訴
訟
社
会｣

の
い

き
す
ぎ
が
語
ら
れ
、｢

法
の
過
剰｣

に
よ
り
個
人
の
自
律
領
域
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
も
は
や
川
島
教
授
が
言
う
よ

う
に
、
常
に
法
を
使
う
こ
と
が
正
し
い
と
言
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
人
々
が
生
活
実
感
と
し
て
、
法
を
使
わ
ず
と
も
、
ま
た
強
い

権
利
主
張
を
せ
ず
と
も
問
題
が
解
決
し
て
い
く
社
会
に
満
足
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
し
て
権
利
の
主
張
が
本
質
的
に
持
つ
脱
文

脈
性
が
、
生
活
世
界
に
実
際
に
見
ら
れ
る
人
々
の
間
の
関
係
性
と
摩
擦
を
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
と
の
視
点
は
川
島
教
授
に
見
ら
れ
な

い

(

四
頁

(

５))

。

棚
瀬
氏
の
主
張
は
、｢

近
代｣

に
対
す
る
懐
疑
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
は
近
代
の
否
定
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
代
の
価
値
観
は
重
視
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
我
々
が
当
然
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る

近
代
の
価
値
観
を
一
旦
疑
い
、
そ
し
て
一
面
で
反
省
を
加
え
つ
つ
、
一
方
で
近
代
の
価
値
観
を
再
検
討
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
そ

の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
発
想
に
基
づ
く
こ
と
で
現
代
社
会
に
お
け
る
法
秩
序
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
思
考
方
法

は
近
代
の
啓
蒙
と
近
代
の
反
省
の
間
で
揺
れ
動
く
思
考
方
法
と
も
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
棚
瀬
氏
は
近
代
法
へ
の
揺
れ
と
い
う
観
点
か
ら
、
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ず
し
も
普
遍
的
な
基
礎
と
射
程
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
る
点
を
挙
げ
る

(

一
七
頁)

。

そ
し
て
平
井
氏
は
、
言
説
と
し
て
権
利
が
実
際
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
価
値
根
拠
や
相
互
的
性
格
か
ら
乖
離
し
て
、
権
利
が

他
者
か
ら
の
要
求
や
問
い
か
け
を
断
ち
切
り
、
自
己
の
主
張
を
一
方
的
に
貫
徹
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
文
化
的
傾
向
性

が
あ
る
こ
と
、
こ
の
点
を
共
同
体
主
義
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
の
眼
目
の
一
つ
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

(

一
八
頁)

。

ま
た
平
井
氏
は
多
文
化
主
義
か
ら
の
批
判
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
そ
の
政
治
が
西
洋
近
代
の
特
殊
な
文
化
の
表
現
に
す
ぎ
な
い

と
し
、｢

権
利
の
文
化｣
の
押
し
つ
け
を
拒
否
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
し
か
し
な
が
ら
多
文
化
主
義
は
権
利
言
説
を
否
定
す
る
の
で
は

な
く
、
支
配
的
な
西
洋
近
代
的
な

｢

権
利
の
文
化｣

に
対
し
て
、
文
化
的
差
異
へ
の
配
慮
を
要
求
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
多
文
化

主
義
に
お
い
て
は
、
あ
る
文
化
的
集
団
を
主
体
と
す
る
特
別
な
権
利
の
要
求
が
み
ら
れ
る
と
す
る

(

一
九
―
二
〇
頁)

。

こ
の
よ
う
に
共
同
体
主
義
と
多
文
化
主
義
か
ら
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
平
井
氏
自
身
は
権
利
に
関
し
、
自
他
を
相
互
的
な
関
係
の
中
に
引
き
入
れ
て
議
論
を
立
ち
上
が
ら
せ
た
り
、
或
い
は
継
続

さ
せ
る
も
の
と
し
て
権
利
を
位
置
付
け
直
す
こ
と
が
必
要
だ
と
言
う

(

一
九
頁)

。
ま
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
文
化
の
承
認
の
た
め
に
、
共

通
言
語
と
し
て
権
利
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
他
者
と
の
新
た
な
承
認
関
係
を
形
成
す
る
た
め
の
通
路
と
し
て
権
利
が
働
く
と
の
意
味
を

も
つ
の
で
、
全
体
社
会
の
政
治
的
統
合
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
と
述
べ
て
い
る

(

二
一
頁)

。

以
上
平
井
論
文
か
ら
、
法
と
密
接
に
結
び
つ
く
正
義
の
観
念
の
探
究
の
た
め
に
も
、
文
化
ま
た
は
法
文
化
の
考
察
が
重
要
な
意
味
を

持
つ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

さ
て
こ
こ
ま
で
挙
げ
て
き
た
研
究
は
、
法
文
化
研
究
と
し
て
の
川
島
論
文
を
法
意
識
と
近
代
化
の
二
面
に
分
け
て
見
た
場
合
の
、
法

意
識
の
系
統
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る

(

４)

。
た
だ
最
後
の
平
井
論
文
は
二
側
面
の
双
方
に
関
わ
る
と
も
い
え
る
。
続
け
て
近
代
化
の
問
題

に
関
わ
る
研
究
に
移
り
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
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頁)

。つ
ま
り
普
遍
主
義
型
法

(

自
立
型
法)

モ
デ
ル
と
は
、
近
代
西
欧
法
シ
ス
テ
ム
の
下
で
目
指
さ
れ
た
理
念
や
法
秩
序
が
実
現
さ
れ
て

い
る
状
態
を
指
す
モ
デ
ル
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
管
理
型
法
は
、
公
権
力
機
関
が
特
定
の
政
治
的
社
会
経
済
的
な
政
策
の
目
標
を
確
保
・
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し

て
定
立
・
運
用
す
る
、
一
般
的
な
命
令
・
指
図
を
い
う
と
す
る
。
ま
た
自
治
型
法
は
、
各
々
の
社
会
構
成
員
の
意
識
・
行
動
を
現
実
に

規
制
し
て
い
る
非
公
式
な
社
会
規
範
や
、
そ
こ
で
共
有
さ
れ
て
い
る
正
義
・
衡
平
感
覚
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
生
成
さ
れ
、
作
動
す
る

法
を
い
う
と
す
る
。
そ
し
て
田
中
氏
は
こ
の
三
つ
の
法
類
型
に
つ
い
て
は
、
ど
れ
が
良
い
と
い
う
価
値
判
断
を
含
む
も
の
で
は
な
い
と

し
て
、
各
々
が
長
所
・
短
所
を
も
つ
と
の
前
提
の
下
で
、
こ
の
三
類
型
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
現
代
社
会
に
対
応
す
べ
き
法
シ
ス
テ

ム
を
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
を
主
張
す
る

(

八
頁)

。

田
中
氏
は
法
文
化
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
普
遍
主
義
型
法

(

自
立
型
法)

シ
ス
テ
ム
の
存
在
は
、
市
民
的
法
文
化
の
成
熟
の
必
要

条
件
で
は
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
十
分
条
件
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
そ
し
て
市
民
的
法
文
化
の
成
熟
の
た
め
、
つ
ま
り
市
民
間
の
自
律

的
・
相
互
主
体
的
な
法
的
関
係
の
確
立
に
は
、
管
理
型
法
に
よ
る
公
権
力
機
関
の
配
慮
・
介
入
に
よ
る
市
民
的
法
文
化
の
成
熟
に
必
要

と
な
る
社
会
経
済
条
件
の
確
保
が
必
要
と
な
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
自
治
型
法
は
、
そ
れ
が
対
等
独
立
の
市
民
相
互
間
の
自
主
的
合
意

に
基
づ
い
て
い
る
場
合
に
は
市
民
的
法
文
化
の
成
熟
に
つ
な
が
る
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
管
理
型
法
は
そ
れ
自
体
と
し
て
、
他

律
的
・
受
動
的
な
法
文
化
を
生
み
出
す
傾
向
を
持
つ
こ
と
と
、
自
治
型
法
は
そ
の
基
盤
と
な
る
社
会
の
組
織
化
・
集
団
化
が
進
む
と
、

個
々
の
構
成
員
の
自
主
的
合
意
の
側
面
が
弱
ま
り
、
構
成
員
の
自
律
性
・
相
互
主
体
的
関
係
の
形
成
を
抑
圧
す
る
可
能
性
が
出
て
く
る

こ
と
も
指
摘
す
る

(

一
〇
頁)

。

田
中
氏
は
、
管
理
型
法
、
自
治
型
法
の
長
所
・
短
所
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
市
民
的
法
文
化
の
成
熟
は
、
普
遍
主
義
型
法

(

自
立

型
法)

、
管
理
型
法
、
自
治
型
法
が
相
互
に
補
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
前
提
の
下
で
田
中
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川
島
氏
の
研
究
を
辿
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

棚
瀬
氏
は
指
摘
す
る
。
川
島
教
授
は
日
本
人
の
法
意
識
を
近
代
法
シ
ス
テ
ム
に
適
応
す
る
も
の
に
改
変
し
、
法
が
普
遍
的
に
妥
当
す

る
近
代
的
な
法
秩
序
を
日
本
社
会
に
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
た

(

一
一
頁)

。
し
か
し
な
が
ら
日
本
人
の
法
意
識
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
言
え
ば
、
川
島
教
授
の
考
え
方
も
、
改
変
す
べ
き
法
意
識
と
い
う
も
の
か
ら
、
日
本
に
固
有
の
意
識
と
い
う
捉
え
方
へ
と
、
微
妙

な
変
化
が
読
み
取
れ
る

(

一
八
頁)

。

棚
瀬
氏
は
こ
の
よ
う
に
川
島
氏
の
中
に
近
代
に
対
す
る
ゆ
ら
ぎ
を
読
み
取
る
。

そ
し
て
棚
瀬
氏
自
身
、
日
本
の
法
文
化
を
改
変
す
べ
き
も
の
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
日
本
に
固
有
の
法
文
化
と
見
る
こ
と
に
現
れ

る
近
代
の
ゆ
ら
ぎ
の
中
に
身
を
置
く
視
点
が
、
現
代
社
会
に
お
け
る
法
秩
序
を
探
究
す
る
た
め
の
端
緒
を
与
え
て
く
れ
る
と
見
て
い
る

の
で
あ
る

(

二
三
―
二
四
頁)

。

次
に
も
う
一
つ
川
島
研
究
の

｢

近
代
化｣

の
問
題
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
田
中
成
明

｢

日
本
の
法
文
化
の
現
況
と
課
題｣

(

一
九

八
六
年)

を
挙
げ
る
。

田
中
氏
は
、
川
島
氏
が
権
利
観
念
や
裁
判
手
続
等
を
指
標
と
し
て
近
代
化
の
段
階
を
計
ろ
う
と
し
た
分
析
手
法
に
対
し
て
、
現
代
日

本
の
状
況
を
計
る
に
は
そ
の
よ
う
な
一
元
的
モ
デ
ル
を
用
い
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
田
中
氏
は
、
普
遍
主
義
型
法
・

管
理
型
法
・
自
治
型
法
と
い
う
法
の
三
類
型
モ
デ
ル
と
い
う
理
論
枠
組
を
提
起
す
る

(

六
―
七
頁

(

６))

。

田
中
氏
に
よ
れ
ば
普
遍
主
義
型
法

(

自
立
型
法)

の
モ
デ
ル
の
下
で
は
、
国
家
権
力
の
恣
意
専
断
的
行
使
が
制
禦
さ
れ
る
こ
と
と
、

一
般
的
ル
ー
ル
が
公
平
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
形
式
的
正
義
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
個
々
の
市
民
が
自

己
の
意
思
に
基
づ
き
一
般
的
な
法
的
ル
ー
ル
・
枠
組
・
手
続
を
活
用
し
て
、
自
主
的
に
利
害
調
整
や
紛
争
解
決
を
行
な
い
つ
つ
、
各
人

が
選
択
し
た
善
き
生
き
方
を
実
現
し
て
ゆ
く
た
め
の
自
由
と
平
等
を
保
障
し
て
い
る
と
す
る
。
但
し
近
代
西
欧
法
シ
ス
テ
ム
が
こ
の
よ

う
な
普
遍
主
義
型
法

(

自
立
型
法)

モ
デ
ル
を
全
面
的
に
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
、
田
中
氏
は
断
わ
っ
て
い
る

(

七
―
八

論 説

(名城 '07) 57－1･2－258



課
題
は
何
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
川
島
教
授
以
降
の
研
究
の
流
れ
を
見
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。

近
年
は

｢

法
文
化｣

或
い
は

｢

法
意
識｣

は
か
な
り
相
対
化
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
程
度
の
差
と
も
い
え

る
が
、
し
か
し
な
お
無
視
は
で
き
な
い
特
徴
と
の
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
日
本
の
法
の
特
徴
を
語
る
時
に
も
文
化
の

み
を
要
因
と
す
る
こ
と
は
な
さ
れ
ず
、
文
化
と
制
度
の
双
方
を
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
る
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
ヘ
イ
リ
ー
氏
以

降
の
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
に
よ
る
研
究
も
こ
の
流
れ
の
中
で
読
み
う
る
し
、
ま
た
五
十
嵐
氏
の
指
摘
す
る
文
化
要
因
説
と
制
度
要
因
説

の
折
衷
説
へ
と
の
方
向
性
と
も
符
合
す
る
。

そ
の
中
で
な
お
日
本
の

｢

法
文
化｣

、｢

法
意
識｣

に
注
目
す
る
事
は
如
何
な
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
を
念
頭
に

置
い
て
川
島
氏
以
降
の
、
法
意
識
に
注
目
し
た
研
究
に
目
を
向
け
て
み
る
。

例
え
ば
柴
田
氏
は

｢

法｣

や

｢

権
利｣

に
対
し
て
日
本
人
が
示
す
、
嫌
悪
感
に
至
る
感
情
を
常
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
川
島

論
文
の
時
代
で
あ
れ
ば
、
近
代
法
シ
ス
テ
ム
に
対
応
で
き
る
ま
で
に
日
本
人
の
法
意
識
が
成
熟
し
て
い
な
い
た
め
に
生
じ
た
問
題
で
あ

る
と
、
解
さ
れ
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
社
会
が
複
雑
化
し
、
多
様
化
し
た
現
代
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
近
代

法
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
に
不
要
な
も
の
と
の
名
目
で
切
り
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
こ
の
点
に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
平
井
氏
の
指
摘
し
た
、
権
利
も
特
定
の
文
化
を
前
提
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
必
ず
し
も
普

遍
的
な
基
礎
と
射
程
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
の
共
同
体
主
義
か
ら
の
批
判
に
答
え
ら
れ
ず
、
ま
た
同
じ
く
平
井
氏
の
指
摘
し
た
、
権

利
の
言
説
が
他
者
と
の
関
係
性
を
断
ち
切
る
こ
と
を
も
た
ら
す
と
の
問
題
を
克
服
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
の
点
が
ま
た
、｢

近
代
化｣

に
関
わ
る
研
究
と
し
て
挙
げ
た
棚
瀬
氏
の
主
張
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
棚
瀬
氏
は
ア
メ
リ

カ
で

｢

訴
訟
社
会｣

の
い
き
す
ぎ
が
語
ら
れ
、｢

法
の
過
剰｣

に
よ
り
個
人
の
自
律
領
域
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。

過
度
の

｢

権
利｣

の
主
張
、
ゆ
き
す
ぎ
た
訴
訟
社
会
、
法
の
過
剰
が
も
た
ら
す
閉
塞
感
は
、
ア
メ
リ
カ
で
な
く
と
も
近
年
我
々
自
身
が
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氏
は
日
本
社
会
の
市
民
的
法
文
化
の
現
状
に
つ
い
て
、
権
利
主
張
と
裁
判
利
用
に
関
す
る
動
向
の
二
点
に
絞
っ
て
検
討
を
行
な
う
。
そ

し
て
そ
の
検
討
に
基
づ
き
、
現
段
階
の
我
国
に
お
い
て
は
、
法
シ
ス
テ
ム
が
そ
の
根
幹
と
な
る
法
的
原
理
を
堅
持
し
つ
つ
、
ま
た
市
民

的
法
文
化
の
成
熟
を
促
進
し
つ
つ
、
社
会
の
法
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
多
種
多
様
な
法
的
要
求
に
適
切
に
対
処
す
る
に
は
、
管
理
型
法
や

自
治
型
法
は
補
助
的
な
調
整
装
置
と
し
て
用
い
つ
つ
、
や
は
り
ま
ず
普
遍
主
義
型
法

(

自
立
型
法)

の
自
立
的
・
一
般
的
な
思
想
と
論

理
の
浸
透
を
図
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
す
る

(

三
一
頁)

。

こ
れ
は
田
中
氏
が
先
に
指
摘
し
た
、
他
律
的
・
受
動
的
な
法
文
化
を
生
み
出
す
管
理
型
法
の
一
面
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
抗
し
う
る

ま
で
市
民
的
法
文
化
が
成
熟
し
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
市
民
的
法
文
化
の
成
熟
に
つ
な
が
る
ま
で
自
治
型
法
の
も
つ
市
民

相
互
間
の
自
主
的
合
意
の
側
面
が
強
く
は
な
い
状
況
に
日
本
社
会
が
あ
る
と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(

三
一
―
三
二
頁)

。

そ
れ
ゆ
え
田
中
氏
は
普
遍
主
義
型
法

(

自
立
型
法)

の
目
指
す
、
と
り
わ
け
互
酬
的
権
利
義
務
観
念
と
当
事
者
主
義
的
裁
判
手
続
に

象
徴
さ
れ
る
精
神
を
ま
ず
浸
透
さ
せ
、
そ
の
下
で
法
的
空
間
を
基
本
的
に
対
話
的
合
理
性
と
手
続
的
正
義
の
制
度
化
と
し
て
捉
え
る
視

座
を
拡
げ
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る

(

三
一
頁)

。

田
中
氏
は
現
代
社
会
の
多
様
化
、
複
雑
化
を
十
分
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
、
日
本
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
法
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け

て
の
提
言
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
主
張
の
重
要
性
は
十
分
理
解
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
と
並
ん
で
、
先
述
し
た
棚
瀬
論
文

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、｢

近
代
法｣

の
限
界
、
或
い
は

｢
近
代
法｣

へ
の
懐
疑
と
い
う
視
点
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
も
や
は
り
感
ぜ
ざ

る
を
得
な
い
。

終
わ
り
に

以
上
川
島
武
宜
氏
以
降
の
日
本
の
法
文
化
研
究
を
概
観
し
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
現
代
に
お
い
て
法
文
化
研
究
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
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希
望
を
極
力
知
ろ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
清
朝
の
裁
判
担
当
官
の
取
る
行
動
は
、
医
療
過
誤
事
件
で
事
件
の
早
期
解
決
と
最
大
限

の
賠
償
金
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
こ
と
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
た
弁
護
士
の
も
の
と
は
正
反
対
と
も
言
え
る
。

た
だ
こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
、｢

情
理｣

に
基
づ
く
裁
判
が
現
代
の
裁
判
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
言
い

た
い
の
は
、
多
く
の
類
似
の
事
件
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
同
一
の
事
件
は
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
裁
判
官
に
と
っ
て
は
多
数
の

事
件
の
一
つ
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
す
べ
て
で
あ
る
と
の
現
実
の
下
で
、
裁
判
の
普
遍
性
、
公
平
性
を
重
視
す
る

こ
と
は
、
必
ず
や
矛
盾
を
生
む
と
い
う
こ
と
と
、
そ
し
て
そ
の
点
に
こ
だ
わ
り
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
、
個
別
性
、
具
体
性
を
重
視
す
る

｢

情
理｣

に
基
づ
く
裁
判
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
、
な
ん
ら
か
の
視
点
を
我
々
に

与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
つ
ま
り
棚
瀬
氏
が
、
日
本
の
法
文
化
を
改
変
す
べ
き
対
象
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
日
本
に

固
有
の
法
文
化
と
捉
え
る
こ
と
に
現
れ
る
、
近
代
の
ゆ
ら
ぎ
の
中
に
身
を
置
く
視
点
が
、
現
代
社
会
に
お
け
る
法
秩
序
を
探
究
す
る
た

め
の
端
緒
を
与
え
る
と
見
て
い
る
こ
と
と
重
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
よ
り
法
文
化
研
究
は
現
代
社
会
に
求
め
ら
れ
る
法
秩
序
を
探
究
す
る
た
め
の
視
点
を
提
供
す
る
、
と
の
要
素
も
持
つ
こ
と
に
な

る
。そ

し
て
そ
れ
と
と
も
に
、
滋
賀
氏
が
法
文
化
を
論
じ
た
時
に
、
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
滋
賀
氏
に
よ
る
伝
統
中
国
の
裁
判
に
関
す

る
実
証
研
究

(

同
氏

『

清
代
中
国
の
法
と
裁
判』

一
九
八
四
年)

を
思
い
起
こ
せ
ば
、
大
木
氏
が
法
文
化
を
語
る
時
に
歴
史
的
に
司
法

制
度
を
分
析
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
こ
と
も
、
よ
り
納
得
し
や
す
く
な
る
。
ま
た
法
制
史
研
究
と
法
文
化
研
究
の
関
連
も
理

解
し
や
す
い

(

９)

。

以
上
を
総
括
す
る
な
ら
、
法
文
化
研
究
は

｢

近
代
法｣

の
限
界
に
目
を
向
け
さ
せ
、
そ
し
て
近
代
の
限
界
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
代
社
会
に
求
め
ら
れ
る
法
秩
序
の
探
究
を
な
す
た
め
の
端
緒
と
な
る
視
点
を
与
え
る
と
の
役
割
を
負
う
と
、
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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感
ぜ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
我
々
も
ま
た
平
井
氏
が
述
べ
た
如
く
、
権
利
の
位
置
付
け
直
し
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
田
中
成
明
氏
の
日
本
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
法
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
提
言
と
と
も
に
、
棚
瀬
氏

に
見
ら
れ
た

｢

近
代
法｣

の
限
界
、
或
い
は

｢

近
代
法｣

へ
の
懐
疑
の
視
点
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
法
文
化
研
究
は

｢

近
代
法｣

の
再
考
を
促
す
要
素
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
一
方
で
法
文
化
研
究
は
、
法
を

問
う
た
め
に
な
ん
ら
か
の
展
開
を
も
た
ら
す
要
素
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

棚
瀬
氏
は
権
利
の
主
張
が
本
質
的
に
持
つ
脱
文
脈
性
が
、
生
活
世
界
に
実
際
に
見
ら
れ
る
人
々
の
間
の
関
係
性
と
摩
擦
を
生
ず
る
こ

と
の
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
た
。

こ
の
問
題
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
、
例
え
ば
近
代
法
シ
ス
テ
ム
の
下
で
要
求
さ
れ
る
普
遍
性
や
公
平
性
が
、
一
人
一
人
の
人
間
の
思

い
や
願
い
を
漏
れ
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
裁
判
に
お
い
て
普
遍
性
や
公
平
性
を
重
視
し
た
結
果
、
類
似
事
件

の
解
決
方
法
に
お
い
て
、
一
方
で
画
一
化
を
生
み
出
し
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
に
裁
判
の
当
事
者
の
思
い
と
裁
判
に
携
わ
る
者
の
判
断

の
間
に
齟
齬
が
生
ず
る
問
題
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
息
子
の
死
の
原
因
を
知
り
、
且
つ
医
者
の
責
任
を
問
い
た
い
と
考
え
訴
訟
を
起
こ

し
た
夫
婦
と
、
事
件
の
早
期
解
決
と
最
大
限
の
賠
償
金
の
獲
得
を
目
指
し
た
こ
の
原
告
夫
婦
の
弁
護
士
と
の
間
の
対
立
が
挙
げ
ら
れ
る

(

７)

。

個
々
の
人
間
の
思
い
と
、
権
利
主
張
の
持
つ
脱
文
脈
性
の
生
み
出
し
た
固
定
化
し
た
思
考
の
対
立
と
も
い
え
る
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、｢

近
代
法｣

へ
の
懐
疑
の
視
点
を
持
つ
研
究
か
ら
は
、｢

関
係
性｣

、｢

感
情｣

、｢

声
を
聴
く｣

、｢

主
体｣

な

ど
の
観
点
か
ら
の
検
討
の
必
要
が
考
え
ら
れ
よ
う

(

８)

。
し
か
し
、
も
し
法
文
化
研
究
の
立
場
か
ら
、
先
述
の
滋
賀
論
文
で
挙
げ
ら
れ
た
伝

統
中
国
の

｢

情
理｣

に
基
づ
く
裁
判
を
思
い
起
こ
す
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

｢

情
理｣

に
基
づ
く
裁
判
に
お
い
て
は
、
裁
判
を
担
当
す
る
官
は
普
遍
性
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
事
件
の
個
別
性
、

具
体
性
を
重
視
し
、
事
件
ご
と
に
当
事
者
双
方
の
最
も
満
足
す
る
解
決
方
法
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
裁
判
担
当
官
が
こ
の
役
目

を
十
分
に
果
た
せ
ぬ
な
ら
、
事
件
の
解
決
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
は
裁
判
担
当
官
は
、
訴
訟
の
当
事
者
の
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(

７)

筆
者
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
。

拙
稿

｢

魯
迅
の
描
く

『

人』

と
届
か
な
い

『

声』

、
そ
し
て
法｣

(『

社
会
科
学
研
究』

五
八
―
二
、
二
〇
〇
七
年)

(

８)

棚
瀬
氏
の
発
想
と
共
通
点
を
有
し
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
持
つ
研
究
と
し
て
、
例
え
ば
、
日
本
法
社
会
学
会
編『

法
社
会
学』

六
〇
、
六
二
、

六
四

(

二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
六
年)

所
収
の
法
社
会
学
会
三
年
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
が
挙
げ
ら
れ
る
。
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
、
声
、
感
情
、
語
り
、
主
体
等
で
あ
る
。

ま
た
和
田
仁
孝
・
樫
村
志
郎
・
阿
部
昌
樹
編

『

法
社
会
学
の
可
能
性』

第
三
部
、
法
の
語
り
と
法
技
法

(

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
四
年)

所

収
の
論
文
も
挙
げ
ら
れ
る
。

な
お
こ
れ
ら
の
観
点
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
拙
稿

｢『

青
鞜』

論
争
か
ら
人
と
法
へ｣

(

阿
部
照
哉
先
生
喜
寿
記
念

『

現
代
社
会
に
お
け
る
国

家
と
法』

成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年)

(

９)

な
お
滋
賀
教
授
に
は
伝
統
中
国
の
家
族
に
関
わ
る
史
料
を
分
析
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
法
意
識
を
探
究
し
た
研
究
も
あ
る
。

滋
賀
秀
三

『

中
国
家
族
法
の
原
理』

創
文
社
、
一
九
六
七
年

本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
に
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所(

台
湾)

で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム｢

中
國
傳
統
法
律
文
化
的
形
成
與
轉
變｣

で
行
な
っ
た
報
告

｢

從
日
本
的
法
律
文
化
研
究
來
看
臺
灣
的
法
律
文
化
研
究｣

の
報
告
原
稿
の
一
部
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
文
中
引
用
文
献

青
木
人
志

『

動
物
の
比
較
法
文
化』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年

同
氏

『｢

大
岡
裁
き｣

の
法
意
識』

光
文
社
、
二
〇
〇
五
年

五
十
嵐
清

｢

西
欧
法
学
者
が
見
た
日
本
法｣

(

滝
沢
正
代
表

『

比
較
法
学
の
課
題
と
展
望』

信
山
社
、
二
〇
〇
二
年)

井
ヶ
田
良
治

｢『

日
本
人
は
裁
判
ぎ
ら
い
の
神
話』

に
つ
い
て｣

(

同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所

『

社
会
科
学』

三
三
、
一
九
八
四
年)

大
木
雅
夫

『

日
本
人
の
法
観
念』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
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つ
ま
り
こ
の
視
点
を
与
え
る
こ
と
が
法
文
化
研
究
の
課
題
の
一
つ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
繰
り
返
す
が
、
そ
れ
は
決
し
て

近
代
の
否
定
を
意
味
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
前
近
代
へ
の
回
帰
を
叫
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
敢
え
て
言
う
な

ら
、
よ
り
良
き
も
の
を
求
め
る
た
め
に
、
悩
み
の
中
に
身
を
置
く
た
め
に
な
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

注

(

１)

こ
の
他
綿
貫
氏
に
よ
る
ア
ッ
プ
ハ
ム
氏
の
著
作
の
内
容
紹
介
も
あ
る
。

こ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
の
は
、F

rank
K
.
U
pham

L
aw
and

Social
C
hange

in
P
ostw
ar
Japan

H
arvard

U
niversity

P
ress,

1987

で
あ
る
。

綿
貫
芳
源｢

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
法
研
究
の
最
近
の
動
向(

一)

〜(

七
・
完)｣

(『

自
治
研
究』

六
四
―
四
、
六
四
―
一
〇
、
六
四
―

一
一
、
六
五
―
四
、
六
五
―
六
、
六
五
―
七
、
六
五
―
八
、
一
九
八
八
年
〜
一
九
八
九
年)

(

２)

ま
た
田
中
氏
は
、
後
進
の
非
西
洋
か
ら
先
進
の
西
洋
へ
と
の
単
線
的
進
化
論
の
発
想
の
限
界
を
克
服
す
る
こ
と
が
、
多
元
性
の
承
認
に
つ
な

が
る
と
の
観
点
に
立
つ
。

田
中
茂
樹

｢

異
文
化
と
し
て
の
近
代
法｣

(『
法
社
会
学』

四
六
、
一
九
九
四
年)

(

３)

平
井
論
文
で
示
す
ペ
ー
ジ
数
は
、
改
訂
版
の
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。

(

４)

こ
の
他
法
意
識
に
関
わ
る
デ
ー
タ
の
収
集
を
中
心
に
据
え
た
研
究
も
み
ら
れ
る
。
早
い
も
の
と
し
て
、
日
本
文
化
会
議
編

『

日
本
人
の
法
意

識』
(

至
誠
堂
、
一
九
七
三
年)

、
近
年
の
も
の
と
し
て
、
加
藤
雅
信
他

｢

契
約
観
・
訴
訟
観
・
法
意
識
の
国
際
比
較｣

(『

ジ
ュ
リ
ス
ト』

一
二

九
七
、
二
〇
〇
五
年)

(

５)

棚
瀬
論
文
で
示
す
ペ
ー
ジ
は
、
所
収
本
の
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

(

６)

田
中
氏
は
法
の
三
類
型
モ
デ
ル
に
つ
き
、
一
九
七
六
年
以
来
論
文
上
で
し
ば
し
ば
述
べ
て
お
り
、
本
稿
で
挙
げ
た
論
文
で｢

普
遍
主
義
型
法｣

と
表
現
す
る
モ
デ
ル
は
、
後

｢

自
立
型
法｣

に
改
め
て
い
る
。
な
お
法
の
三
類
型
モ
デ
ル
を
掲
げ
る
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、『

法
へ
の
視
座

転
換
を
め
ざ
し
て』

第
三
章

(

有
斐
閣
学
術
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
年)
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中
村
茂
夫

｢

伝
統
中
国
法
＝
雛
型
説
に
対
す
る
一
試
論｣

(『

法
政
理
論』

一
二
―
一
、
一
九
七
九
年)

野
田
良
之

｢

私
法
観
念
の
起
源
に
関
す
る
一
管
見

L
.
G
ernet

の
研
究
を
拠
所
と
し
て

｣
(

星
野
英
一
編

『

私
法
学
の
新
た
な
展
開』

有

斐
閣
、
一
九
七
五
年)

平
井
亮
輔

｢

正
義
を
め
ぐ
る
法
文
化｣

(

前
掲
、
竹
下
・
角
田
編
著

『

マ
ル
チ
・
リ
ー
ガ
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー』

所
収)

フ
ラ
ン
ク
・
ア
ッ
プ
ハ
ム

"L
itigation

and
M
oral

C
onsiousness

in
Japan

A
n
Interpretative

A
nalysis

of
F
our
Japanese

P
ollution

Suits"
(L
aw
and

Society
R
eview

,
sum
m
er
1976)

同
氏

"W
eak
L
egal

C
onsciousness

as
Invented

T
radition"

(edited
by
Stephen

V
lastos

M
irror

of
M
odernity:

Invented

T
radition

of
M
odern
Japan

U
niversity

of
C
alifornia

P
ress

1998)

マ
ー
ク
・
ラ
ム
ザ
イ
ヤ
ー

『

法
と
経
済
学』

弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年

六
本
佳
平

『

日
本
の
法
と
社
会』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年

和
田
仁
孝
・
太
田
勝
造
・
阿
部
昌
樹
編

『

法
と
社
会
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ』

日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
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加
藤
新
太
郎
訳

｢

裁
判
嫌
い
の
神
話

(

上)
(

下)｣
(『

判
例
時
報』

九
〇
二
、
一
九
七
八
年
、
九
〇
七
、
一
九
七
九
年)

川
島
武
宜

『

日
本
人
の
法
意
識』

岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年

(『

川
島
武
宜
著
作
集』

四
、
所
収
、
岩
波
書
店)

木
下
毅

『

比
較
法
文
化
論』

有
斐
閣
、
一
九
九
九
年

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編

『

法
文
化
の
な
か
の
創
造
性』

創
文
社
、
二
〇
〇
五
年

佐
々
木
吉
男

『
民
事
調
停
の
研
究』

法
律
文
化
社
、
一
九
六
七
年

(

増
補
版
、
一
九
七
四
年)

滋
賀
秀
三

｢

中
国
法
文
化
の
考
察｣

(『

法
哲
学
年
報』

一
九
八
六
年)

同
氏

『

清
代
中
国
の
法
と
裁
判』

創
文
社
、
一
九
八
四
年

柴
田
光
蔵

『

法
の
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ』

有
斐
閣
、
一
九
八
三
年

同
氏

『

タ
テ
マ
エ
の
法

ホ
ン
ネ
の
法

(

新
版
増
補)』

日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年

ジ
ョ
ン
・
Ｏ
・
ヘ
イ
リ
ー"T

he
M
yth
of
the
R
eluctant

L
itigant"

(Journalof
Japanese

Studies
4-2,U

niversity
of
W
ashington,

1978)

竹
下
賢
・
角
田
猛
之
編
著

『

マ
ル
チ
・
リ
ー
ガ
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー』

晃
洋
書
房
、
一
九
九
八
年

(

改
訂
版
、
二
〇
〇
二
年)

田
中
成
明

｢

日
本
の
法
文
化
の
現
況
と
課
題｣

(『
思
想』

七
四
四
、
一
九
八
六
年)

田
中
茂
樹

｢

蜻
蛉
日
記
に
お
け
る
母
系
制
の
法
文
化｣

(『
阪
大
法
学』

四
六
―
一
、
一
九
九
六
年)

同
氏

｢

万
葉
集
に
お
け
る
妻
問
婚
の
法
的
構
造｣

(『

阪
大
法
学』

四
七
―
四
・
五
、
一
九
九
七
年)

棚
瀬
孝
雄

｢

近
代
の
理
念
と
ゆ
ら
ぎ

川
島
法
社
会
学
の
理
論
と
実
践｣

(『

法
律
時
報』

六
五
―
一
、
一
九
九
三
年
、
同
氏

『

権
利
の
言
説』

所
収
、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
二
年)

棚
瀬
孝
雄
編

『

現
代
法
社
会
学
入
門』

法
律
文
化
社
、
一
九
九
四
年

ダ
ニ
エ
ル
・
Ｈ
・
フ
ッ
ト
／
溜
箭
将
之
訳

『

裁
判
と
社
会』

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
六
年

千
葉
正
士

『

法
文
化
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア』

成
文
堂
、
一
九
九
一
年

同
氏

『

ア
ジ
ア
法
の
多
元
的
構
造』

成
文
堂
、
一
九
九
八
年

角
田
猛
之

『

法
文
化
の
探
求』

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
一
年
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