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椎　
　

名　
　

智　
　

彦

Ⅰ　

問
題
の
所
在

1　

比
較
法
学
の
目
的
を
め
ぐ
っ
て

本
稿
は
、
比
較
法
学
に
お
け
る
基
礎
理
論
の
現
状
お
よ
び
そ
の
課
題
に
つ
い
て
、〈
形
式
・
実
体
〉
と
い
う
理
論
フ
レ
ー
ム
を
用
い
て
検
討
を
加
え
る
も

の
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
ま
た
、
以
下
で
よ
り
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
こ
の
研
究
領
域
の
裾
野
は
極
め
て
広
い
と
と
も
に
、
そ
の
外
縁
は
時
代
に
よ
っ

て
常
に
少
し
ず
つ
変
動
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
に
つ
い
て
過
不
足
な
く
取
り
扱
う
こ
と
は
、
本
稿
の
守
備
範
囲
お
よ
び
現
時
点
で
の
筆
者
の
能
力
を

遥
か
に
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
が
取
り
組
も
う
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
現
状
の

分
析
・
解
釈
お
よ
び
課
題
の
整
理
に
と
ど
ま
る
。

次
に
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
つ
い
て
述
べ
る
。
一
言
で
い
う
と
そ
れ
は
、
比
較
法
の
基
礎
理
論
に
お
け
る
目
的
や
存
在
意
義
の
不
明
瞭
性
が
、
こ
の
分

野
が
将
来
的
に
達
成
し
う
る
理
論
的
・
実
践
的
発
展
を
阻
害
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
で
あ
る）

1
（

。
念
の
た
め
断
っ
て
お
く
が
、こ
れ
は
、

比
較
法
的
研
究
全
般
に
お
い
て
、
そ
の
目
的
や
意
義
が
解
り
に
く
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
広
義
に
お
け
る
比
較
法
は
、
各
法
分
野
に
お
け
る
個
別
的

な
法
規
・
法
理
や
制
度
と
い
っ
た
実
定
的
側
面
、
あ
る
い
は
各
国
・
各
法
域
に
お
い
て
特
徴
的
に
看
取
さ
れ
る
法
行
動
そ
の
他
の
現
象
的
側
面
に
関
す
る
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考
察
を
包
含
す
る
。
そ
し
て
、こ
れ
ら
の
よ
う
な
研
究
に
つ
い
て
は
、そ
の
個
別
的
な
ね
ら
い
を
知
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
渉
外
実
務
、自
国
法
の
改
善
、

法
の
統
一
・
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
等
に
向
け
ら
れ
た
外
国
法
参
照
、
あ
る
い
は
、
法
実
践
に
関
す
る
よ
り
正
確
で
有
用
な
情
報
・
認
識
の
獲
得
と
い
っ

た
、
比
較
法
研
究
に
お
い
て
長
く
定
着
し
て
き
た
各
論
的
な
諸
目
的
が
、
そ
こ
に
素
直
に
当
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る）

（
（

。

こ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
い
う
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
比
較
法
に
お
い
て
は
、
上
の
よ
う
な
個
別
的
・
応
用
的
外
国
法
研
究
に
つ
い
て
み

る
限
り
、
そ
の
目
的
が
解
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
少
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
基
礎
理
論
、
あ
る
い
は
、
従
来
〈
原
論
〉
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
よ

う
な
領
域
で
は
、
そ
の
目
的
や
存
在
意
義
に
つ
い
て
必
ず
し
も
定
ま
っ
た
方
向
性
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
が

想
定
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
法
系
・
法
族
分
類
論
、
法
継
受
論
、
比
較
方
法
論
と
い
っ
た
名
の
下
で
発
展
し
て
き
た
論
点
群
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
や
存
在
意
義
は
あ
く
ま
で
も
法
学
教
育
上
の
便
宜
を
促
進
す
る
と
い
う
モ
デ
ス
ト
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
で
あ
る
と
か
、
そ

れ
ら
の
究
極
的
な
ゴ
ー
ル
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
あ
る
と
か
、
様
々
な
立
場
が
示
さ
れ
て
き
て
い
る）

（
（

。

狭
義
の
比
較
法
学
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
与
え
る
に
せ
よ
、
そ
の
ど
れ
か
一
つ
が
正
し
く
、
そ
の
他
の
も
の
は
正
し
く
な
い
と
い
う
断
定
的

な
論
法
は
、
少
な
く
と
も
現
状
で
は
採
り
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
そ
の
目
的
に
関
し
て
議
論
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
自
体
は
、
極
め
て
自
然

な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
肝
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
複
数
存
在
す
る
目
的
や
存
在
意
義
の
う
ち
、
ど
れ
に
対
し
て
よ
り
大
き
な
重
み
を
置
く
か
に
よ
っ
て
、
い

わ
ば
そ
の
達
成
手
段
と
し
て
構
築
さ
れ
る
理
論
や
学
説
に
お
け
る
全
体
構
造
や
発
展
可
能
性
に
は
、
当
然
違
い
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
で

あ
る
。
例
え
ば
、
法
系
・
法
族
論
に
お
け
る
分
類
基
準
が
、
そ
れ
を
提
示
す
る
論
者
に
よ
っ
て
か
な
り
大
き
く
異
な
る
こ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
が
自

ら
の
比
較
法
理
論
に
込
め
た
目
的
・
意
図
の
差
異
を
反
映
し
て
い
る
と
推
測
で
き
よ
う
。
本
稿
で
は
、
比
較
法
学
に
お
い
て
も
近
時
有
力
に
な
り
つ
つ
あ

る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
視
座
を
加
味
し
つ
つ）

（
（

、
比
較
法
の
目
的
論
お
よ
び
そ
の
波
及
的
含
意
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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（　

分
析
フ
レ
ー
ム
─
形
式
と
実
体

次
に
、
本
稿
に
お
け
る
分
析
に
使
用
す
る
概
念
ツ
ー
ル
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
稿
で
は
、
比
較
法
学
の
目
的
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と

し
て
、
近
代
に
お
け
る
そ
の
歴
史
的
発
展
過
程
を
、
形
式
（form

）
と
実
体
（substance

）
と
い
う
ダ
イ
コ
ト
ミ
ー
を
用
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
フ
レ
ー

ム
を
比
較
法
研
究
に
適
用
し
た
例
と
し
て
は
、
基
礎
理
論
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
や
や
古
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
ア
テ
ィ
ア=

サ
マ
ー
ズ
（P.S. 

A
tiyah &

 S.S. Sum
m

ers
）
の
『
英
米
法
に
お
け
る
形
式
と
実
体
』（
一
九
八
七
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る）

（
（

。

法
学
に
お
い
て
、
両
者
は
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
厳
密
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
し
、
お
そ
ら
く
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
必
要
で
も

な
い
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
で
の
検
討
に
必
要
な
範
囲
で
、
そ
の
要
点
を
略
説
す
る
。

ま
ず
、
形
式
と
は
、
法
現
象
か
ら
事
実
・
政
策
・
価
値
等
を
控
除
し
た
後
に
残
る
、
相
対
的
に
中
立
的
な
規
範
・
制
度
・
理
論
等
で
あ
り
、
法
教
義
学

に
お
い
て
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
創
出
さ
れ
る
様
々
な
言
語
概
念
や
そ
の
体
系
は
、
基
本
的
に
す
べ
て
形
式
と
し
て
の
側
面
を
も
つ
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ー

（L. Fuller

）
は
、
法
≒
社
会
秩
序
の
主
要
な
形
式
と
し
て
、
契
約
・
裁
判
・
立
法
・
調
停
・
慣
習
等
を
例
示
す
る
と
と
も
に）

（
（

、
法
シ
ス
テ
ム
の
存
在
を
可

能
な
ら
し
め
る
た
め
の
枠
組
み
（
一
般
的
抽
象
的
規
範
性
、
公
知
性
、
不
遡
及
性
、
非
矛
盾
性
、
安
定
性
、
等
）
を
挙
げ
て
い
る）

（
（

。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る

特
徴
は
、
様
々
な
事
案
、
当
事
者
、
政
策
、
価
値
に
対
し
て
そ
れ
ら
が
も
つ
抽
象
的
・
一
般
的
・
中
立
的
な
性
格
に
あ
る）

（
（

。

逆
に
、
実
体
と
は
、
そ
こ
で
控
除
さ
れ
る
事
実
・
政
策
・
価
値
等
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
手
続
法
と
区
別
さ
れ
る
意
味
で
の
実
体

0

0

法

（substantive law

）
に
お
け
る
そ
れ
も
、
ま
さ
に
要
件
事
実

0

0

（elem
ents

）
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
想
起
さ
れ
た
い
。

し
か
し
、
法
現
象
に
お
い
て
は
、
両
者
は
相
互
に
完
全
に
排
他
的
な
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
形
式
的
性
格
の
み
を
有
し
、
実
体
的
側
面
を
ま
っ

た
く
有
し
な
い
法
現
象
・
法
概
念
は
お
そ
ら
く
存
在
し
な
い
し
、
そ
の
逆
も
真
で
あ
る
。
形
式
性
が
強
い
法
現
象
・
法
概
念
に
も
実
体
的
要
素
が
含
ま
れ

る
し
、
逆
も
ま
た
真
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
裁
判
（adjudication

）
は
法
に
お
け
る
重
要
な
形
式
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
公
平
性
と
い
う

価
値
が
不
可
分
に
内
在
・
化
体
し
て
い
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
そ
し
て
、
価
値
と
は
本
質
的
に
実
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
判
る
よ
う
に
、
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法
に
お
け
る
形
式
と
実
体
と
は
、
突
き
詰
め
て
考
え
れ
ば
連
続
的
か
つ
グ
ラ
デ
イ
シ
ョ
ナ
ル
に
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
理
論
的
に
は
、
他
方

の
存
在
を
俟
っ
て
初
め
て
相
互
に
有
用
な
も
の
と
な
る
対
概
念
で
も
あ
る）

（
（

。

（　

本
稿
の
構
成

以
下
で
は
ま
ず
、
比
較
法
に
お
け
る
基
礎
理
論
研
究
の
推
移
と
現
状
を
、
本
稿
で
の
分
析
と
の
関
係
で
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
素
描
す
る
。
繰
り
返
す

が
、
そ
れ
は
現
在
ま
で
の
到
達
点
を
過
不
足
な
く
網
羅
的
に
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
ラ
フ
・
ス
ケ
ッ
チ
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
と
ど
ま
る
。

次
に
、
叙
上
の
〈
形
式
・
実
体
〉
と
い
う
フ
レ
ー
ム
を
そ
こ
に
適
用
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
剔
出
さ
れ
る
現
代
比
較
法
に
お
け
る
一
つ
の
モ
メ
ン
ト
に
つ
い

て
考
察
す
る
（
Ⅱ
）。
最
後
に
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
比
較
法
基
礎
理
論
研
究
の
目
的
、
お
よ
び
、
そ
れ
が
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
の
方
向
性
に
対
し
て

与
え
る
示
唆
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
Ⅲ
）。

Ⅱ　

形
式
と
実
体
を
読
む

1　

軌
跡

い
う
ま
で
も
な
く
、
国
政
や
法
に
つ
い
て
政
体
間
の
比
較
を
行
う
と
い
う
営
為
そ
の
も
の
は
、
長
い
歴
史
を
も
つ
。
そ
の
点
で
、
比
較
法
の
起
源
を
厳

密
に
特
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
名
の
下
に
向
き
合
っ
て
い
る
学
知
と
し
て
の
比
較
法
は
、
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
国
民
国
家
運
動
の
中
で
醸
成
さ
れ
た
知
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
所
産
で
あ
り
、
一
九
〇
〇
年
パ
リ
に
お
い
て
、
サ
レ
イ
ユ
（R. Saleilles

）
と
ラ

ン
ベ
ー
ル
（E. Lam

bert

）
を
中
心
と
し
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
比
較
法
国
際
会
議
が
、
そ
の
成
立
を
象
徴
す
る
一
つ
の
画
期
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
、

現
在
で
は
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（（
（

。

こ
こ
で
産
声
を
上
げ
た
近
代
比
較
法
は
、
当
初
よ
り
明
確
な
目
的
を
自
認
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
異
法
間
の
相
互
的
な
理
解
・
受
容
を
通
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じ
た
世
界
連
帯
と
い
う
理
念
的
目
的
、
お
よ
び
、
比
較
を
通
じ
た
法
の
改
善
と
将
来
に
お
け
る
国
際
的
統
一
と
い
う
実
践
的
目
的
が
、
そ
れ
ら
で
あ
る）

（（
（

。

ケ
ネ
デ
ィ
（D

. K
ennedy

）
に
よ
れ
ば
、
草
創
期
の
比
較
法
学
は
、
そ
の
精
神
に
お
い
て
高
度
に
人
道
主
義
的
・
国
際
主
義
的
・
進
歩
主
義
的
・
普
遍
主

義
的
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
明
確
に
政
治
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）

（（
（

。

こ
れ
に
続
い
て
、
二
〇
世
紀
の
前
半
に
は
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
法
系
論
な
い
し
法
族
論
と
呼
ぶ
異
法
分
類
論
の
原
型
が
形
作
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
従
来
、

ウ
ィ
グ
モ
ア
（J.H

. W
igm

ore

）
や
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン=

ノ
ル
ド=

ヴ
ォ
ル
フ
（P. A

rm
injon/B. N

olde/M
. W

olff

）、
そ
し
て
わ
が
国
で
は
穂
積
陳

重
に
よ
る
先
駆
的
業
績
な
ど
が
注
目
さ
れ
て
き
た）

（（
（

。
法
系
・
法
族
分
類
論
は
、
異
法
理
解
の
た
め
に
参
照
さ
れ
る
情
報
的
・
教
育
的
資
料
と
い
う
側
面
を

そ
の
中
心
的
性
格
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
近
代
比
較
法
学
が
担
う
上
記
二
つ
の
目
的
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
理
念
的
目
的
と
の
間
に
、
よ
り
直
接

的
な
系
譜
的
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
の
後
、
第
一
次
大
戦
に
前
後
し
て
、
現
代
の
比
較
法
基
礎
理
論
を
特
徴
付
け
る
も
う
一
つ
の
主
題
が
脚
光
を
浴
び
る
。
ラ
ー
ベ
ル
（E. Rabel

）
や

ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（M

. Rhinestein

）
ら
に
よ
っ
て
考
案
・
形
成
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
機
能
主
義
の
方
法
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
複
数
の
法

域
が
共
通
に
抱
え
る
社
会
経
済
的
問
題
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
解
決
と
し
て
の
法
的
ル
ー
ル
と
い
う
二
つ
の
要
素
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
を
実
質
的
な
観

点
か
ら
比
較
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
共
通
的
核
心
と
差
異
と
を
剔
出
す
る
と
い
う
基
本
的
な
手
順
は
、
そ
の
後
の
比
較
法
学
に
お
い
て
一
世
を
風
靡
す
る

こ
と
と
な
る）

（（
（

。
こ
の
方
法
論
は
や
が
て
、
い
わ
ゆ
る
コ
モ
ン
・
コ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
承
継
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
将
来
的
な
私
法
統
合
へ
向

け
て
、
そ
の
理
論
的
基
盤
を
提
供
し
て
い
く）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
機
能
主
義
は
、
実
務
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
課
題
解
決
手
法
に
注
目
し
、
そ
の
改
善
・
向
上

に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
格
が
強
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
近
代
比
較
法
学
に
お
け
る
叙
上
の
二
つ
の
目
的
と
の
関
係
で
は
、
実
践
的
目
的

の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
法
系
・
法
族
分
類
論
お
よ
び
機
能
主
義
は
、
現
在
〈
主
流
派
比
較
法
〉
な
い
し
は
〈
伝
統

的
比
較
法
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
探
求
す
る
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー
の
中
核
を
構
成
す
る
に
至
る
。
ま
た
こ
の
頃
、
学
知
と
し
て
比
較
法
は
、
研
究
者
層

の
厚
み
お
よ
び
理
論
体
系
の
精
緻
さ
に
お
い
て
充
実
し
、
科
学
と
呼
び
う
る
高
度
の
完
成
段
階
に
到
達
し
た
と
い
わ
れ
る）

（（
（

。
そ
し
て
、
そ
の
主
要
な
テ
キ



八
九
二

ス
ト
と
し
て
は
、
法
系
・
法
族
論
に
つ
い
て
は
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
（R. D

avid

）
お
よ
び
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト=

ケ
ッ
ツ
（K

. Zw
eigert &

 H
. K

ötz

）、
機
能
主

義
に
つ
い
て
は
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト=

ケ
ッ
ツ
お
よ
び
シ
ュ
レ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（R. Schlesinger

）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る）

（（
（

。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
〈
主
流
派
〉
な
い
し
〈
伝
統
的
〉
比
較
法
は
今
日
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
批
判
に
晒
さ
れ
て
久
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
う

ち
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
、
総
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
で
あ
り
、
本
来
世
界
の
遍
く
法
を
そ
の
視
野
に
収

め
る
べ
き
普
遍
的
学
知
た
る
比
較
法
学
の
基
軸
と
し
て
は
視
野
狭
窄
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
事
実
上
軽
視
し
て
き
た
非
西
洋
社
会
お
よ
び
そ
の

法
が
も
つ
文
化
的
価
値
や
尊
厳
を
不
当
に
毀
損
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
論
的
な
立
場
か
ら
の
批
判
で
あ
ろ
う）

（（
（

。

こ
れ
ら
の
辛
辣
な
指
弾
は
、
次
の
よ
う
な
洞
察
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
代
表
的
な
学
者
に
よ
る
法
系
・
法
族
分
類
論
は
、

西
洋
文
明
圏
に
含
ま
れ
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
緻
密
な
基
準
を
立
て
て
詳
細
に
区
別
し
よ
う
と
す
る
反
面
、
非
西
洋
社
会
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
慎
重
な

工
夫
を
放
棄
し
、
い
わ
ば
十
把
一
絡
げ
の
粗
雑
な
取
り
扱
い
を
行
っ
て
き
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
機
能
主
義
的
な
法
比
較
は
、
実
際
に
は
一
定
程
度
の
政

治
的
・
経
済
的
・
技
術
的
発
展
の
ス
テ
ー
ジ
に
到
達
し
た
社
会
に
対
し
て
し
か
適
用
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
現
実
に
は
そ
の
対
象
と
な
り
う
る

ほ
と
ん
ど
が
、
欧
米
諸
国
お
よ
び
そ
れ
に
類
比
し
う
る
少
数
の
例
外
的
法
域
に
す
ぎ
な
い
、
等
で
あ
る）

（（
（

。

そ
し
て
今
日
、
比
較
法
学
の
基
礎
理
論
は
、
急
激
な
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
肯
定
的
に
み
れ
ば
多
様
化
だ
と
い
え
る
が
、
否
定
的
に
み
れ

ば
混
乱
状
態
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
、
異
法
分
類
基
準
論
に
お
い
て
は
、
マ
ッ
テ
イ
（U

. M
attei

）
の
よ
う
に
、
法
と
そ
の
担
い
手

集
団
や
政
治
的
・
伝
統
的
権
威
と
の
間
に
み
ら
れ
る
重
層
的
な
関
係
性
に
着
目
す
る
独
創
的
な
ア
プ
ロ
ウ
チ
や）

（（
（

、
一
つ
の
法
域
の
内
部
に
、
従
来
異
質
の

も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
複
数
の
法
の
融
合
・
併
存
を
認
め
る
混
合
法
系
（m

ixed legal system

）
論
等
が
提
起
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
れ
ら
は
新
時
代
の

到
来
を
告
げ
る
代
表
的
な
学
説
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
法
継
受
論
も
ま
た
、
世
界
的
に
展
開
さ
れ
る
体
制
移
行
・
開
発
援
助
に
伴
う
法
整
備
支
援
の
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
に
よ
っ
て
、
新
た
な

光
が
当
て
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
と
も
に）

（（
（

、
比
較
方
法
論
に
お
い
て
も
、
法
と
経
済
学
の
よ
う
な
学
際
的
視
座
を
応
用
・
援
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
多
様
な

ア
プ
ロ
ウ
チ
が
提
案
さ
れ
つ
つ
あ
る）

（（
（

。
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比
較
法
学
に
お
け
る
形
式
と
実
体
（
椎
名
）

こ
れ
ら
の
新
し
い
学
説
が
、
比
較
法
学
の
こ
れ
ま
で
の
在
り
方
や
方
向
性
を
ど
の
よ
う
に
修
正
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
理
論
的
・
実
践
的
イ

ン
パ
ク
ト
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
そ
の
予
測
は
容
易
で
は
な
い
。

（　

政
治
と
科
学
の
は
ざ
ま
で

次
に
、
こ
こ
で
の
課
題
は
、
右
に
素
描
し
た
よ
う
な
学
問
的
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

解
釈
の
切
り
口
が
一
部
の
も
の
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
や
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト=

ケ
ッ
ツ
等
を
批
判

す
る
新
し
い
潮
流
が
、〈
主
流
派
〉
が
等
閑
視
し
て
き
た
非
西
洋
社
会
に
お
け
る
法
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
文
化
的
伝
統
の
豊
穣
性
お
よ
び
そ
の
価
値
を
強

調
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
真
摯
に
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
現
代
の
比
較
法
学
に
向
け
ら
れ
る
視
角
は
、
む
し
ろ
多
様
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
複
眼
的

で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
こ
そ
が
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、〈
主
流
派
〉
の
主
要
な
特
徴
の
一
つ
を
、
現
実
社
会
に
お
け
る
統
治
や
権
力
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
政
治
的
態
度
（“the 

politics-of-no-politics”

）
に
求
め
る
ケ
ネ
デ
ィ
の
見
方
を）

（（
（

、
一
定
の
敷
衍
を
施
し
た
上
で
、
比
較
法
学
が
辿
っ
て
き
た
動
態
的
変
遷
の
性
格
を
考
察
す
る

た
め
の
レ
ン
ズ
と
し
て
使
用
し
た
い
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ケ
ネ
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
草
創
期
に
お
け
る
比
較
法
学
の
特
徴
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
明
確
に
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
格

に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
文
脈
に
お
け
る
政
治
的
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
サ
レ
イ
ユ
や
ラ
ン
ベ
ー
ル
と
い
っ
た
近
代
比
較
法
学
の
父
祖
た
ち

が
、
理
念
面
に
お
い
て
人
道
主
義
・
国
際
主
義
・
進
歩
主
義
・
普
遍
主
義
な
ど
の
価
値
を
承
認
・
唱
導
す
る
と
と
も
に
、
実
践
面
に
お
い
て
、
法
の
統
一
・

ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
、
そ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
社
会
的
具
体
化
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
実
現
を
目
指
し
て
努
力
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
側
面
に
着
目
す
る
と
、
草
創
期
の
比
較
法
学
は
、
価
値
の
選
択
に
躊
躇
し
な
か
っ
た
点
、
一
定
の
政
策
を
正
面
か
ら
採
用
し
て
、

そ
の
実
現
を
通
じ
た
社
会
変
革
に
熱
心
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
等
の
点
で
、
実
体
的
（substantive

）
な
側
面
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
二
〇
世
紀
中
頃
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
性
格
に
は
変
化
が
み
ら
れ
た
。
法
系
・
法
族
分
類
基
準
論
や
機
能
主
義
的
方
法
の
定
着
・
発
展
に
よ
っ
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て
、
学
問
と
し
て
の
比
較
法
に
お
け
る
理
論
的
側
面
は
大
い
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
の
、
お
よ
そ
半
世
紀
前
に
そ
の
誕
生
を
可
能
な
ら
し
め
た
政
治
的
情
熱

は
姿
を
消
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
は
そ
の
背
景
を
、〈
主
流
派
〉
を
形
成
し
た
学
者
た
ち
が
、
比
較
法
学
の
科
学
性
を
向
上
・
確
立
さ
せ

る
上
で
、
そ
の
価
値
中
立
性
を
宣
言
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
に
、
特
定
の
価
値
選
択
と
分
離
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
究
極
的
に
は
不

確
実
・
不
安
定
な
個
人
的
選
好
以
上
の
も
の
に
は
な
り
え
な
い
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
、
暗
黙
裡
に
放
棄
し
た
こ
と
に
あ
る
と
推
測
し
て
い
る）

（（
（

。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
、〈
主
流
派
〉
が
現
実
の
法
実
践
と
の
間
に
、
全
く
つ
な
が
り
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
ま
で
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
実
際
、
上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
機
能
主
義
に
は
、
欧
米
を
中
心
と
す
る
私
法
の
統
合
過
程
に
対
し
て
、
現
在
で
も
な
お
貢
献
し
続
け
て
い
る

と
い
え
る
側
面
が
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、〈
主
流
派
〉
が
現
実
の
法
政
策
に
対
し
て
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
は
、確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、〈
主
流
派
〉
が
、
統
治
実
践
と
の
間
で
完
全
に
没
交
渉
的
な
状
況
に
あ
っ
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
草
創
期
の
父
祖
か
ら
二
〇
世
紀
中
葉
の
〈
主
流
派
〉
に
か
け
て
、
比
較
法
学
が
遂
げ
た
変
貌
に
は
、
実
体
か
ら
形

0

0

0

0

0

式
へ

0

0

と
表
現
し
う
る
側
面
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
社
会
改
革
へ
向
け
ら
れ
た
価
値
選
択
と
し
て
の
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
漸

減
す
る
の
と
軌
を
一
に
す
る
か
た
ち
で
、
比
較
法
理
論
の
科
学
性
・
中
立
性
・
没
価
値
性
な
ど
が
、
い
わ
ば
反
比
例
的
に
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
が
読

み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ケ
ネ
デ
ィ
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
見
方
に
は
、
仮
説
的
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
妥
当
性
や
射
程
に
つ
い
て
は
、

な
お
慎
重
な
吟
味
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〈
主
流
派
〉
が
確
立
さ
れ
た
時
代
に
お
け
る
比
較
法
学
の
特
徴
の
一

つ
を
、
そ
の
形
式
性
（form

alness

）
に
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
洞
察
は
、
近
時
に
お
け
る
〈
主
流
派
〉
批

判
の
学
説
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
節
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（　

｢

不
正
義
の
地
図｣

〈
主
流
派
〉
に
対
す
る
批
判
の
内
容
と
、
そ
の
基
礎
を
な
す
視
座
は
、
極
め
て
多
様
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
批
判
に
は
、
ま
ず
、
上
に
も
ふ
れ
た
よ
う
な
、
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比
較
法
学
に
お
け
る
形
式
と
実
体
（
椎
名
）

比
較
分
析
ツ
ー
ル
と
し
て
の
機
能
主
義
が
も
つ
射
程
の
限
界
や
、
従
来
の
法
系
・
法
族
論
が
も
つ
歪い
び
つ

さ
を
指
弾
す
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
既
に
確
立
し
た

理
論
の
意
義
や
有
効
性
を
一
定
の
限
度
で
承
認
し
つ
つ
、そ
の
上
で
そ
れ
ら
に
対
し
て
修
正
・
反
省
を
要
求
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
諸
説
が
存
在
す
る
。

次
に
、
こ
れ
ら
と
区
別
し
う
る
も
の
と
し
て
、
ル
グ
ラ
ン
に
よ
る
〈
差
異
〉
の
再
評
価
と
し
て
の
比
較
法
の
性
格
付
け
や
、
前
述
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心

主
義
な
い
し
西
洋
中
心
主
義
批
判
、
そ
し
て
、
社
会
学
・
言
語
学
・
文
化
人
類
学
・
認
識
論
等
の
観
点
か
ら
全
く
新
し
い
ア
プ
ロ
ウ
チ
を
提
案
す
る
も
の

な
ど
、
既
存
の
学
説
に
対
し
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
よ
う
な
価
値
観
・
世
界
観
・
基
本
原
理
な
ど
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
再
検
討
を
迫
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

属
す
る
諸
説
が
存
在
す
る）

（（
（

。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
現
代
に
お
け
る
比
較
法
学
、
特
に
そ
の
基
礎
理
論
領
域
に
対
し
て
よ
り
重
要
な
問
題
提
起
を
行
い
、
そ
の
点
で
、
比
較
法

の
目
的
を
問
い
直
す
に
際
し
て
よ
り
大
き
な
関
心
を
払
う
べ
き
で
あ
る
の
は
、
後
者
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（（
（

。

ウ
ォ
ー
リ
ッ
ク
大
学
（
英
）
の
バ
ク
シ
ー
（U

. Baxi

）
に
よ
る
論
文｢

植
民
地
主
義
の
遺
産｣

（
原
題
：T

he colonialist heritage

）
は
、
後
者
の
根

本
的
批
判
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
凝
縮
し
た
も
の
と
も
い
う
べ
き
論
考
で
あ
る）

（（
（

。
そ
し
て
、
そ
の
主
張
の
核
心
は
、〈
主
流
派
〉
の
流
れ
を
汲
む
現
代
の
比
較
法

学
は
、
非
西
洋
社
会
の
法
を
そ
も
そ
も
〈
法
〉
だ
と
み
て
い
な
い
、
と
い
う
断
罪
に
あ
る
。
そ
の
要
旨
を
筆
者
な
り
に
整
理
す
る
と
、
概
ね
以
下
の
よ
う

な
も
の
と
な
る
。

ま
ず
、
現
代
に
お
い
て
、
比
較
法
を
め
ぐ
る
議
論
に
コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
そ
こ
で
デ
フ
ォ
ル
ト
的
に
使
用
さ
れ
る
基
本
的
な
ボ
キ
ャ

ブ
ラ
リ
ー
や
フ
レ
ー
ム
そ
の
も
の
が
、
西
洋
語
・
西
洋
法
由
来
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
特
定
の
比
較
法
的
主
題
が
明
示
的
に
論
じ
ら
れ

る
場
合
に
、
そ
の
語
ら
れ
な
い
行
間
を
暗
黙
裡
に
埋
め
尽
く
す
の
も
ま
た
、
西
洋
語
・
西
洋
法
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
・
観
念
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
・
歴
史
的

背
景
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い）

（（
（

。

こ
の
こ
と
は
、
西
洋
法
継
受
以
前
の
植
民
地
≒
非
西
洋
社
会
に
も
独
自
の
法
的
秩
序
が
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
洋
法
由
来
の
言
説

体
系
に
よ
っ
て
そ
れ
を
適
切
に
認
識
・
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
宗
主
国
法
の
継
受
以
前
に
は
、
植
民
地
に
は
そ
も
そ
も
〈
法
〉
と
呼
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ぶ
に
値
す
る
規
範
秩
序
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
誤
っ
た
印
象
を
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
対
し
て
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
被
害
を
最
も
深
刻
な
か
た
ち
で
経
験
す
る
の
は
、西
洋
法
継
受
以
前
の
自
国
・
自
民
族
の
法
的
記
憶
を
事
実
上
強
制
的
に
忘
却
さ
せ
ら
れ
て
い
る
、

旧
植
民
地
の
人
々
で
あ
る）

（（
（

。

ま
た
、
そ
こ
で
は
、
非
西
洋
社
会
の
人
々
は
、
継
受
を
通
じ
て
、
西
洋
の
進
歩
的
な
〈
法
〉
を
受
動
的
に
授
け
ら
れ
る
し
か
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

人
々
と
し

て
描
き
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
構
図
は
、
非
西
洋
社
会
の
人
々
を
、
洗
練
さ
れ
た
法
思
想
・
法
制
度
を
自
分
た
ち
の
力
で
は
創
出
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
知
性
的
・
文
化
的
に
劣
っ
た
者
た
ち
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
な
る）

（（
（

。

ま
た
今
日
、
西
洋
法
の
継
受
以
前
に
生
き
、
あ
る
い
は
継
受
後
に
も
生
き
続
け
て
い
る
固
有
法
の
存
在
に
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
、

法
多
元
主
義
に
関
す
る
議
論
が
活
発
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
説
も
ま
た
、
旧
植
民
地
に
お
け
る
固
有
の
法
的
秩
序
の
意
義
を

十
分
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
非
西
洋
社
会
の
法
的
精
神
や
そ
の
文
化
的
価
値
を
回
復
す
る
に
は
、
依
然
と
し
て
至
っ
て
い
な
い）

（（
（

。

以
上
の
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
現
代
に
お
け
る
比
較
法
学
は
、
い
わ
ば
認
識
論
上
の
人
種
偏
見

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（epistem
ic racism

）
に
支
配
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
言
説
は
、
法
に
関
わ
る
伝
統
的
・
文
化
的
価
値
を
毀
損
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
非
西
洋
社
会
の
尊
厳
を
も
著
し
く
傷
付
け
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
比
較
法
学
が
描
き
出
す
世
界
像
は
、
い
わ
ば
不
正
義
の
地
図

0

0

0

0

0

0

（geographies of injustice

）
に
ほ
か
な
ら
な
い）

（（
（

。

バ
ク
シ
ー
の
問
題
提
起
は
、
比
較
法
学
の
根
本
に
達
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
文
中
で
明
確
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
末
尾
に
登
場
す
る｢

不
正
義
の
地
図｣

と
い
う
表
現
は
、〈
主
流
派
〉
の
法
系
・
法
族
分
類
論
を
も
暗
に
指
し
示
し
て
い
る
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
そ
の
も
の
は
、
従
来
の
通
説
的
な
法
系
・
法
族
分
類
論
を
批
判
す
る
ほ
と
ん
ど
の
学
説
に

お
い
て
共
有
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
座
の
背
景
に
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
に
発
展
し
た
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理

論
の
影
響
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
同
時
に
、
右
の
論
文
は
、〈
主
流
派
〉
が
継
受
以
前
の
固
有
法
・
伝
統
法
に
対
し
て
、
今
日
に
お
い
て
さ
え
十
分
な
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
点
を
最
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比
較
法
学
に
お
け
る
形
式
と
実
体
（
椎
名
）

も
厳
し
く
指
弾
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
を
わ
れ
わ
れ
の
文
脈
に
対
し
て
投
影
し
て
み
れ
ば
、
あ
る
い
は
次
に
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
知

れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
著
名
な
比
較
法
学
者
が
、
そ
の
法
系
・
法
族
分
類
論
に
お
い
て
日
本
法
を
大
陸
法
系
に
属
さ
せ
る
が
如
き
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心

主
義
に
囚
わ
れ
た
魂
の
み
が
な
し
う
る
暴
挙
に
す
ぎ
な
い
、
と）

（（
（

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
座
は
、
イ
ン
ド
人
と
し
て
、〈
移
植
さ
れ
た
自
国
法
〉
と
し
て

の
イ
ギ
リ
ス
法
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
べ
き
か
に
つ
い
て
、
切
実
に
問
い
続
け
る
彼
自
身
の
生
身
の
経
験
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。

（　

中
立
性
・
没
価
値
性
を
超
え
て

時
代
的
な
連
続
性
の
中
で
、〈
主
流
派
〉
の
成
立
か
ら
批
判
的
ア
プ
ロ
ウ
チ
の
登
場
ま
で
の
流
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
そ
こ
に
何
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
こ
に
、
科
学
と
し
て
の
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
を
受
け
取
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
比
較
法
学
の
中
か
ら
放
逐
さ
れ
た
厚

い
価
値
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
帰
還
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ク
シ
ー
や
ル
グ
ラ
ン
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
、〈
主
流
派
〉
の
も
の
と
は
明
確
に
異
質
な

比
較
法
学
像
を
規
定
し
て
い
る
要
因
は
、
異
法
理
解
の
よ
り
望
ま
し
い
在
り
方
と
そ
の
社
会
的
実
践
に
向
け
ら
れ
た
、
果
断
な
価
値
選
択
と
そ
の
表
明
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

（（
（

。

そ
し
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
価
値
選
択
は
、
同
時
に
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
草

創
期
の
父
祖
た
ち
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
。
理
念
と
し
て
の
人
道
主
義
は
、
両
世
代
に
よ
っ
て
確
か
に
共
有
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
進
歩
主
義
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
主
要
な
ア
イ
デ
ィ
ア
の
一
つ
を
、
新
し
い
世
代
は
き
っ
ぱ
り
と
拒
絶
し
て
い
る
も
の
と
み
る
べ
き
で

あ
る
。
進
歩
主
義
（progressivism

）
は
、
い
か
な
る
民
族
や
文
化
も
、
遅
速
の
差
こ
そ
あ
れ
、
長
い
目
で
見
れ
ば
同
一
の
文
明
的
発
展
を
遂
げ
る
と
い

う
意
味
で
の
進
歩
史
観
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
、
こ
の
種
の
発
展
段
階
説
的
発
想
は
、
新
世
代
の
主
要
な
思
想
的
基
盤
を
な
す
広
い
意
味
で
の
ポ
ス
ト
モ
ダ

ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
強
く
敵
視
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
普
遍
主
義
の
理
解
に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
新
し
い
世
代
が
奉
じ
る
そ
れ
は
、
各
国
・
各
民
族
の
伝
統
的
法
文
化
に

対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
価
値
と
尊
厳
を
認
め
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
、
い
わ
ば
普
遍
的
な
博
愛
主
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
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草
創
期
の
普
遍
主
義
が
、
文
明
的
発
展
の
最
先
端
を
行
く
も
の
と
し
て
の
西
洋
法
の
恩
恵
を
世
界
に
遍
く
普
及
さ
せ
る
こ
と
を
、
た
と
え
無
意
識
的
に
で

も
目
論
む
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば）

（（
（

、そ
れ
は
新
し
い
世
代
に
と
っ
て
の
仇
敵
で
あ
る
西
洋
法
至
上
主
義
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
ら
に
と
っ

て
、
西
洋
法
化
は
固
有
法
の
抹
殺
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
普
遍
的
な
博
愛
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。

新
し
い
世
代
が
示
す
厚
い
価
値
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、〈
主
流
派
〉
世
代
が
そ
の
よ
う
な
価
値
選
択
を
回
避
し
て
い
た
こ
と
（“the politics-of-no-

politics”

）
に
対
す
る
反
動
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
見
方
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
濃
淡
や
、

そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
科
学
的
中
立
性
・
没
価
値
性
の
追
求
に
お
い
て
、
比
較
法
学
は
、
草
創
期
・〈
主
流
派
〉・
新
世
代
と
い
う
三
つ
の
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
通
じ
て
、
そ
の
基
軸
的
性
格
を
〈
実
体
的 ⇒

 

形
式
的 ⇒

 

実
体
的
〉
と
グ
ラ
デ
イ
シ
ョ
ナ
ル
に
変
遷
さ
せ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ　

結
び
に
か
え
て

前
章
で
は
、
現
代
比
較
法
学
に
お
け
る
新
し
い
潮
流
が
、
従
来
の
通
説
的
立
場
に
対
し
て
高
度
に
異
質
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
示
し
な
が
ら
批
判
を
展
開

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
、〈
形
式
・
実
体
〉
と
い
う
フ
レ
ー
ム
を
用
い
て
描
出
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
そ
の
よ
う
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ

の
提
示
が
示
唆
す
る
の
は
、
学
問
と
し
て
の
比
較
法
が
、
法
の
比
較
を
め
ぐ
る
実
体
的
価
値
選
択
と
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
い
う
課
題
を
、
逃
げ
る

こ
と
な
く
受
け
止
め
る
こ
と
を
要
求
す
る
、
決
然
と
し
た
態
度
で
あ
る
と
い
う
洞
察
を
得
た
。
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
い
え
ば
、
ポ
ス
ト
〈
主
流
派
〉
の

学
者
た
ち
は
、
近
代
比
較
法
学
が
犯
し
て
き
た
不
正
義
の
直
視
と
、
そ
の
反
省
の
上
に
構
築
さ
れ
る
新
た
な
学
知
を
通
じ
た
正
義
の
実
現
を
求
め
て
い
る
、

と
い
え
よ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
こ
そ
比
較
法
基
礎
理
論
の
現
代
的
目
的
を
見
定
め
る
契
機
が
存
在
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
理
念
面
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
社
会
が
も
つ
固
有
の
規
範
的
秩
序
が
示
す
多
様
性
と
、
そ
の
尊
さ
を
発
見
・
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
実
践
面
に
お
い
て
、
世
界
全
体
を
画
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較
法
学
に
お
け
る
形
式
と
実
体
（
椎
名
）

一
的
に
市
場
化
す
る
た
め
の
〈
良
き
統
治
〉
の
押
し
売
り
に
抗
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
が
比
較
法
基
礎
理
論
の

目
的
の
す
べ
て
だ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
現
代
に
お
い
て
、
他
の
も
の
に
比
べ
て
一
段
上
の
重
み
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
い
え
そ
う

で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
比
較
法
学
は
、
究
極
的
に
は
そ
の
よ
う
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ

な
い
。
比
較
法
学
者
は
、
自
ら
の
知
的
探
究
に
内
在
す
る
道
具
と
し
て
の
性
格
を
受
け
容
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
比
較
法
の
目
的
に
関
す
る
こ
こ
で
の
暫
定
的
結
論
が
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
一
歩
も
踏
み
出
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
は
、
既
に
読
者
諸
氏
に
お
い
て
お
気
付
き
の
通
り
で
あ
る
。
多
様
な
規
範
的
秩
序
の
尊
重
に
つ
い
て
は
グ
レ
ン
（H

.P. Glenn

）
に
よ
る
〈
法
に
お
け

る
持
続
可
能
な
多
様
性
〉
の
理
論
が）

（（
（

、
そ
し
て
、
画
一
化
へ
の
抵
抗
に
つ
い
て
は
、
度
々
登
場
し
て
い
る
ル
グ
ラ
ン
に
よ
る
〈
差
異
〉
の
理
論
が）

（（
（

、
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
を
代
表
し
て
久
し
い
。
本
稿
で
の
検
討
は
、
そ
の
道
程
こ
そ
起
伏
に
富
ん
だ
悪
路
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
到
着
地
と
し
て
は
、
既
に

よ
く
知
ら
れ
た
有
力
説
の
妥
当
性
を
裏
書
き
す
る
も
の
に
と
ど
ま
る）

（（
（

。

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
比
較
法
学
の
今
後
に
対
し
て
与
え
る
示
唆
に
ふ
れ
て
、
本
稿
を
結
び
た
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
眼
差
し
の
先
に
何
を
見
据
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
対
象
や
課
題
は
ほ
と
ん
ど
無
限
に
存
在
す
る
。
重
要
な
の
は
、
何
を

選
び
出
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
か
ら
導
か
れ
た
方
向
性
の
一
つ
は
、
比
較
法
学
は
、
非
西
洋
社
会
に
お
け
る
法
的
秩

序
の
多
様
性
と
そ
の
価
値
を
発
見
・
確
認
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
そ
れ
ほ
ど
無
理
な
く
導
き
出
さ
れ

る
も
の
と
し
て
、
ア
ジ
ア
法
を
め
ぐ
る
基
礎
理
論
的
研
究
の
深
化
と
い
う
テ
ー
マ
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
は
、
五
十
嵐

に
よ
る
東
ア
ジ
ア
法
系
論
が）

（（
（

、
モ
デ
ル
と
な
る
先
行
研
究
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
応
用
・
発
展
形
態
と
し
て
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
等
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
を
そ
の
射
程
に
取
り
込
む
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
国
々
と
の
関
係
で
は
、
近

時
に
お
け
る
法
典
整
備
支
援
事
業
等
を
通
じ
て
、
各
国
の
社
会
経
済
事
情
や
法
文
化
に
関
す
る
正
確
な
情
報
が
蓄
積
し
つ
つ
あ
る
し
、
安
田
、
松
尾
ら
に



九
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よ
る
着
実
な
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
比
較
法
的
に
分
析
す
る
た
め
の
有
効
な
フ
レ
ー
ム
や
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
が
、
徐
々

に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。

そ
れ
に
加
え
て
、
わ
れ
わ
れ
が
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
を
対
象
と
す
る
異
法
分
類
基
準
を
打
ち
立
て
よ
う
と
試
み
る
場
合
、
そ
れ
に
成
功
す
る
可
能

性
は
、
欧
米
の
研
究
者
が
挑
戦
す
る
場
合
よ
り
も
高
い
か
も
知
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
彼
ら
が
こ
れ
ま
で
提
出
し
て
き
た
法
系
・
法
族
の
地
図
が
、
西

洋
文
化
圏
に
つ
い
て
は
十
分
に
詳
細
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
文
化
圏
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
過
去
の
事
実
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
に

推
測
で
き
る
。

か
つ
て
、ギ
ル
モ
ア
（G. Gilm

ore

）
が｢

契
約
法
の
死｣

を
語
っ
た
と
き
、そ
こ
で
死
ん
だ
の
は
、実
際
に
は
、契
約
法
を
論
じ
る
た
め
の
旧
来
の
フ
レ
ー

ム
や
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
に
す
ぎ
な
か
っ
た）

（（
（

。
社
会
の
新
し
い
在
り
方
に
よ
り
マ
ッ
チ
し
た
別
の
そ
れ
ら
を
与
え
ら
れ
て
、死
亡
宣
告
を
受
け
た
は
ず
で
あ
っ

た
ア
メ
リ
カ
の
契
約
法
は
、
そ
の
表
情
を
少
し
ず
つ
変
え
な
が
ら
今
も
な
お
連
綿
と
生
き
続
け
て
い
る
。
比
較
法
学
も
ま
た
、
新
し
い
フ
レ
ー
ム
や
ボ
キ
ャ

ブ
ラ
リ
ー
を
得
る
と
と
も
に
、
真
に
価
値
の
あ
る
課
題
を
発
見
・
解
決
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
生
き
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
今
日
の
比
較
法
学
、
特
に
そ
の
基
礎
理
論
に
お
け
る
目
的
や
存
在
意
義
の
解
り
に
く
さ
は
、
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と

し
て
決
着
を
み
て
い
る
と
は
い
え
な
い
課
題
で
あ
る
。See e.g., Roderick M

unday, A
ccounting for an encounter, in C

O
M

PA
RA

T
IV

E L
EGA

L S
T

U
D

IES: 
T

RA
D

IT
IO

N
S A

N
D T

RA
N

SIT
IO

N
S 10 （Pierre Legrand &

 Roderick M
unday eds., （00（

）.

（
（
）
滝
沢
正
『
比
較
法
』
二
三
─
三
〇
頁
（
二
〇
〇
九
）。M

A
T

H
IA

S S
IEM

S, C
O

M
PA

RA
T

IV
E L

A
W

 （

─（ （（01（

）、
五
十
嵐
清
『
比
較
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
八
四
─

一
二
七
頁
（
第
（
版
、
二
〇
一
五
）
も
参
照
。

（
（
）S

IEM
S, id. at （（

─（.  

貝
瀬
幸
雄｢

比
較
法
学
者
た
ち
の
饗
宴（
（
）─『
比
較
法
学
入
門
』
の
た
め
の
エ
ッ
セ
イ
─｣

立
教
法
務
研
究
第
五
号
二
九
─
三
一
、
八
一
─

八
頁
（
二
〇
一
二
）
参
照
。

（
（
）See S

IEM
S, id. at （（

─11（.

（
（
）P

A
T

RICK S. A
T

IY
A

H &
 R

O
BERT S. SU

M
M

ERS, F
O

RM
 A

N
D SU

BST
A

N
CE IN A

N
GLO-A

M
ERICA

N L
A

W
: A

 C
O

M
PA

RA
T

IV
E ST

U
D

Y O
F L

EGA
L R

EA
SO

N
IN

G, 
L

EGA
L T

H
EO

RY, A
N

D L
EGA

L IN
ST

IT
U

T
IO

N
S （1（（（

）.

（
（
）E

.g., L
O

N L. F
U

LLER, T
H

E P
RIN

CIPLES O
F S

O
CIA

L O
RD

ER: S
ELECT

ED E
SSA

Y
S O

F L
O

N L. F
U

LLER 101

─（0（ （K
enneth I. W

inston ed., rev. ed. 
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比
較
法
学
に
お
け
る
形
式
と
実
体
（
椎
名
）

（001

）.
（
（
）L

O
N L. F

U
LLER, T

H
E M

O
RA

LIT
Y O

F L
A

W
 （（

─（（ （rev. ed. 1（（（

）.  

い
わ
ゆ
る
法
の
内
在
道
徳
論
（internal m

orality of law

）
の
八
要
件
。

（
（
）
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
形
式
が
も
つ
意
義
や
機
能
に
つ
い
て
包
括
的
に
取
り
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。R

O
BERT S. S

U
M

M
ERS, F

O
RM

S A
N

D 
F

U
N

CT
IO

N IN A
 L

EGA
L S

Y
ST

EM
: A

 G
EN

ERA
L S

T
U

D
Y （（00（

）.

（
（
）
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
説
明
か
ら
も
推
知
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
実
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
形
式
性
・
実
体
性
が
〈
強
い
・
弱
い
〉、
あ
る
い
は
、

よ
り

0

0

形
式
的
・
実
体
的
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
程
度
を
示
す
表
現
を
伴
っ
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
正
し
い
使
用
方
法
だ
と
も
い
え
る
。

理
解
の
便
宜
上
若
干
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
裁
判
官
が
判
決
す
る
際
、
そ
の
法
的
根
拠
と
し
て
先
例
拘
束
性
を
提
示
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
よ
り
形
式
的
な
理
由
付

け
と
な
る
が
、
適
用
法
条
の
解
釈
や
事
案
の
事
実
か
ら
導
か
れ
る
道
徳
的
・
政
策
的
考
慮
を
提
示
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
よ
り
実
体
的
な
理
由
付
け
と
な
る
。
ま
た
、

契
約
条
項
の
有
効
性
を
審
査
す
る
場
合
、
両
当
事
者
に
よ
る
合
意
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
し
、
不
実
表
示
・
詐
欺
・
強
迫
と
い
っ
た
手
続
上
の
瑕
疵
の
有
無
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
と
い
っ
た
手
法
は
、
よ
り
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
契
約
条
項
の
中
身
に
踏
み
込
み
、
給
付
の
等
価
性
そ
の
他
の
内
容
的
な
公
平
性
・
妥
当
性
を
検
討

し
て
そ
の
有
効
性
を
判
断
す
る
よ
う
手
法
は
、
よ
り
実
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

（
10
）See K

O
N

RA
D Z

W
EIGERT &

 H
EIN K

Ö
T

Z, A
N IN

T
RO

D
U

CT
IO

N T
O C

O
M

PA
RA

T
IV

E L
A

W
 （（ （T

ony W
eir trans., （rd ed.1（（（

）; D
avid K

ennedy, T
he 

M
ethods and the Politics, in C

O
M

PA
RA

T
IV

E L
EGA

L S
T

U
D

IES: T
RA

D
IT

IO
N

S A
N

D T
RA

N
SIT

IO
N

S, supra note 1, at （（（, （（（. See also S
IEM

S, supra 
note （, at 11.  

大
木
雅
夫
『
比
較
法
講
義
』
二
三
─
六
四
頁
（
一
九
九
二
）、
滝
沢
・
前
掲
注（
（
）三
九
─
四
五
頁
、
五
十
嵐
・
前
掲
注（
（
）二
一
─
四
〇
頁
参
照
。

（
11
）See Z

W
EIGERT &

 K
Ö

T
Z, id.; K

ennedy, id. at （（（, （（（.

（
1（
）K

ennedy, id. at （（（, （（（

─（.

（
1（
）JO

H
N H

EN
RY W

IGM
O

RE, A
 P

A
N

O
RA

M
A O

F T
H

E W
O

RLD’ S L
EGA

L S
Y

ST
EM

S （1（（（

）; P
IERRE A

RM
IN

JO
N, B

O
RIS N

O
LD

E &
 M

A
RT

IN W
O

LFF, T
RA

IT
É 

D
E D

RO
IT C

O
M

PA
RÉ （1（（1

）.  

穂
積
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
五
十
嵐
・
前
掲
注（
（
）五
三
─
四
頁
参
照
。
ま
た
、
石
澤
理
如｢

穂
積
陳
重
の
法
律
進
化
論
に
関
す

る
一
考
察
─
穂
積
陳
重
の
法
認
識
─｣

青
森
法
政
論
叢
一
五
号
六
五
─
七
八
頁
（
二
〇
一
四
）
も
参
照
。

（
1（
）
大
木
・
前
掲
注（
10
）九
六
頁
、
五
十
嵐
・
前
掲
注（
（
）一
六
〇
─
三
頁
。S

IEM
S, supra note （, at1（

─（,（（

─（.

（
1（
）S

IEM
S, id. at （1

─（.

（
1（
）See K
ennedy supra note 10, at （（0

─1, （（（

─（（.

（
1（
）See SIEM

S, supra note （, at （（

─（. R
EN

É D
A

V
ID &

 C
A

M
ILLE JA

U
FFRET

-SPIN
O

SI, L
ES G

RA
N

D
S SY

ST
ÈM

S D
E D

RO
IT C

O
N

T
EM

PO
RA

IN
S （11th ed. （00（

）; 
Z

W
EIGERT &

 K
Ö

T
Z, supra note 10; R

U
D

O
LF B. S

CH
LESIN

GER, C
O

M
PA

RA
T

IV
E L

A
W

: C
A

SES A
N

D M
A

T
ERIA

LS 

（1st ed. 1（（0

）; F
O

RM
A

T
IO

N O
F 

C
O

N
T

RA
CT: A

 S
T

U
D

Y O
F T

H
E C

O
M

M
O

N C
O

RE O
F L

EGA
L S

Y
ST

EM
S （Rudolf B. Schlesinger ed., 1（（（

）.  

ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
法
族
論
に
関
す
る
最
近
の
論
考
と

し
て
、
貝
瀬
幸
雄｢

比
較
法
学
者
た
ち
の
饗
宴
（
（
）
─
法
系
・
法
族
・
法
伝
統
・
法
移
植
─｣
立
教
法
務
研
究
第
八
号
一
一
五
─
三
一
頁
（
二
〇
一
五
）。
ま
た
、
同
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〇
二

時
代
に
お
け
る
学
説
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
学
者
と
し
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ネ
ス
コ
（L-J. Constantinesco

）
の
存
在
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
貝
瀬
・
前
掲
注（
（
）一
二
四
─
三
六
頁
に
お
い
て
紹
介
と
分
析
が
あ
る
。

（
1（
）
五
十
嵐
・
前
掲
注（
（
）五
〇
─
一
、二
九
四
頁
参
照
。See S

IEM
S, id. at （0

─（.
（
1（
）See S

IEM
S, id. at （1

─（, （（.  

五
十
嵐
清｢

比
較
法
は
ど
こ
へ
行
く
？ 

─
ひ
と
つ
の
中
間
報
告
─｣

、
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
（
編
）『
比
較
法
と
法
律
学
─
新

世
紀
を
展
望
し
て
─
』
二
八
九
頁
（
二
〇
一
〇
）
参
照
。

（
（0
）U

go M
attei, T

hree Patterns of Law
: T

axonom
y and Change in the W

orld’s Legal System
s, （（ A

M
. J. C

O
M

P. L. （ （1（（（

）.

（
（1
）E.g., M

IXED L
EGA

L SYSTEM
S IN C

OM
PA

RA
TIVE P

ERSPECTIVE: P
ROPERTY A

ND O
BLIGA

TIONS IN SCOTLA
ND A

ND SOUTH A
FRICA （Reinhard Zim

m
erm

ann, 
D

aniel P. V
isser, &

 K
enneth Reid eds., （00（

）.  

こ
の
論
点
を
め
ぐ
る
近
年
に
お
け
る
学
説
の
発
展
は
著
し
い
。
な
お
、
貝
瀬
・
前
掲
注（
1（
）二
二
〇
─
四
八
頁

に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。

（
（（
）See generally S

IEM
S, supra note （, at 1（1

─（（0, （（0

─（（.  

ま
た
、
混
合
法
系
論
は
、
法
系
・
法
族
分
類
論
と
法
継
受
論
の
接
点
的
主
題
と
し
て
性
格
を
有
し

て
い
る
と
い
え
る
。

（
（（
）E

.g., U
GO

 M
A

T
T

EI, C
O

M
PA

RA
T

IV
E L

A
W

 A
N

D E
CO

N
O

M
ICS （1（（（

）.

（
（（
）K

ennedy, supra note 10, at （0（.

（
（（
）See id. at （（（

─（（, （（（

─（1, （（（

─（（, （0（.  
ま
た
、
主
流
派
を
形
成
し
た
ド
イ
ツ
系
の
学
者
た
ち
が
、
方
法
二
元
論
的
な
前
提
か
ら
、
法
学
研
究
の
一
部
門
で
あ

る
比
較
法
学
に
対
し
て
、
価
値
の
問
題
が
混
入
す
る
こ
と
を
嫌
悪
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）Pierre Legrand, T

he Sam
e and the D

ifferent, in C
O

M
PA

RA
T

IV
E L

EGA
L S

T
U

D
IES: T

RA
D

IT
IO

N
S A

N
D T

RA
N

SIT
IO

N
S, supra note 1, at （（0

─（11. 
See S

IEM
S, （（

─11（.

（
（（
）
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
大
別
は
整
理
上
の
便
宜
を
重
視
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
実
際
に
は
両
者
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
に
切
り
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
（（
）U

pendra Baxi, T
he Colonialist H

eritage, in C
O

M
PA

RA
T

IV
E L

EGA
L S

T
U

D
IES: T

RA
D

IT
IO

N
S A

N
D

 T
RA

N
SIT

IO
N

S, supra note 1, at （（

─（（.

（
（（
）See id. at （0. 

（
（0
）See id. at （（.

（
（1
）Id. at （（

─（.

（
（（
）Id. at （（.

（
（（
）Id. at （（ （em

phasis in original

）.

（
（（
）Id. at （（ （em

phasis in original

）.

（
（（
）
海
外
の
研
究
者
の
間
で
も
、
日
本
法
の
法
系
・
法
族
論
的
地
位
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
今
日
に
お
い
て
さ
え
依
然
と
し
て
皆
無
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。



九
〇
三

比
較
法
学
に
お
け
る
形
式
と
実
体
（
椎
名
）

See S
IEM

S, supra note （, at （（. 

こ
の
テ
ー
マ
が
、わ
が
国
の
比
較
法
学
に
お
い
て
も
長
年
争
わ
れ
て
い
る
伝
統
的
な
論
点
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、日
本
法
の
地
位
が
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
法
系
も
し
く
は
東
ア
ジ
ア
法
系
（
な
い
し
は
極
東
法
系
）
の
い
ず
れ
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
、
最
終
的
に
は
二
者
択
一
的
に
問
う
傾
向
が
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
い
の
立
て
方
自
体
は
依
然
と
し
て
一
定
の
意
味
を
も
ち
続
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、こ
の
論
点
へ
の
解
答
方
法
に
つ
い
て
滝
沢
は
、

｢

い
ず
れ
か
が
正
し
く
、
他
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
性
質
の
問
題
で
は
な
い｣

と
し
て
、
慎
重
な
留
保
を
示
し
て
い
る
。
滝
沢
・
前
掲
注（
（
）一
六
六
頁
。

（
（（
）See Baxi, supra note （（, at （0

─（, （0

─（. See also  http://w
w

w
（.w

arw
ick.ac.uk/fac/soc/law

/people/upendra_baxi/ （last visited 01/0（/（01（

）.

（
（（
）
念
の
た
め
補
足
す
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
異
法
理
解
の
よ
り
望
ま
し
い
在
り
方
と
は
、
非
西
洋
社
会
に
お
け
る
固
有
の
法
的
秩
序
に
関
す
る
よ
り
適
切
な
把
握
で
あ
り
、

そ
の
過
程
で
は
、
近
代
比
較
法
の
基
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
の
見
直
し
が
図
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
基
礎
を
な
す
価
値
選
択
は
、

脱
西
洋
中
心
主
義
な
い
し
は
文
化
・
文
明
間
に
お
け
る
価
値
の
平
等
性
へ
の
志
向
性
と
い
っ
た
も
の
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
社
会
的
実
践
と
し
て
は
法
統
一
へ
の
反

対
が
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
基
礎
を
な
す
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
商
業
主
義
・
市
場
主
義
へ
の
拒
絶
や
、
法
文
化
の
固
有
性
・
独
自
性
の
尊
重
と
い
っ
た
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
（（
）
第
一
回
比
較
法
国
際
会
議
に
お
け
る
サ
レ
イ
ユ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、｢

文
明
化
さ
れ
た
人
類

0

0

0

0

0

0

0

0

の
共
通
法｣

（le droit com
m

un de l’hum
anité civilisée

）
の
発
見

で
あ
っ
た
（
強
調
筆
者
）。
五
十
嵐
・
前
掲
注（
（
）三
七
─
九
頁
、
大
木
・
前
掲
注（
10
）六
〇
─
二
頁
参
照
。

こ
の
言
葉
は
、
そ
の
額
面
に
の
み
着
目
す
る
限
り
、
西
洋
的
な
意
味
に
お
け
る
文
明
化
を
経
験
し
て
い
な
い
民
族
・
文
化
・
地
域
を
、
文
明
化
さ
れ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
劣
っ

た
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
る
と
い
う
趣
旨
を
含
む
も
の
と
解
釈
さ
れ
か
ね
な
い
。
た
だ
、
サ
レ
イ
ユ
の
比
較
法
思
想
や
そ
の
背
景
等
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
本
稿
の
射

程
外
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
（（
）
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
新
し
い
世
代
に
よ
る
批
判
の
趣
旨
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
部
の
も
の
は
、

｢

〈
主
流
派
〉
が
、
正
典
と
な
っ
た
自
分
た
ち
の
理
論
に
お
け
る
科
学
と
し
て
の
中
立
性
・
没
価
値
性
を
隠
れ
蓑
と
し
て
、
西
洋
中
心
主
義
的
価
値
観
を
秘
密
裏
に
特
権

化
し
よ
う
と
し
て
い
た
企
図
を
暴
露
し
よ
う
と
す
る
試
み｣

と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
る
、
と
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
一
種
の
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
・
セ
オ
リ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
バ
ク
シ
ー
の
立
場
は
、
こ
の
よ
う
な
仮
説
と
の
あ
い
だ
に

一
定
の
親
和
性
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、〈
主
流
派
〉
に
対
し
て
そ
こ
ま
で
明
白
に
懐
疑
的
な
立
場
を
採
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
ケ
ネ
デ
ィ
も
ま
た
、〈
主

流
派
〉
を
特
徴
付
け
る
科
学
性
・
中
立
性
が
、
実
際
に
は
特
定
の
政
策
群
を
促
進
す
る
政
治
的
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。K

ennedy, supra 
note 10, at （0（

─（（.

な
お
、
こ
の
よ
う
な
構
図
の
描
き
方
は
、
ア
メ
リ
カ
法
学
史
に
お
い
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
形
式
主
義
法
学
と
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
対
立
、
ま
た
、

一
九
六
〇
─
七
〇
年
代
に
お
け
る
プ
ロ
セ
ス
法
学
と
批
判
法
学
の
対
立
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
説
明
す
る
際
に
も
、
一
般
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

こ
の
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
を
好
ん
で
用
い
る
ア
メ
リ
カ
の
著
名
な
法
制
史
家
と
し
て
は
、
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。M
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
論
じ
方
に
は
、
一
定
の
政
治
的
意
図
の
下
に
行
わ
れ
る
後
付
け
的
な
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
し
て
の
側
面
も
否
定
で
き
ず
、
ま
た
、
そ

の
よ
う
な
側
面
を
指
摘
す
る
異
論
・
批
判
も
決
し
て
少
な
く
な
い
た
め
、
そ
の
信
憑
性
・
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
慎
重
な
吟
味
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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 （（th ed. （01（

）.  

同
書
を
含
む
グ
レ
ン
の
法
伝
統
論
に
つ

い
て
は
、
貝
瀬
・
前
掲
注（
1（
）一
五
二
─
七
〇
頁
に
詳
細
な
分
析
が
あ
る
。

（
（1
）See Legrand, supra note （（.

（
（（
）
念
の
た
め
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
比
較
法
の
目
的
が
、
あ
く
ま
で
そ
の
基
礎
理
論
に
お
け
る
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
具
体
的
な
法
規
・
法
理
・
制
度
等

に
関
す
る
個
別
的
な
外
国
法
研
究
ま
で
を
そ
の
射
程
に
収
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

（
（（
）
五
十
嵐
・
前
掲
注（
1（
）二
九
〇
─
一
頁
も
、
ア
ジ
ア
法
研
究
の
深
化
が
、
わ
が
国
の
比
較
法
学
に
と
っ
て
そ
の
更
な
る
発
展
の
可
能
性
を
開
く
も
の
と
な
る
こ
と
を

期
待
す
る
。

（
（（
）
五
十
嵐
・
前
掲
注（
（
）二
四
五
─
七
〇
頁
。

（
（（
）
安
田
信
之
『
東
南
ア
ジ
ア
法
』（
二
〇
〇
〇
）、
同
『
開
発
法
学
：
ア
ジ
ア
・
ポ
ス
ト
開
発
国
家
の
法
シ
ス
テ
ム
』（
二
〇
〇
五
）、
松
尾
弘
『
発
展
す
る
ア
ジ
ア
の
政
治
・

経
済
・
法
』（
二
〇
一
六
）
等
。
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青
森
中
央
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院
大
学
経
営
法
学
部
准
教
授
）


