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国
際
私
法
と
比
較
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察

―
フ
レ
ス
ナ
ー
「
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
」
を
読
ん
で

―

山　
　

内　
　

惟　
　

介

一
 
は
じ
め
に

二
 
フ
レ
ス
ナ
ー
論
文
の
紹
介
と
検
討

　

1　
「
Ⅰ　

は
じ
め
に
」

　

2　
「
Ⅱ　

牴
触
法
と
法
比
較
の
関
係
に
関
す
る
従
来
の
理
解
」

　

3　
「
Ⅲ　

新
た
な
特
色
」

　

4　
「
Ⅳ　

展　
　

望
」

三
　
総
括
的
評
価

“
学
問
と
は
思
考
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
ら
れ
た

 

知
識
に
ほ
か
な
ら
（
な
い
）”＊

一 

は
じ
め
に

一　

洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
ま
た
時
代
の
後
先
に
関
わ
り
な
く
、
豊
か
な
人
間
性
に
裏
付
け
ら
れ
た
弁
論
や
判
決
に
は
、
心
打
た
れ
る
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も
の
が
あ
る）（
（

。
け
だ
し
、
そ
こ
に
は
、
実
定
法
解
釈
と
い
う
言
葉
（
法
律
用
語
）
の
「
擬
似
」
論
理
操
作
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の

法
解
釈
を
実
質
的
に
支
え
る
哲
学
的
理
念
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
あ
る
べ
き
世
界
観
の
吐
露
と
深
い
人
間
愛
（
倫
理
的
思
索
）
が
色
濃
く
反

映
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
間
観
や
世
界
観
が
、

─
現
下
の
内
外
諸
国
で
当
然
の
よ
う
に
声
高
に
語
ら
れ
る
、

一
地
域
や
一
集
団
、
さ
ら
に
は
一
民
族
や
一
国
家
と
い
っ
た
、
個
別
的
利
益
の
恣
意
的
追
求
と
は
毅
然
と
し
て
袂
を
分
か
ち

─
、（
長

期
に
亘
る
世
代
の
継
承
を
含
む
）
人
類
の
生
存
や
（
宇
宙
と
の
共
存
を
含
む
）
地
球
社
会
環
境
の
保
全
・
回
復
と
い
っ
た
包
括
的
か
つ
長
期
的

な
目
標
の
達
成
を
目
指
す
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

─
た
と
え
純
国
内
事
件
の
処
理
に
関
わ
る
法
解
釈
で
あ
る
に
せ
よ

─
、
そ
れ

は
、
異
文
化
圏
に
属
す
る
者
か
ら
も
、
高
く
評
価
さ
れ
、
大
き
な
支
持
を
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
人
間
観
や
世
界
観
を
醸
成
す
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
人
は
如
何
に
生
き
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
真
摯
な
思
索
で
あ

り
、
長
い
人
類
社
会
の
歴
史
へ
の
周
到
な
眼
差
し
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
異
文
化
へ
の
慈
愛
に
満
ち
た
深
い
洞
察
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

み
る
と
、
日
常
的
に
内
外
国
実
定
法
の
解
釈
に
取
り
組
む
実
務
法
曹
だ
け
で
な
く
、
実
定
法
諸
科
目
を
専
攻
す
る
研
究
者
も
法
解
釈
論
学

修
の
過
程
に
あ
る
学
生
も
、
基
礎
法
学
諸
分
野
（
法
哲
学
、
法
史
学
、
法
社
会
学
、
法
心
理
学
、
外
国
法
、
法
比
較
（
比
較
法
）
等
）
へ
の
関
心

を
絶
え
ず
持
ち
続
け
、
そ
の
成
果
を
み
ず
か
ら
の
法
解
釈
作
業
に
取
り
入
れ
る
べ
く
、
日
々
実
践
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

二　

こ
う
し
た
認
識
の
も
と
に
、
筆
者
は
、
細
や
か
な
試
み
で
は
あ
る
が
、
か
ね
て
よ
り
、「
国
際
私
法
（
主
専
攻
分
野
）
と
比
較
法

（
隣
接
分
野
）
と
の
関
係
如
何
」
に
関
心
を
抱
き
、
こ
の
主
題
に
関
す
る
学
説
史
研
究
を
継
続
し
て
き
た）（
（

。
そ
こ
で
の
検
討
素
材
は
、
筆
者

が
置
か
れ
た
社
会
環
境
の
制
約
を
受
け
て
、
前
世
期
半
ば
以
降
の
ド
イ
ツ
と
日
本
の
成
果
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
内
外
の
「
国
際

私
法
と
比
較
法
と
の
関
係
如
何
」
に
関
わ
る
先
行
研
究
の
到
達
成
果
に
か
な
り
の
違
和
感
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
継
続
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的
検
討
を
意
図
し
て
、
こ
こ
で
は
、
近
年
の
ド
イ
ツ
語
文
献
の
中
か
ら
、
ア
ク
セ
ル
・
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授）（
（

（
以
下
、「
教
授
」
ま
た
は
「
原
著

者
」
と
略
記
す
る
。）
の
「
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
（D

ie Bedeutung der Rechtsvergleichung im
 K

ollisionsrecht

）」）
（
（

（
以
下
、

「
同
論
文
」
と
略
記
す
る
。）
に
素
材
を
求
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
と
し
た
い
（
な
お
、
以
下
の
紹
介
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討

結
果
に
基
づ
き
、「Rechtsvergleichng

」
の
訳
語
と
し
て
「
法
比
較
」
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。）。

以
下
で
は
、
同
論
文
の
構
成
（「
Ⅰ　

は
じ
め
に
（Einleitung

）」、「
Ⅱ　

牴
触
法
と
法
比
較
の
関
係
に
関
す
る
従
来
の
理
解
（D

ie alte 

Beziehung

）」、「
Ⅲ　

新
た
な
特
色
（D

ie neuen A
kzente

）」、「
Ⅳ　

展
望
（Perspektiven

）」）
に
即
し
て
順
次
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
（
各

章
の
紹
介
に
あ
た
っ
て
は
、
便
宜
上
、
各
段
落
に
①
、
②
…
…
と
付
す
。）
と
と
も
に
、
教
授
の
理
解
お
よ
び
主
張
に
つ
い
て
批
判
的
検
討
を
試

み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
小
稿
が
、
ド
イ
ツ
法
を
中
心
と
す
る
法
比
較
研
究
だ
け
で
な
く
、
一
時
期
、
国
際
私
法
に
対
し
て
も
深
い
関
心
を

寄
せ
ら
れ
た
被
献
呈
者
、
野
沢
紀
雅
教
授）（
（

の
新
た
な
旅
立
ち
を
寿
ぐ
も
の
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

二 

フ
レ
ス
ナ
ー
論
文
の
紹
介
と
検
討

一　

最
初
に
、
同
論
文
の
「
表
題
」（「
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
」）
の
趣
旨
を
確
認
し
よ
う
。
表
題
に
は
、
原
著
者
の
問
題
意
識

（
中
心
的
論
点
）
が
端
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
論
者
の
問
題
関
心
に
応
じ
て
、
提
起
さ
れ
る
中
心
的
論
点

と
そ
れ
を
支
え
る
個
々
の
論
点
（
派
生
的
論
点
を
含
む
。）
も
そ
れ
ら
に
対
す
る
解
答
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
り
得
る
。

そ
れ
で
は
「
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
」
と
い
う
表
題
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
論
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

か
。「
国
際
私
法
」
と
「
比
較
法
」
が
、
逐
一
例
証
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
名
称
の
講
義
科
目
や
体
系
書
が
内
外
と
も
に
定
着
し
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て
い
る
点
か
ら
み
て
、
別
個
の
専
門
分
野
と
し
て
併
存
す
る
と
い
う
理
解
は
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
で
は
、

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
の
場
合
、
表
題
中
の
「
牴
触
法
（K

ollisionsrecht

）」
も
「
法
比
較
（Rechtsvergleichung

）」
も
、
と
も
に
専
門
分
野

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る）（
（

の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、「
牴
触
法
」
が
専
門
分
野
を
示
す
の
に
対
し
て
、「
法
比
較
」
は
方
法
を
意
味

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
表
題
を
み
る
限
り
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
明
確
な
解
答
は
得
ら
れ
な
い
（
こ
の
点
の
評
価
は
後
の
検
討
に
委
ね
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）。

二　

次
に
、
同
論
文
の
構
成
を
確
認
し
よ
う
。
学
術
論
文
の
執
筆
形
式
に
関
す
る
通
常
の
理
解）（
（

に
よ
れ
ば
、
ど
の
論
文
も
、
原
則
と
し

て
、
序
論）（
（

、
本
論）（
（

お
よ
び
結
論）（1
（

の
三
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
序
論
で
は
、
学
界
に
対
す
る
新
た
な
問
題
の
提
起
（
問
題
意
識
の
表
明
と
そ

の
背
景
説
明
）
と
と
も
に
当
該
主
題
を
検
討
す
る
論
文
構
成
（
叙
述
の
順
序
と
そ
の
理
由
）
が
明
示
さ
れ
、
結
論
で
は
、
冒
頭
に
提
起
さ
れ
た

問
題
（
中
心
的
論
点
）
に
対
す
る
論
者
の
当
該
時
点
に
お
け
る
解
答
（
政
策
的
主
張
と
そ
の
論
拠
）
が
記
さ
れ
る
。
本
論
で
は
、
序
論
に
示
さ

れ
た
順
序
の
も
と
に
結
論
に
至
る
過
程
が
段
階
を
追
っ
て
記
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
一
般
的
理
解
に
対
し
て
、
同
論
文
は
、「
Ⅰ　

は
じ
め
に
」、「
Ⅱ　

牴
触
法
と
法
比
較
の
関
係
に
関
す
る
従
来
の
理
解
」、

「
Ⅲ　

新
た
な
特
色
」
お
よ
び
「
Ⅳ　

展
望
」、
こ
れ
ら
四
つ
の
章
か
ら
成
る
。「
Ⅰ　

は
じ
め
に
」
で
は
、
同
論
文
の
問
題
意
識
と
論
文

構
成
が
示
さ
れ
、
当
該
問
題
意
識
に
対
す
る
結
論
が
「
Ⅳ　

展
望
」
に
記
さ
れ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。「
Ⅱ　

牴
触
法
と
法
比
較
の
関

係
に
関
す
る
従
来
の
理
解
」
は
原
著
者
の
問
題
意
識
を
取
り
上
げ
る
際
の
前
提
な
い
し
論
議
の
場
を
形
成
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、「
Ⅲ

　

新
た
な
特
色
」
は
結
論
を
導
く
ま
で
の
検
討
過
程
と
み
ら
れ
得
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
各
章
の
内
容
を
順
次
確
認

し
、
個
別
に
検
討
し
よ
う
。
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五
七
一

1　
「
Ⅰ　

は
じ
め
に
」

一　

ま
ず
、
第
一
章
（「
Ⅰ　

は
じ
め
に
」）
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。
そ
の
叙
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

“
①
こ
の
論
文
集
に
収
録
さ
れ
た
他
の
分
野
と
比
べ
る
と
、
牴
触
法
（
国
際
私
法
）
こ
そ
は
、
法
比
較
と
の
関
わ
り
が
最
も
旧
く
か
つ
最
も
緊
密

な
分
野
で
あ
る
。
牴
触
法
と
法
比
較
と
の
関
係
は
あ
た
か
も
同
じ
親
か
ら
生
ま
れ
た
兄
弟
姉
妹
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
い
う

の
は
、
牴
触
法
も
法
比
較
も
、
世
界
的
規
模
で
統
一
さ
れ
た
唯
一
の
私
法
は
存
在
せ
ず
、
多
数
の
私
法
秩
序
が
併
存
す
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て

生
ま
れ
、
し
か
も
、
こ
の
事
実
を
最
も
身
近
に
受
け
止
め
て
い
る
分
野
だ
か
ら
で
あ
る
。
多
数
の
私
法
秩
序
が
併
存
す
る
と
い
う
事
実
を
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
る
か
と
い
う
点
で
は
複
数
の
態
度
が
あ
り
得
る
が
、
好
奇
心
を
抱
く

0

0

0

0

0

0

と
い
う
の
が
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

0

典
型
的
な
態
度
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
か
ひ

と
つ
の
法
秩
序
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
と
、
そ
の
法
と
は
「
異
質
な
」
法
秩
序
を
不
思
議
に
思
い
、
も
っ
と
よ
く
知
り
た
い
と
い
う
意
欲
が
湧
く
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
法
比
較
と
い
う
分
野
で
あ
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
態
度
を
み
る
と
、
当
惑
す
る

0

0

0

0

姿
勢
が
示
さ
れ
て

い
る
。
法
律
家
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
状
況
を
私
法
の
観
点
か
ら
分
類
し
た
り
判
断
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
彼
ら
は
、

世
界
に
は
、
そ
う
し
た
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
法
以
外
に
も
、
ず
っ
と
多
く
の
法
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
に
違
い

な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
い
わ
ば
、「
持
て
る
者
の
悩
み
（Em

barras de richesses

（
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
、Sim

on M
ichael Scham

a

の
著
書
の
タ
イ
ト
ル
、「T

he Em
barrassm

ent of Riches: A
n Interpretation of D

utch Culture in the Golden A
ge

」 （（（（（

）））」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
法
律
家
は
、
み
ず
か
ら
の
課
題
を
ど
の
法
に
基
づ
い
て
解
決
す
べ
き
か
、
つ
ま
り
、
多
数
の
法
の
中
か
ら
ど
れ
を
選

ぶ
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
を
知
ろ
う
と
欲
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
が
、
選
択
規
則
（
英
語
の
専
門
用
語
で
は
「
法

選
択
規
則
（choice of law

）」）
で
あ
る
。
こ
の
規
則
に
従
っ
て
、
最
終
的
に
適
用
さ
れ
る
準
拠
法

─
こ
れ
が
牴
触
法
の
中
心
概
念
で
あ
る
。
が

指
定
さ
れ
る
。

②
い
ろ
い
ろ
な
学
術
組
織
を
み
て
み
る
と
、
法
比
較
と
牴
触
法
が
互
い
に
緊
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
明
ら
か
に
な
る
。
通
例
、
教
授
職

も
研
究
所
も
こ
れ
ら
二
つ
の
分
野
を
纏
め
て
担
当
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
分
野
で
大
学
教
授
資
格
取
得
論
文
を
作
成
し
た
者
は
、
普
通
、
も

う
ひ
と
つ
の
分
野
に
つ
い
て
も
教
授
資
格
を
得
て
講
義
を
行
い
、
両
分
野
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
教
授
職
に
就
い
て
い
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
別
の
見
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方
を
す
る
と
、少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
の
制
度
で
は
、問
題
意
識
の
方
向
性
が
両
分
野
で
異
な
る
た
め
、牴
触
法
も
法
比
較
も
互
い
に
「
わ
が
道
を
行
く
」

と
い
う
結
果
が
生
じ
て
い
る
。
両
分
野
が
組
織
の
点
で
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
っ
て
お
ら
ず
、
名
称
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

本
日
こ
の
講
演
を
許
さ
れ
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
〈
法
比
較
・
牴
触
法
〉
学
際
協
会
（Interdisziplinäre Gesellschaft für K

om
paratistik und 

K
ollisionsrecht/Interdisciplinary A

ssociation of Com
parative and Private International Law

 （IGK
K

/IA
CPIL

））
の
場
合
に
も
あ

て
は
ま
る
し
、
高
名
な
大
学
教
授
や
彼
ら
の
著
作
を
み
て
も
、
明
ら
か
に
ど
ち
ら
か
一
方
に
分
類
で
き
る
例
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
は
、「
比
較
法
学

会
（Gesellschaft für Rechtsvergleichung

）」（
こ
の
学
会
は
法
比
較
を
推
進
す
る
）
も
あ
れ
ば
、
国
際
法
と
国
際
私
法
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
「
ド

イ
ツ
国
際
関
係
法
学
会
（D

eutsche Gesellschaft fūr Internationales Recht

）」（
旧
名
「
ド
イ
ツ
国
際
法
学
会
（D

eutsche Gesellschaft 
für V

ölkerrecht
）」）
も
あ
る
。

③
オ
ー
ス
ト
リ
ア
〈
法
比
較
・
牴
触
法
〉
学
際
協
会
は
法
比
較
と
牴
触
法
を
均
等
に
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
牴
触
法
と
法
比

較
を
い
つ
も
一
緒
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
牴
触
法
の
分
野
で
は
法
比
較
と
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事

態
、つ
ま
り
、両
分
野
が
互
い
に
他
方
を
参
照
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

法
比
較
と
牴
触
法
と
の
間
に
旧
く
か
ら
み
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
初
め
に
従
来
の
関
係
を
確
認
し
（
Ⅱ
）、
次
い
で
、
最

近
の
動
き
を
取
り
上
げ
、
新
た
な
特
色
を
示
す
こ
と
と
し
よ
う
（
Ⅲ
）。
そ
こ
で
は
、
法
比
較
は
解
釈
方
法
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
か
と
い
う
既
存

の
テ
ー
マ
の
枠
に
と
ど
ま
ら
ず
、
牴
触
法
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
広
く
普
及
す
る
に
あ
た
り
法
比
較
が
学
問
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し

て
き
た
か
、
そ
し
て
、
牴
触
法
の
適
用
結
果
に
関
し
て
法
比
較
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
た
か
と
い
う
点
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
と
し
よ
う
。
こ

こ
で
は
、
牴
触
法
の
適
用
過
程
の
う
ち
、
法
比
較
が
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
段
階
が
検
討
さ
れ
る
。
最
後
に
、
そ
う
し
た
新
し
い
特
色
か
ら
、
大
学
で

法
比
較
を
講
義
す
る
際
、
ま
た
、
実
務
で
牴
触
法
を
適
用
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な
展
望
が
開
け
る
か
と
い
う
論
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
（
Ⅳ
））

（（
（

。”

二　

⑴　

こ
の
章
は
、
三
つ
の
段
落
か
ら
成
る
。
第
一
段
落
で
は
、
ま
ず
、「
牴
触
法
」
と
い
う
言
葉
を
「
国
際
私
法
」
と
同
義
に
用

い
る
旨
、
明
言
さ
れ
て
い
る
。
内
外
の
少
な
か
ら
ざ
る
体
系
書）（1
（

が
示
す
よ
う
に
、「
牴
触
法
」
と
い
う
専
門
用
語
は
、
規
律
内
容
を
異
に

す
る
諸
国
実
質
法
（
法
廷
地
国
法
を
含
む
）
中
の
い
ず
れ
か
を
準
拠
法
と
し
て
選
択
す
る
基
準
の
体
系
と
解
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
基
準
は
、
一
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方
の
、
準
拠
法
を
指
定
す
る
独
立
牴
触
規
定
の
グ
ル
ー
プ
（
各
則
）
と
、
他
方
の
、
独
立
牴
触
規
定
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
諸
論
点
の
解
決
方
法
を

示
す
従
属
牴
触
規
定
の
グ
ル
ー
プ
（
総
則
）
と
に
大
別
さ
れ
る
）。
こ
れ
に
対
し
、「
国
際
私
法
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
牴
触

法
」
と
同
義
と
す
る
狭
義
の
理
解
と
、「
国
際
手
続
法
（
国
際
民
事
訴
訟
法
）」
等
の
関
連
諸
分
野
を
包
含
す
る
広
義
の
理
解
と
が
併
用
さ

れ
て
い
る
。
法
廷
地
の
国
内
裁
判
所
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
要
件
の
も
と
に
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
か
、
外
国
裁
判
が
い
つ
ど
の
よ
う

な
要
件
の
も
と
に
法
廷
地
国
で
承
認
さ
れ
る
か
等
、
国
内
手
続
法
上
の
諸
論
点
を
体
系
的
に
把
握
す
る
国
際
手
続
法
（
諸
国
国
際
手
続
法
の

統
一
を
意
味
す
る
条
約
を
含
む
）
は
、
そ
れ
が
個
々
の
事
項
の
解
決
策
を
直
接
に
示
し
、
法
の
選
択

0

0

0

0

と
は
関
わ
ら
な
い
た
め
、
実
質
法
に
分

類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
表
題
で
は
「
牴
触
法
」
と
限
定
的
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
本
文
中
で
国
際
手
続
法
に
も
触
れ
て

い
る
同
論
文
（
後
述）

（1
（

）
の
場
合
、「
牴
触
法
」
を
「
国
際
私
法
」
と
敢
え
て
同
視
し
た
（
狭
義
の
「
国
際
私
法
」
概
念
を
採
用
し
た
）
意
味
が

失
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

⑵　

次
に
、
同
論
文
で
は
、
前
述
し
た
報
告
書）（1
（

中
に
収
録
さ
れ
た
他
の
法
分
野
（
私
法
、
民
事
訴
訟
法
、
刑
法
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
、
憲
法
お

よ
び
行
政
法
）
と
の
対
比
に
お
い
て
、「
牴
触
法
（
国
際
私
法
）
こ
そ
は
、
法
比
較
と
の
関
わ
り
が
最
も
旧
く
か
つ
最
も
緊
密
な
分
野
で
あ

る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
断
言
す
る
場
合
、「
法
比
較
と
の
関
わ
り
が
最
も
旧
く
か
つ
最
も
緊
密
」
で
あ
る
か
否
か

の
判
断
基
準
如
何
（
根
拠
付
け
に
関
わ
る
こ
の
種
の
基
準
は
、「
主
語
＋
…
…
と
き
」（
要
件
）
➡
「
法
比
較
と
の
関
わ
り
が
最
も
旧
く
か
つ
最
も
緊
密

と
判
定
す
る
」（
効
果
）
と
い
う
形
式
を
採
る
。）
が
あ
ら
か
じ
め
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
時

期
的
に
「
最
も
旧
」
い
か
否
か
に
関
す
る
、
数
量
化
に
よ
る
判
定
が
可
能
な
判
断
基
準
と
、「
最
も
緊
密
」
で
あ
る
か
否
か
に
関
す
る
、

必
ず
し
も
数
量
化
に
馴
染
ま
な
い
判
断
基
準
と
が
一
致
す
る
か
否
か
は
、
該
当
の
諸
基
準
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
判
断
し
難
い
。

し
か
し
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
こ
の
点
に
一
切
触
れ
る
こ
と
な
く
、
牴
触
法
的
規
律
の
成
立
条
件
如
何
と
い
う
論
点
へ
と
目
を
転
ず
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る
。
す
な
わ
ち
、
複
数
の
法
秩
序
（
法
秩
序
中
の
個
別
法
規
の
法
律
要
件
お
よ
び
法
律
効
果
の
解
釈
可
能
性
（
学
説
法
）
を
含
む
。）
の
併
存
を
前

提
と
し
て
、
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
を
選
び
取
る
過
程
で
、
選
択
肢
間
で
の
優
劣
判
定
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
へ
の
着
目
で
あ
る
。
確

か
に
、
牴
触
規
定
の
立
法
過
程
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
解
釈
過
程
で
も
、
優
劣
判
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
比
較
」
概
念
に
優
劣
判
定
過
程

を
含
め
る
場
合
、「
牴
触
法
」
の
解
釈
・
適
用
過
程
に
「
比
較
」
が
内
在
（
一
体
化
）
し
て
い
る
た
め
、「
牴
触
法
」
の
成
立
は
同
時
に

「
法
比
較
」
の
成
立
を
も
意
味
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、「
牴
触
法
」
と
「
法
比
較
」
と
を
区
別
し
、「
牴
触

法
（
国
際
私
法
）」
が
「
法
比
較
と
の
関
わ
り
が
最
も
旧
く
か
つ
最
も
緊
密
な
分
野
」
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
は
、
先
の
前
提
（
内
在
）

に
反
す
る
と
い
う
意
味
で
、
背
理
と
な
ろ
う
。

⑶　

教
授
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、「
牴
触
法
と
法
比
較
と
の
関
係
は
あ
た
か
も
同
じ
親
か
ら
生
ま
れ
た
兄
弟
姉
妹
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え

る
こ
と
が
で
き
」
る
旨
、
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
は
、「
牴
触
法
も
法
比
較
も
、
世
界
的
規
模
で
統
一
さ
れ
た
唯
一
の
私
法
は
存
在
せ
ず
、

多
数
の
私
法
秩
序
が
併
存
す
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
」
た
こ
と
、「
し
か
も
、
こ
の
事
実
を
最
も
身
近
に
受
け
止
め
て
い
る

分
野
だ
か
ら
で
あ
る
」
こ
と
、
こ
れ
ら
二
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
説
明
か
ら
は
、
教
授
が
、「
こ
れ
ら
二
つ
の
要
件
が
充
足
さ
れ

る
と
き
」（
要
件
）
➡
「
兄
弟
姉
妹
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
」（
効
果
）
と
す
る
判
断
基
準
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
読
み
取

れ
よ
う
。「
兄
弟
姉
妹
」
と
い
う
表
現
の
是
非
は
措
く
と
し
て
も
、「
多
数
の
私
法
秩
序
が
併
存
す
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
、

し
か
も
、
こ
の
事
実
を
最
も
身
近
に
受
け
止
め
て
い
る
分
野
」
と
い
う
視
点
に
留
意
す
る
と
、
私
法
分
野
の
統
一
条
約
作
成
に
関
わ
る
国

際
法
も
「
同
じ
親
か
ら
生
ま
れ
た
兄
弟
姉
妹
」
と
み
る
余
地
が
あ
り
、「
牴
触
法
」
と
「
法
比
較
」
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、「
国
際
法
」

と
の
関
係
も
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
ろ
う
。
ま
た
、「
世
界
的
規
模
で
統
一
さ
れ
た
唯
一
の
…
…
法
は
存
在
せ
ず
、
多
数
の
…
…
法
秩

序
が
併
存
す
る
と
い
う
事
実
」
は
、
国
民
国
家
制
の
も
と
で
は
、
私
法
に
限
ら
ず
、
公
法
に
も
、
公
法
と
私
法
が
混
在
す
る
分
野
（
労
働
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法
、
競
争
法
等
）
に
も
、
当
て
は
ま
る
。
こ
う
み
る
と
、「
兄
弟
姉
妹
」
と
い
う
比
喩
表
現
に
格
別
の
法
的
意
味
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

三　

⑴　

次
に
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、「
多
数
の
私
法
秩
序
が
併
存
す
る
と
い
う
事
実
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
」
と
問
い
、

二
つ
の
解
答
（
反
応
）
を
紹
介
す
る
。「
好
奇
心
を
抱
く
と
い
う
態
度
」
と
「
当
惑
す
る
姿
勢
」（「
持
て
る
者
の
悩
み
」）、
こ
れ
ら
二
様
の

表
現

─
こ
れ
ら
二
様
の
反
応
は
、
む
ろ
ん
、
同
一
主
体
の
態
度
に
も
見
出
さ
れ
る

─
か
ら
は
、
前
者
が
「
法
比
較
」
に
関
わ
り
、
後

者
が
「
牴
触
法
」
に
関
連
す
る
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
後
者
（「
当
惑
す
る
姿
勢
」）
の
局
面
は
、「
法
律
家
は
、
み
ず
か
ら
の
課
題
を
ど
の

法
に
基
づ
い
て
解
決
す
べ
き
か
、
つ
ま
り
、
多
数
の
法
の
中
か
ら
ど
れ
を
選
ぶ
べ
き
か
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
選
択
」
過
程
の
存
在
が

明
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
姿
勢
は
「
牴
触
法
」
に
対
応
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
の
法
秩
序
に
慣
れ
親
し

ん
で
い
る
と
、
そ
の
法
と
は
『
異
質
な
』
法
秩
序
を
不
思
議
に
思
い
、
も
っ
と
よ
く
知
り
た
い
と
い
う
意
欲
が
湧
く
」
と
い
う
表
現
が

「
法
比
較
」
を
志
向
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
は
、
異
文
化
へ
の
関
心
（
事
実
の
探
求
、
差
異
の
根
拠
の
探
求
等
）、
特
に
外
国
法
へ

の
関
心
の
高
ま
り
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
選
択
行
為
と
は
直
結
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
、
厳
密
に
言
え
ば
、
右
の
表
現
で
は
、

外
国
法
の
内
容
そ
れ
自
体
へ
の
直
接
的
な
関
心
、
す
な
わ
ち
、
外
国
法
研
究
に
向
か
う
性
向
が
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
う
し
た
関

心
が
な
ぜ
「
法
比
較
」
に
通
じ
る
の
か
と
い
う
点
ま
で
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
法
比
較

と
い
う
分
野
で
あ
っ
た
」
と
い
う
た
め
に
は
、
や
は
り
、「『
異
質
な
』
法
秩
序
を
不
思
議
に
思
い
、
も
っ
と
よ
く
知
り
た
い
と
い
う
意

欲
」
が
そ
の
後
「
比
較
」
へ
と
向
か
う
過
程
の
行
為
類
型
が
段
階
的
に

0

0

0

0

説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑵　

さ
ら
に
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、「『
異
質
な
』
法
秩
序
」
と
い
う
表
現
の
適
否
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
異
質
」
と
い

う
言
葉
に
は
自
国
法
と
の
異
同
が
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
異
同
の
確
認
基
準
（
こ
れ
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は
、「
…
…
と
き
」（
要
件
）
➡
「
…
…
と
…
…
と
は
異
な
る
」（
効
果
）
と
い
う
形
式
を
採
る
）
に
基
づ
く
異
同
の
有
無
に
関
す
る
判
断
が
外
国
法

研
究
へ
向
か
う
前0

の
時
点
で
す
で
に
下
さ
れ
て
お
り
、
外
国
法
研
究
の
結
果
と
し
て
、
当
該
外
国
法
が
自
国
法
と
は
「
異
質
」
で
あ
る
こ

と
が
判
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。「
比
較
」
と
い
う
専
門
用
語
の
定
義
に
も
関
わ
る
が
、
異
同
の
確
認
過
程
が
「
比
較
」

に
含
ま
れ
て
い
る
と
み
る
場
合
、「『
異
質
な
』
法
秩
序
」
の
存
在
を
認
識
し
た
時
点
で
す
で
に
「
比
較
」
が
実
践
さ
れ
て
い
る
た
め
、

「
法
比
較
」
が
「
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
」
と
は
言
い
得
な
い
。
逆
に
、「
法
比
較
」
が
「
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
」
と
い
う
た

め
に
は
、
異
同
確
認
過
程
が
「
比
較
」
に
含
ま
れ
な
い
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
理
解
が
そ
の
意
に
沿
う
か
の
判
断
は
教
授

の
補
足
説
明
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、「
多
数
の
私
法
秩
序
が
併
存
す
る
と
い
う
事
実
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
二
つ

の
態
度
（
諸
法
秩
序
間
の
差
異
の
原
因
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
一
方
の
態
度
（「
法
比
較
」）
と
、
差
異
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
と
い
う
他
方
の
態
度

（「
牴
触
法
」））
が
二
つ
の
専
門
分
野
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
た
説
明
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
方
向
性
を
異
に
す
る
両

専
門
分
野
の
間
で
、「
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
」
を
改
め
て
問
う
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
別
の
疑
問
（
問
題
意
識
の
背
景
説
明
）
が

生
じ
よ
う
。

四　

⑴　

第
二
段
落
で
は
、
ま
ず
、「
法
比
較
と
牴
触
法
が
互
い
に
緊
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
」「
い
ろ
い
ろ
な
学
術
組
織
」
の
現
状

か
ら
明
ら
か
に
な
る
旨
、
述
べ
ら
れ
る
。
複
数
の
事
象
や
事
物
の
存
在
を
前
提
と
す
る
「
関
係
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
以
上
、

「
法
比
較
」
と
「
牴
触
法
」
は
別
物
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
の
説
明
で
は
、「
法
比
較
」
と
「
牴
触
法
」
の
差
異
が
、「
多
数
の
私
法
秩
序
が
併
存
す
る
と
い
う
事
実
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
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か
」
と
い
う
問
い
に
直
面
し
た
と
き
の
方
向
性
の
違
い
（
諸
法
秩
序
間
の
差
異
の
原
因
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
態
度
（「
法
比
較
」）
と
法
秩
序
間

の
差
異
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
と
い
う
態
度
（「
牴
触
法
」）
と
の
違
い
）
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
説
明
か
ら
は
、「
法
比
較
」
と

「
牴
触
法
」
が
と
も
に
専
門
分
野
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
明
言
せ
ず
、

「
学
術
組
織
」
の
現
状
に
言
及
す
る
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
制
度
の
次
元
（「
教
授
職
も
研
究
所
も
こ
れ
ら
二
つ
の
分
野
を
纏
め
て

担
当
し
て
」
い
る
こ
と
）
と
、
当
該
制
度
の
具
体
的
適
用
の
次
元
（「
ど
ち
ら
か
一
方
の
分
野
で
大
学
教
授
資
格
取
得
論
文
を
作
成
し
た
者
は
、
普
通
、

も
う
ひ
と
つ
の
分
野
に
つ
い
て
も
教
授
資
格
を
得
て
講
義
を
行
い
、
両
分
野
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
教
授
職
に
就
い
て
い
る
」
こ
と
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二

つ
の
内
容
は
、
両
分
野
の
体
系
書
等
に
お
け
る
項
目
編
成
か
ら
だ
け
で
な
く
、
筆
者
の
乏
し
い
滞
欧
経
験
に
照
ら
し
て
も
十
分
に
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵　
「
法
比
較
と
牴
触
法
が
互
い
に
緊
密
な
関
係
に
あ
る
」
か
否
か
を
考
え
る
場
合
、
前
述
（
二
⑵
）
の
よ
う
に
、「
主
語
＋
…
…
＋

…
…
と
き
」（
要
件
）
➡
「
法
比
較
と
牴
触
法
が
互
い
に
緊
密
な
関
係
に
あ
る
」（
効
果
）
と
い
う
形
式
の
判
断
基
準
が
、
こ
の
問
い
に
先

行
す
る
か
た
ち
で
、
別
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
授
は
そ
こ
で
、「『
教
授
職
も
研
究
所
も
こ
れ
ら
二
つ
の
分
野
を
纏
め
て

担
当
し
て
』
い
る
と
き
」（
要
件
）
➡
「
法
比
較
と
牴
触
法
が
互
い
に
緊
密
な
関
係
に
あ
る
」（
効
果
）
と
い
う
判
断
基
準
❶
と
、『
ど
ち
ら

か
一
方
の
分
野
で
大
学
教
授
資
格
取
得
論
文
を
作
成
し
た
者
は
、
普
通
、
も
う
ひ
と
つ
の
分
野
に
つ
い
て
も
教
授
資
格
を
得
て
講
義
を
行

い
、
両
分
野
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
教
授
職
に
就
い
て
い
る
と
き
」（
要
件
）
➡
「
法
比
較
と
牴
触
法
が
互
い
に
緊
密
な
関
係
に
あ
る
」（
効
果
）

と
い
う
判
断
基
準
❷
と
を
併
用
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
尤
も
、
判
断
基
準
❶
と
判
断
基
準
❷
の
関
係
、
特
に
二
つ
の
判
断
基
準
の
要

件
部
分
相
互
の
関
係
が
選
択
的
か
累
積
的
か
（
こ
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
か
一
方
を
満
た
せ
ば
済
む
か
、
双
方
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
言
い
換

え
る
こ
と
が
で
き
る
）
と
い
う
点
に
教
授
は
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
こ
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
む
し
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ろ
、
判
断
基
準
❶
お
よ
び
判
断
基
準
❷
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
根
拠
の
も
と
に
成
立
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
（
こ
の
点
は
、
判

断
基
準
❶
の
形
成
基
準
如
何
お
よ
び
判
断
基
準
❷
の
形
成
基
準
如
何
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。）。

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、「
牴
触
法
」
と
「
法
比
較
」
と
が
別
の
専
門
分
野
で
あ
る
こ
と
を
示
す
べ
く
、
さ
ら
に
次
の
三
点
、
す
な
わ
ち
、

①
「
ド
イ
ツ
の
制
度
で
は
、
問
題
意
識
の
方
向
性
が
両
分
野
で
異
な
る
た
め
、
牴
触
法
も
法
比
較
も
互
い
に
わ
が
道
を
行
く
と
い
う
結
果

が
生
じ
て
い
る
」
こ
と
、
②
「
両
分
野
が
学
会
組
織
（
ド
イ
ツ
「
比
較
法
学
会
」）

（1
（

と
「
ド
イ
ツ
国
際
関
係
法
学
会
」（
旧
名
「
ド
イ
ツ
国
際
法
学

会
」））

（1
（

と
の
区
別
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
〈
法
比
較
・
牴
触
法
〉
学
際
協
会）

（1
（

の
名
称
（「
学
際
」
と
い
う
言
葉
が
す
で
に
両
者
が
別
異
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。））
と
し
て
統
一
（
一
本
化
）
さ
れ
て
お
ら
ず
、
名
称
も
異
な
る
こ
と
」、
③
高
名
な
大
学
教
授
の
担
当
科
目
や
著
作
が
「
明
ら

か
に
ど
ち
ら
か
一
方
に
分
類
で
き
る
」
こ
と
、
こ
れ
ら
を
挙
げ
て
い
た
。
こ
う
し
た
説
明
を
み
る
と
、
教
授
が
「
牴
触
法
」
と
「
法
比

較
」
と
を
別
個
の
専
門
分
野
と
み
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

五　

第
三
段
落
で
は
、
ま
ず
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
〈
法
比
較
・
牴
触
法
〉
学
際
協
会
は
法
比
較
と
牴
触
法
を
均
等
に
取
り
扱
お
う
と
し
て

い
る
」
こ
と
に
触
れ
ら
れ
る
。
同
協
会
が
「
法
比
較
と
牴
触
法
を
均
等
に
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
る
」
理
由
を
、
教
授
は
、「
牴
触
法
と

法
比
較
を
い
つ
も
一
緒
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
牴
触
法
の
分
野
で
は
法
比
較
と
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
態
、
つ
ま
り
、
両
分
野
が
互
い
に
他
方
を
参
照
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
避
け
」
難
い
こ
と
に
求
め
て
い

る
。「
法
比
較
と
牴
触
法
を
均
等
に
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
表
現
だ
け
で
な
く
、「
牴
触
法
と
法
比
較
を
い
つ
も
一
緒
に
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
」
な
い
と
い
う
言
い
方
に
も
留
意
す
る
と
、
こ
こ
で
も
、「
法
比
較
」
と
「
牴
触
法
」
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
専
門
分
野
と

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
で
も
、
右
の
理
由
付
け
で
は
、「
牴
触
法
と
法
比
較
を
い
つ
も
一
緒
に
考
え
な
け
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れ
ば
な
ら
…
…
な
い
」
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
一
緒
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
な
ぜ
「
法
比
較
と
牴
触
法
を

均
等
に
取
り
扱
お
う
」
と
す
る
か
の
理
由
説
明
と
は
な
り
得
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
問
う
の
は
、「
一
緒
に
考
え
る
」
こ
と
と
「
均
等
に

取
り
扱
う
」
こ
と
を
同
一
視
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
右
の
指
摘
が
成
り
立
た
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
一
緒
に
考
え

る
」
こ
と
と
「
均
等
に
取
り
扱
う
」
こ
と
と
を
な
ぜ
同
一
視
で
き
る
の
か
と
い
う
前
提
自
体
の
成
否
も
批
判
的
に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

六　

以
上
の
説
明
に
続
け
て
、
論
文
構
成
が
説
明
さ
れ
る
。
初
め
に
「
法
比
較
と
牴
触
法
と
の
間
に
旧
く
か
ら
み
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な

関
係
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、「
牴
触
法
と
法
比
較
の
関
係
に
関
す
る
従
来
の
理
解
」
が
確
認
さ
れ
る
（
Ⅱ
─
後
述
（
）。
次
に
、「
法
比

較
」
を
め
ぐ
る
「
新
た
な
特
色
」
が
示
さ
れ
る
（
Ⅲ
─
後
述
（
）。「
そ
こ
で
は
、
法
比
較
は
解
釈
方
法
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
か
と
い
う

既
存
の
テ
ー
マ
」
に
加
え
、「
牴
触
法
が
生
ま
れ
…
…
広
く
普
及
す
る
に
あ
た
り
法
比
較
が
学
問
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

し
て
き
た
か
…
…
牴
触
法
の
適
用
結
果
に
関
し
て
法
比
較
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
た
か
と
い
う
点
」
に
も
目
が
向
け
ら
れ
、「
牴
触

法
の
適
用
過
程
の
う
ち
、
法
比
較
が
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
段
階
が
検
討
さ
れ
る
」。「
最
後
に
、
そ
う
し
た
新
し
い
特
色
か
ら
、
大
学
で
法

比
較
を
講
義
す
る
際
、
ま
た
、
実
務
で
牴
触
法
を
適
用
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な
展
望
が
開
け
る
か
が
検
討
さ
れ
る
」（
後
述
Ⅳ
）。

以
上
を
ま
と
め
よ
う
。「
Ⅰ　

は
じ
め
に
」
で
は
、「
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
」
は
何
か
と
い
う
主
題
と
論
文
構
成
が
明
示
さ

れ
た
点
に
お
い
て
、
序
論
と
し
て
の
課
題
は
満
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
若
干
の
専
門
用
語
に
つ
い
て
は
、
定
義
の
不
足
が
指
摘

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、「
牴
触
法
（
国
際
私
法
）」
と
述
べ
て
狭
義
の
「
国
際
私
法
」
概
念
が
採
用
さ
れ
て
い
な
が

ら
、
そ
の
趣
旨
が
貫
か
れ
て
い
な
い
（「
牴
触
法
」
に
該
当
し
な
い
国
際
手
続
法
等
に
言
及
さ
れ
て
い
る
）
点
で
あ
り
、
他
の
ひ
と
つ
は
、「
法
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比
較
」
概
念
の
定
義
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
牴
触
法
」
と
「
法
比
較
」
と
が
並
列
さ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
、

専
門
分
野
の
意
味
で
「
法
比
較
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
個
所
と
、「
…
…
に
お
け
る
法
比
較
…
…
」
の
よ
う
に
、「
法
比
較
」
を

方
法
の
意
味
に
解
し
得
る
叙
述
と
が
混
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
定
義
の
問
題
性
は
、
以
下
の
本
論
で
も
検
討
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2　
「
Ⅱ　

牴
触
法
と
法
比
較
の
関
係
に
関
す
る
従
来
の
理
解
」

一　

次
に
、
第
二
章
「
Ⅱ　

牴
触
法
と
法
比
較
の
関
係
に
関
す
る
従
来
の
理
解
」
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
以
下
の
よ
う

に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

“
①
牴
触
法
と
法
比
較
と
の
間
に
い
か
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
と
い
う
主
題
は
旧
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
今
日
で
も
繰
り
返

し
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
の
国
際
私
法
分
野
に
お
け
る
現
代
的
思
考
の
創
設
者
の
ひ
と
り
、
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
た
。”

“
方
法
と
し
て
の
法
比
較
（rechtsvergleichende M

ethode

）
と
い
う
表
現
に
新
規
性
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
国
際
私
法
と
関
わ
る

と
き
は
い
つ
で
も
、
方
法
と
し
て
の
法
比
較
が
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
官
が
国
際
私
法
上
の
問
題
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

き
は
い
つ
も
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
裁
判
官
は
適
用
可
能
な
複
数
の
法
と
向
き
合
い
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

況
に
置
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ご
く
一
般
的
な
場
面
に
限
ら
ず
、
国
際
私
法
研
究
者
の
業
績
を
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
述
の
基
盤
に
必
ず
こ

の
種
の
法
比
較
が
見
出
さ
れ
る
。”
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②
カ
ー
ン
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
帰
結
を
導
き
出
し
て
い
る
。

“
以
上
の
考
察
を
纏
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
ど
の
牴
触
規
定
を
み
て
も
、
二
つ
の
要
請
、
つ
ま
り
、
一
方
に
お
け
る
実
質
法

秩
序
の
形
成
当
時
の
意
味
と
そ
の
後
に
お
け
る
時
代
の
趨
勢
と
の
調
整
と
い
う
時
間
的
考
慮
、
他
方
に
お
け
る
複
数
の
法
律
の
間
で
の
国
際
的

調
和
を
求
め
る
努
力
と
い
う
空
間
的
配
慮
、
こ
れ
ら
を
勘
案
し
て
得
ら
れ
た
結
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。［
…
…
］
こ
の
こ
と
か
ら
す
ぐ
に
明

ら
か
に
な
る
が
、
国
際
私
法
の
登
場
、
発
展
お
よ
び
解
釈
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
つ
ね
に
、
不
可
欠
の
準
備
作
業
と
し
て
法
の
比
較
が
行
わ
れ

て
い
た
し
、
今
後
も
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。”

③
カ
ー
ン
が
こ
こ
で
「
新
規
性
は
な
い
」
と
表
現
し
た
趣
旨
を
、
彼
は
後
に
、
一
九
〇
〇
年
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
有
名
な
第
一
回
法
比
較
会
議

の
た
め
に
準
備
し
た
報
告
用
原
稿
に
記
し
て
い
た
。
こ
の
原
稿
で
は
、
本
講
演
と
同
様
、
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
（Bedeutung der 

Rechtsvergleichung im
 K

ollisionsrecht

）
と
い
う
点
に
意
識
が
集
中
的
に
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
み
て
、こ
の
原
稿
は
、

今
日
に
お
い
て
も
、
牴
触
法
と
法
比
較
の
両
分
野
を
通
じ
て
、
必
読
の
文
献
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
頂
点

0

0

と
し
て
、
時
期
的
に
カ
ー

ン
の
後
を
追
っ
て
登
場
し
た
、
国
際
私
法
お
よ
び
法
比
較
の
大
家
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ラ
ー
ベ
ル
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
ア
メ
リ
カ

へ
亡
命
し
た
後
、
四
巻
本
の
大
著
『T

he Conflict of Law
s

（
牴
触
法
）』
を
著
し
た
。
同
書
は
、
世
界
的
規
模
で
通
用
す
る
牴
触
法
の
記
念
碑
的

成
果
で
あ
っ
て
、
法
比
較
に
基
づ
い
て
い
た
。
一
九
七
八
年
に
ブ
ダ
ペ
ス
ト
で
行
わ
れ
た
第
一
〇
回
国
際
〈
法
比
較
〉
会
議
で
は
、
こ
の
主
題
が
改

め
て
統
一
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
い
た
が
、
同
会
議
で
発
表
さ
れ
た
、
詳
細
で
透
徹
し
た
、
今
日
で
も
有
益
な
諸
論
稿
は
い
ず
れ
も
そ
の
多
く
を
ラ
ー
ベ

ル
の
業
績
に
負
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
を
み
る
と
、
国
際
私
法
の
ど
の
教
科
書
で
も
独
立
し
た
章
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
で
法
比
較
が
国
際
私
法
の

不
可
避
の
伴
走
者
で
あ
る
旨
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
国
際
的
な
百
科
事
典
（『International Encyclopedia of Com

parative 
Law

』）
に
も
あ
て
は
ま
る
。

④
そ
の
際
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
一
方
に
お
け
る
牴
触
規
定
の
形
成

0

0

と
他
方
に
お
け
る
牴
触
規
定
の
解
釈

0

0

・
適
用

0

0

と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
牴
触

法
を
策
定
す
る
こ
と
は
、
特
に
中
世
か
ら
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
、
当
時
の
名
声
あ
る
学
者
た
ち

─
一
一
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
に
か
け
て
、
古
代

ロ
ー
マ
法
（
と
く
に
そ
の
集
大
成
で
あ
る
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
な
ど
）
の
主
要
文
言
に
註
釈
を
つ
け
て
解
釈
を
行
っ
た
法
学
者
の
一
派
で
あ
る

註
釈
学
派
、
註
釈
学
派
の
集
大
成
と
呼
べ
る
『
標
準
註
釈
』
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
法
学
の
一
派
で
あ
る
後
期
註
釈
学
派
（
註
解
学
派
、
オ
ル
レ
ア



五
八
二

ン
学
派
、
助
言
学
派
、
バ
ル
ト
ー
ル
ス
学
派
）、
フ
ラ
ン
ス
法
則
学
派
、
ホ
ラ
ン
ト
法
則
学
派
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
法
則
学
派
、
一
九
世
紀
に
お
け
る

碩
学
た
ち
（
サ
ヴ
ィ
ニ
ィ
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
、
マ
ン
チ
ー
ニ
）

─
の
主
た
る
仕
事
で
あ
っ
た
が
、
法
比
較
と
い
う
名
称
も
法
比
較
と
い

う
専
門
分
野
も
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
活
動
の
基
礎
に
は
い
つ
も
法
比
較
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
イ
タ
リ
ア
の
諸

都
市
、
フ
ラ
ン
ス
の
慣
習
、
オ
ラ
ン
ダ
の
自
治
州
、
ド
イ
ツ
の
領
邦
、
ア
メ
リ
カ
の
州
、
そ
れ
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
諸
国
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
内

容
を
異
に
す
る
法
が
形
成
さ
れ
て
い
た
か
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
を
み
る
と
、
暗
黙
裡
で
は
あ
っ
た
が
、
固
有
の
環
境
の
も
と
で

法
の
多
様
性
を
直
接
に
経
験
し
た
著
者
た
ち
の
熟
慮
と
い
う
か
た
ち
で
、
法
比
較
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
み
る
と
、
彼
ら
は
、
決
し
て
最
初
の
経

験
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
法
比
較
が
ひ
と
つ
の
独
立
し
た
学
問
分
野
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
と
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

⑤
法
比
較
は
、
そ
の
後
、
立
法
の
準
備
を
、
さ
ら
に
一
九
世
紀
以
降
に
な
る
と
国
際
条
約
、
特
に
ハ
ー
グ
条
約
の
準
備
を
進
め
る
過
程
で
、
一
層
、

明
確
か
つ
体
系
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
国
際
私
法
立
法
の
こ
う
し
た
新
し
い

0

0

0

動
き

─
こ
う
し
た
動
き
は
、
二
〇
世
紀
末
以
降
、
世
界
的
規
模
で
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
ロ
シ
ア
、
中
国
、
日
本
、
ト
ル
コ
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
等
々
）

─
の
基
礎
に
は
、

も
ち
ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
新
し
い
国
際
私
法
立
法
、
特
に
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
、
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
等
々
を
こ
れ
に
加
え
て
み
る
と
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
準
備
の
過
程
で
培
わ
れ
た
法
比
較
の
実
践
経
験
が
あ
っ
た
し
、
今
で
も
そ
う
で
あ
る
。

⑥
国
内
立
法
や
条
約
を
準
備
す
る
過
程
で
行
わ
れ
て
き
た
法
比
較
は
、
主
と
し
て
、
牴
触
規
定
と
国
際
管
轄
権
の
分
野
で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
は
、
国
際
私
法
お
よ
び
国
際
手
続
法
が
他
の
諸
国
や
条
約
締
結
地
域
で
現
在
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
が
じ
っ
く
り
と
観
察
さ
れ
、
そ
の
後
、

い
ず
れ
か
が
優
先
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
体
法
の
比
較
、
言
い
換
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
実
質
法
の
比
較
は
、
牴
触
法
の
分
野
で
は
も
は

や
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
法
律
や
条
約
の
起
草
者
は
、
諸
国
の
法
秩
序
に
関
し
て
法
比
較
に
よ
り
獲
得
済
み
の
既
存
の
知
識
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
う

み
る
と
、
実
質
法
の
比
較
に
関
わ
る
知
識
は
、
牴
触
法
分
野
の
準
備
作
業
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
背
後
に
引
い
て
お
り
、
時
と
し
て
、
立
法

者
が
具
体
的
な
活
動
を
始
め
る
き
っ
か
け
を
提
供
す
る
に
と
ど
ま
る
。

⑦
こ
れ
に
対
し
て
、
牴
触
規
定
を
解
釈

0

0

し
、
適
用

0

0

す
る
場
合
に
は
、
事
情
が
異
な
る
。
こ
こ
で
は
、
牴
触
規
定
を
適
正
に
働
か
せ
る
う
え
で
、
し

ば
し
ば
、実
質
法
の
比
較
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
項
規
定
の
比
較
は
、牴
触
規
定
の
法
律
要
件

0

0

0

0

を
解
釈
す
る
時
点
で
す
で
に
始
ま
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
牴
触
規
定
で
は
、「Ehe

（
婚
姻
）
は
夫
婦
双
方
の
住
所
地
法
に
よ
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
と
し
よ
う
。
同
性
間
の
生
活
共

同
体
が
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
者
の
住
所
地
国
で
是
と
さ
れ
か
つ
同
国
の
実
質
法
上
も
制
定
法
の
か
た
ち
で
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
生
活

共
同
体
が
法
廷
地
で
適
用
さ
れ
る
牴
触
規
定
の
単
位
法
律
関
係
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
同
性
間
の
生
活
共
同
体
を
「Ehe

（
婚
姻
）」
概
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念
の
も
と
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
し
て
、
他
の
地
で
は
「D

om
izil

（
住
所
）」
と
か
「residence

（
居
所
）」
と
か
と
表
記
さ
れ
て
い
る

言
葉
は
ド
イ
ツ
語
の
「W

ohnsitz

」
と
い
う
言
葉
に
含
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
牴
触
規
定
上
、「H

andelsgesellschaften

（
商
事
会
社
）」

に
つ
い
て
は
そ
の
「Sitz

（
法
人
住
所
）」
の
法
が
適
用
さ
れ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
法
人
格
を
持
た
ず
、
ど
こ
に
も
登
録
さ
れ
て
い
な
い
人
的
結
合
も

「H
andelsgesellschaften

」
に
含
ま
れ
る
か
。
さ
ら
に
、
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
請
求
権
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
そ
の

よ
う
な
請
求
権
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
の
は
、
契
約
外
責
任
に
関
す
る
牴
触
規
定
か
、
契
約
責
任
に
基
づ
く
牴
触
規
定
か
、
そ
れ
と
も
、
契
約
締
結

上
の
過
失
に
基
づ
く
責
任
に
関
す
る
牴
触
規
定
な
の
だ
ろ
う
か
。

⑧
こ
の
点
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
抱
え
る
、
か
の
有
名
な
、
そ
し
て
と
か
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
性
質
決
定
（Q

ualifikation

）
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
牴
触
規
定
の
連
結
対
象
概
念
を
一
体
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。
た
と
え
ば
、
適
用
さ
れ
る
当
該
牴
触
規
定
が
属
す
る
国
家
法
秩
序

の
体
系
と
解
釈
方
法
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
牴
触
規
定
が
国
際
条
約
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

や
当
該
牴
触
規
定
が
地
域
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
場
合
、
た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
牴
触
規
定
の
場
合
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
も
と
も

と
無
理
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
牴
触
規
定
に
よ
り
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
国
家
法
秩
序
の
体
系
と
解
釈
方
法
に
よ
っ

て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
す
ぐ
に
、
循
環
論
法
と
い
う
非
難
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ラ
ー

ベ
ル
が
求
め
て
い
た
の
は
、
個
々
の
国
家
法
秩
序
の
体
系
と
解
釈
方
法
か
ら
離
れ
、
実
質
諸
法
を
包
括
的
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
性
質
決

定
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
要
求
は
、
実
務
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く
は
学
問
研
究
に
と
っ
て
も
あ
ま
り
に
過
大
過

ぎ
る
要
求
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
で
も
、
今
日
、
牴
触
規
定
の
連
結
概
念
が
、
少
な
く
と
も
、
法
廷
地
法

0

0

0

0

上
の
制
度
形
態
だ
け
で
な
く
、

い
ろ
い
ろ
な
法
秩
序
に
み
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
形
態
の
す
べ
て
に
適
合
す
る
よ
う
に
策
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、
新
た
な
制

度
形
態
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
一
致
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
た
め
に
は
、
す

べ
て
の
適
用
例
に
お
い
て
、
法
比
較
に
つ
い
て
の
相
当
の
知
識
を
備
え
た
う
え
で
、
国
際
的
に
み
て
偏
見
を
持
た
ず
に
評
価
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。
最
新
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
同
性
婚
が
は
た
し
て
「Ehe

（
婚
姻
）」
と
言
え
る
か
否
か
、
同
性
婚
は
（
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
民
法
典
施
行

法
第
一
四
条
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
際
私
法
典
第
一
八
条
の
よ
う
な
）「W

irkung der Ehe

（
婚
姻
の
効
力
）」
に
関
す
る
牴
触
規
定
の
規
律
対
象

な
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
（
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
民
法
典
施
行
法
第
一
七
ｂ
条
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
際
私
法
典
第

二
七
ａ
条
の
よ
う
な
）
特
設
さ
れ
た
牴
触
規
定
の
意
味
で
の
「eingetragene Lebenspartnerschaft

（
登
録
さ
れ
た
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）」

に
当
た
る
の
か
と
い
っ
た
諸
点
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
当
該
牴
触
規
定
の
本
国
（
法
廷
地
の
実
質
法
）
も
同
性
者
間
の
婚
姻
を
許
し
て
い
る
か
否
か
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と
い
う
点
の
評
価
だ
け
で
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

⑨
こ
の
よ
う
に
、
牴
触
規
定
の
法
律
要
件
を
素
材
と
し
て
牴
触
法
と
法
比
較
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
と
、
多
く
の
例
が
あ
る
。
牴
触
規
定
に
よ
っ

て
外
国
法

0

0

0

が
準
拠
法
に
指
定
さ
れ
る
場
合
、
法
律
効
果
の
側

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
準
拠
法
に
指
定
さ
れ
た
外
国
法
と

内
国
法
と
の
違
い
が
著
し
い
場
合
、
外
国
法
の
適
用
結
果
が
内
国
の
公
の
秩
序

─
お
そ
ら
く
、
ど
の
国
際
私
法
も
、
公
序
の
無
条
件
の
維
持
を
留

保
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る

─
と
合
致
す
る
か
否
か
が
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
準
拠
法
が
、
法
廷
地
国
の
い
わ
ゆ
る
「
介
入
規
定
」
や
場

合
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
第
三
国
の「
介
入
規
定
」に
対
し
て
、そ
の
地
位
を
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
に
似
た
こ
と
は
、

消
費
者
契
約
や
国
際
労
働
法
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
牴
触
規
定
が
準
拠
法
と
い
ず
れ
か
他
の
法
と
の
間
で
有
利
性
の
比
較
を
行
う
よ
う
求

め
る
と
き
に
み
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
択
一
（
選
択
的
）
連
結
」
の
場
合
の
よ
う
に
、
牴
触
規
定
が
特
定
の
法
的
効
力

0

0

に
有
利
に
な
る
よ

う
に
定
め
て
い
る
と
き
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑩
こ
れ
ら
す
べ
て
の
事
案
に
当
て
は
ま
る
が
、
牴
触
法
そ
れ
自
体
が
法
比
較
を
必
要
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
ど
れ
か
特
定
さ

れ
た
ひ
と
つ
の
法
秩
序
上
の
各
法
規
を
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
特
定
の
法
秩
序
に
お
け
る
こ
れ
と
内
容
を
異
に
す
る
各
法
規
と
比
較
し
か
つ
評
価
す
る

だ
け
で
は
足
り
な
い
。
評
価
を
行
う
た
め
に
は
、
当
該
法
規
が
他
の
諸
法
規
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
、
個
々
の
法
規
が
当
該
法
秩
序
全
体

の
中
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
も
し
ば
し
ば
調
査
さ
れ
か
つ
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
状
況
に
よ
り
、
国

際
的
に
み
て
適
切
な
判
断
を
下
そ
う
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
多
く
の
法
秩
序
に
お
け
る
法
状
況
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
調
査

し
か
つ
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
牴
触
規
定
の
解
釈
に
際
し
て
求
め
ら
れ
る
法
比
較
が
明
ら
か
に
高
度
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。

⑪
こ
の
よ
う
な
思
考
過
程
も
他
の
い
く
つ
か
の
思
考
過
程
も
古
典
的
な
テ
ー
マ
に
属
す
る
。
古
典
的
な
テ
ー
マ
と
い
う
表
現
は
、
国
際
私
法
分
野

の
著
者
た
ち
が
、
法
比
較
が
牴
触
規
定
の
法
律
効
果
の
側
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
取
り
扱
う
と
き
に
名
付
け
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
往
々
に
し
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
お
よ
そ
外
国
法
を
適
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
か
、
実
際
に
外
国
法
が
適
用
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
た
事
態
は
、
も
は
や
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
べ
き
「
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
は
入
ら
な
い
。
そ
の
際
、「
本

来
の
」
準
拠
法
と
は
異
な
る
法
を
指
定
す
る
と
い
う
方
法
で
、
牴
触
規
定
が
法
廷
地
法
を
指
定
す
れ
ば
、
牴
触
法
は
、
最
も
強
く
そ
の
効
果
を
発
揮

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
牴
触
法
が
最
初
か
ら
法
廷
地
法
を
指
定
し
て
い
れ
ば
、
法
廷
地
法
は
さ
ほ
ど
目
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
と

い
う
の
は
、
法
廷
地
国
で
は
、
ど
の
み
ち
、
自
国
法
へ
の
指
定
が
も
と
も
と
期
待
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
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⑫
牴
触
法
が
定
め
て
い
る
よ
う
に
、
外
国
法
へ
の
指
定
は
、
ひ
と
つ
の
時
点
を
表
し
て
お
り
、
国
際
私
法
に
お
け
る
法
比
較
が
特
に
明
確
に
必
要

と
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
牴
触
規
定
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
初
め
て
、
解
釈
す
る
資
格
を
本
来
付
与
さ
れ
て
い
な
い
法
を

適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
た
法
律
家
に
対
し
、
法
比
較
を
実
践
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
知
識
と
能
力
を
要
求
す
る
。
そ
の
よ

う
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
法
律
家
は
外
国
法
を
調
査
し
、
理
解
し
、
全
体
を
関
連
さ
せ
て
展
望
し
、
確
実
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
際
、
背
後
の
安
全
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
慣
れ
親
し
ん
だ
自
国
法
と
比
較
す
る
こ
と
は
、

─
た
と
え
そ
れ
が
往
々
に
し
て
暗
黙
裡
に

行
わ
れ
る
と
し
て
も

─
、
い
つ
も
助
け
と
な
る
し
、
そ
の
よ
う
に
実
行
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
と
き
は
つ
ね
に
、

法
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
に
着
目
し
て
眺
め
て
み
る
と
、
国
際
私
法
と
法
比
較
と
の
関
係
が
、
そ
の
後
の
新
し
い
発
展
を
通
じ
て
、
最

も
強
く
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
し
た
最
近
の
新
し
い
発
展

─
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
章
で
検
討
さ
れ
る

─
を
み
る
と
、
こ

の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。）

（1
（

”

二　

⑴　

こ
の
章
は
一
二
の
段
落
か
ら
成
る
。
第
一
段
落
で
は
、
ま
ず
「
牴
触
法
と
法
比
較
と
の
間
に
い
か
に
密
接
な
関
係
が
あ
る

か
」
と
い
う
主
題
が
「
旧
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
今
日
で
も
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
」
旨
、
指
摘
さ
れ
る
。

む
ろ
ん
、「
関
係
」
と
い
う
言
葉
の
語
義
か
ら
し
て
当
然
に
、
こ
の
問
い
は
、「
牴
触
法
」
と
「
法
比
較
」
と
が
別
個
の
概
念
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
す
る
。
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、
前
述
の
よ
う
に
、「
牴
触
法
」
と
「
法
比
較
」
と
の
差
異
を
両
者
の
関
心
（
方
向
性
）
の
違
い

（
複
数
の
法
秩
序
間
に
お
け
る
相
違
の
原
因
如
何
と
い
う
事
実
面
で
の
探
求
に
「
法
比
較
」
が
向
か
う
の
に
対
し
、
そ
う
し
た
相
違
を
実
社
会
で
如
何
に
調

整
す
る
か
と
い
う
実
践
面
の
解
決
策
を
「
牴
触
法
」
が
追
求
す
る
点
）
に
求
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
教
授
は
「
法
比
較
」
を
専
門
分

野
と
位
置
付
け
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

第
一
段
落
と
第
二
段
落
で
は
こ
の
主
題
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
ー
ン）（1
（

の
見
解
が
紹
介
さ
れ
る
。
教
授
は
、
カ
ー
ン
が
「
方
法
と
し
て

の
法
比
較
と
い
う
表
現
に
新
規
性
は
な
い
」
と
み
て
い
た
旨
、
指
摘
す
る
。「
新
規
性
が
な
い
と
判
断
」
さ
れ
た
理
由
は
、「
国
際
私
法
と
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関
わ
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
方
法
と
し
て
の
法
比
較
（rechtsvergleichende M

ethode

）
が
登
場
す
る
か
ら
」
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て

い
た
。
す
ぐ
前
の
段
落
で
「
専
門
分
野
と
し
て
の
法
比
較
」
が
想
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
こ
こ
で
は
「
方
法
と
し
て
の
法
比
較
」

へ
と
、
格
別
の
説
明
も
な
い
ま
ま
、
視
点
が
な
ぜ
か
転
換
さ
れ
て
い
る
。「
い
つ
で
も
、
方
法
と
し
て
の
法
比
較
が
登
場
す
る
」
と
い
う

表
現
は
、
一
方
で
、「
国
際
私
法
上
の
問
題
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
い
つ
も
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
裁
判
官
は

適
用
可
能
な
複
数
の
法
と
向
き
合
い
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ
る
」（
こ
の
こ
と
は
「
選
択
」
行
為
の
存

在
を
意
味
す
る
。）
と
、
ま
た
他
方
で
、「
国
際
私
法
研
究
者
の
業
績
を
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
述
の
基
盤
に
必
ず
こ
の
種
の
法
比
較
が

見
出
さ
れ
る
」（
こ
の
こ
と
は
「
選
択
」
過
程
に
お
け
る
「
比
較
」
行
為
の
存
在
を
意
味
す
る
。）
と
い
う
よ
う
に
、「
方
法
」
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置

い
て
言
い
換
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
認
識
は
、「
牴
触
法
」
の
適
用
過
程
（
牴
触
規
定
の
抽
象
的
な
連
結
点
概
念
の
解
釈
を
介
し
て
行
わ
れ

る
準
拠
法
決
定
過
程
）
の
中
に
、「
方
法
」
と
い
う
意
味
で
の
「
比
較
」
が
内
在
（
一
体
化
）
し
て
い
る
と
み
る
理
解
に
通
じ
よ
う
。
留
意
さ

れ
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
教
授
が
当
初
は
専
門
分
野
と
い
う
意
味
で
「
法
比
較
」
を
考
え
て
い
た
の
に
、
カ
ー
ン
が
「
方
法
と
し
て

の
法
比
較
」
を
考
え
て
い
た
と
い
う
相
違
点
で
あ
る
。「
法
比
較
」
を
専
門
分
野
と
位
置
付
け
る
立
場
で
は
、
前
提
を
異
に
す
る
カ
ー
ン

の
見
解
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
教
授
の
場
合
、
な
ぜ
こ
こ
で
カ
ー
ン
の
見
解
に
言
及
さ
れ
た
の
か

の
説
明
は
な
い
。

⑵　

第
二
段
落
で
は
、
カ
ー
ン
が
、「
ど
の
牴
触
規
定
を
み
て
も
…
…
実
質
法
秩
序
の
策
定
当
時
の
意
味
と
そ
の
後
に
お
け
る
時
代
の

趨
勢
と
い
う
時
間
的
考
慮
、
…
…
複
数
の
法
律
の
間
で
の
国
際
的
調
和
を
求
め
る
努
力
と
い
う
空
間
的
配
慮
、
こ
れ
ら
を
勘
案
し
て
得
ら

れ
た
結
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
」
と
考
え
て
い
た
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
、「
国
際
私
法
の
登
場
、
発
展
お
よ
び
解
釈
の
い
ず

れ
を
と
っ
て
も
つ
ね
に
、
不
可
欠
の
準
備
作
業
と
し
て
法
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
た
し
、
今
後
も
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
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カ
ー
ン
の
主
張
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。「
法
の
比
較
が
行
わ
れ
」
る
と
い
う
、
行
為
（
動
作
）
を
表
す
言
い
方
か
ら
み
て
、
カ
ー
ン
が

「
方
法
と
し
て
の
法
比
較
」
の
み
を
考
え
、
専
門
分
野
と
し
て
の
「
法
比
較
」
を
考
え
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

牴
触
規
定
を
立
法
す
る
段
階
で
も
解
釈
す
る
段
階
で
も
「
適
用
可
能
な
複
数
の
法
と
向
き
合
い
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
を
選
ば
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
表
現
に
は
、
む
ろ
ん
、
序
列
付
け
（
優
先
順
位
の
決
定
）
の
過
程
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
序
列
付
け
の
判
断
基

準
が
、「
比
較
の
第
三
項
（tertium

 com
parationis

）」
と
し
て
（「
比
較
」
の
対
象
と
さ
れ
た
複
数
の
法
秩
序
と
は
別
の
次
元
で
）、
あ
ら
か
じ
め

与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、「
異
同
の
確
認
」
過
程
と
「
優
劣
の
判
断
」
過
程
が
「
方
法
と
し
て
の
法

比
較
」
に
い
う
「
比
較
」
概
念
に
と
も
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、「
国
際
私
法
の
登
場
、
発

展
お
よ
び
解
釈
の
い
ず
れ
」
の
局
面
で
も
「
優
劣
の
判
断
」
と
い
う
意
味
で
の
「
方
法
と
し
て
の
法
比
較
」
が
実
践
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
含
意
す
る
。
こ
う
み
る
と
、「
国
際
私
法
と
関
わ
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
方
法
と
し
て
の
法
比
較
が
登
場
す
る
」
と
い

う
表
現
は
、「
牴
触
法
」
の
中
に
「
方
法
と
し
て
の
法
比
較
」
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
（
内
在
、
一
体
化
）
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
と

み
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。「
方
法
と
し
て
の
法
比
較
と
い
う
表
現
に
新
規
性
は
な
い
」
と
い
う
カ
ー
ン
の
指
摘
は
、
お
そ
ら
く
、
こ

の
よ
う
な
趣
旨
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、「
法
比
較
」
を
「
方
法

0

0

」
と
解
す
る
立
場
で
提
起
さ
れ
る

「
牴
触
法
と
法
比
較
と
の
間
に
い
か
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
と
、「
法
比
較
」
を
「
専
門
分
野

0

0

0

0

」
と
み
る
立
場
が
提
起
し

た
「
牴
触
法
と
法
比
較
と
の
間
に
い
か
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
と
は
、
そ
の
趣
旨
を
異
に
し
よ
う
。

⑶　

そ
れ
な
ら
ば
、
カ
ー
ン
は
「
方
法
と
し
て
の
法
比
較
」
の
具
体
的
な
実
践
過
程
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
比

較
」
と
い
う
行
為
を
複
数
の
ミ
ク
ロ
的
行
為
の
連
鎖
と
み
る
私
見）11
（

と
異
な
り
、
カ
ー
ン
は
「
比
較
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
何
も

述
べ
て
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
複
数
の
行
為
の
連
鎖
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
ら
が
規
範
と
直
接
に
結
び
付
く
こ
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と
は
な
い
。
法
律
学
の
中
核
を
成
す
「
規
範
（
基
準
）」
に
着
目
す
る
と
、
私
見
の
三
つ
の
行
為
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
判
断
基

準
が
特
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
判
断
基
準
の
要
件
お
よ
び
効
果
の
組
合
せ
の
当
否
に
関
わ
る
形
成
基
準
お
よ
び
そ
れ
ら
判
断
基
準
の
要
件
お
よ

び
効
果
の
解
釈
に
関
わ
る
適
用
基
準
も
確
認
さ
れ
る
等
、
段
階
的
か
つ
分
析
的
な
考
察
が
行
わ
れ
、
関
連
す
る
諸
基
準
の
排
列
が
明
示
さ

れ
て
初
め
て
、「
法
比
較
」
の
学
問
的
体
系
性
の
是
非
に
関
す
る
検
討
が
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
み
る
と
、「
牴
触
法
と
法
比
較
と

の
間
に
い
か
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
と
い
う
主
題
は
旧
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
今
日
で
も
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
」
と
い
う
事
実
が
文
献
等
に
よ
り
形
式
的
に

0

0

0

0

実
証
さ
れ
た
だ
け
で
は
、「
牴
触
法
と
法
比
較
と
の
間
に
い
か
に
密
接
な
関
係
が
あ

る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
実
質
的
な

0

0

0

0

解
答
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

三　

⑴　

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、
さ
ら
に
第
三
段
落
と
第
四
段
落
に
お
い
て
、
カ
ー
ン
の
見
解
の
影
響
等
を
取
り
上
げ
る
。
第
三
段
落

で
は
、
①
「
カ
ー
ン
が
こ
こ
で
『
新
規
性
は
な
い
』
と
表
現
し
た
趣
旨
を
、
彼
は
後
に
、
一
九
〇
〇
年
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
有
名
な
第

一
回
法
比
較
会
議
の
た
め
に
準
備
し
た
報
告
用
原
稿
に
記
し
て
い
た
」
こ
と
、
②
そ
の
報
告
用
「
原
稿
で
は
、
本
講
演
と
同
様
、
牴
触
法

に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
と
い
う
点
に
意
識
が
集
中
的
に
向
け
ら
れ
て
い
た
」
点
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
と
い
う
「
よ
う
な
趣
旨
か
ら
み

て
、
こ
の
原
稿
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
牴
触
法
と
法
比
較
の
両
分
野
を
通
じ
て
、
必
読
の
文
献
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
、
③
「
こ
の
よ

う
な
動
き
の
頂
点

0

0

」
を
成
す
の
が
「
時
期
的
に
カ
ー
ン
の
後
を
追
っ
て
登
場
し
た
、
国
際
私
法
お
よ
び
法
比
較
の
大
家
、
エ
ル
ン
ス
ト
・

ラ
ー
ベ
ル
」）

1（
（

で
あ
る
こ
と
、
④
ラ
ー
ベ
ル
の
『T

he Conflict of Law
s

（
牴
触
法
）』
が
（
方
法
と
し
て
の
）「
法
比
較
に
基
づ
い
て
い
た
」

こ
と
、
⑤
こ
の
主
題
が
統
一
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
い
た
「
第
一
〇
回
国
際
〈
法
比
較
〉
会
議）11
（

で
」「
発
表
さ
れ
た
、
詳
細
で
透
徹
し
た
、
今

日
で
も
有
益
な
諸
論
稿
は
い
ず
れ
も
そ
の
多
く
を
ラ
ー
ベ
ル
の
業
績
に
負
っ
て
い
る
」
こ
と
、
⑥
「
ド
イ
ツ
語
圏
を
み
る
と
、
国
際
私
法
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国
際
私
法
と
比
較
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

の
ど
の
教
科
書
で
も
独
立
し
た
章
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
で
法
比
較
が
国
際
私
法
の
不
可
避
の
伴
走
者
で
あ
る
旨
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と
は
国
際
的
な
百
科
事
典
に
も
あ
て
は
ま
る
」
こ
と
、
以
上
の
六
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。「
法
比
較
」
を
「
方
法
」
と
み
る
か

「
専
門
分
野
」
と
解
す
る
か
と
い
う
視
点
（
区
別
説
）
か
ら
こ
の
説
明
を
み
る
と
、
①
と
②
は
明
ら
か
に
「
方
法
」
に
分
類
さ
れ
る
。
⑥

は
、「
私
法
比
較
」
が
「
隣
接
領
域
」
と
さ
れ
て
い
る）11
（

と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
専
門
分
野
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
③

な
い
し
⑤
が
ど
ち
ら
に
属
す
る
か
を
決
め
る
判
断
材
料
は
右
の
文
中
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

⑵　

第
四
段
落
で
も
、
カ
ー
ン
の
見
解
に
つ
い
て
の
説
明
が
以
下
の
よ
う
に
補
足
さ
れ
る
。
⑦
「
一
般
的
に
い
え
ば
、
一
方
に
お
け
る

牴
触
規
定
の
形
成

0

0

と
他
方
に
お
け
る
牴
触
規
定
の
解
釈

0

0

・
適
用

0

0

と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
（
立
法
過
程
と
裁
判
過
程
と
の
区
別
）、
⑧

「
牴
触
法
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
特
に
中
世
か
ら
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
、
当
時
の
名
声
あ
る
学
者
た
ち
…
…
の
主
た
る
仕
事
で
あ
っ
た
」

こ
と
（
当
時
の
学
者
た
ち
の
努
力
に
よ
り
「
牴
触
法
」
分
野
の
独
自
性
が
追
求
さ
れ
た
こ
と
）、
⑨
「
法
比
較
と
い
う
名
称
も
法
比
較
と
い
う
専
門

分
野
も
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
活
動
の
基
礎
に
は
い
つ
も
法
比
較
が
あ
っ
た
」
こ
と
（「
法
比
較
」
と
い

う
専
門
分
野
（
名
称
）
が
登
場
す
る
以
前
か
ら
「
方
法
」
と
し
て
の
「
法
比
較
」
が
存
在
し
た
こ
と
）、
⑩
「
彼
ら
は
、
イ
タ
リ
ア
の
諸
都
市
、
フ

ラ
ン
ス
の
慣
習
、
オ
ラ
ン
ダ
の
自
治
州
、
ド
イ
ツ
の
領
邦
、
ア
メ
リ
カ
の
州
、
そ
れ
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
諸
国
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
内

容
を
異
に
す
る
法
が
形
成
さ
れ
て
い
た
か
を
よ
く
知
っ
て
い
た
」
こ
と
（「
比
較
」
の
対
象
に
は
、
時
代
に
よ
り
差
異
が
あ
る
こ
と
）、
⑪
「
そ

れ
ぞ
れ
の
状
況
を
み
る
と
、
暗
黙
裡
で
は
あ
っ
た
が
、
固
有
の
環
境
の
も
と
で
法
の
多
様
性
を
直
接
に
経
験
し
た
著
者
た
ち
の
熟
慮
と
い

う
か
た
ち
で
、
法
比
較
が
行
わ
れ
て
い
た
」
こ
と
（「
比
較
」
は
法
の
多
様
性
を
経
験
し
た
者
の
「
熟
慮
」
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

─
「
比

較
」
の
内
容
は
そ
れ
以
上
つ
ま
び
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
）、
⑫
「
こ
う
み
る
と
、
彼
ら
は
、
決
し
て
最
初
の
経
験
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

法
比
較
が
ひ
と
つ
の
独
立
し
た
学
問
分
野
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
と
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
」
こ
と
（「
法
比
較
」
と
言
う
名
称
が
な
か
っ
た
時
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代
に
も
、「
法
比
較
」
が
ひ
と
つ
の
独
立
し
た
「
学
問
分
野
」
で
あ
る
と
学
者
た
ち
が
感
じ
て
い
た
こ
と
）、
こ
れ
ら
六
点
が
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
。
ま
ず
、
⑦
に
い
う
立
法
過
程
で
の
「
比
較
」
と
裁
判
過
程
で
の
「
比

較
」
と
の
区
別
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
で
実
践
さ
れ
る
「
比
較
」
の
内
容
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
と
い
う
点
が
説
明
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
、
区
別
の
意
味
は
失
わ
れ
よ
う
（
こ
の
点
は
、
後
述
の
第
七
段
落
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）。
⑧
で
は
、「
牴
触
法
」
の
独
自
性
確

立
に
向
け
た
歴
史
的
背
景
が
説
明
さ
れ
て
い
た
。
⑨
で
は
、「
法
比
較
」
が
専
門
分
野
（
固
有
名
称
）
と
し
て
認
知
さ
れ
る
前
か
ら
、「
方

法
」
と
し
て
の
「
法
比
較
」
が
事
実
上
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
い
う
「
方
法
」
や
「
法
比
較
」
と
い
う
言
葉
の

内
容
は
一
切
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
⑩
で
は
、
時
代
に
よ
り
、
選
択
の
対
象
と
さ
れ
た
法
秩
序
の
内
容
が
異
な
る
こ
と
が
例
示
さ
れ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
の
「
法
比
較
」
の
内
容
（
特
に
「
方
法
」
の
実
態
）
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ

れ
ら
の
間
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
⑪
で
は
、
そ
れ
ら
の
間
で
「
法
比
較
が
行
わ
れ
て
い

た
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
、「
法
比
較
」
の
内
容
解
明
の
手
掛
か
り
は
ま
っ
た
く
示
さ
れ
て
い
な
い
。
⑫
で
は
、「
彼
ら
は

…
…
法
比
較
が
ひ
と
つ
の
独
立
し
た
学
問
分
野
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
と
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
」
と
結
ば
れ
る
が
、
⑦
な
い
し
⑪
に
示
さ

れ
た
脈
絡
の
な
い
説
明
が
な
ぜ
⑫
の
評
価
に
結
び
付
く
の
か
と
い
う
点
の
論
証
は
少
し
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。

「
方
法
」
と
し
て
の
「
法
比
較
」
が
「
専
門
分
野
」
に
昇
華
さ
れ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
学
問
体
系
に
必
要
な
、
専
門
分
野
と
し
て
の

独
自
性
を
実
証
す
る
諸
基
準
の
継
続
的
探
求
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
検
討
結
果
に
基
づ
い
て
学
問
体
系
に
固
有
の
諸
点
（
目
的
、
対
象
、

方
法
等
の
相
関
関
係
を
基
礎
と
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
説
明
す
る
基
礎
理
論
編
（
原
論
）
と
基
礎
理
論
を
社
会
的
諸
事
象
に
応
用
す
る
実
践
編
と
の
区
別
、

実
践
編
で
は
、
応
用
対
象
に
共
通
す
る
総
論
と
応
用
対
象
に
固
有
の
事
象
を
扱
う
各
論
と
の
区
別
）
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、「
法
比
較
」

と
い
う
専
門
分
野
を
、
世
代
を
超
え
て
継
承
さ
れ
る
学
問
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
（
経
験
的
技
術
の
集
積
に
体
系
性
が
付
随
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際
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法
と
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較
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と
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係
に
関
す
る
一
考
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（
山
内
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し
て
い
な
い
場
合
、
そ
れ
ら
は
「
秘
伝
」
や
「
極
意
」、「
名
人
芸
」
と
は
な
り
得
て
も
、
誰
も
が
継
承
し
得
る
ス
キ
ル
と
は
な
り
得
な
い
）。
こ
の
よ
う

に
み
る
と
、
カ
ー
ン
の
見
解
は
も
と
よ
り
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
の
理
解
で
も
、「
法
比
較
」
と
い
う
概
念
の
内
容
が
空
白
の
ま
ま
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
な
り
、「
法
比
較
」
が
方
法
な
の
か
専
門
分
野
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
判
断
を
下
せ
る
段
階
に
は
な
い
こ

と
が
分
か
る
。

四　

⑴　

第
五
段
落
と
第
六
段
落
は
、「
牴
触
法
」
の
立
法
過
程
で
行
わ
れ
る
「
法
比
較
」
の
説
明
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
第
七
段
落

か
ら
第
九
段
落
ま
で
は
、
牴
触
規
定
の
立
法
過
程
に
お
け
る
「
法
比
較
」
と
牴
触
規
定
の
解
釈
・
適
用
過
程
に
お
け
る
「
法
比
較
」
と
の

相
違
に
触
れ
ら
れ
る
。

第
五
段
落
で
は
、
ま
ず
①
「
法
比
較
は
、
そ
の
後
、
立
法
の
準
備
を
、
さ
ら
に
一
九
世
紀
以
降
に
な
る
と
国
際
条
約
、
特
に
ハ
ー
グ
条

約
の
準
備
を
進
め
る
過
程
で
、
一
層
、
明
確
か
つ
体
系
的
な
も
の
と
な
っ
た
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
国
内
立
法
で
も
条
約
作
成
の
場
合

で
も
、
複
数
の
選
択
肢
（
立
法
例
）
を
対
照
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
と
短
所
を
確
認
し
、
単
位
法
律
関
係
概
念
と
連
結
点
概
念
と
の
最
善

の
組
合
せ
を
実
現
し
よ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
選
択
肢
を
ど
の
よ
う
に
選
び
出
し
、
ど
の
よ
う
に
対
照
す
る

の
か
と
い
う
作
業
過
程
が
開
始
時
か
ら
終
了
時
ま
で
（
判
断
基
準
の
形
成
過
程
か
ら
そ
の
適
用
過
程
の
終
結
ま
で
）
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
い
う
「
法
比
較
」
の
内
容
が
不
明
の
た
め
、「
法
比
較
」
が
ど
の
点
に
お
い
て
「
一
層
、
明
確
」
に
な
っ
た
の
か
、

ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
体
系
的
な
も
の
」
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
誰
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
教
授
は
、
こ
れ
に

続
け
て
、「
国
際
私
法
立
法
の
こ
う
し
た
新
し
い
動
き
…
…
の
基
礎
に
は
…
…
準
備
の
過
程
で
法
比
較
の
実
施
経
験
が
あ
っ
た
し
、
今
で

も
そ
う
で
あ
る
」
旨
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、「
準
備
の
過
程
で
…
…
経
験
」
さ
れ
た
「
法
比
較
」
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な



五
九
二

も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
は
何
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

⑵　

第
六
段
落
で
は
、「
国
内
立
法
や
条
約
を
準
備
す
る
過
程
で
行
わ
れ
て
き
た
法
比
較
は
、
主
と
し
て
、
牴
触
規
定
と
国
際
管
轄
権

の
分
野
で
行
わ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
、「
法
比
較
」
が
行
わ
れ
た
主
要
な
領
域
が
列
挙
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
領
域
で
何
が
行
わ
れ
て
い
た

か
が
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
際
私
法
お
よ
び
国
際
手
続
法
が
他
の
諸
国
や
条
約
締
結
地
域
で
現
在
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か

が
じ
っ
く
り
と
観
察
さ
れ
、
そ
の
後
、
い
ず
れ
か
が
優
先
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
説
明
が
そ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
も
、
こ
れ

ら
二
つ
の
領
域
で
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
の
「
法
比
較
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。「
現
在
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
か
が
じ
っ
く
り
と
観
察
さ
れ
」
る
と
い
う
表
現
に
格
別
の
問
題
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
表
現
を
正
確
に
理

解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、「
観
察
」
と
い
う
行
為
の
内
容
（
ど
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
素
材
を
選
び
出
し
、
ど
の
よ
う
な
基
準
を
用

い
て
ど
の
よ
う
に
行
動
す
れ
ば
「
観
察
」
と
い
う
定
義
に
あ
て
は
ま
る
か
と
い
う
点
）
が
、
種
々
の
判
断
基
準
の
体
系
的
排
列
と
と
も
に
、
明
ら

か
に
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
諸
基
準
の
適
用
過
程
が
段
階
的
に
明
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
点

も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
誰
も
そ
の
趣
旨
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
に
、
教
授
は
、「
こ
れ
に
対
し
て
、
実
質
法

の
比
較
、
言
い
換
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
事
項
規
定
の
比
較
は
、
牴
触
法
の
分
野
で
は
も
は
や
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
法
律
や
条
約
の
起
草
者

は
、
諸
国
の
法
秩
序
に
関
し
て
法
比
較
に
よ
り
獲
得
済
み
の
既
存
の
知
識
を
利
用
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
第
七
段
落
で
は
、
逆
に
、

「
牴
触
規
定
を
解
釈

0

0

し
、
適
用

0

0

す
る
場
合
」、
立
法
過
程
で
行
わ
れ
る
「
法
比
較
」
と
は
「
事
情
が
異
な
る
」
旨
、
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
で

は
、
立
法
過
程
に
お
け
る
「
法
比
較
」
を
め
ぐ
る
事
情
と
解
釈
・
適
用
過
程
の
「
法
比
較
」
を
め
ぐ
る
事
情
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
か
。
こ
の
点
が
説
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
二
つ
の
事
情
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
と
い
う
点
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

牴
触
規
定
を
解
釈
す
る
場
合
、「
牴
触
規
定
を
適
正
に
働
か
せ
る
う
え
で
、
し
ば
し
ば
、
実
質
法
の
比
較
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
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う
説
明
か
ら
は
、
そ
の
反
対
解
釈
と
し
て
、
牴
触
規
定
の
立
法
段
階
で
は
「
実
質
法
の
比
較
が
必
要
と
な
っ
て
」
い
な
い
と
い
う
趣
旨
に

も
読
め
る
が
、
そ
の
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
。

⑶　

周
知
の
よ
う
に
、
牴
触
規
定
の
立
法
過
程
で
も
解
釈
過
程
で
も
、
個
別
具
体
的
事
案
に
お
け
る
実
質
法
の
適
用
結
果
が
ど
う
な
る

か
を
考
え
る
こ
と
な
く
、
た
だ
闇
雲
に
「
連
結
点
」
概
念
が
抽
象
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
形
成
さ
れ
た
り
解
釈
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
実

務
が
示
す
よ
う
に
、
訴
訟
上
の
請
求
の
認
否
と
い
う
事
案
の
最
終
結
果
か
ら
逆
算
し
て
、
個
々
の
論
点
に
つ
い
て
適
用
可
能
な
諸
国
実
質

法
の
具
体
的
な
解
釈
結
果
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
特
定
の
実
質
法
が
準
拠
実
質
法
と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
は
な
く
、
準
拠
実
質
法
が

選
ば
れ
な
け
れ
ば
、
連
結
点
概
念
の
解
釈
も
行
わ
れ
ず
、
ま
し
て
単
位
法
律
関
係
概
念
の
解
釈
に
も
至
ら
な
い
（
利
益
衡
量
）。
一
見
し
て

こ
れ
と
対
立
す
る
よ
う
に
み
え
る
概
念
法
学
的
な
説
明
（「
法
比
較
に
よ
り
獲
得
済
み
の
既
存
の
知
識
」）
が
外
見
上
は
実
務
的
思
索
の
結
果
と

し
て
類
型
化
さ
れ
た
公
式
（
当
該
問
題
が
法
廷
地
の
ど
の
独
立
牴
触
規
定
の
単
位
法
律
関
係
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
か
が
ま
ず
決
定
さ
れ
、
次
に
連
結
点

概
念
の
解
釈
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
準
拠
法
が
指
定
さ
れ
、
準
拠
実
質
法
の
解
釈
を
経
て
、
当
該
論
点
に
対
す
る
法
的
評
価
が
確
定
す
る
と
い
う
説
明
）

に
機
械
的
に
従
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
該
公
式
に
依
拠
し
た
結
果
が
不
適
切
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
右
の

結
果
選
択
的
思
考
に
よ
る
修
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、「
実
質
法
の
比
較
に
関
わ
る
知
識
は
、
牴
触
法
分

野
の
準
備
作
業
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
背
後
に
引
い
て
お
り
、
時
と
し
て
、
立
法
者
が
具
体
的
な
活
動
を
始
め
る
き
っ
か
け
を
提

供
す
る
に
と
ど
ま
る
」
と
す
る
教
授
の
主
張
に
直
ち
に
賛
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

五　

⑴　

教
授
は
、「
こ
の
よ
う
な
実
質
法
の
比
較
は
、
牴
触
規
定
の
法
律
要
件

0

0

0

0

を
解
釈
す
る
時
点
で
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
」
旨
、

指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
を
解
く
手
掛
か
り
と
し
て
、
三
つ
の
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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牴
触
規
定
の
法
律
要
件
を
解
釈
す
る
時
点
で
実
質
法
の
「
比
較
」
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
最
初
の
例
は
、
一
方
で
、
法
廷

地
に
「Ehe

（
婚
姻
）
は
夫
婦
双
方
の
住
所
地
法
に
よ
る
」
旨
の
双
方
的
独
立
牴
触
規
定
が
あ
る
が
、「
同
性
間
の
生
活
共
同
体
」
を
単
位

法
律
関
係
と
す
る
独
立
牴
触
規
定
が
な
く
（
お
そ
ら
く
は
実
質
法
上
「
同
性
間
の
生
活
共
同
体
」
が
否
定
さ
れ
て
い
な
が
ら
）、
他
方
、「
い
ず
れ

か
一
方
の
当
事
者
の
住
所
地
国
」（
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
法
秩
序
）
に
「
同
性
間
の
生
活
共
同
体
」
を
単
位
法
律
関
係

と
す
る
独
立
牴
触
規
定
が
あ
り
、
実
質
法
上
も
「
同
性
間
の
生
活
共
同
体
」
が
是
認
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
事
例
に
示
さ
れ
た

牴
触
法
上
の
解
釈
問
題
は
、
法
廷
地
独
立
牴
触
規
定
の
単
位
法
律
関
係
概
念
の
解
釈
上
、「
同
性
間
の
生
活
共
同
体
」
を
法
廷
地
独
立
牴

触
規
定
の
単
位
法
律
関
係
概
念
「Ehe

」
に
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
（
第
一
の
論
点
）。
教
授
の
説
明
の
要
点
は
、
肯
定

説
か
否
定
説
か
を
分
け
る
判
断
基
準
が
「
比
較
」
実
質
法
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
（
こ
こ
で
も
、「
比
較
」
実
質
法
の
内
容
、
す
な

わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
判
断
基
準
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
は
、
空
白
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。）。
実
質
法
（
よ
り
よ
く
言
え
ば
、
当
該
関
係
国
実

質
規
定
の
適
用
結
果
）
の
次
元
で
「
同
性
間
の
生
活
共
同
体
」
を
認
め
よ
う
と
す
れ
ば
、「
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
者
の
住
所
地
」
法
を
準

拠
法
に
指
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、「
同
性
間
の
生
活
共
同
体
」
を
法
廷
地
独
立
牴
触
規
定
の
単
位
法
律
関
係
概
念

「Ehe

」
に
包
摂
す
る
と
い
う
解
釈
が
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
、
実
質
法
上
「
同
性
間
の
生
活
共
同
体
」
を
否
定
し
よ
う

と
す
れ
ば
、「
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
者
の
住
所
地
」
法
を
準
拠
法
に
指
定
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
前
提
と
し
て
、「
同
性
間
の
生
活
共
同

体
」
を
法
廷
地
独
立
牴
触
規
定
の
単
位
法
律
関
係
概
念
「Ehe

」
に
包
摂
し
な
い
解
釈
が
優
先
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、「
同
性
間
の
生
活

共
同
体
」
の
成
否
は
（「
同
性
間
の
生
活
共
同
体
」
を
単
位
法
律
関
係
と
す
る
独
立
牴
触
規
定
を
欠
く
）
法
廷
地
の
牴
触
法
上
、
ど
の
独
立
牴
触
規

定
の
単
位
法
律
関
係
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
の
か
と
い
う
論
点
が
別
に
提
起
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
点
の
説
明
は
な
い
。
な
お
、
教

授
は
、
右
の
「Ehe

（
婚
姻
）
は
夫
婦
双
方
の
住
所
地
法
に
よ
る
」
と
い
う
双
方
的
独
立
牴
触
規
定
の
連
結
点
、
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
語
の
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「W
ohnsitz

」
と
い
う
言
葉
に
、
外
国
法
上
の
「D

om
izil

（
住
所
）」
と
か
「residence

（
居
所
）」
と
か
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
る
か 

否
か
と
い
う
論
点
（
第
二
の
論
点
）
を
付
記
す
る
（
こ
れ
は
、
第
一
の
法
律
効
果
で
あ
る
連
結
点
（
同
時
に
、
第
二
の
法
律
要
件
）
の
解
釈
に
関
わ

る
。）。

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、
牴
触
規
定
の
法
律
要
件
解
釈
時
に
「
比
較
」
実
質
法
が
始
ま
る
第
二
の
例
と
し
て
、「H

andelsgesellschaften

（
商
事
会
社
）
に
つ
い
て
は
そ
のSitz

（
法
人
住
所
）
の
法
に
よ
る
」
旨
の
双
方
的
独
立
牴
触
規
定
し
か
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
、
法
人

格
を
持
た
ず
、
ど
こ
に
も
登
録
さ
れ
て
い
な
い
人
的
結
合
（Personenvereinigung

）
が
こ
の
「H

andelsgesellschaften

」
と
い
う
単

位
法
律
関
係
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
論
点
（
第
三
の
論
点
）
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
点
も
最
初
の
例
と
同
様
に
処
理
さ
れ
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
右
の
独
立
牴
触
規
定
の
連
結
点
と
さ
れ
た
法
人
住
所
地
の
実
質
法
上
、
法
人
格
を
持
た
ず
、
ど
こ
に
も
登
録
さ
れ
て
い

な
い
人
的
結
合
に
も
法
的
地
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
法
的
地
位
を
認
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
独
立
牴
触
規

定
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
当
該
人
的
結
合
を
「H

andelsgesellschaften

」
概
念
に
包
摂
す
る
解
釈
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
逆
に
、
そ
の
法
的
地
位
を
否
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、「H

andelsgesellschaften

」
概
念
に
包
摂
し
な
い
と
す
る
解
釈
が
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
こ
で
も
、
ど
の
独
立
牴
触
規
定
の
単
位
法
律
関
係
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
か
と
い
う
代
替
案
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。）。

右
の
趣
旨
を
示
す
第
三
の
例
と
し
て
は
、
訴
訟
当
事
者
が
、
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
主
張
し
て
い
る
場
合
、
こ
の
請

求
権
は
、
義
務
違
反
の
態
様
に
応
じ
て
、
法
廷
地
の
契
約
外
責
任
に
関
す
る
独
立
牴
触
規
定
、
契
約
責
任
に
関
す
る
独
立
牴
触
規
定
、
契

約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
責
任
に
関
す
る
独
立
牴
触
規
定
、
こ
れ
ら
の
う
ち
ど
の
単
位
法
律
関
係
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
か
と
い
う
論
点

（
第
四
の
論
点
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
関
連
す
る
複
数
の
実
質
法
の
間
で
、
当
該
損
害
賠
償
請
求
権
の
認
否
に
関
わ
る
諸
論

点
の
解
決
策
が
最
初
に
対
比
さ
れ
、
ど
の
実
質
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
か
と
い
う
政
策
的
判
断
結
果
に
合
わ
せ
て
、
ど
の
独
立
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牴
触
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
が
後
知
恵
の
か
た
ち
で
決
定
さ
れ
、
そ
れ
に
見
合
う
よ
う
に
、
各
独
立
牴
触
規
定
の
単
位
法
律
関
係
概
念
の

解
釈
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
（
む
ろ
ん
、
実
定
法
の
解
釈
形
式
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
単
位
法
律
関
係
概
念
の
解
釈
➡
連
結
点
概
念
の
解
釈
➡

準
拠
実
質
法
の
解
釈
の
順
に
表
現
さ
れ
る
。）。
先
の
二
つ
の
場
合
、
例
示
さ
れ
た
独
立
牴
触
規
定
が
ひ
と
つ
し
か
な
い
た
め
、
当
該
規
定
の

単
位
法
律
関
係
概
念
に
包
摂
さ
れ
な
い
場
合
の
代
替
規
定
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
第
三
の
例
で
は
三
つ
の
独
立
牴
触
規
定
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
た
め
、
他
の
二
つ
が
代
替
案
と
な
り
得
よ
う
（
三
つ
の
単
位
法
律
関
係
概
念
す
べ
て
に
包
摂
さ
れ
な
い
と
き
は
、
さ
ら
な
る
代

替
案
の
探
求
が
必
要
と
な
る
。）。

こ
れ
ら
三
つ
の
例
を
通
じ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
牴
触
規
定
の
最
初
の
要
件
（「
単
位
法
律
関
係
」
概
念
）
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文

言
の
解
釈
（
第
一
の
論
点
、
第
三
の
論
点
お
よ
び
第
四
の
論
点
）、
ま
た
、
第
二
の
要
件
（「
連
結
点
」
概
念
）
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
言
の
解
釈

が
（
第
二
の
論
点
）
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
さ
れ
る
場
合
、
実
質
法
（
そ
の
適
用
結
果
）
次
元
で
の
「
比
較
」
の
結
果
が
決
め
手
と
な
る
と
い
う

点
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
肝
心
の
「
比
較
」
が
実
質
法
レ
ヴ
ェ
ル
で
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
と
い
う
点
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
。
ど
の
国
の
実
質
規
定
に
つ
い
て
も
解
釈
が
分
か
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
各
規
定
の
複
数
の
解
釈
可
能
性

の
う
ち
、
ど
の
よ
う
な
判
断
基
準
を
ど
の
よ
う
に
適
用
し
て
、
特
定
の
選
択
肢
を
優
先
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
け
れ

ば
、
法
的
論
証
を
行
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

⑵　

第
八
段
落
で
は
、
①
「
こ
の
点
こ
そ
…
…
と
か
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
性
質
決
定
と
い
う
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
牴
触
規
定
の

要
件
（「
単
位
法
律
関
係
」
概
念
）
の
解
釈
に
際
し
て
「
法
比
較
」
が
行
わ
れ
る
旨
、
指
摘
さ
れ
る
。
国
際
私
法
分
野
の
理
解
に
よ
れ
ば
、

法
律
関
係
の
性
質
決
定）11
（

と
い
う
言
葉
は
単
位
法
律
関
係
概
念
の
解
釈
問
題
を
表
し
、
連
結
点
概
念
の
解
釈
を
含
ま
な
い
。

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
牴
触
規
定
の
連
結
対
象
概
念
を
一
体
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
」
と
い
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う
問
題
、
お
よ
び
、「
適
用
さ
れ
る
当
該
牴
触
規
定
が
属
す
る
国
家
法
秩
序
の
体
系
と
解
釈
方
法
」
に
よ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
提
起

し
、
後
者
の
問
い
に
対
す
る
解
答
と
し
て
否
定
説
を
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

最
大
の
理
由
は
、
こ
こ
で
は
「
法
比
較
」
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
牴
触
規
定
の

解
釈
を
通
じ
て
準
拠
法
が
指
定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
実
行
可
能
な
解
釈
、
つ
ま
り
、
法
廷
地
実
質
法
説
に
対
す
る
非
難
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
通
例
、「
当
該
牴
触
規
定
が
属
す
る
国
」
は
法
廷
地
国
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
、「
当
該
牴
触
規
定
が
属
す
る
国
家
法
秩
序
の
体

系
と
解
釈
方
法
」
は
、
法
廷
地
国
内
実
質
法
上
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
法
廷
地
法
牴
触
法
上
の
概
念
と
し
て
受
け
入
れ
る
立
場
を
意
味
す

る
。
一
国
の
法
の
み
の
解
釈
に
専
念
す
る
（
つ
ま
り
、「
法
比
較
」
を
行
わ
な
い
）
立
場
と
複
数
の
選
択
肢
を
念
頭
に
お
い
て
「
法
比
較
」
の

実
施
を
要
求
す
る
立
場
と
は
、
考
慮
さ
れ
る
法
秩
序
が
単
数
か
複
数
か
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
そ
の
出
発
点
に
お
い

て
相
容
れ
な
い
。
し
か
し
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
法
比
較
」
の
実
施
を
求
め
る
立
場
か
ら
み
る
と
、「
法
比
較
」
が
行
わ

れ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
は
そ
の
主
張
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
り
、「
比
較
の
第
三
項
」
た
り
得
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
み
る
と
、

第
一
の
理
由
自
体
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
と
な
る
。
教
授
は
、
次
に
、「
当
該
牴
触
規
定
が
国
際
条
約
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場

合
や
当
該
牴
触
規
定
が
地
域
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
場
合
、
た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
牴
触
規
定
の
場
合
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
は
も
と
も
と
無
理
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
特
定
の
国
家
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
が
「
当
該
牴
触
規
定
が
属
す
る
国
」
と
な
る
場

合
に
言
及
す
る
。
統
一
法
の
場
合
、
内
容
を
異
に
す
る
法
秩
序
が
併
存
す
る
状
況
に
は
な
い
。
こ
う
み
る
と
、「
法
比
較
」
の
対
象
を
欠

く
た
め
に
「
法
比
較
」
を
実
施
で
き
な
い
こ
の
種
の
事
案
は
、
も
と
も
と
、
こ
の
理
由
の
適
用
範
囲
外
に
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。次

に
、
教
授
は
、「
牴
触
規
定
に
よ
り
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
国
家
法
秩
序
の
体
系
と
解
釈
方
法
」
に
よ
る
「
場
合
、
わ
れ
わ
れ
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は
す
ぐ
に
、
循
環
論
法
と
い
う
非
難
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
」
と
述
べ
て
、
こ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
否
定
す
る
。「
循
環
論
法
」

と
い
う
非
難
は
、

─
こ
の
点
も
周
知
の
事
柄
で
あ
る
が

─
、
法
廷
地
牴
触
規
定
に
よ
っ
て
準
拠
法
指
定
が
行
わ
れ
た
後
で
な
け
れ

ば
、「
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
国
家
法
秩
序
」
が
決
ま
ら
な
い
の
に
、
結
果
か
ら
発
想
す
る
立
場
の
矛
盾
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、

準
拠
法
を
決
定
す
る
前
の
段
階
で
必
要
な
判
断
基
準
に
、
当
該
判
断
基
準
を
使
わ
な
け
れ
ば
決
定
で
き
な
い
結
果
を
含
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
主
張
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
非
難
は
「
準
拠
法
所
属
国
実
質
法
説
」
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
み
る
と
、
第
一
の

指
摘
も
第
二
の
指
摘
も
実
質
法
説
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、
こ
の
よ
う
に
、「
適
用
さ
れ
る
当
該
牴
触
規
定
が
属
す
る
国
家
法
秩
序
の
体
系
と
解
釈
方
法
」
を
実
質
法
説
の

意
味
で
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
代
替
案
と
し
て
、
ラ
ー
ベ
ル
が
主
張
す
る
「
個
々
の
国
家
法
秩
序
の
体
系
と
解
釈
方

法
か
ら
離
れ
、
実
質
諸
法
を
包
括
的
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
性
質
決
定
を
行
う
こ
と
」（
自
主
的
比
較
法
説
）
を
提
案
す
る）11
（

が
、

同
時
に
、
こ
の
方
法
に
も
難
点
の
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
そ
う
し
た
要
求
は
、
実
務
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
お
そ

ら
く
は
学
問
研
究
に
と
っ
て
も
あ
ま
り
に
過
大
過
ぎ
る
要
求
で
あ
っ
た
」
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。「
過
大
過
ぎ
る
」
と
い
う
表
現

は
、「
実
質
諸
法
を
包
括
的
に
比
較
す
る
」
と
い
う
提
言
を
実
行
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
真
意
は
、
ど
の
よ
う

に
行
動
す
れ
ば
、「
包
括
的
に
比
較
」
し
た
こ
と
に
な
る
か
、
そ
の
趣
旨
が
少
し
も
具
体
的
か
つ
客
観
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点

に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
右
の
提
案
が
機
能
し
な
い
た
め
、
さ
ら
な
る
代
替
案
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、

提
唱
者
ラ
ー
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
学
理
も
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
も
こ
の
点
を
解
決
す
る
成
果
を
示
し
得
て
い
な
い）11
（

。

⑶　

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
牴
触
法
上
の
単
位
法
律
関
係
概
念
の
解
釈
方
法
如
何
と
い
う
こ
の
論
点
を
傍
ら
に
置
い
た
ま
ま
、
な
ぜ
か
、

立
法
に
際
し
て
単
位
法
律
関
係
概
念
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
べ
き
か
と
い
う
立
法
問
題
へ
と
話
題
を
転
換
す
る
。
教
授
は
、
立
法
時
に
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も
「
実
質
諸
法
を
包
括
的
に
比
較
す
る
」
よ
う
提
言
し
、「
そ
う
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
適
用
例
に
お
い
て
、
法
比
較
に
つ
い
て
の

相
当
の
知
識
を
備
え
た
う
え
で
、
国
際
的
に
み
て
偏
見
を
持
た
ず
に
評
価
す
る
こ
と
が
必
要
」
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
、

ど
の
よ
う
に
行
動
す
れ
ば
、「
国
際
的
に
み
て
偏
見
を
持
た
ず
に
評
価
す
る
」
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
説
明
が
な

い
。フ

レ
ス
ナ
ー
教
授
は
こ
の
点
の
解
明
を
先
送
り
し
、
ま
た
も
論
点
を
変
更
す
る
。
先
に
、
牴
触
規
定
の
法
律
要
件
を
解
釈
す
る
時
点
で

す
で
に
実
質
法
の
「
比
較
」
が
始
ま
っ
て
い
る
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
最
初
の
例
が
連
想
さ
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
の
設
例
は
、
法
廷
地
に
二

つ
の
独
立
牴
触
規
定
が
併
存
し
て
い
る
点
で
、
先
の
例
と
は
状
況
を
異
に
す
る
。
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
最
新
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
お

け
るgleichgeschlechtliche Ehe
（
同
性
婚
）
が
は
た
し
て
『Ehe

（
婚
姻
）』
と
言
え
る
か
否
か
、
…
…
（
ド
イ
ツ
の
民
法
典
施
行
法
第

一
四
条
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
際
私
法
典
第
一
八
条
の
よ
う
な
）『W

irkung der Ehe

（
婚
姻
の
効
力
）』
に
関
す
る
牴
触
規
定
の
規
律
対
象
な

の
か
、
…
…
（
ド
イ
ツ
の
民
法
典
施
行
法
第
一
七
ｂ
条
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
際
私
法
典
第
二
七
ａ
条
の
よ
う
な
）
特
設
さ
れ
た
牴
触
規
定
の
意
味

で
の
『Eingetragene Lebenspartnerschaft
（
登
録
さ
れ
た
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）』
に
当
た
る
の
か
」
と
い
う
例
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
右
の
三
つ
の
単
位
法
律
関
係
概
念
、
す
な
わ
ち
、「Ehe

（
婚
姻
）」、「W

irkung der Ehe

（
婚
姻
の
効
力
）」、「Eingetragene 

Lebenspartnerschaft

（
登
録
さ
れ
た
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）」
の
間
で
の
配
分
だ
け
で
な
く
、「gleichgeschlechtliche Ehe

（
同
性

婚
）」
が
そ
の
成
立
（
こ
の
単
位
法
律
関
係
は
、
さ
ら
に
、
実
質
的
成
立
要
件
と
形
式
的
成
立
要
件
（
方
式
）
と
に
分
割
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
）
と
効

力
と
に
分
別
さ
れ
る
か
否
か
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
右
の
例
で
は
単
位
法
律
関
係
が
「Ehe

（
婚
姻
）」
と

「W
irkung der Ehe

（
婚
姻
の
効
力
）」
と
に
二
分
さ
れ
て
い
る
た
め
、「Ehe
（
婚
姻
）」
を
「Eheschlie ϐung

（
婚
姻
の
成
立
）」
の
意
味

に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、
こ
の
説
明
に
続
け
て
、「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
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gleichgeschlechtliche Ehe

（
同
性
婚
）
が
…
…
『Ehe

（
婚
姻
）』
と
言
え
る
か
…
…
『W

irkung der Ehe

（
婚
姻
の
効
力
）』
に
関
す

る
牴
触
規
定
の
規
律
対
象
な
の
か
…
…
特
設
さ
れ
た
牴
触
規
定
の
意
味
で
の
『Eingetragene Lebenspartnerschaft

（
登
録
さ
れ
た
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）』
に
当
た
る
の
か
と
い
っ
た
論
点
は
、「
当
該
牴
触
規
定
の
本
国
（
法
廷
地
の
実
質
法
）
も
同
性
者
間
の
婚
姻
を
許
し

て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
の
評
価
だ
け
で
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、「
当
該
牴
触
規
定
の
本
国
（
法
廷
地
の

実
質
法
）」
の
法
し
か
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
性
質
決
定
の
基
準
如
何
に
関
す
る
法
廷
地
実
質
法
説
の
不
採

用
を
意
味
す
る
。
教
授
の
主
張
は
、
前
述
の
よ
う
に
、「
実
質
諸
法
を
包
括
的
に
比
較
す
る
」
と
い
う
方
法
で
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
ラ
ー
ベ
ル
の
自
主
的
比
較
法
説
に
回
帰
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
教
授
自
身
が
指
摘
し
て
い
た
同
説
の
難
点
克
服
へ
向

け
た
提
言
は
こ
こ
で
も
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

⑷　

第
九
段
落
で
は
、
ま
ず
「
牴
触
規
定
の
法
律
要
件
を
素
材
と
し
て
牴
触
法
と
法
比
較
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
と
、
多
く
の
例
が
あ

る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
単
位
法
律
関
係
概
念
の
解
釈
問
題
を
素
材
と
し
て
「
牴
触
法
」
と
「
法
比
較
」
と
の
関
わ
り
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
先
の
指
摘
の
繰
り
返
し
を
意
味
す
る
。
次
の
「
牴
触
規
定
に
よ
っ
て
外
国
法

0

0

0

が
準
拠
法
に
指
定
さ
れ
る
場
合
、
法0

律
効
果
の
側

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
」
と
い
う
文
章
は
、
連
結
点
概
念
の
解
釈
問
題
を
素
材
と
し
て
「
牴
触

法
」
と
「
法
比
較
」
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
先
の
指
摘
の
反
復
に
当
た
る
。
次
い
で
、
教
授
は
、「
牴
触
法
」
分

野
で
「
法
比
較
」
が
現
れ
る
場
面
と
し
て
、
公
序
条
項）11
（

（
従
属
牴
触
規
定

─
ド
イ
ツ
民
法
典
施
行
法
第
六
条
は
「m

it w
esentlichen 

Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist
」
と
規
定
す
る
。）
を
取
り
上
げ
る
。「
準
拠
法
に
指
定
さ
れ
た
外
国

法
と
内
国
法
と
の
違
い
が
著
し
い
場
合
、
外
国
法
の
適
用
結
果
が
内
国
の
公
の
秩
序
…
…
と
合
致
す
る
か
否
か
が
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
指
摘
が
そ
う
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
こ
の
指
摘
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
。
こ
の
点
を
問
う
の
は
、
準
拠
外
国
法
の
適
用
結
果
が
法
廷
地
従
属
牴
触
規
定

上
の
「
公
序
」
に
反
す
る
か
否
か
の
審
査
が
行
わ
れ
る
過
程
に
「
比
較
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
浮
か
ぶ
か

ら
で
あ
る
。
法
廷
地
公
序
条
項
適
用
時
の
中
心
的
論
点
は
、（
準
拠
外
国
実
質
法
規
の
適
用
結
果
が
法
廷
地
牴
触
法
上
の
公
序
に
反
す
る
か
否
か
と

い
う
）
第
二
要
件
具
備
の
有
無
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
教
授
は
右
の
表
現
で
「
準
拠
外
国
実
質
法
の
適
用
結
果
」
と
「
法
廷
地
牴
触

法
上
の
公
序
」
と
の
「
比
較
」
を
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
、「
比
較
」
の
本
義
が
確
認
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
「
比
較
」
と
い
う
行
為
は
、
同
一
の
判
断
基
準
（
複
数
の
比
較
対
象
物
か
ら
ま
っ
た
く
の
等
距
離
に
あ
る
と
い
う

意
味
で
の
「
比
較
の
第
三
項
」）
を
用
い
て
優
劣
を
判
定
で
き
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
機
能
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
比
較
対
象
物
が
当
該

判
断
基
準
に
よ
る
評
価
（
序
列
付
け
）
が
可
能
な
同
一
次
元
に
併
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
比
較
対
象
物
相
互
の
間
に
同
質
性
が
求
め

ら
れ
る
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
公
序
条
項
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
「
準
拠
外
国
実
質
法
の
適
用
結
果
」
の
例
と
し
て
は
、
法
律
関
係
の
成

否
や
法
的
効
力
の
有
無
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
法
廷
地
牴
触
法
上
の
公
序
」

─
こ
れ
は
「
絶
対
に
強
行
す
べ
き
内
国

法
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る

─
の
本
体
は
、
法
廷
地
の
基
本
的
な
価
値
概
念
（
離
婚
の
許
容
性
、
消
滅
時
効
制
度
の
採
用
等
）
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
公
序
違
反
の
有
無
の
審
査
で
行
わ
れ
る
作
業
は
、「
準
拠
外
国
実
質
法
の
適
用
結
果
」
が
「
法
廷
地
牴
触

法
上
の
公
序
」
に
合
致
す
る
か
否
か
の
実
体
判
断
で
あ
っ
て
、
同
じ
次
元
に
位
置
付
け
ら
れ
る
複
数
の
事
象
を
対
象
と
し
て
優
劣
を
判
定

す
る
「
比
較
」
に
は
当
た
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

⑸　

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、「
準
拠
法
が
、
法
廷
地
国
の
い
わ
ゆ
る
『
介
入
規
定
』
や
場
合
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
第

三
国
の
『
介
入
規
定
』
に
対
し
て
、
そ
の
地
位
を
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
」
状
況
を
挙
げ
て
い
る
。
教
授
は
、

準
拠
外
国
法
上
の
実
質
規
定
（
そ
の
内
容
お
よ
び
適
用
結
果
、
介
入
行
為
の
客
体
（
対
象
））
と
法
廷
地
国
（
ま
た
は
第
三
国
）
の
「
介
入
規
定
」）

11
（
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（
そ
の
内
容
お
よ
び
適
用
結
果
、
介
入
の
結
果
と
し
て
投
入
さ
れ
る
代
替
物
）
と
の
間
で
「
法
比
較
」
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
、「
比
較
」
と
い
う
行
為
の
本
義
が
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
廷
地
国

（
ま
た
は
第
三
国
）
の
「
介
入
規
定
」
の
適
用
の
可
否
が
判
定
さ
れ
る
場
合
の
作
業
過
程
は
、
法
廷
地
国
（
ま
た
は
第
三
国
）
の
政
策
判
断
に

基
づ
い
て
当
該
介
入
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
の
実
体
判
断
で
あ
っ
て
、
準
拠
外
国
法
上
の
実
質
規
定
と
法
廷
地
国
（
ま
た
は
第
三
国
）

の
「
介
入
規
定
」
を
同
一
次
元
に
配
置
し
、「
比
較
の
第
三
項
」
を
用
い
て
い
ず
れ
が
優
先
す
る
か
を
決
定
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
比

較
」
で
は
な
い
。

教
授
は
、
さ
ら
に
、「
こ
れ
に
似
た
こ
と
は
、
消
費
者
契
約
や
国
際
労
働
法
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
牴
触
規
定
が
準
拠
法
と

い
ず
れ
か
他
の
法
と
の
間
で
有
利
性
の
比
較
を
行
う
よ
う
求
め
る
と
き
に
み
ら
れ
…
…
、
い
わ
ゆ
る
「
択
一
連
結
（
選
択
的
連
結
）」
の
場

合
の
よ
う
に
、
牴
触
規
定
が
特
定
の
法
的
効
力

0

0

に
有
利
に
な
る
よ
う
に
定
め
て
い
る
と
き
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
す
る
。「
有

利
性
の
比
較
」
と
い
う
表
現
は
、
い
ず
れ
の
選
択
肢
が
有
利
で
あ
る
か
と
い
う
論
点
に
つ
き
、「
比
較
の
第
三
項
」
と
し
て
、
金
額
や
期

間
の
よ
う
に
客
観
化
が
可
能
な
指
標
を
基
礎
と
す
る
量
的
判
断
基
準
や
法
律
効
果
の
有
無
と
い
っ
た
主
観
的
判
断
を
基
礎
に
置
く
質
的
判

断
基
準
を
採
用
す
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
（
そ
こ
で
は
、「
…
…
と
き
」（
要
件
）
➡
「
…
…
『
有
利
』
と
判
定
す
る
」（
効
果
）
と
い
っ
た
「
有
利
性

の
有
無
の
判
断
基
準
」
が
あ
ら
か
じ
め
明
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）。
ま
た
「
択
一
連
結
」
と
い
う
言
い
方
は
、
連
結
点
と
な
る
空
間

的
要
素
相
互
の
間
で
「
選
択
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
が
、
そ
れ
で
も
、
い
ず
れ
の
選
択
肢
を
採
用
す
る
べ
き
か
と
い

う
論
点
に
つ
き
、「
比
較
の
第
三
項
」
と
い
う
名
の
共
通
判
断
基
準
を
用
い
て
優
劣
を
判
定
す
る
過
程
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
み
る
と
、
こ
の
例
は
「
法
比
較
」
の
素
材
と
な
り
得
よ
う
。
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六　

第
一
〇
段
落
で
は
、
ま
ず
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
事
案
に
当
て
は
ま
る
が
、
牴
触
法
そ
れ
自
体
が
法
比
較
を
必
要
と
し
て
い
た
」

旨
、
述
べ
ら
れ
る
。「
牴
触
法
そ
れ
自
体
が
法
比
較
を
必
要
」
と
す
る
と
い
う
指
摘
に
は
、
内
容
を
異
に
す
る
諸
国
法
秩
序
間
で
の
選
択

と
い
う
過
程
が
含
ま
れ
て
い
る
。
教
授
は
、「
そ
の
場
合
で
も
、
ど
れ
か
特
定
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
法
秩
序
上
の
各
法
規
を
、
も
う
ひ
と
つ

別
の
特
定
の
法
秩
序
に
お
け
る
こ
れ
と
内
容
を
異
に
す
る
各
法
規
と
比
較
し
か
つ
評
価
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
何
が
不
足
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
教
授
は
、「
評
価
を
行
う
た
め
に
は
、
当
該
法
規
が
他
の
諸
法
規
と
ど
の
よ
う
に
関

連
し
て
い
る
か
や
個
々
の
法
規
が
当
該
法
秩
序
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
も
し
ば
し
ば
調
査
さ
れ
か
つ

尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
を
指
摘
し
、「
状
況
に
よ
り
、
国
際
的
に
み
て
適
切
な
判
断
を
下
そ
う
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
多
く
の

法
秩
序
に
お
け
る
法
状
況
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
調
査
し
か
つ
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
に
も
触
れ

ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、文
中
に
用
い
ら
れ
た
種
々
の
行
為
類
型
を
表
す
言
葉
（「
比
較
す
る
（vergleichen

）」、「
評
価
す
る
（bew

erten

）」、

「
調
査
す
る
（erm

itteln

）」、「
尊
重
す
る
（w

ürdigen
）」）
に
つ
い
て
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
行
為
に
該
当
し
、
そ
の
結
果
、
右
の
「
足
り
な
い
」
点
を
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
補
え
る
の
か
と
い
う
点
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
や
は
り
、「
…
…
が
…
…
し
て
い
る
と
き
」（
要
件
）
➡
「
…
…
と
…
…
と
は
関
連
し
て
い
る
」（
効
果
）
と
す
る
判

断
基
準
や
「
…
…
が
…
…
し
て
い
る
と
き
」（
要
件
）
➡
「
…
…
は
…
…
と
い
う
機
能
を
有
す
る
」（
効
果
）
と
い
う
判
断
基
準
が
事
前
に

明
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
法
規
相
互
の
関
連
性
や
個
々
の
法
規
が
当
該
法
秩
序
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
と

い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

教
授
は
、
最
後
に
、「
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
牴
触
規
定
の
解
釈
に
際
し
て
求
め
ら
れ
る
法
比
較
が
明
ら
か
に
高
度
な
も
の
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。「
高
度
な
」「
法
比
較
」
を
実
践
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
こ
で
も
、
そ
こ
に
い
う
「
法
比
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較
」
の
内
容
が
客
観
性
を
担
保
さ
れ
た
具
体
的
行
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
問
と
し

て
の
「
法
比
較
」
に
は
、
抽
象
的
な
理
念
を
語
る
だ
け
で
な
く
、
実
践
に
堪
え
得
る
方
法
論
の
提
示
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

七　

⑴　

第
一
一
段
落
で
は
、「
こ
の
よ
う
な
思
考
過
程
も
他
の
若
干
の
思
考
過
程
も
古
典
的
な
テ
ー
マ
に
属
す
る
」
こ
と
、「
古
典
的

な
テ
ー
マ
と
い
う
表
現
は
、
国
際
私
法
分
野
の
著
者
た
ち
が
、
法
比
較
が
牴
触
規
定
の
法
律
効
果
の
側
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
か
と
い
う
問
題
を
取
り
扱
う
と
き
に
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
」
こ
と
、
こ
れ
ら
が
述
べ
ら
れ
る
。「
古
典
的
な
テ
ー
マ
」
と
い
う
表

現
は
、
旧
く
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
今
な
お
、
定
説
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
解
決
策
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
趣

旨
に
も
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
「
思
考
過
程
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
内
容
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ

の
真
意
を
掴
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
い
で
、
教
授
は
、「
お
よ
そ
外
国
法
を
適
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
か
、
実
際
に
外
国
法
が
適
用

さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
事
態
は
、
も
は
や
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
べ
き
『
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
』
と
い
う
テ
ー
マ
に
は
入
ら
な
い
」

と
い
う
。
そ
れ
は
、
適
用
法
規
と
し
て
外
国
法
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
に
は
「
選
択
」
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
「
法
比
較
」
が
行

わ
れ
る
余
地
が
あ
る
の
に
対
し
て
、「
外
国
法
を
適
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
場
合
も
「
実
際
に
外
国
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
」
場
合
も
、

そ
こ
に
登
場
す
る
法
秩
序
は
準
拠
法
と
し
て
選
ば
れ
た
当
該
外
国
法
の
み
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
当
該
外

国
法
上
の
個
別
規
定
の
解
釈
過
程
で
複
数
の
解
釈
可
能
性
（
判
例
法
、
学
説
法
等
）
が
対
比
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
み
る
と
、
そ
こ
に
は

「
選
択
」
の
過
程
が
登
場
す
る
た
め
、「
法
比
較
」
が
行
わ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
よ
う
。

教
授
は
、「『
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
』
と
い
う
テ
ー
マ
に
は
入
ら
な
い
」
例
と
し
て
、
法
廷
地
法
が
準
拠
法
に
指
定
さ
れ
る
場
合
に

言
及
す
る
。
し
か
し
、「『
本
来
の
』
準
拠
法
と
は
異
な
る
法
を
指
定
す
る
と
い
う
方
法
で
、
牴
触
規
定
が
法
廷
地
法
を
指
定
す
れ
ば
、
牴
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触
法
は
、
最
も
強
く
そ
の
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
明
さ
れ
る
場
合
、
本
来
の
準
拠
法
を
指
定
す
る
最
初
の
独
立
牴
触
規

定
と
法
廷
地
法
を
指
定
す
る
別
の
独
立
牴
触
規
定
と
の
間
で
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、「
特
別
連
結
」
の
場
合
）
よ
う
に
も
み
え

る
（
こ
こ
で
は
、
第
一
段
階
で
ど
の
よ
う
な
優
劣
判
定
基
準
の
も
と
に
「
本
来
の
」
準
拠
法
が
優
先
さ
れ
た
か
の
説
明
と
第
二
段
階
で
ど
の
よ
う
な
修
正

基
準
の
も
と
で
法
廷
地
法
が
優
先
さ
れ
た
か
の
説
明
が
追
加
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）。
あ
る
い
は
、
こ
の
点
は
、
ど
ち
ら
の
独
立
牴
触
規
定

を
適
用
す
る
か
が
当
該
国
の
従
属
牴
触
規
定
に
よ
っ
て
法
定
（
序
列
付
け
）
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
選
択
」
の
余
地
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
方
、「
こ
れ
に
対
し
て
、
牴
触
法
が
最
初
か
ら
法
廷
地
法
を
指
定
し
て
い
れ
ば
、
法
廷
地
法
は
さ
ほ
ど
目
立
た
な

い
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
る
場
合
も
、
独
立
牴
触
規
定
の
解
釈
過
程
で
、
ど
の
よ
う
な
優
劣
判
定
基
準
の
も
と
で
最
初
か
ら
法
廷
地
法

が
優
先
さ
れ
た
か
の
説
明
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
…
…
目
立
た
な
い
」
と
判
断
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、「
法
廷
地
国
で

は
、
ど
の
み
ち
、
自
国
法
へ
の
指
定
が
も
と
も
と
期
待
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、「
期
待
」
と
い
う
行
為
の

主
体
が
原
告
な
の
か
被
告
か
、
そ
れ
と
も
裁
判
所
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
何
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
教
授
の
真
意
を
理
解
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

⑵　

最
後
に
、
第
一
二
段
落
で
は
、「
外
国
法
へ
の
指
定
は
、
ひ
と
つ
の
時
点
を
表
し
て
お
り
、
国
際
私
法
に
お
け
る
法
比
較
が
特
に

明
確
に
必
要
と
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
牴
触
規
定
の
解
釈
過
程
で
「
法
比
較
」
が
い

つ
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。「
外
国
法
へ
の
指
定
」
は
連
結
点
の
解
釈
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
立
法

上
、
連
結
点
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、「
…
…
の
当
時
に
お
け
る
」
と
い
う
限
定
を
付
す
不
変
更
主
義
（
立
法
に
よ
る
固
定
）
と
そ
う
し
た

限
定
を
付
さ
な
い
変
更
主
義
（
裁
判
に
よ
る
固
定
）
と
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
む
ろ
ん
一
般
原
則
に
よ
り
、
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
時

が
基
準
と
な
る
。「
比
較
」
を
単
数
の
行
為
で
は
な
く
、
対
象
物
の
選
定
、
異
同
の
確
認
、
優
劣
の
判
定
等
、
個
別
行
為
か
ら
成
る
一
連
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の
プ
ロ
セ
ス
と
み
る
筆
者
の
理
解
で
は
、
こ
の
基
準
時
は
最
終
段
階
に
位
置
す
る
優
劣
判
定
時
と
い
う
意
味
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
の
「
牴
触
規
定
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
初
め
て
、
解
釈
す
る
資
格
を
本
来
付
与
さ
れ
て
い
な
い
法
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

立
場
に
追
い
込
ま
れ
た
法
律
家
に
対
し
、
法
比
較
を
実
践
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
知
識
と
能
力
を
要
求
す
る
」
と
い
う
文
章
中
の
「
解
釈

す
る
資
格
を
本
来
付
与
さ
れ
て
い
な
い
法
」
と
い
う
表
現
は
、
む
ろ
ん
、
外
国
法
を
指
す
。
外
国
法
が
準
拠
法
に
指
定
さ
れ
た
場
合
、

「
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
法
律
家
は
外
国
法
を
調
査
し
、
理
解
し
、
全
体
を
関
連
さ
せ
て
展
望
し
、
確
実
に
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「
そ
の
際
、
背
後
の
安
全
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
慣
れ
親
し
ん
だ
自
国
法
と
比
較
す
る
こ
と
は
、

─
た
と

え
そ
れ
が
往
々
に
し
て
暗
黙
裡
に
行
わ
れ
る
と
し
て
も

─
、
い
つ
も
助
け
と
な
る
し
、
そ
の
よ
う
に
実
行
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
説
明

と
「
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
と
き
は
つ
ね
に
、
法
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
文
章
と
を
併
せ
考
え
て
み
る
と
、
準
拠
外
国
法
と
法

廷
地
法
と
の
「
比
較
」
が
常
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
趣
旨
に
理
解
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
準
拠
法
に
指
定
さ
れ
た
外
国
法
を
適
用
す
る

裁
判
所
が
こ
こ
で
な
ぜ
法
廷
地
法
と
の
「
比
較
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
何
も
説
明
が
な
い
（
こ
こ
で

は
「
自
国
本
位
的
傾
向
（hom

ew
ard trend

）」
が
想
定
さ
れ
得
る
。

─
あ
る
い
は
、
公
序
条
項
に
よ
る
準
拠
外
国
法
の
適
用
排
除
の
場
面
が
そ
こ
で

想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
み
る
立
場
で
は
、
公
序
条
項
の
適
用
過
程
に
「
法
比
較
」
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。）。

八　

こ
の
章
で
は
、
ま
ず
、「
牴
触
法
と
法
比
較
と
の
間
に
い
か
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
」
と
い
う
主
題
が
旧
く
か
ら
繰
り
返
し
取

り
上
げ
ら
れ
て
き
た
点
が
確
認
さ
れ
て
い
た
。
教
授
は
、
右
の
主
題
に
関
連
さ
せ
て
、「
方
法
と
し
て
の
法
比
較
」
説
に
立
つ
カ
ー
ン
の

見
解
を
紹
介
し
、
カ
ー
ン
の
見
解
が
及
ぼ
し
た
影
響
に
も
触
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
ラ
ー
ベ
ル
の
著
作
が
法
比
較
に
基
づ
い
て
い
た
こ

と
、
ラ
ー
ベ
ル
の
業
績
が
第
一
〇
回
国
際
法
比
較
会
議
で
の
報
告
等
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
法
比
較
が
国
際
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私
法
の
不
可
避
の
伴
走
者
で
あ
る
と
の
理
解
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
牴
触
規
定
の
立
法
過
程
に
お
け

る
「
法
比
較
」
と
牴
触
規
定
の
解
釈
・
適
用
過
程
に
お
け
る
「
法
比
較
」
と
が
異
な
る
こ
と
、「
法
比
較
」
が
単
位
法
律
関
係
概
念
の
解

釈
に
関
わ
る
性
質
決
定
問
題
、
連
結
点
の
解
釈
問
題
、
公
序
条
項
や
介
入
規
定
の
適
用
、
消
費
者
契
約
や
国
際
労
働
法
の
分
野
に
お
け
る

有
利
性
の
比
較
や
択
一
連
結
等
と
関
わ
る
こ
と
、
牴
触
法
そ
れ
自
体
が
準
拠
法
決
定
過
程
に
「
選
択
」
行
為
を
内
包
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、「
法
比
較
」
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
際
、
法
廷
地
法
と
の
対
比
過
程
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
。

3　
「
Ⅲ　

新
た
な
特
色
」

前
章
の
末
尾
で
は
、「
こ
の
時
点
に
着
目
し
て
眺
め
て
み
る
と
、
国
際
私
法
と
法
比
較
と
の
関
係
が
、
そ
の
後
の
新
し
い
発
展
を
通
じ

て
、
最
も
強
く
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
」
と
述
べ
て
、
国
際
私
法
と
法
比
較
と
の
関
係
が
変
化
し
た
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い

た
。
そ
れ
で
は
、
両
者
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
第
三
章
「
Ⅲ　

新
た
な
特
色
」
は
、「
Ａ　

当
事
者
自
治

と
準
拠
法
選
択
の
自
由
（Parteiautonom

ie und W
ahlfreiheit

）」、「
Ｂ　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
（Europäisches K

ollisionsrecht

）」
お
よ

び
「
Ｃ　

新
し
い
法
比
較
（N

eue Rechtsvergleichung
）」、
こ
れ
ら
三
つ
の
節
に
分
か
た
れ
て
い
る
。

⑴
　「
Ａ　

当
事
者
自
治
と
準
拠
法
選
択
の
自
由
」

一　

最
初
の
節
は
、「
Ａ　

当
事
者
自
治
と
準
拠
法
選
択
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
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“
①
こ
れ
ら
の
発
展
の
う
ち
で
最
初
の
特
色
は
、
こ
の
二
〇
年
な
い
し
三
〇
年
の
間
に
当
事
者
自
治
が
一
層
広
く
普
及
し
た
こ
と
で
あ
る

─
当

事
者
自
治
と
は
、
こ
の
場
合
、
法
律
行
為
と
し
て
規
律
さ
れ
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
準
拠
法
と
な
る
私
法
を
行
為
者
が
選
ぶ
権
能
を
い
う
。
こ
の
権

能
は
準
拠
法
選
択
の
自
由
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
当
事
者
自
治
は
、
前
世
紀
中
葉
以
降
、
契
約
法
に
つ
い
て
最
も
広
く
承
認
さ
れ
て
き
た
。
近

年
は
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
立
法
が
契
約
外
責
任
法
に
、
そ
の
後
は
家
族
法
と
相
続
法
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
無
体

財
産
法
の
ほ
か
、
資
本
市
場
で
流
通
す
る
証
券
の
一
括
保
管
に
関
す
る
法
に
も
同
じ
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
は
、
準
拠
法
選
択

の
自
由
を
広
範
囲
に
亘
っ
て
会
社
法
に
つ
い
て
も
押
し
進
め
て
い
る
。

②
法
律
行
為
に
よ
る
準
拠
法
選
択
に
は
、
間
接
的
な

0

0

0

0

準
拠
法
選
択
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
間
接
的
な

0

0

0

0

準
拠
法
選
択
と
呼
ぶ
の
は
、
明
文
の
牴

触
法
に
定
め
ら
れ
た
連
結
点
、
た
と
え
ば
、
常
居
所
（
旅
行
の
自
由
や
居
住
移
転
の
自
由
が
あ
る
た
め
、
常
居
所
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
）、

物
の
所
在
地
（
物
流
が
自
由
に
行
わ
れ
る
た
め
、
物
の
所
在
地
も
変
更
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
）、
団
体
の
本
拠
や
利
益
集
計
地
（
居
住
移
転
の
自
由

に
加
え
、
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
た
め
、
団
体
の
本
拠
や
利
益
集
計
地
も
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
）、
こ
れ
ら
が
し
ば
し
ば
自
由
意
思
に
基
づ
い

て
選
択
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
常
居
所
、
所
在
地
、
本
拠
、
そ
れ
に
行
動
地
、
こ
れ
ら
を
新
た
に
設
け
れ
ば
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、

当
該
国
の
家
族
法
、
相
続
法
、
物
権
法
お
よ
び
会
社
法
（
も
ち
ろ
ん
、
当
該
国
の
租
税
法
を
含
む
）、
こ
れ
ら
を
意
識
的
に
選
び
取
る
こ
と
も
で
き
る
。

③
こ
れ
に
追
加
さ
れ
る
の
が
国
際
民
事
訴
訟
法
で
あ
る
。
国
際
民
事
訴
訟
法
で
は
、
住
所
地
と
い
う
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
裁
判
籍
と
い
わ
ゆ
る

自
由
選
択
が
可
能
な
裁
判
籍
と
が
用
意
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
合
意
管
轄
が
国
際
的
に
保
護
さ
れ
、
仲
裁
裁
判
の
合
意
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
、

特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
み
ら
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
選
択
的
技
法
と
い
う
、
や
や
新
し
い
動
き
が
目
に
付
く
。
こ
の
技
法
で
は
、
国
際
的
な
利
用
に

供
さ
れ
る
統
一
法
（

─
実
際
、
こ
こ
で
触
れ
ら
れ
る
の
は
、「
成
文
法
」
に
つ
い
て
で
あ
る

─
）
が
作
成
さ
れ
る
が
、
こ
の
統
一
法
は
現
に
存

在
す
る
各
国
の
法
と
並
び
立
つ
関
係
に
あ
り
、
た
だ
各
国
は
自
国
法
に
代
え
て
こ
の
統
一
法
を
優
先
し
て
適
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
連
合
で
は
、
こ
の
間
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
利
益
団
体
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
株
式
会
社
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
同
組
合
と
い
う
新
し
い
団
体
形
式
が
登
場
し

て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
事
会
社
」
お
よ
び
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
売
買
法
」
に
関
す
る
複
数
の
提
案
・
草
案
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
知
的
所
有
権
法
や
工
業
所
有
権
法
、
特
許
法
に
至
る
ま
で
、
選
択
的
技
法
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ほ
か
の
国
際
的
な
分
野

と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
、
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
条
約
が
挙
げ
ら
れ
る
。
統
一
売
買
法
は
客
観
的
要
件
を
充
た
せ
ば
当
然
に
適
用
さ
れ
る
が
、
当
事

者
双
方
は
統
一
売
買
法
の
適
用
を
回
避
す
る
（「opt out

」）
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
適
用
を
否
定
す
る
こ
と
と
適
用
を
肯
定
す
る
こ
と
と
は

逆
の
場
面
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
「
選
択
的
技
法
」
も
こ
れ
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
。
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④
こ
う
し
た
新
し
い
動
き
を
纏
め
る
と
、
格
別
の
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
国
際
的
状
況
で
望
ま
し
い
私
法
秩
序
を
求
め
る
者
に
と
っ
て
は
、

明
ら
か
に
、
自
由
な
選
択

0

0

0

0

0

が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
。
あ
る
者
は
、
こ
の
事
態
を
短
く
「
長
い
尾
を
引
き
な
が
ら
天
空
を
駆
け
て
い
く
彗

星
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
ほ
ど
急
激
な
当
事
者
自
治
の
発
展
」
と
呼
ん
で
い
た 

。
し
か
し
、
そ
う
し
た
表
現
は
不
適
切
で
あ
り
、
む
し
ろ
過
剰
に
過

ぎ
る
。
と
い
う
の
は
、
選
択
の
自
由
は
、
彗
星
の
よ
う
に
、
ど
こ
か
知
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
突
然
に
降
っ
て
湧
い
た
も
の
で
は
な
く
、
生
活
の
国
際

化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
、
き
わ
め
て
現
実
的
で
十
分
に
説
明
で
き
る
動
き
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
選
択
の
自
由
は
、

そ
う
し
た
動
き
が
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
後
も
消
え
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
選
択
の
自
由
は
、
国
際
的
な
私
法
分
野
に
お
け
る
立
法
時
の
原
則
と

し
て
ま
す
ま
す
定
着
し
て
行
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⑤
こ
の
こ
と
は
国
際
私
法
の
理
論
構
成
に
も
当
て
は
ま
る
。
前
世
紀
末
頃
ま
で
、
た
と
え
ば
国
際
契
約
法
の
分
野
で
準
拠
法
選
択
の
自
由
に
つ
い

て
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
教
科
書
は
、
好
意
的
に
み
て
も
、
説
明
に
困
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
私
人
の
準
拠
法
選
択
が
も
っ
ぱ
ら
実
務

の
必
要
性
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
理
由
は
、
そ
う
し
た
準
拠
法
選
択
に
よ
っ
て
、
両
当
事
者
が
よ
り
大
き
な
法
的
安
定
性
を
得
ら
れ
る
と
い
う

点
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
状
況
を
み
る
と
、
理
論
構
成
を
め
ぐ
る
状
況
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い
る
。
準
拠
法
選
択
の
自
由
は
今
の
社
会
で

ま
す
ま
す
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
際
的
な
私
法
秩
序
を
形
成
す
る
基
本
思
想
の
筆
頭
に
躍
り
出
て
い
る
。
そ
う
し
た
動
き
を
も
た
ら

し
た
事
情
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
が
、
ど
の
事
情
に
も
一
致
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
意
図
は
、
法
的
安
定
性
の
確
保
お
よ
び
多
様
な
法
の
適
切

な
活
用
と
い
う
、
国
際
的
な
場
で
活
動
す
る
自
然
人
や
法
人
の
基
本
的
要
請
を
満
た
す
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

⑥
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
準
拠
法
選
択
の
自
由
は
、
単
純
に
、
私
法
の
中
核
的
思
想
に
基
づ
い
て
発
展
し
た
も
の
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
人
の
法
律
行
為
を
通
し
て
行
わ
れ
る
生
活
関
係
の
規
律
は
、
実
定
私
法
を
介
し
て
、
確
固
た
る
法
的
枠
組
み
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
実
定
私
法
は
世
界
的
規
模
で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
国
際
的
な
場
で
活
動
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
そ
の
目
標
を
完
全
に
達
成
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
実
定
私
法
は
、
少
な
く
と
も
、
行
為
者
が

─
ま
さ
し
く
法
律
行
為
を
通
じ
て

─
多
く
の
私
法
の
中
か
ら
ひ

と
つ
を
選
び
取
る
と
い
う
や
り
方
で
、
行
為
者
自
身
が
主
体
的
に
秩
序
を
形
成
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
点
を
正
当
に
評
価
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

⑦
も
う
ひ
と
つ
の
事
情
は
、
国
家
と
個
人
と
の
関
係
、
言
い
換
え
る
と
、
国
家
が
個
人
に
自
由
を
与
え
、
個
人
が
主
体
的
に
責
任
を
負
う
と
い
う

点
に
関
す
る
啓
蒙
主
義
哲
学
（
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、
カ
ン
ト
）
に
起
因
す
る
。
こ
の
哲
学
は
、
今
日
で
は
、
民
主
主
義
憲
法
お
よ
び
多
様
な
人
権
の

中
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
法
の
世
界
は
ど
う
し
て
も
多
元
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
自
由
に
準
拠
法
を
選
ぶ
こ
と
で
、
他
者
の
権
利
が
侵
害
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さ
れ
た
り
、
公
共
の
福
祉
や
行
為
者
自
身
が
害
さ
れ
た
り
し
な
い
限
り
、
行
為
者
は
原
則
と
し
て
準
拠
法
選
択
の
自
由
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
考
え
は
、
こ
う
い
っ
た
基
本
方
針
の
反
映
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
諸
条
約
に
基
本
的
自

由
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
こ
う
し
た
見
方
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
経
済
活
動
に
法
的
枠
組
み
を
与
え
る
準
拠
法
選
択
の
自
由
が
原
則
的

に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
も
、
域
内
市
場
に
お
け
る
移
動
の
自
由
と
い
う
概
念
に
含
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑧
最
後
に
、
準
拠
法
選
択
の
自
由
を
承
認
す
る
理
論
構
成
を
支
え
る
最
近
の
動
き
と
し
て
、
法
の
経
済
的
分
析
と
い
う
考
え
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
国
際
的
に
み
て
多
様
な
法
が
併
存
す
る
状
況
を
利
用
す
る
者
が
み
ず
か
ら
の
進
退
を
ど
の
法
に
委
ね
る
か
を
自
由
に
判
断
で
き
る
と
す

れ
ば
、
法
の
経
済
的
分
析
が
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
付
加
価
値
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑨
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
実
定
法
的
根
拠
を
備
え
た
準
拠
法
選
択
の
自
由
に
対
す
る
理
論
的
基
礎
付
け
は
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
主
観
的
な
意
思
を
考
慮
す
る
準
拠
法
選
択
の
自
由
は
、
つ
い
に
は
国
際
私
法
の
複
数
の
教
科
書
で
、
客
観
的
連
結
に
関
す
る
諸
原
則
を
補
充

す
る
付
録
の
よ
う
な
立
場
か
ら
第
一
順
位
の
連
結
原
則
へ
と
高
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
実
定
法
た
る
牴
触
法
を
補
充
的
な
地
位
へ
と
追
い
や
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
う
み
る
と
、
二
一
世
紀
の
牴
触
法
文
献
で
は
、
準
拠
法
選
択
の
自
由
が
、
か
つ
て
実
質
私
法
の
教
科
書
類
が
一
九
世
紀
の
法
律
行
為
理

論
を
出
発
点
と
し
て
い
た
よ
う
な
重
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

⑩
そ
れ
な
ら
ば
、
以
上
に
述
べ
た
こ
と
は
は
た
し
て
法
比
較
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
牴
触
法
分
野
に
お
い
て
準
拠
法
選
択

の
自
由
の
比
重
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
、
牴
触
法
に
と
っ
て
の
法
比
較
の
意
義
を
、
な
ぜ
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
変
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え

は
単
純
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
選
ぼ
う
と
す
る
者
は
賢
く
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
選
択
可
能
な
解
決
策
の
す
べ
て
を

知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
尽
き
る
。
選
択
可
能
な
複
数
の
解
決
策
、
そ
れ
ら
の
特
性
、
長
所
お
よ
び
短
所
、
こ
れ
ら
の

情
報
を
提
供
す
る
の
が
法
比
較
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
法
比
較
に
よ
っ
て
考
慮
を
要
す
る
複
数
の
法
秩
序
を
総
合
的
に
み
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

総
合
的
に
み
る
こ
と
で
、
実
定
牴
触
規
定
に
よ
り
準
拠
法
に
指
定
さ
れ
る
特
定
の
法
秩
序
に
対
す
る
見
方
と
は
多
少
と
も
異
な
る
見
方
が
得
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
国
際
私
法
は
、
こ
の
分
野
で
こ
れ
ま
で
判
断
の
基
礎
と
さ
れ
て
き
た
過
去
の
事
実
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
代
え
て
、
こ
の
よ
う
に
法

比
較
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
視
線
を
前
に
向
け
、
将
来
ど
の
よ
う
な
立
法
が
必
要
と
な
り
、
法
を
ど
の
よ
う
に
適
用
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
諸
課
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
際
私
法
の
こ
う
し
た
予
防
的
機
能
を
考
慮
す
る
と
、
法
律
問
題
を

扱
う
法
律
家
に
と
っ
て
、
い
か
に
法
比
較

0

0

0

が
重
要
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
法
比
較
は
、
法
律
問
題
を
扱
う
法
律
家
に
対
し
、
法
の
知
識
を
必

要
と
す
る
者
が
正
し
く
選
べ
る
よ
う
助
言
す
る
能
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
自
治
の
役
割
が
格
段
に
重
要
と
な
っ
た
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現
状
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
点
に
新
規
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
が
大
学
に
お
け
る
法
比
較
の
研
究
教
育
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る）

11
（

。”

二　

⑴　

こ
の
節
は
、
一
〇
の
段
落
か
ら
成
る
。
通
常
の
理
解）11
（

に
よ
れ
ば
、「
当
事
者
自
治
」
と
は
、
立
法
者

0

0

0

が
、「
当
事
者
の
意
思
」

と
い
う
文
言
を
連
結
点
と
し
て
採
用
す
る
立
法
主
義
（
主
観
主
義
）
を
い
う
。「
準
拠
法
選
択
」
と
は
、
法
律
行
為
の
当
事
者

0

0

0

が
準
拠
法
を

任
意
に
選
択
す
る
自
由
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
自
身
、「
こ
の
権
能
は
準
拠
法
選
択
の
自
由
と
呼
ば
れ
る
こ
と

も
あ
る
」
と
補
足
す
る
よ
う
に
、「
当
事
者
自
治
」
と
「
準
拠
法
選
択
」
と
は
、
視
点
（
行
為
主
体
）
の
相
違
に
よ
る
表
現
上
の
差
に
過
ぎ

ず
、
そ
の
内
容
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
。

「
法
比
較
」
の
過
程
に
「
選
択
」
が
含
ま
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
る
と
、
牴
触
規
定
の
立
法
者
は
、
諸
国
の
関
連
法
制
を
参
照
し
、
そ

れ
ら
を
「
比
較
」
し
た
う
え
で
、「
当
事
者
の
意
思
」
を
連
結
点
と
す
る
べ
き
か
否
か
、
そ
の
際
に
何
か
特
別
の
条
件
を
付
す
べ
き
か
否

か
、
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
付
す
べ
き
か
と
い
っ
た
諸
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
渉
外

契
約
の
当
事
者
は
、
契
約
準
拠
法
を
自
ら
決
め
る
か
否
か
、
ど
の
法
を
契
約
準
拠
法
と
す
る
べ
き
か
、
準
拠
法
指
定
を
実
質
法
的
指
定
と

す
る
か
牴
触
法
的
指
定
と
す
る
か
等
の
諸
点
を
決
め
る
に
際
し
て
、
諸
国
の
関
連
規
定
を
参
照
し
、
そ
れ
ら
を
「
比
較
」
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
そ
れ
で
は
、「
当
事
者
自
治
と
準
拠
法
選
択
」
に
関
し
て
、「
国
際
私
法
と
法
比
較
と
の
関
係
」
は
ど
の
よ
う
に
「
変
更
さ
れ
て

い
る
」
の
だ
ろ
う
か
。

⑵　

第
一
段
落
で
は
、「
最
初
の
特
色
」
と
し
て
、「
前
世
紀
中
葉
以
降
、
契
約
法
に
つ
い
て
最
も
広
く
承
認
さ
れ
て
き
た
」
当
事
者
自

治
が
「
一
層
広
く
普
及
し
た
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
近
年
は
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
立
法
が
契
約
外
責
任
法
に
、
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そ
の
後
は
家
族
法
と
相
続
法
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
」、「
こ
う
し
た
動
き
は
無
体
財
産
法
の
ほ
か
、
資
本
市
場
で
流
通
す
る
証
券
の
一
括
保

管
に
関
す
る
法
に
も
同
じ
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
」
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
る
。
教
授
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、「
有
利
性
の
比
較
」
が
登
場
す

る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
当
事
者
自
治
の
定
義
（「
法
律
行
為
と
し
て
規
律
さ
れ
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
準
拠
法
と
な
る
私
法
を
行
為
者
が

選
ぶ
権
能
」）
に
い
う
「
法
律
行
為
」
に
会
社
設
立
行
為
も
含
ま
れ
る
と
み
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
は
、
準
拠
法
選
択
の
自
由
を
広
範

囲
に
亘
っ
て
会
社
法
に
つ
い
て
も
押
し
進
め
て
い
る
」
点
に
言
及
す
る
。

「
当
事
者
自
治
」
が
「
一
層
広
く
普
及
し
た
」
と
み
る
教
授
の
主
張
に
は
、「
当
事
者
の
意
思
」
が
連
結
点
と
さ
れ
る
場
合
の
ほ
か
、

「
間
接
的
な

0

0

0

0

準
拠
法
選
択
」
と
名
付
け
ら
れ
た
事
象
も
含
ま
れ
て
い
る
。「
間
接
的
な
準
拠
法
選
択
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
常
居

所
、
物
の
所
在
地
、
団
体
の
本
拠
や
利
益
集
計
地
」、
こ
れ
ら
の
連
結
点
に
該
当
す
る
地
が
「
し
ば
し
ば
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
選
択
さ

れ
て
い
る
」
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
実
際
に
、
常
居
所
、
所
在
地
、
本
拠
、
そ
れ
に
行
動
地
、
こ
れ
ら
を
新
た
に
設
け
れ
ば
、
間

接
的
に
で
は
あ
る
が
、
当
該
国
の
家
族
法
、
相
続
法
、
物
権
法
お
よ
び
会
社
法
（
も
ち
ろ
ん
、
当
該
国
の
租
税
法
を
含
む
）、
こ
れ
ら
を
意
識

的
に
選
び
取
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
す
る
説
明
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
「
当
事
者
自
治
」
概
念
の
拡
張
に
他
な
ら
な

い
。
む
ろ
ん
、「
準
拠
法
選
択
（
当
事
者
自
治
）」
概
念
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
は
、
論
者
に
委
ね
ら
れ
た
、
ひ
と
つ
の
政
策
判
断
事

項
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、

─
第
一
段
落
末
尾
で
触
れ
ら
れ
た
会
社
設
立
の
自
由
を
含
め
て

─
、
連
結
点
に
関
す

る
立
法
主
義
の
違
い
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
法
者
が
み
ず
か
ら
の
意
思
で
特
定
の
地
を
連
結
点
と
す
る
客
観
主
義
と
、
立

法
者
が
特
定
の
地
を
選
び
取
る
こ
と
を
断
念
し
、
連
結
点
の
内
容
を
成
す
地
の
特
定
を
当
事
者
に
委
ね
る
旨
を
立
法
者
が
採
用
す
る
主
観

主
義
と
は
、
基
本
的
に
、
連
結
点
決
定
の
仕
方
を
異
に
す
る
。
客
観
主
義
か
主
観
主
義
か
（
連
結
点
を
ど
の
よ
う
に
決
定
す
る
べ
き
か
）
の
判

断
過
程
に
現
れ
る
中
心
的
な
論
点
は
、
立
法
者
自
身
が
特
定
の
地
を
選
ぶ
か
否
か
で
あ
り
、
当
事
者
の
意
思
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
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点
は
、
立
法
者
の
政
策
判
断
か
ら
導
か
れ
る
派
生
的
な
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、「
間
接
的

0

0

0

な
準
拠
法
選
択
」
と
い
う

表
現
で
客
観
主
義
立
法
の
一
部
を
主
観
主
義
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
、
客
観
主
義
の
立
脚
点
を
没
却
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
国
際
私
法
分

野
の
伝
統
的
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
当
事
者
の
自
由
意
思
に
よ
る
「
連
結
点
」
の
人
為
的
操
作
は
、「
準
拠
法
選
択
」
概
念
へ
の

組
込
み
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
そ
の
恣
意
的
操
作
の
行
過
ぎ
が
問
題
と
な
る
局
面
に
限
っ
て
、「
法
律
回
避
論
」）

1（
（

に
よ
る
規
制
の
可
能
性
が

論
じ
ら
れ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
。

⑶　

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、「
間
接
的
な
準
拠
法
選
択
」
と
同
様
、
結
果
に
お
い
て
当
事
者
の
自
由
意
思
が
尊
重
さ
れ
た
例
を
さ
ら
に

追
求
す
る
。
第
三
段
落
で
は
、「
国
際
民
事
訴
訟
法
で
は
、
住
所
地
と
い
う
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
裁
判
籍
と
い
わ
ゆ
る
自
由
選
択
が
可

能
な
裁
判
籍
と
が
用
意
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
合
意
管
轄
が
国
際
的
に
保
護
さ
れ
、
仲
裁
裁
判
の
合
意
も
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。「
当
事
者
自
治
」
お
よ
び
「
準
拠
法
選
択
」
と
い
う
表
現
は
も
と
も
と
実
体
法
分
野
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
フ
レ
ス

ナ
ー
教
授
は
こ
の
点
に
触
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
概
念
に
手
続
法
的
事
項
を
組
み
入
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
牴
触
法
的
概
念
を
希
釈
化
さ
せ

る
恐
れ
が
あ
る
。

確
か
に
、「
自
由
選
択
が
可
能
な
裁
判
籍
」（
普
通
裁
判
籍
と
さ
れ
る
「
住
所
地
と
い
う
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
裁
判
籍
」
の
ほ
か
、
任
意
の
操
作

が
可
能
な
所
在
地
等
、
特
別
裁
判
籍
を
含
む
。）、
合
意
管
轄
や
応
訴
管
轄
、
そ
れ
に
仲
裁
付
託
合
意
等
、
当
事
者
の
自
由
意
思
が
結
果
的
に
尊

重
さ
れ
る
事
象
は
手
続
法
的
事
項
に
も
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
論
文
の
表
題
（「
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
」）
お
よ
び
本

文
冒
頭
の
限
定
表
現
（「
牴
触
法
（
国
際
私
法
）」）
が
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
牴
触
法
（
国
際
私
法
）」
に
含
ま
れ
な

い
国
際
民
事
訴
訟
法
分
野
が
な
ぜ
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
こ
の
点
に
触
れ
な
い
ま
ま
歩
を
進
め
、
段
落
後
半
で
、
当
事
者
の
自
由
意
思
が
結
果
的
に
認
め
ら
れ
る
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第
三
の
モ
デ
ル
（「
統
一
法
」）
に
言
及
す
る
。「
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
…
…
選
択
的
技
法
と
い
う
、
や
や
新
し
い
動
き
が
目
に
付
く
」

と
し
て
、
若
干
の
立
法
例
が
列
挙
さ
れ
る
。
教
授
は
、
さ
ら
に
、「
知
的
所
有
権
法
や
工
業
所
有
権
法
、
特
許
法
に
至
る
ま
で
、
選
択
的

技
法
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
、
ヴ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
条
約
は
「
客
観
的
要
件
を
充
た
せ
ば
当
然
に
適
用
さ
れ
る

が
、
当
事
者
双
方
は
統
一
売
買
法
の
適
用
を
回
避
（「opt out

」）」
で
き
る
こ
と
等
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
統
一
売
買
法
を
適
用
す
る

か
否
か
の
判
断
過
程
に
「
選
択
」
行
為
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、「
適
用
を
否
定
す
る
こ
と
と
適
用
を
肯
定
す
る
こ
と
と
は
逆
の
場
面
を

示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
『
選
択
的
技
法
』
も
こ
れ
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
」
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
そ

こ
で
実
質
的
な
「
選
択
（「
比
較
」）」
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
統
一
条
約
と
国
家
法
で
あ
っ
て
、
国
家
法
秩
序
間
で
の
「
選
択
」
で

は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
統
一
法
が
こ
こ
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
国
際
的
な
利
用
に
供
さ
れ
る
統
一
法
…
…
は
現
に
存
在
す

る
各
国
の
法
と
並
び
立
つ
関
係
に
あ
り
、
た
だ
各
国
は
自
国
法
に
代
え
て
こ
の
統
一
法
を
優
先
し
て
適
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
点
を
、
統
一
条
約
の
適
用
除
外
の
可
否
と
い
う
条
約
法
上
の
解
釈
問
題
と
捉
え
る
か
、「
法
比
較
」

の
一
例
と
み
る
か
と
い
う
点
は
、「
比
較
」
概
念
の
定
義
如
何
に
還
元
さ
れ
よ
う
。

⑷　

第
四
段
落
で
は
、
準
拠
法
決
定
基
準
と
し
て
の
「
当
事
者
自
治
」、
手
続
法
的
事
項
に
関
す
る
当
事
者
意
思
の
尊
重
、
統
一
法
適

用
過
程
に
お
け
る
当
事
者
意
思
の
尊
重
、
こ
れ
ら
三
分
野
に
共
通
す
る
印
象
が
新
し
い
動
き
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
ま
ず
、「
望
ま
し
い

私
法
秩
序
を
求
め
る
者
に
と
っ
て
…
…
自
由
な
選
択

0

0

0

0

0

が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
」
旨
、
述
べ
ら
れ
、
次
に
、
当
事
者
の
自
由
意

思
の
尊
重
と
い
う
趨
勢
が
急
激
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
が
、「
生
活
の
国
際
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
…
…
動
き
か
ら
生
ま

れ
た
」
点
に
求
め
ら
れ
、
そ
し
て
、「
選
択
の
自
由
は
、
国
際
的
な
私
法
分
野
に
お
け
る
立
法
時
の
原
則
と
し
て
ま
す
ま
す
定
着
し
て
行

く
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
今
後
も
続
く
と
い
う
展
望
が
示
さ
れ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
教
授
の
場
合
、「
比
較
」（「
選
択
」）
が
行
わ
れ
る
場
面
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
に
お
け
る
「
比
較
」（「
選
択
」）
の
過
程
に
つ
い
て
は
何
ひ
と
つ
説
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
私
的
経

験
を
省
み
て
も
、
も
と
も
と
差
異
の
あ
る
も
の
し
か
「
比
較
」
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
比
較
対
象
物
選
定
段
階
で
す

で
に
、
差
異
の
有
無
を
確
認
す
る
一
般
的
判
断
基
準
を
判
断
主
体
が
体
得
し
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
比
較
対
象
物
が
選
定
（
特
定
）

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
ま
た
、
異
同
確
認
後
に
「
選
択
」
と
い
う
形
式
で
優
劣
の
判
定
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
優
劣
判
定
基

準
が
判
定
行
為
前
に
判
断
者
に
明
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
予
見
可
能
性
を
欠
く
こ
と
と
な
り
、
法
的
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
そ
れ
で
は
、
優
劣
判
定
基
準
は
ど
の
時
点
で
判
断
行
為
者
に
自
覚
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
異
同
確
認
基
準
の
後
に
優
劣
判
定
基
準

が
現
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
異
同
確
認
基
準
に
先
ん
じ
て
優
劣
判
定
基
準
が
存
在
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、「
選
択
」

と
い
う
に
せ
よ
「
比
較
」
と
い
う
に
せ
よ
、
関
連
す
る
諸
基
準
の
解
明
と
そ
れ
ら
の
体
系
的
位
置
付
け
に
関
す
る
包
括
的
な
説
明
が
必
要

と
な
ろ
う
。

三　

⑴　

第
五
段
落
で
は
、
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
が
「
国
際
私
法
の
理
論
構
成
に
も
当
て
は
ま
る
」
旨
、
指
摘
さ
れ
る
。

た
だ
、
そ
こ
に
い
う
「
国
際
私
法
の
理
論
構
成
」
と
は
何
か
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
趣
旨
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
（
む
ろ
ん
、「
理
論
構
成
」
に
は
、
信
仰
告
白
の
よ
う
に
情
緒
的
な
意
思
表
明
に
代
え
て
、
同
語
反
覆
に
陥
ら
な
い
よ
う
、「
比
較
の
第
三
項
」
が
求

め
ら
れ
る
。）。

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、「
前
世
紀
末
頃
ま
で
…
…
国
際
契
約
法
の
分
野
で
準
拠
法
選
択
の
自
由
に
つ
い
て
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
教
科
書
は
、
好
意
的
に
み
て
も
、
説
明
に
困
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
」
と
述
べ
て
、「
当
事
者
自
治
」
主
義
採
用
の
根
拠
付
け
の
難
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し
さ
が
実
感
さ
れ
て
い
た
点
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、「
私
人
の
準
拠
法
選
択
が
も
っ
ぱ
ら
実
務
の
必
要
性
か
ら
受
け
入
れ
ら

れ
て
き
た
理
由
は
、
そ
う
し
た
準
拠
法
選
択
に
よ
っ
て
、
両
当
事
者
が
よ
り
大
き
な
法
的
安
定
性
を
得
ら
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
」
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。
教
授
は
、
法
的
安
定
性
の
重
視
と
い
う
視
点
を
強
調
し
、「
準
拠
法
選
択
の
自
由
は
今
の
社
会
で
ま
す
ま
す
頻
繁
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
際
的
な
私
法
秩
序
を
形
成
す
る
基
本
思
想
の
筆
頭
に
躍
り
出
て
い
る
」
と
述
べ
、
最
後
に
「
そ
う
し
た
動
き

を
も
た
ら
し
た
事
情
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
が
、
…
…
そ
の
意
図
は
、
法
的
安
定
性
の
確
保
お
よ
び
多
様
な
法
の
適
切
な
活
用
と
い
う
、
国

際
的
な
場
で
活
動
す
る
自
然
人
や
法
人
の
基
本
的
要
請
を
満
た
す
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」
と
主
張
す
る
。

⑵　
「
両
当
事
者
が
よ
り
大
き
な
法
的
安
定
性
を
得
ら
れ
る
」
と
い
う
表
現
を
み
る
と
、
当
事
者
自
治
主
義
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
、

結
局
、
契
約
当
事
者
側
の
便
宜
に
尽
き
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、「
法
的
安
定
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
通
例
、
各
行
為
に
対
す
る
評

価
を
め
ぐ
る
司
法
判
断
が
一
定
期
間
継
続
す
る
事
態
（
第
一
の
条
件
）
を
前
提
と
し
て
、
後
の
行
為
者
が
み
ず
か
ら
の
行
為
に
つ
い
て
も

同
旨
の
司
法
判
断
が
下
さ
れ
る
と
考
え
る
予
測
を
是
認
す
る
状
況
（
あ
る
行
為
の
法
的
効
果
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
か
の
予
測
が
可
能
な
状

態
）（
第
二
の
条
件
）
と
解
さ
れ
て
い
る）11
（

。
こ
う
み
る
と
、
当
事
者
間
の
準
拠
法
選
択
行
為
が
有
効
で
あ
る
と
の
司
法
判
断
が
一
定
期
間
継

続
し
て
い
る
状
況
が
確
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
法
的
安
定
性
を
正
当
化
の
根
拠
に
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、「
当
事
者
自

治
」
が
（
判
例
法
と
し
て
）
規
範
化
し
た
段
階
に
至
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
事
後
に
続
く
別
の
事
案
の
当
事
者
は
準
拠
法
の
予
見
可
能
性
を

確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
対
世
的
効
果
と
し
て
法
的
安
定
性
が
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
法
的
安
定
性
は
、
当
事
者

自
治
主
義
の
存
在
を
前
提
と
し
て
得
ら
れ
る
ひ
と
つ
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
法
的
安
定
性
を
当
事
者
自
治
に
前
置
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
意
味
で
、
法
的
安
定
性
は
当
事
者
自
治
主
義
の
採
用
根
拠
た
り
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
教
授
が
い
う
「
法
的
安
定

性
」
は
、
個
別
事
案
に
お
け
る
当
事
者
へ
の
配
慮
で
あ
っ
て
、
一
般
的
妥
当
根
拠
で
は
な
く
、
同
教
授
の
説
明
に
は
、
結
論
先
取
り
と
い
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う
意
味
で
、「
循
環
論
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

⑶　

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
第
六
段
落
で
は
、「
準
拠
法
選
択
の
自
由
は
、
単
純
に
、
私
法
の
中
核
的
思
想
に
基
づ
い
て
発
展
し
た
も
の

と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
そ
の
よ
う
な
評
価
を
下
す
根
拠
は
何
ひ
と
つ
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

次
の
「
私
人
の
法
律
行
為
を
通
し
て
行
わ
れ
る
生
活
関
係
の
規
律
は
、
実
定
私
法
を
介
し
て
、
確
固
た
る
法
的
枠
組
み
を
与
え
ら
れ
る
」

と
い
う
指
摘
は
、
実
定
法
規
範
に
基
づ
く
司
法
を
通
じ
て
、
法
的
安
定
性
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
一
般
的
説
明
と
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。「
実
定
私
法
は
世
界
的
規
模
で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
国
際
的
な
場
で
活
動
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
そ
の
目

標
を
完
全
に
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
記
述
は
、
世
界
的
規
模
で
の
統
一
法
が
な
い
以
上
、
誰
に
も
、
世
界
的
規
模
で
法
的

安
定
性
を
望
み
得
な
い
と
い
う
趣
旨
の
よ
う
に
読
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
末
尾
の
「
実
定
私
法
は
、
少
な
く
と
も
、
行
為
者
が

─
ま

さ
し
く
法
律
行
為
を
通
じ
て

─
多
く
の
私
法
の
中
か
ら
ひ
と
つ
を
選
び
取
る
と
い
う
や
り
方
で
、
行
為
者
自
身
が
主
体
的
に
秩
序
を
形

成
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
点
を
正
当
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
説
明
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
法
廷
地
を
選

ぶ
こ
と
で
、
法
廷
地
実
定
法
の
も
と
で
も
得
ら
れ
る
法
的
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な

行
為
態
様
を
な
ぜ
「
正
当
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
論
拠
が
欠
け
て
い
る
。

四　

⑴　

第
七
段
落
で
は
、「
当
事
者
自
治
」
推
進
論
を
支
え
る
思
想
的
背
景
が
「
国
家
と
個
人
と
の
関
係
、
言
い
換
え
る
と
、
国
家

が
個
人
に
自
由
を
与
え
、
個
人
が
主
体
的
に
責
任
を
負
う
と
い
う
点
に
関
す
る
啓
蒙
主
義
哲
学
…
…
に
起
因
す
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。
そ
こ
で
は
、「
法
の
世
界
は
ど
う
し
て
も
多
元
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
自
由
に
準
拠
法
を
選
ぶ
こ
と
で
、
他
者
の
権
利
が

侵
害
さ
れ
た
り
、
公
共
の
福
祉
や
行
為
者
自
身
が
害
さ
れ
た
り
し
な
い
限
り
、
行
為
者
は
原
則
と
し
て
準
拠
法
選
択
の
自
由
を
持
た
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
は
、
こ
う
い
っ
た
基
本
方
針
の
反
映
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
行
為
者
は
原
則

と
し
て
準
拠
法
選
択
の
自
由
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
」
の
基
盤
が
「
啓
蒙
主
義
哲
学
」
に
あ
る
と
す
る
右
の
主
張
の
立

論
過
程
を
み
る
と
、
一
方
の
、
そ
う
し
た
考
え
（
自
由
な
意
思
決
定
を
認
め
、
尊
重
す
る
こ
と
）
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
、
他
方
の
、
原
因
・
理

由
を
示
す
、「
の
で
」
と
い
う
接
続
助
詞
（「
の
で
」
の
前
に
述
べ
た
内
容
を
根
拠
に
、「
の
で
」
の
後
の
内
容
が
生
じ
た
こ
と
を
示
す
）
の
前
に
置

か
れ
た
記
述
、
す
な
わ
ち
、「
法
の
世
界
は
ど
う
し
て
も
多
元
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」（
自
由
な
意
思
決
定
を
認
め
る
か
否
か
、
ど
の
程
度

認
め
る
か
等
の
判
断
が
分
裂
す
る
こ
と
自
体
、
自
由
な
意
思
決
定
を
認
め
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
こ
と
）
と
い
う
指
摘
が
啓
蒙
主
義
哲
学
の
成
立
根

拠
と
な
り
得
る
と
い
う
政
策
的
評
価
と
は
な
ん
ら
直
結
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、「
の
で
」
で
区
切
ら
れ
た
前
後
の
記
述

内
容
が
同
語
反
覆
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、「
当
事
者
自
治
」
の
正
当
性
を
さ
ら
に
補
強
し
よ
う
と
し
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
諸
条

約
に
基
本
的
自
由
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
こ
う
し
た
見
方
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
て
い
る
」
と
も
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
に
も

直
ち
に
賛
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
諸
条
約
に
基
本
的
自
由
が
定
め
ら
れ
た
」
と
い
う
事
実
は

確
か
に
右
の
考
え
へ
の
賛
同
を
示
す
例
と
な
り
得
る
が
、
政
策
的
意
思
表
明
の
正
当
性
を
決
め
る
基
準
を
、
賛
同
事
例
の
数
量
的
多
寡
に

求
め
る
立
場
（
多
数
決
制
）
を
採
る
の
で
な
い
限
り
、「
こ
う
し
た
見
方
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
て
い
る
」
と
は
言
い
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

教
授
は
、
当
事
者
自
治
推
進
論
を
支
え
る
思
想
的
背
景
と
な
っ
た
啓
蒙
主
義
「
哲
学
は
、
今
日
で
は
、
民
主
主
義
憲
法
お
よ
び
多
様
な
人

権
の
中
に
反
映
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
、「
経
済
活
動
に
法
的
枠
組
み
を
与
え
る
準
拠
法
選
択
の
自
由
が
原
則
的
に
認
め
ら
れ
る
と

い
う
点
も
、
域
内
市
場
に
お
け
る
移
動
の
自
由
と
い
う
概
念
に
含
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
一
方
に
お
け

る
、
個
人
の
自
由
を
尊
重
す
る
こ
と
の
要
否
（「
個
人
の
自
由
を
尊
重
す
る
」
旨
の
判
断
基
準
の
要
否
）
と
、
他
方
に
お
け
る
、
そ
の
自
由
を
制
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限
す
る
こ
と
の
要
否
（
右
の
判
断
基
準
の
必
要
性
を
肯
定
し
た
う
え
で
、
当
該
判
断
基
準
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
と
い
う
意
味
で
の
適
用
基
準
の
要

否
）
と
は
、
前
者
が
判
断
基
準
そ
れ
自
体
の
内
容
の
是
非
を
扱
い
、
後
者
が
当
該
判
断
基
準
の
適
用
基
準
の
内
容
の
是
非
を
論
じ
る
と
い

う
意
味
で
議
論
の
次
元
を
異
に
す
る
た
め
、
各
解
答
の
根
拠
付
け
も
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑵　

第
八
段
落
で
は
、
さ
ら
に
、「
準
拠
法
選
択
の
自
由
を
承
認
す
る
理
論
を
支
え
る
最
近
の
動
き
」
と
し
て
、「
法
の
経
済
的
分
析
」）

11
（

に
言
及
さ
れ
る
。
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
が
「
法
の
経
済
的
分
析
」
を
「
準
拠
法
選
択
の
自
由
を
承
認
す
る
理
論
」
の
根
拠
と
な
り
得
る
と
判

断
し
た
理
由
は
、「
国
際
的
に
み
て
多
様
な
法
が
併
存
す
る
状
況
を
利
用
す
る
者
が
み
ず
か
ら
の
進
退
を
ど
の
法
に
委
ね
る
か
を
自
由
に

判
断
で
き
る
と
す
れ
ば
、
法
の
経
済
的
分
析
が
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
付
加
価
値
が
得
ら
れ
る
」
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
で
は
、「
法
の
経
済
的
分
析
が
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
付
加
価
値
」
と
は
何
か
。
こ
の
点
が
説
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
当
該
「
状

況
を
利
用
す
る
者
が
み
ず
か
ら
の
進
退
を
ど
の
法
に
委
ね
る
か
を
自
由
に
判
断
で
き
る
」
よ
う
な
や
り
方
が
そ
う
し
た
「
付
加
価
値
」
を

実
際
に
も
た
ら
し
得
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
も
、
教
授
の
補
足
説
明
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

第
九
段
落
で
は
、「
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
実
定
法
的
根
拠
を
備
え
た
準
拠
法
選
択
の
自
由
に
対
す
る
理
論
的
基
礎
付
け
は
ま
す
ま
す

強
化
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
当
事
者
自
治
主
義
を
採
用
し
た
立
法
例
の
存
在
が
当
事
者
自
治
原
則

の
正
当
性
を
示
す
と
い
う
立
場
を
採
ら
な
い
以
上
、
当
事
者
自
治
主
義
の
正
当
化
根
拠
は
立
法
例
以
外
に
求
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
（
当

事
者
自
治
を
採
用
す
る
正
当
な
根
拠
が
実
在
す
る
か
ら
立
法
者
が
当
事
者
自
治
主
義
を
採
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
立
法
者
が
当
事
者
自
治
主
義
を
採
用
し

た
か
ら
当
事
者
自
治
が
正
当
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。）。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
当
事
者
自
治
主
義
の
正
当
化
根
拠
の
当
否
が
原
理
的

基
盤
に
遡
っ
て
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

教
授
は
、
さ
ら
に
、「
主
観
的
な
意
思
を
考
慮
す
る
準
拠
法
選
択
の
自
由
は
、
つ
い
に
は
…
…
客
観
的
連
結
に
関
す
る
諸
原
則
を
補
充
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す
る
付
録
の
よ
う
な
立
場
か
ら
第
一
順
位
の
連
結
原
則
へ
と
高
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
実
定
法
た
る
牴
触
法
を
補
充
的
な
地
位
へ
と
追
い

や
っ
て
し
ま
っ
た
」、「
こ
う
み
る
と
、
二
一
世
紀
の
牴
触
法
文
献
で
は
、
準
拠
法
選
択
の
自
由
が
、
か
つ
て
実
質
私
法
の
教
科
書
類
が

一
九
世
紀
の
法
律
行
為
理
論
を
出
発
点
と
し
て
い
た
よ
う
な
重
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
と
な
ろ
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

不
法
行
為
準
拠
法
の
決
定
に
際
し
て
、
当
事
者
自
治
主
義
が
部
分
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
点
は
、
ド
イ
ツ
の
法
制
（
民
法
典
施
行
法
第
一
編

第
二
章
「
国
際
私
法
」
第
四
二
条
）
や
わ
が
国
の
法
制
（
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
二
一
条
）
を
み
て
も
、
確
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
で
は
、
不
法
行
為
準
拠
法
決
定
に
お
け
る
第
一
順
位
の
連
結
点
が
「
賠
償
義
務
者
が
活
動
し
て
い
た
国
の

法
」（
ド
イ
ツ
民
法
典
施
行
法
第
四
〇
条
第
一
項
）
や
「
加
害
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
の
法
」（
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
一
七
条
）
と

定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
を
考
慮
す
る
と
、
決
し
て
当
事
者
自
治
主
義
が
「
第
一
順
位
の
連
結
原
則
へ
と
高
め
ら
れ
」
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
が
分
か
る
（
尤
も
、
ド
イ
ツ
民
法
典
施
行
法
第
一
四
条
第
一
項
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
規
則
二
〇
一
六
年
第
一
一
〇
三
号
の
適
用
範
囲
外

に
あ
る
と
き
、
婚
姻
の
一
般
的
効
力
は
夫
婦
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
法
に
よ
る
と
さ
れ
、
選
択
可
能
な
法
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。）。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、

当
事
者
自
治
が
「
客
観
的
連
結
に
関
す
る
諸
原
則
を
補
充
す
る
付
録
の
よ
う
な
立
場
か
ら
第
一
順
位
の
連
結
原
則
へ
と
高
め
ら
れ
、
そ
の

結
果
、
実
定
法
た
る
牴
触
法
を
補
充
的
な
地
位
へ
と
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
断
言
す
る
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
の
主
張
は
余
り
に
過
大
な

評
価
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五　

⑴　

以
上
の
検
討
を
経
て
、
最
後
の
第
一
〇
段
落
で
は
、
二
つ
の
論
点
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、「
以
上
に
述
べ
た
こ
と

は
は
た
し
て
法
比
較
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
点
で
あ
り
、
他
の
ひ
と
つ
は
、「
牴
触
法
分
野
に
お
い
て
準

拠
法
選
択
の
自
由
の
比
重
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
、
牴
触
法
に
と
っ
て
の
法
比
較
の
意
義
を
、
な
ぜ
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
変
え
た
の
だ
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ろ
う
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
」
か
と
い
う
第
一
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
、「
ど
の
よ
う
に
変
え
た
」
か
と
い
う
第
二
の
問
い
に
対
す

る
答
え
と
は
、
論
点
を
異
に
す
る
だ
け
に
、
別
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、「
そ
の
答
え
は

単
純
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
選
ぼ
う
と
す
る
者
は
賢
く
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
選
択
可
能
な
解
決
策
の
す

べ
て
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
尽
き
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
答
え
は
、「
比
較
（
選
択
）」
を
行
う
者
が
ど

の
よ
う
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
疑
問
視
型
の
問
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
っ
て
、
第
一
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
で
も
な
け

れ
ば
第
二
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
で
も
な
い
。

「
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
」
と
い
う
第
一
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
「
関
係
」
の
内
容
を
あ

ら
か
じ
め
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。「
選
択
可
能
な
解
決
策
の
す
べ
て
を
知
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、「
比
較
」
を
行
う

主
体
が
「
比
較
」
対
象
と
さ
れ
る
選
択
肢
の
す
べ
て
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
は
及
ば
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、「
当
事
者
自
治
」
が
連
結
点
に
採
用
さ
れ
る
範
囲
が
拡
大
し
た
結
果
、「
法
比
較
」
が
行
わ
れ
る
機
会
が
増
大
し
た

こ
と
が
、「
法
比
較
」
と
の
「
関
係
」
如
何
と
い
う
問
い
に
対
す
る
解
答
で
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
ま
た
、
準
拠
法
選
択
の
自
由
の
比

重
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
、
牴
触
法
に
と
っ
て
の
法
比
較
の
意
義
を
、
な
ぜ
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
変
え
た
の
か
と
い
う
第
二
の
問
い
に

対
し
て
は
、「
比
較
」
対
象
と
な
る
選
択
肢
の
数
が
「
選
択
可
能
な
解
決
策
の
す
べ
て
」
に
拡
大
さ
れ
た
と
い
う
解
答
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
も
、
右
の
二
つ
の
問
い
の
趣
旨
（
ど
の
よ
う
な
解
答
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
）
に
関
す
る
補
足
説
明
が
求

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵　

教
授
は
、
そ
の
後
、「
法
比
較
」
の
役
割
如
何
へ
と
論
点
を
転
換
し
、「
選
択
可
能
な
複
数
の
解
決
策
、
そ
れ
ら
の
特
性
、
長
所
お
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よ
び
短
所
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
す
る
の
が
法
比
較
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
文
章
で
は
、「
法
比
較
」
の
役
割
が
「
選
択
可
能
な

複
数
の
解
決
策
、
そ
れ
ら
の
特
性
、
長
所
お
よ
び
短
所
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
す
る
」
こ
と
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
み
る
と
、
選

択
肢
間
で
の
異
同
の
確
認
ま
で
が
「
法
比
較
」
の
内
容
と
さ
れ
、
優
劣
判
定
（
優
先
順
位
の
決
定
過
程
）
は
「
法
比
較
」
の
内
容
に
含
ま
れ

て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
教
授
が
理
由
付
け
と
し
て
挙
げ
た
文
章
で
、「
と
い
う
の
は
、
法
比
較
に
よ
っ

て
考
慮
を
要
す
る
複
数
の
法
秩
序
を
総
合
的
に
み
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
総
合
的
に
み
る
こ
と
で
、
実
定
牴
触
規
定
に
よ
り
準
拠
法
に

指
定
さ
れ
る
特
定
の
法
秩
序
に
対
す
る
見
方
と
は
多
少
と
も
異
な
る
見
方
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
序

列
付
け
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、「
法
比
較
」
が
実
施
さ
れ
る
場
と
し
て
の
「
牴
触
法
」
に
つ
い
て
は
、「
国
際
私
法
は
、
こ
の
分
野
で
こ
れ
ま
で
判
断
の
基
礎
と

さ
れ
て
き
た
過
去
の
事
実
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
代
え
て
、
こ
の
よ
う
に
法
比
較
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
視
線

を
前
に
向
け
、
将
来
ど
の
よ
う
な
立
法
が
必
要
と
な
り
、
法
を
ど
の
よ
う
に
適
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
諸
点
に
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、「
法
比
較
」
が
、
過
去
の
事
象
を
説
明
す
る
た
め
の
技
法
と
い
う
よ
り
も
、

国
際
私
法
分
野
に
お
け
る
今
後
の
立
法
お
よ
び
解
釈
に
実
際
に
役
立
て
ら
れ
る
よ
う
、
求
め
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
続

く
、「
国
際
私
法
の
こ
う
し
た
予
防
的
機
能
を
考
慮
す
る
と
、
法
律
問
題
を
扱
う
法
律
家
に
と
っ
て
、
い
か
に
法
比
較

0

0

0

が
重
要
で
あ
る
か

が
明
ら
か
に
な
る
」
と
い
う
指
摘
も
、「
法
比
較
は
、
法
律
問
題
を
扱
う
法
律
家
に
対
し
、
法
の
知
識
を
必
要
と
す
る
者
が
正
し
く
選
べ

る
よ
う
助
言
す
る
能
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
指
摘
も
、「
法
比
較
」
が
実
務
法
曹
に
不
可
欠
の
技
能
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。

最
後
に
、「
当
事
者
自
治
の
役
割
が
格
段
に
重
要
と
な
っ
た
現
状
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
点
に
新
規
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
ら
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れ
て
い
る
。「
当
事
者
自
治
（
準
拠
法
選
択
）」
の
拡
大
を
「
新
た
な
特
色
」
と
捉
え
る
教
授
の
指
摘
は
、
量
的
拡
大
と
い
う
形
式
的
変
化

に
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
り
、「
法
比
較
」
の
過
程
に
現
れ
る
「
選
択
」
行
為
の
実
態
解
明
と
い
う
質
的
変
化
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。

六　

こ
の
節
で
は
、
ま
ず
、
立
法
上
、
当
事
者
自
治
（
準
拠
法
選
択
）
が
、
一
方
で
は
契
約
法
以
外
の
分
野
に
、
他
方
で
は
統
一
法
に

も
採
用
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
広
く
普
及
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
当
事
者
の
自
由
意
思
が
結
果
的
に
考
慮
さ
れ
た
形
態
と
し

て
、「
間
接
的
な
準
拠
法
選
択
」（「
当
事
者
自
治
」
概
念
の
拡
張
）、
国
際
手
続
法
お
よ
び
統
一
法
が
追
加
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
三
つ
の
場

面
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
新
し
い
印
象
と
し
て
、「
望
ま
し
い
私
法
秩
序
を
求
め
る
者
に
と
っ
て
は
、
明
ら
か
に
、
自
由
な
選
択
が
認
め
ら

れ
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
」
こ
と
、
当
事
者
の
自
由
意
思
の
尊
重
と
い
う
趨
勢
が
急
激
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
が
、「
生
活
の

国
際
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
…
…
動
き
か
ら
生
ま
れ
た
」
こ
と
、
そ
し
て
、「
選
択
の
自
由
は
、
国
際
的
な
私
法
分
野
に
お
け
る
立

法
時
の
原
則
と
し
て
ま
す
ま
す
定
着
し
て
行
く
こ
と
、
こ
れ
ら
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
傾
向
が
国

際
私
法
の
理
論
構
成
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
、
準
拠
法
選
択
に
よ
っ
て
当
事
者
が
よ
り
大
き
な
法
的
安
定
性
を
得
ら
れ
る
と
い
う
実
務
の

必
要
性
か
ら
私
人
の
準
拠
法
選
択
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
国
際
的
な
場
で
活
動
す
る
法
主
体
の
基
本
的
要
請
（
法
的
安
定
性
の

確
保
お
よ
び
多
様
な
法
の
適
切
な
活
用
）
に
応
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

準
拠
法
選
択
の
自
由
を
認
め
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、「
単
純
に
、
私
法
の
中
核
的
思
想
に
基
づ
い
て
発
展
し
た
も
の
と
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
さ
れ
、
当
事
者
自
治
推
進
論
を
支
え
る
思
想
的
背
景
が
「
国
家
と
個
人
と
の
関
係
…
…
国
家
が
個
人
に
自
由
を
与
え
、
個

人
が
自
己
規
律
を
行
う
と
い
う
点
に
関
す
る
啓
蒙
主
義
哲
学
に
起
因
す
る
」
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、「
当

事
者
自
治
」
の
正
当
性
を
さ
ら
に
補
強
し
よ
う
と
し
て
、「
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
諸
条
約
に
基
本
的
自
由
が
定
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め
ら
れ
た
こ
と
で
、
こ
う
し
た
見
方
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
て
い
る
」
旨
を
指
摘
し
、「
準
拠
法
選
択
の
自
由
を
承
認
す
る
理
論
構
成
を

支
え
る
最
近
の
動
き
」
と
し
て
、「
法
の
経
済
的
分
析
」
に
も
言
及
す
る
。
教
授
が
「
法
の
経
済
的
分
析
」
を
「
準
拠
法
選
択
の
自
由
を

承
認
す
る
理
論
」
の
根
拠
に
追
加
し
た
理
由
は
、「
国
際
的
に
み
て
多
様
な
法
が
併
存
す
る
状
況
を
利
用
す
る
者
が
み
ず
か
ら
の
進
退
を

ど
の
法
に
委
ね
る
か
を
自
由
に
判
断
で
き
る
と
す
れ
ば
、
法
の
経
済
的
分
析
が
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
付
加
価
値
が
得
ら
れ
る
」
こ
と

に
あ
っ
た
。
教
授
は
、
こ
の
よ
う
に
、「
実
定
法
的
根
拠
を
備
え
た
準
拠
法
選
択
の
自
由
に
対
す
る
理
論
的
基
礎
付
け
は
ま
す
ま
す
強
化

さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、「
主
観
的
な
意
思
を
考
慮
す
る
準
拠
法
選
択
の
自
由
は
、
つ
い
に
は
国
際
私
法
の
複
数
の
教
科
書
で
、
客
観
的

連
結
に
関
す
る
諸
原
則
を
補
充
す
る
付
録
の
よ
う
な
立
場
か
ら
第
一
順
位
の
連
結
原
則
へ
と
高
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
実
定
法
た
る
牴
触

法
を
補
充
的
な
地
位
へ
と
追
い
や
」
り
、「
準
拠
法
選
択
の
自
由
が
…
…
重
要
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
」
と
断
言
さ
れ
る
。

最
後
に
、「
以
上
に
述
べ
た
こ
と
は
…
…
法
比
較
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
」
か
、「
牴
触
法
分
野
に
お
い
て
準
拠
法
選
択
の
自
由

の
比
重
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
、
牴
触
法
に
と
っ
て
の
法
比
較
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
」
か
と
い
う
二
つ
の
問
い
に
触
れ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
教
授
は
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
直
接
に
は
答
え
ず
、「
法
比
較
」
の
役
割
が
「
選
択
可
能
な
複
数
の
解
決
策
、
そ
れ
ら
の
特

性
、
長
所
お
よ
び
短
所
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
す
る
」
こ
と
に
あ
り
、「
牴
触
法
」
は
、
法
比
較
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
、「
将
来
ど
の

よ
う
な
立
法
が
必
要
と
な
り
、
法
を
ど
の
よ
う
に
適
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
諸
点
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
末
尾
で
は
、「
当
事
者
自
治
の
役
割
が
格
段
に
重
要
と
な
っ
た
」
点
に
新
規
性
が
あ
る
と
結
ば
れ
て
い
た
。
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⑵
　「
Ｂ　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
」

一　

第
二
節
は
、「
Ｂ　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
説
示
を
確
認
し
よ
う
。

“
①
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
発
展
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
が
み
ず
か
ら
の
抱
え
る
諸
問
題
を
規
律
す
る
牴
触
法
を
設
け
る
う
え
で
い
く
つ
も
の
規

則
を
定
め
て
き
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
わ
た
く
し
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
牴
触
法
に
は
そ
の
内
容
を
形
づ
く
る
別
の
立
法
根
拠
が
あ
る
と
は
い
え
、

独
立
牴
触
規
定
の
構
造
的
特
性

─
古
典
的
な
分
類
に
基
づ
く
双
方
的
抵
触
規
定

─
自
体
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
種

の
双
方
的
抵
触
規
定
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
法
比
較
の
意
義
に
も
何
ら
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
が

実
体
法
と
訴
訟
法
の
両
面
に
亘
っ
て
及
ぼ
す
影
響
は
、
同
じ
内
容
を
有
す
る
各
加
盟
国
の
牴
触
法
が
及
ぼ
す
影
響

0

0

と
は
遥
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

②
そ
う
し
た
違
い
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
が
裁
判
所
か
ら
み
て
ま
っ
た
く
異
質
な

0

0

0

外
国
法
の
適
用
を
受
訴
裁
判
所
に
要
求
す
る
と
い
う
点
に
現

れ
て
い
る
。
異
質
な
法
の
適
用
は
、
担
当
す
る
法
律
家
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
や
弁
護
士
が
法
曹
教
育
お
よ
び
日
常
業
務
を
通
じ
て
慣
れ
親
し
ん
で

き
た
自
国
法
の
、
つ
ま
り
、
法
廷
地
法

0

0

0

0

の
適
用
に
比
し
て
、
遥
か
に
厄
介
で
、
手
間
が
か
か
り
、
ミ
ス
を
し
が
ち
で
、
割
高
に
つ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
違
い
は
、
た
ぶ
ん
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
間
で
は
さ
ほ
ど
強
く
は
感
じ
ら
れ
な
い
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

0

0

0

0

0

の
系
譜
に

属
す
る
連
合
王
国
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
そ
の
他
の
諸
国
相
互
の
間
で
も
さ
ほ
ど
強
く
は
感
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
違
う
言
語
で
書
か
れ

た
他
国
の
法
を
適
用
す
る
場
合
に
は
明
ら
か
に
事
情
が
異
な
る
。
ど
の
加
盟
国
も
、
こ
れ
ま
で
に
多
か
れ
少
な
か
れ
、
自
国
の
双
方
的
牴
触
規
定
が

有
す
る
こ
の
よ
う
な
負
の
影
響
を
受
け
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
う
し
た
マ
イ
ナ
ス
面
を
甘
受
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
国
も
、
他
国
法

も
適
用
さ
れ
る
よ
う
な
や
り
方
で
、
自
国
の
双
方
的
牴
触
規
定
を
定
め
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
も
、
牴
触
規
定
を
設
け
る
際
、
こ
の
よ
う
な
負

の
影
響
を
み
ず
か
ら
引
き
受
け
る
責
任
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
違
い
が
生
ま
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
加

盟
国
は
、
国
際
的
管
轄
権
を
規
律
す
る
権
限
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
委
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
法
的
紛
争
が
、
国
際
的
管
轄
権
を
規
律
す
る
諸
規

定
（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
民
事
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
裁
判
お
よ
び
裁
判
の
承
認
執
行
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
規
則

二
〇
〇
一
年
第
四
四
号
（EuGV

O

（EuGV
V

O
 oder Brüssel-I-V

erordnung

））
お
よ
び
管
轄
権
を
も
規
律
す
る
複
数
の
ロ
ー
マ
規
則
）
に
基



六
二
六

づ
い
て
い
ず
れ
か
の
加
盟
国
に
提
訴
さ
れ
、
し
か
も
提
訴
国
の
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
外
国
法
適
用
上
の
問
題
は
な
い
が
、
準
拠
法
所

属
国
と
は
別
の
加
盟
国
で
提
訴
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
外
国
法
適
用
上
の
問
題
が
現
実
の
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
自
身
も
、

管
轄
権
規
定
を
定
め
る
際
に
、
個
々
の
管
轄
権
の
も
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
牴
触
規
定
が
あ
る
と
き
は
法
廷
地
法

0

0

0

0

の
適
用
を
も
た
ら
し
、
別
の

と
き
に
は
法
廷
地
に
と
っ
て
異
質
な
外
国
法
の
適
用
を
も
た
ら
す
と
い
っ
た
事
態
に
配
慮
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
み
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連

合
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
空
間
的
適
用
範
囲
内
で
も
と
も
と
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
管
轄
権
法
お
よ
び
牴
触
法
の
統
一
と
い
う
構
想
と
は
異
な
り
、

諸
国
の
法
的
条
件
に
は
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

③
こ
う
し
た
状
況
を
み
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
の
も
と
で
は
、
外
国
法
の
適
用
に
よ
っ
て
蒙
る
不
利
益
を
自
ら
除
去
す
る
権
利
と
法
廷
地
法

0

0

0

0

の
適
用
で
満
足
す
る
権
利
、
こ
れ
ら
が
法
的
紛
争
の
当
事
者
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
牴
触
法
は
、

し
な
や
か
で
、「
当
事
者
の
意
思
で
変
更
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
同
時
に
、「
ひ
と
つ
の
選
択
肢
と
な
り
得
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
根
拠
は
、
い
く
つ
も
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
逆
に
、
当
事
者
双
方
（
あ
る
い
は
、

少
な
く
と
も
当
事
者
の
一
方
）
が
牴
触
規
定
の
指
定
す
る
外
国
法
の
適
用
の
方
に
価
値
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
う
み
る
と
、
ど
の

当
事
者
も
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
外
国
法
が
法
廷
地
国
で
訴
訟
の
場
に
現
れ
、
調
査
さ
れ
、
理
解
さ
れ
、
そ
し
て
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
、

想
像
以
上
の
不
平
等
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
機
能
条
約
第
八
一
条
第
二
項
ｆ
号
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
連
合
は
、「
必
要
な
場
合
、
加
盟
諸
国
で
適
用
さ
れ
て
い
る
民
事
法
分
野
の
手
続
に
関
す
る
諸
規
定
の
合
致
を
促
進
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
民
事

手
続
の
審
理
に
つ
い
て
の
障
害
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
も
よ
い
。」
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
が
こ
の
権
限
を
行
使
で
き
る
よ
う
な

事
態
が
近
い
将
来
に
訪
れ
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
法
廷
地
に
お
い
て
外
国
法
の
適
用
を
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
か
み
て
い
な
い
加

盟
諸
国
か
ら
の
強
い
政
治
的
抵
抗
が
予
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

④
そ
れ
で
は
、
ど
う
す
べ
き
か
。
こ
こ
で
は
、
法
比
較
の
存
在
意
義
が
改
め
て
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
自
国
法
を
適
用

す
る
場
合
と
外
国
法
を
適
用
す
る
場
合
と
の
違
い
を
す
べ
て
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
が
こ
れ
ま
で

に
管
轄
権
規
定
と
牴
触
法
を
定
め
る
こ
と
で
外
国
法
を
適
用
す
る
責
任
を
引
き
受
け
て
き
た
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
は
、
種
々
の

利
益
を
慎
重
に
考
慮
し
た
う
え
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
法
体
系
を
公
正
に
運
用
で
き
る
よ
う
な
能
力
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
家
に
付
け
さ
せ
る
べ

く
、
さ
ら
に
新
た
な
一
歩
を
も
踏
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
律
家
は
可
能
な
限
り
外
国
法
に
も
習
熟
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
少
な
く
と
も
、
習
熟
す
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
十
分
に
整
備
さ
れ
た
図
書
館
を
含
め
、
ア
ク
セ
ス
の
容
易
な
情
報
源
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が
整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
ま
ず
必
要
と
な
る
の
は
、
学
問
研
究
や
講
義
に
お
い
て
法
比
較
が
占
め
る
比
率
を
一
定
程
度

確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
い
わ
ば
上
か
ら
、
法
規
範
の
整
備
が
進
め
ら
れ
れ
ば
進
め
ら
れ
る
ほ
ど
、
法

比
較
の
知
識
を
求
め
る
需
要
は
ま
す
ま
す
大
き
い
も
の
と
な
り
、
法
律
家
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
い
わ
ば
下
か
ら
、
自
己
の
行
動
を
決
定
す

る
た
め
に
法
比
較
を
準
備
す
る
よ
う
に
な
ろ
う
。
こ
う
み
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
で
は
、
実
務
上
不
可
欠
の
「
万
人
の
た
め
の
法
比
較
」
こ
そ
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る）

11
（

。”

二　

こ
の
節
は
四
つ
の
段
落
か
ら
成
る
。
第
一
段
落
で
は
、
国
家
法
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
へ
と
舞
台
が
変
わ
っ
て
も
、「
独
立
牴

触
規
定
の
構
造
的
特
性

─
古
典
的
な
分
類
に
基
づ
く
双
方
的
牴
触
規
定

─
自
体
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
…
…
双
方
的
牴
触

規
定
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
法
比
較
の
意
義
に
も
何
ら
変
わ
り
が
な
い
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
が
、
新
規
性
と
い
う
点

か
ら
み
た
第
二
の
特
徴
と
し
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
」
を
挙
げ
る
の
は
、
加
盟
国
の
立
場
か
ら
み
て
、
他
国
の
国
家
法
の
影
響
力
よ
り

も
、
自
ら
が
加
盟
す
る
条
約
法
の
影
響
範
囲
の
方
が
ず
っ
と
大
き
い
と
考
え
て
い
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
の
は
、
国

家
法
が
及
ぼ
す
影
響
力
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
が
与
え
る
影
響
力
と
の
「
違
い
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
が
裁
判
所
か
ら
み
て
ま
っ
た
く

異
質
な

0

0

0

外
国
法
の
適
用
を
受
訴
裁
判
所
に
要
求
す
る
と
い
う
点
に
現
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
両
者
の
影
響
力
の
相
違
に
触
れ
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
る
。
相
違
の
一
例
と
し
て
、「
異
質
な
法
の
適
用
は
…
…
裁
判
官
や
弁
護
士
が
法
曹
教
育
お
よ
び
日
常
業
務
を
通
じ
て
慣
れ

親
し
ん
で
き
た
自
国
法
の
、
つ
ま
り
、
法
廷
地
法

0

0

0

0

の
適
用
に
比
し
て
、
遥
か
に
厄
介
で
…
…
割
高
に
つ
く
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
牴
触
規
定
の
制
定
主
体
が
国
家
で
あ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
で
あ
れ
、
裁
判
所
が
負
う
べ
き
職
務
の
内
容
に
お
い
て
違
い
が
あ
る

と
は
言
い
得
な
い
。
し
か
し
、「
外
国
法
の
適
用
」
と
い
う
表
現
は
同
じ
で
も
、
法
廷
地
法
と
法
系
上
近
い
関
係
に
あ
る
外
国
法
と
、
法

系
を
異
に
し
か
つ
違
う
言
語
で
書
か
れ
た
他
国
法
の
適
用
と
は
、
裁
判
所
が
負
う
べ
き
職
務
の
内
容
に
お
い
て
違
い
が
あ
り
得
る
。
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第
三
段
落
で
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
の
も
と
で
は
、
外
国
法
の
適
用
に
よ
っ
て
蒙
る
不
利
益
を
自
ら
除
去
す
る
権
利
と
法
廷

0

0

地
法

0

0

の
適
用
で
満
足
す
る
権
利
、
こ
れ
ら
が
法
的
紛
争
の
当
事
者
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、

「
法
廷
地
法
」（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
実
質
法
）
と
外
国
法
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
牴
触
法
上
の
権
利
が
当
事
者
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
先
に
確
認
さ
れ
た
（
前
章
参
照
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
に
お
け
る
「
当
事
者
自
治
（
準
拠
法
選
択
）」
の
部
分
的
採
用
の
前
提

に
こ
の
よ
う
な
見
方
が
あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
で
は
、
加
盟
諸
国
間
で
実
質
法
を
統
一
す
る
技
法
が
す
で
に

用
意
さ
れ
て
い
る
（「
必
要
な
場
合
、
加
盟
諸
国
で
適
用
さ
れ
て
い
る
民
事
法
分
野
の
手
続
に
関
す
る
諸
規
定
の
合
致
を
促
進
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
民

事
手
続
の
審
理
に
つ
い
て
の
障
害
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
も
よ
い
」
旨
を
規
定
す
る
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
機
能
条
約
第
八
一
条
第
二
項
ｆ
号
）。 

し
か
し
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
自
身
は
、「
法
廷
地
に
お
い
て
外
国
法
の
適
用
を
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
か
み
て
い
な
い
加
盟
諸
国
か
ら
の

強
い
政
治
的
抵
抗
が
予
見
さ
れ
る
」
た
め
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
が
こ
の
権
限
を
行
使
で
き
る
よ
う
な
事
態
が
近
い
将
来
に
訪
れ
る
よ
う

に
は
み
え
な
い
」
と
推
測
す
る
。
第
四
段
落
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
条
約
法
上
、
ど
の
法
を
適
用
す
る
か
の
牴
触
法
的
選
択
権
が
当
事

者
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
か
が
検
討
さ
れ
る
。
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て

「
法
比
較
」
の
効
用
に
言
及
す
る
。
し
か
し
、「
法
比
較
」
の
具
体
的
な
思
考
過
程
が
こ
こ
で
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、「
法
比

較
の
存
在
意
義
」
が
い
く
ら
強
調
さ
れ
て
い
て
も
、
法
廷
地
法
の
適
用
結
果
と
外
国
法
の
適
用
結
果
と
の
間
に
生
じ
得
る
差
を
ど
の
よ
う

に
克
服
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
解
決
策
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
れ
ば
「
法
比
較
」
の
効
用
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
問
い
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
教
授
は
こ
の
問
い
に
答
え
ず
、
誰
が
「
法
比
較
」
の
効
用
を
活
か
す
の
か
と
い
う
別

の
視
点
に
関
心
を
移
し
て
い
た
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
が
こ
れ
ま
で
に
管
轄
権
規
定
と
牴
触
法
を
定
め
る
こ
と
で
外
国
法
を
適
用
す
る
責
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任
を
引
き
受
け
て
き
た
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
は
、
種
々
の
利
益
を
慎
重
に
考
慮
し
た
う
え
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の

法
体
系
を
公
正
に
運
用
で
き
る
よ
う
な
能
力
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
家
に
付
け
さ
せ
る
べ
く
、
さ
ら
に
新
た
な
一
歩
を
も
踏
み
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
文
章
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
家
が
備
え
る
べ
き
能
力
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
が
強
調
さ
れ
る
の

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
法
律
家
は
可
能
な
限
り
外
国
法
に
も
習
熟
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
少
な
く
と
も
、
習
熟
す
る
よ
う
努
め

る
必
要
が
あ
る
」
こ
と
、「
学
問
研
究
や
講
義
に
お
い
て
法
比
較
が
占
め
る
比
率
を
一
定
程
度
確
保
す
る
」「
た
め
、
十
分
に
整
備
さ
れ
た

図
書
館
を
含
め
、
ア
ク
セ
ス
の
容
易
な
情
報
源
が
整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
、
こ
れ
ら
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
背
景
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、「
法
規
範
の
整
備
が
進
め
ら
れ
れ
ば
進
め
ら
れ
る
ほ
ど
、
法
比
較
の
知
識
を
求
め
る
需

要
は
ま
す
ま
す
大
き
い
も
の
と
な
り
」、
そ
れ
に
見
合
う
よ
う
、「
法
律
家
は
…
…
自
己
の
行
動
を
決
定
す
る
た
め
に
法
比
較
を
準
備
す
る

よ
う
に
な
」
る
と
い
う
状
況
分
析
が
あ
る
。
教
授
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
で
は
、
実
務
上
不
可
欠
の
『
万
人
の
た
め
の
法
比
較
』
こ
そ
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
、「
法
比
較
」
の
重
要
性
を
再
度
指
摘
す
る
の
も
こ
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
。

四　

そ
れ
な
ら
ば
、
以
上
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
前

節
で
触
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、（
牴
触
法
、
国
際
手
続
法
と
並
ん
で
）
統
一
法
の
領
域
で
も
、
当
事
者
の
自
由
な
意
思
決
定
が
考
慮
さ
れ
る
点
に

着
目
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

第
一
段
落
で
は
、
国
家
法
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
へ
と
舞
台
が
変
わ
っ
て
も
、
牴
触
規
定
の
法
構
造
は
維
持
さ
れ
る
た
め
、
双
方
的

牴
触
規
定
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
法
比
較
の
意
義
に
も
変
わ
り
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
次
い
で
、
教
授
は
、
国
家
法
の
影
響
力
と
条

約
法
の
影
響
力
と
の
相
違
に
触
れ
、
両
者
の
「
違
い
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
が
裁
判
所
か
ら
み
て
ま
っ
た
く
異
質
な

0

0

0

外
国
法
の
適
用
を
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受
訴
裁
判
所
に
要
求
す
る
と
い
う
点
に
現
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
そ
の
趣
旨
は
「
異
質
な
法
の
適
用
」
が
「
法
廷
地
法

0

0

0

0

の
適
用
に
比
し

て
…
…
割
高
に
つ
く
」
と
い
う
点
に
あ
る
。
法
廷
地
法
と
法
系
上
近
い
関
係
に
あ
る
外
国
法
の
適
用
と
そ
う
で
は
な
い
外
国
法
の
適
用
と

を
対
比
す
る
と
、
裁
判
所
の
職
務
内
容
に
は
質
量
と
も
違
い
が
あ
り
得
る
。
第
三
段
落
で
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
の
も
と
で
は
、
外

国
法
の
適
用
に
よ
っ
て
蒙
る
不
利
益
を
自
ら
除
去
す
る
権
利
と
法
廷
地
法

0

0

0

0

の
適
用
で
満
足
す
る
権
利
、
こ
れ
ら
が
法
的
紛
争
の
当
事
者
に

認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
、
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
主
張
は
、
先
に
確
認
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
に
お
け
る
「
当
事
者
自
治

（
準
拠
法
選
択
）」
の
採
用
に
帰
着
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
機
能
条
約
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
加
盟
諸
国
間
で
実
質
法
を
統
一
す
る
可
能
性
が
用
意
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に

は
政
治
的
事
情
か
ら
加
盟
諸
国
の
抵
抗
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
教
授
は
、
代
案
と
し
て
「
法
比
較
」
の
活
用
を
提
案
す
る
。
彼
の
関
心

は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
法
体
系
を
公
正
に
運
用
で
き
る
よ
う
な
能
力
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
家
に
付
け
さ
せ
る
」
こ
と
に
置
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
立
法
機
関
が
主
体
的
に
法
規
範
の
整
備
を
進
め
れ
ば
進
め
る
ほ
ど
、
法
比
較
の
知
識
が
一
層
必
要

と
な
り
、
将
来
そ
の
よ
う
な
職
に
就
こ
う
と
す
る
者
が
み
ず
か
ら
の
商
品
価
値
向
上
を
目
指
し
て
「
法
比
較
」
の
知
識
と
技
能
を
習
得
す

る
準
備
を
始
め
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、「
万
人
の
た
め
の
法
比
較
」
が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
教
授
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
「
法
律
家
は
可
能
な
限
り
外
国
法
に
も
習
熟
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
少
な
く
と
も
、
習
熟
す
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ

る
」
と
考
え
、「
学
問
研
究
や
講
義
に
お
い
て
法
比
較
が
占
め
る
比
率
を
一
定
程
度
確
保
す
る
」「
た
め
に
は
、
十
分
に
整
備
さ
れ
た
図
書

館
を
含
め
、
ア
ク
セ
ス
の
容
易
な
情
報
源
が
整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。
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⑶
　「
Ｃ　

新
し
い
法
比
較
」

一　

最
後
の
節
、「
Ｃ　

新
し
い
法
比
較
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

“
①
さ
ら
に
、
法
比
較
と
牴
触
法
と
の
関
係
を
変
更
す
る
第
三
の
観
点
が
あ
る

─
こ
の
観
点
は
法
比
較
そ
れ
自
体
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

法
比
較
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
活
動
形
式
が
発
展
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
学
術
研
究
活
動
と
い
う
意
味
で
の
法
比
較
は
伝
統
的
に
ひ
と
り
ひ

と
り
の
学
者
の
研
究
と
い
う
形
を
採
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
研
究
の
成
果
は
そ
れ
ぞ
れ
が
取
り
上
げ
た
個
別
テ
ー
マ
の
研
究
書
と
し
て
結
実
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
〇
年
な
い
し
三
〇
年
来
の
特
徴
的
な
活
動
と
し
て
グ
ル
ー
プ
研
究
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
グ
ル
ー
プ
研
究
の

目
的
は
、
一
方
で
は
、
一
定
の
主
張
を
有
す
る
勧
告
的
意
見
や
綱
領
、
さ
ら
に
は
特
定
の
法
領
域
全
般
に
亘
る
体
系
的
な
ル
ー
ル
作
り
を
共
同
し
て

行
う
こ
と
に
あ
り
、
他
方
で
は
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
規
模
で
、
ひ
い
て
は
全
世
界
的
な
規
模
で
の
共
同
成
果
を
具
体
的
に
示
し

た
り
、
そ
う
す
る
よ
う
仕
向
け
た
り
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
先
駆
け
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
基
本
原
則
を
作
成
し
た
有
名
な
ラ
ン
ド
ー
委
員
会
で

あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
ロ
ー
マ
の
私
法
統
一
国
際
協
会
（U

N
ID

RO
IT

）
に
よ
る
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則
が
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
に

公
表
さ
れ
た
の
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
枠
組
会
議
草
案
（D

CFR

））」
で
あ
る
。
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ツ
ィ
オ
ル
が
主
導
す
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
不
法
行

為
法
保
険
法
セ
ン
タ
ー
」
が
行
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
不
法
行
為
責
任
法
原
則
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
示
す
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
も
こ
う
し
た
グ
ル
ー

プ
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
機
関
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
の
動
き
と
し
て
は
、
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
に
設
置
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
研
究
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
研
究
所
は
、
私
法
に
限
ら
ず
、
刑
法
や
公
法
を
も
含
め
、
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
法
分
野
に
亘
っ
て
グ
ル
ー
プ
研
究
を
推
進
し
て
き
た
。
国
際

連
合
国
際
商
取
引
法
委
員
会
（U

N
CIT

RA
L

）
も
、
こ
こ
ヴ
ィ
ー
ン
の
地
で
、
モ
デ
ル
法
と
立
法
政
策
の
手
引
き
を
作
成
し
て
き
た
。

②
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
研
究
が
行
う
法
比
較
に
は
、
い
く
つ
も
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
、
参
加
メ
ン
バ
ー
の
出
身
地
が
法
秩
序
を
異
に
す
る
多
く

の
国
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
参
加
メ
ン
バ
ー
は
出
身
国
の
法
体
系
に
関
す
る
情
報
を
相
互
に
交
換
し
合
い
、
概
し
て
ラ
フ
な
第
一
次
案
を
作
成
す
る
。

こ
の
よ
う
な
知
識
の
集
積
に
よ
っ
て
多
少
と
も
共
通
分
母
が
広
が
る
た
め
、
共
通
性
を
有
す
る
ル
ー
ル
の
策
定
が
容
易
に
な
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、

法
案
が
完
成
し
て
出
版
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
法
案
に
は
、
多
く
の
場
合
、
各
法
秩
序
が
法
案
と
合
致
し
て
い
る
か
否
か
、
ど
の
よ
う
に
合
致
し
て
い
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る
か
、
明
ら
か
に
合
致
し
て
い
な
い
の
は
ど
こ
か
と
い
っ
た
諸
点
に
関
す
る
詳
し
い
記
述
を
含
め
、
し
か
る
べ
き
説
明
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

③
こ
の
種
の
法
案
に
は
、
い
つ
も
な
が
ら
、
共
通
の
法
見
解
と
い
う
基
盤
を
国
際
的
法
意
識
へ
高
め
よ
う
と
す
る
傾
向
、
言
い
換
え
れ
ば
、
さ
ま

ざ
ま
な
法
見
解
の
濫
立

0

0

を
回
避
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
国
家
法
と
し
て
併
存
す
る
諸
国
の
牴
触
法
は
、
そ
の
よ
う
な
分
裂
し
た
状
況
に

あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
法
案
か
ら
、
多
く
の
利
点
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
牴
触
規
定
の
法
律
要
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
以
下
の
諸

点
が
あ
る
。
種
々
の
法
秩
序
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
て
き
た

学
識
者
の
グ
ル
ー
プ
が
法
規
の
形
式
で
共
通
の
見
解
を
公
表
し
た
結
果
、
個
々
の
問
題
が
牴
触
法
上
ど
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
、「
性
質
決
定
さ
れ
」

得
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
重
要
な
指
摘
が
確
実
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
外
国
法
の
適
用
を
も
た
ら
す
法
律
効
果
の
側
か

ら
み
る
と
、も
っ
と
多
く
の
成
果
が
あ
る
。
法
案
の
解
説
や
国
別
報
告
書
に
み
ら
れ
る
個
々
の
法
秩
序
に
つ
い
て
の
情
報
は
、何
よ
り
も
実
務
に
と
っ

て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
内
国
公
序

0

0

に
よ
る
外
国
法
の
適
用
制
限
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
適
用
の
可
否
が
問
題
と
な
る
外
国
法
が
共
通
の
見
解

に
取
り
入
れ
ら
れ
た
複
数
の
法
秩
序
中
の
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
法
上
の
関
連
規
定
に
つ
い
て
上
記
の
法
案
か

ら
共
通
の
見
解
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
公
序
の
留
保

0

0

0

0

0

を
用
い
て
外
国
法
の
適
用
を
排
除
す
る
か
否
か
に
関
し
て
は
、
慎
重

な
配
慮
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
特
に
当
該
論
点
が
準
拠
法
と
さ
れ
た
外
国
法
で
は
ま
だ
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
か
争
わ
れ
て
い
な
い
と
か
と
い
う
場

合
、
法
案
の
有
用
性
は
少
な
く
な
い
。
外
国
法
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
明
確
で
確
実
な
ル
ー
ル
を
見
出
し
て
い
な
く
て
も
、
裁
判
所

は
外
国
法
の
枠
内
で
主
体
的
に
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
国
際
的
な
議
論
を
通
じ
て
各
国
の
意
見
の
相
違
が
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
た

か
を
こ
の
種
の
法
案
か
ら
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
、
法
案
は
裁
判
所
の
助
け
と
な
ろ
う
。

④
こ
れ
ら
の
法
案
が
十
分
に
活
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
新
し
い
法
比
較
が
生
み
出
し
た
成
果
か
ら
、
牴
触

法
は
、
有
益
な
情
報
と
教
訓
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
法
案
の
有
益
性
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
牴
触
法
の
基
本
問
題

0

0

0

0

を
改
め
て
見
直
す
契
機
と

な
っ
て
い
る
。

⑤
牴
触
法
と
い
う
規
律
方
法
の
前
提
に
は
、
明
ら
か
に
、
内
容
を
異
に
し
て
併
存
す
る
複
数
の
法
秩
序
が
あ
る

─
ど
の
法
秩
序
が
個
別
具
体
的

事
案
に
適
用
さ
れ
る
か
は
最
初
の
段
階
で
は
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
。
牴
触
規
定
を
適
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
が
ど
の
法
体
系
に
従
っ
て
判
断
さ

れ
る
べ
き
か
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
こ
の
法
だ
け
が
準
拠
法
と
な
り
、
関
連
す
る
複
数
の
法
秩
序
へ
の
ま
な
ざ
し
は
ふ
た
た
び
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
ど
の
法
域
も
地
域
的
に
分
割
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
立
法
に
よ
り
統
治
さ
れ
て
い
る
が
、
法
律
家
の
意
識
で
は
、
逆
に
、
ど
の
法
域
も
法
文
化

か
ら
み
る
と
統
一
性
を
保
ち
、
各
法
秩
序
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
解
決
策
は
、
あ
た
か
も
言
語
に
お
け
る
方
言
の
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
の
も
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と
で
現
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
変
形
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
カ
ナ
ダ
の
英
語
圏
地
域
で
も
事
情
は

同
様
で
あ
り
、
多
少
そ
の
程
度
が
弱
い
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
事
情
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
属
す
る
領
域
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
。
ア
メ
リ
カ
の
国

際
私
法
学
説
に
お
い
て
、
よ
り
良
い
法

0

0

0

0

0

と
い
う
思
考
が
広
ま
っ
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
。
牴
触
法
は
、
抽
象
的
文
言
で
表
現
さ
れ
た
指

定
規
定
を
用
い
て
、
関
連
す
る
法
秩
序
中
の
ど
れ
か
に
当
該
法
律
関
係
を
「
服
せ
し
め
る
」
と
い
う
型
通
り
の
試
み
で
満
足
す
る
と
い
う
よ
り
も
む

し
ろ
、
裁
判
所
が
、
関
連
す
る
複
数
の
法
秩
序
に
現
れ
た
多
く
の
解
決
策
の
う
ち
、
そ
れ
ら
に
共
通
の
法
文
化
に
照
ら
し
て
理
性
的
か
つ
有
意
義
で
、

し
か
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
る
よ
う
に
手
助
け
し
た
り
提
案
し
た
り
す
べ
き
分
野
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

⑥
こ
の
よ
う
な
思
考
方
法
は
な
が
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
む
し
ろ
こ
れ
と
は
逆
に
、
準
拠
法
と

そ
の
他
の
法
と
を
明
確
に
区
別
す
る
方
法
、
す
な
わ
ち
、
個
別
具
体
的
事
案
で
適
用
で
き
る
よ
う
に
い
わ
ば
「
絞
り
込
む
」
方
法
、
つ
ま
り
、
抽
象

的
な
指
定
規
定
を
設
け
る
と
い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
グ
ル
ー
プ
研
究
で
考
え
ら
れ
て
き
た
新
し
い
法
案

で
は
、
単
一
の
共
通
法
文
化
圏
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
み
る
と
、
二
つ
の
活
動
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
、
外
国

0

0

法
を
適
用
す
る
よ
う
に
牴
触
法
が
裁
判
所
に
求
め
て
い
る
場
合
で
も
、
牴
触
法
だ
け
で
準
拠
法
を
完
全
に
絞
り
込
む
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
準
拠
法
が
そ
の
本
来
の
所
属
国
で
は
十
分
な
法
制
度
の
も
と
で
維
持
さ
れ
、
大
切
に
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
準
拠
法
に
習
熟
し
て
い
な
い
外
国
裁
判
所
で
は
、
必
然
的
に
、
準
拠
法
が
そ
の
本
国
で
得
ら
れ
る
完
全
な
姿
と
は
別

物
と
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
み
る
と
、
事
案
が
外
国
の
法
廷
に
係
属
す
る
場
合
、
準
拠
法
は
ど
の
み
ち
純
粋
な
か
た
ち
で
解
釈
適
用
さ

れ
ず
、
む
し
ろ
、
準
拠
法
と
法
廷
地
法
と
が
混
ざ
り
合
っ
た
混
合
法
に
変
形
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
混
合
法
を
適
用
す
る
場
合
、
理

性
的
に
み
る
と
、
左
右
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
、
近
い
関
係
に
あ
る
そ
の
他
の
法
秩
序
を
み
た
り
過
去
の
法
に
目
配
り
し
た
り
し
て
、
法
廷
地
法
に

お
け
る
解
決
策
と
、当
初
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
た
他
の
複
数
の
法
秩
序
に
お
け
る
解
決
策
を
併
せ
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
複
数
の
法
案
も
、
正
当
な
補
助
資
料
と
し
て
、
考
慮
さ
れ
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
の
も
と
で
外
国
法
が
適
用
さ
れ

る
場
合
、
ど
の
法
案
も
、
あ
た
か
も
鎮
痛
剤
の
よ
う
に
、
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
の
も
と
で
生
じ
得
る
難
問
を
解
決
す
る
効
果
を
持
ち
得
る
か

ら
で
あ
る）

11
（

。”
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⑴　

こ
の
節
は
六
つ
の
段
落
か
ら
成
る
。
第
一
段
落
で
は
、「
法
比
較
と
牴
触
法
と
の
関
係
を
変
更
す
る
第
三
の
観
点
」
と
し
て
、

グ
ル
ー
プ
研
究
の
進
展
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
研
究
の
目
的
は
、「
一
定
の
主
張
を
有
す
る
勧
告
的
意
見
や
綱
領
、
さ
ら
に
は

特
定
の
法
領
域
全
般
に
亘
る
体
系
的
な
ル
ー
ル
作
り
を
共
同
し
て
行
う
こ
と
」、「
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
規
模
で
、
ひ
い

て
は
全
世
界
的
な
規
模
で
の
共
同
成
果
を
具
体
的
に
示
し
た
り
、
そ
う
す
る
よ
う
仕
向
け
た
り
す
る
こ
と
に
あ
る
」。「
法
比
較
」
研
究
を

正
確
か
つ
迅
速
に
行
う
た
め
に
は
、
伝
統
的
に
行
わ
れ
て
き
た
個
人
研
究
に
代
え
て
、
各
国
を
代
表
す
る
研
究
者
を
網
羅
し
た
グ
ル
ー
プ

研
究
が
必
要
と
な
る
。「
こ
の
二
〇
年
な
い
し
三
〇
年
来
の
特
徴
的
な
活
動
と
し
て
グ
ル
ー
プ
研
究
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」

理
由
は
こ
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
段
落
で
は
、
グ
ル
ー
プ
研
究
の
特
徴
と
し
て
、「
メ
ン
バ
ー
の
出
身
地
が

法
秩
序
を
異
に
す
る
多
く
の
国
に
ま
た
が
っ
て
い
る
」
こ
と
、「
メ
ン
バ
ー
は
出
身
国
の
法
体
系
に
関
す
る
情
報
を
相
互
に
交
換
し
合
い
、

概
し
て
ラ
フ
な
第
一
次
案
を
作
成
す
る
」
こ
と
、「
こ
の
よ
う
な
知
識
の
集
積
に
よ
っ
て
多
少
と
も
共
通
分
母
が
広
が
る
た
め
、
共
通
性

を
有
す
る
ル
ー
ル
の
策
定
が
容
易
に
な
る
」
こ
と
、「
法
案
が
完
成
し
て
出
版
さ
れ
る
」
こ
と
、「
こ
れ
ら
の
法
案
に
は
、
多
く
の
場
合
、

各
法
秩
序
が
法
案
と
合
致
し
て
い
る
か
否
か
、
ど
の
よ
う
に
合
致
し
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
合
致
し
て
い
な
い
の
は
ど
こ
か
と
い
っ
た
諸

点
に
関
す
る
詳
し
い
記
述
を
含
め
、
し
か
る
べ
き
説
明
が
付
加
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
、
こ
れ
ら
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑵　

第
三
段
落
で
は
、
グ
ル
ー
プ
研
究
に
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
法
見
解
の
濫
立

0

0

を
回
避
」
す
る
た
め
、
共
通
の
法
見
解
と
い
う
基
盤
を

国
際
的
法
意
識
へ
高
め
よ
う
と
す
る
傾
向
」
が
あ
る
た
め
、
ど
の
国
家
法
も
「
こ
れ
ら
の
法
案
か
ら
、
多
く
の
利
点
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
」
旨
、
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
各
国
の
実
務
家
が
「
法
案
の
解
説
や
国
別
報
告
書
に
み
ら
れ
る
個
々
の
法
秩
序
に
つ
い
て
の
情

報
」
か
ら
、
個
々
の
法
律
問
題
が
単
位
法
律
関
係
概
念
の
解
釈
上
ど
の
よ
う
に
性
質
決
定
さ
れ
る
か
、「
内
国
公
序

0

0

に
よ
る
外
国
法
の
適

用
制
限
」
の
限
界
、
国
家
法
間
で
の
相
違
を
調
整
す
る
方
法
等
に
関
す
る
参
考
指
針
を
得
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
第
四
段
落
で
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は
、
実
際
に
も
、「
こ
れ
ら
の
法
案
が
十
分
に
活
用
さ
れ
」、
諸
国
の
牴
触
法
は
「
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
法
比
較
研
究
が
生
み
出
し
た
成
果
か

ら
…
…
有
益
な
情
報
と
教
訓
を
得
る
こ
と
が
で
き
」、「
牴
触
法
の
基
本
問
題

0

0

0

0

を
改
め
て
見
直
す
契
機
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
に
も
触
れ
ら

れ
る
。

三　

第
五
段
落
で
は
、
牴
触
法
の
構
造
の
確
認
に
続
け
て
、「
ど
の
法
域
も
地
域
的
に
分
割
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
立
法
に
よ
り
統
治
さ

れ
て
い
る
が
、
法
律
家
の
意
識
で
は
、
逆
に
、
ど
の
法
域
も
法
文
化
か
ら
み
る
と
統
一
性
を
保
ち
、
各
法
秩
序
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
解

決
策
は
、
あ
た
か
も
言
語
に
お
け
る
方
言
の
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
の
も
と
で
現
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
変
形
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
ま
ず
は
、
前
述
の
よ
う
な
法
系
上
の
近
接
性
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
み
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
法
秩
序
間
の
類
似
性
に
着
目
し
、「
ア
メ
リ
カ
の
国
際
私
法
学
説
に
お
い
て
、
よ
り
良
い
法

0

0

0

0

0

と

い
う
思
考
が
広
ま
っ
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
」
と
説
明
す
る
。「
牴
触
法
は
、
抽
象
的
文
言
で
表
現
さ
れ
た
指
定
規
定
を
用

い
て
、
関
連
す
る
法
秩
序
中
の
ど
れ
か
に
当
該
法
律
関
係
を
『
服
せ
し
め
る
』
と
い
う
型
通
り
の
試
み
で
満
足
す
る
」
概
念
法
学
で
は
な

く
、「
裁
判
所
が
、
関
連
す
る
複
数
の
法
秩
序
に
現
れ
た
多
く
の
解
決
策
の
う
ち
、
そ
れ
ら
に
共
通
の
法
文
化
に
照
ら
し
て
理
性
的
か
つ

有
意
義
で
、
し
か
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
る
よ
う
に
手
助
け
し
た
り
提
案
し
た
り
す
べ
き
分
野
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
る
の
も
、
こ
う
し

た
認
識
に
よ
る
。

第
六
段
落
で
は
、「
よ
り
良
い
法

0

0

0

0

0

と
い
う
思
考
」
方
法
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
準
拠
法
と
そ
の

他
の
法
と
を
明
確
に
区
別
す
る
方
法
、
す
な
わ
ち
、
個
別
具
体
的
事
案
で
適
用
で
き
る
よ
う
に
い
わ
ば
『
絞
り
込
む
』
方
法
」、
準
拠
法

決
定
の
た
め
に
「
抽
象
的
な
指
定
規
定
を
設
け
る
と
い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
現
状
の
確
認
に
加
え
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
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グ
ル
ー
プ
研
究
で
考
え
ら
れ
て
き
た
新
し
い
法
案
で
は
、
単
一
の
共
通
法
文
化
圏
が
構
想
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
グ
ル
ー
プ
研
究
の

特
徴
が
「
単
一
の
共
通
法
文
化
圏
」
に
基
づ
く
「
統
一
法
」
に
よ
る
規
律
を
志
向
し
て
い
る
点
が
確
認
さ
れ
る
。

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、「
よ
り
良
い
法

0

0

0

0

0

と
い
う
思
考
」
方
法
と
「
単
一
の
共
通
法
文
化
圏
」
を
前
提
と
す
る
統
一
法
的
規
律
方
法
、
こ

れ
ら
「
二
つ
の
活
動
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」
と
し
て
も
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
と
す
る
。
そ

の
よ
う
に
考
え
る
理
由
を
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
外
国
法
は
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
の

形
で
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。「
準
拠
法
が
そ
の
本
来
の
所
属
国
に
お
い
て
十
分
な
法
制
度
の
も
と
で
維
持
さ
れ
、
大
切
に
取
り
扱
わ
れ
て

い
る
と
し
て
も
、
準
拠
法
に
習
熟
し
て
い
な
い
外
国
裁
判
所
で
は
、
必
然
的
に
」、「
準
拠
法
は
ど
の
み
ち
純
粋
な
か
た
ち
で
解
釈
適
用
さ

れ
ず
、
む
し
ろ
、
準
拠
法
と
法
廷
地
法
と
が
混
ざ
り
合
っ
た
混
合
法
に
変
形
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
。

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、
混
合
法
へ
の
変
形
、
つ
ま
り
、
準
拠
外
国
法
と
法
廷
地
法
と
の
接
近
を
「
単
一
の
共
通
法
文
化
圏
」
へ
の
入
口

と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、「
混
合
法
を
適
用
す
る
場
合
、
理
性
的
に
み
る
と
、
左
右
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
、
近
い
関
係
に

あ
る
そ
の
他
の
法
秩
序
を
み
た
り
過
去
の
法
に
目
配
り
し
た
り
し
て
、
法
廷
地
法
に
お
け
る
解
決
策
と
、
当
初
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
た

他
の
複
数
の
法
秩
序
に
お
け
る
解
決
策
を
併
せ
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
準
拠
法
と
法
廷
地
法
だ
け
で
な

く
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
複
数
の
法
案
も
、
正
当
な
補
助
資
料
と
し
て
、
考
慮
さ
れ
」
る
こ
と
で
、「
法
比
較
」
の
成
果
を
活
か
し
た
包
括
的

な
秩
序
が
混
合
法
の
名
の
も
と
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
諸
国
司
法
の
全
面
的
な
協
力
が
得
ら
れ
る
場
合
に
は
、
国
家
法
間
に
み
ら
れ
る
分
裂
を
解

消
す
る
た
め
の
一
方
策
と
な
り
得
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
国
際
私
法
分
野
に
お
け
る
伝
統
的
理
解
と
の
整
合
性
の
有
無
が
確
認
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
国
際
私
法
で
は
、
外
国
法
は
、
そ
れ
が
当
該
国
の
裁
判
所
が
適
用
す
る
の
と
同
じ
よ
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う
に
、
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
説
明）11
（

が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
に
実
在
す
る
外
国
法
を
そ
の

ま
ま
適
用
す
る
と
い
う
前
提
を
否
定
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
混
合
法
と
い
う
概
念
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
む
ろ

ん
、
外
国
法
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
解
釈
し
適
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
外
国
法
の
解
釈
過
程
に
お
い
て
、
他
国
の
学
説

等
、
複
数
の
選
択
肢
が
現
れ
る
と
き
は
「
法
比
較
」
が
行
わ
れ
る
余
地
が
あ
る
。

四　

そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
節
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
第
一
段
落
で
は
、「
法
比
較
と
牴
触
法
と
の
関
係

を
変
更
す
る
第
三
の
観
点
」
と
し
て
、
グ
ル
ー
プ
研
究
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
グ
ル
ー
プ
研
究
の
目
的
が
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
、
ひ
い
て

は
全
世
界
的
な
規
模
で
、
勧
告
的
意
見
や
綱
領
、
さ
ら
に
は
特
定
の
法
領
域
全
般
に
亘
る
体
系
的
な
ル
ー
ル
の
共
同
策
定
に
あ
る
と
み
る

と
、
こ
の
種
の
活
動
を
正
確
か
つ
迅
速
に
行
う
上
で
、
各
国
を
代
表
す
る
研
究
者
を
組
織
し
た
グ
ル
ー
プ
研
究
が
効
果
的
で
あ
る
点
に
異

論
は
な
い
。
第
二
段
落
で
は
、「
法
比
較
」
分
野
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
研
究
の
特
徴
が
列
挙
さ
れ
て
い
た
。
法
秩
序
を
異
に
す
る
多
く
の

国
か
ら
参
加
し
た
メ
ン
バ
ー
が
出
身
国
の
法
体
系
に
関
す
る
情
報
を
交
換
し
合
い
な
が
ら
統
一
法
案
を
作
成
す
る
こ
と
で
、
諸
国
法
制
間

の
異
同
が
明
ら
か
に
な
り
、
統
一
法
採
用
の
た
め
の
共
通
基
盤
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
点
が
そ
う
で
あ
る
。
第
三
段
落
で
は
、
統
一
法
案

の
解
説
や
国
別
報
告
書
か
ら
、
個
々
の
法
律
問
題
が
単
位
法
律
関
係
概
念
の
解
釈
上
ど
の
よ
う
に
性
質
決
定
さ
れ
る
か
、
外
国
法
の
適
用

結
果
が
内
国
公
序

0

0

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
制
限
さ
れ
て
い
る
か
等
の
解
釈
に
関
す
る
異
同
が
明
ら
か
に
な
り
、
国
家
法
間
で
の
相
違
を
調

整
す
る
方
法
等
に
関
す
る
参
考
指
針
も
得
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
第
四
段
落
で
は
、
実
際
に
も
、「
こ
れ
ら
の
法
案
が
十
分

に
活
用
さ
れ
」、「
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
法
比
較
研
究
が
生
み
出
し
た
成
果
か
ら
、
牴
触
法
は
、
有
益
な
情
報
と
教
訓
を
得
る
こ
と
が
で
き

て
」
お
り
、「
牴
触
法
の
基
本
問
題

0

0

0

0

を
改
め
て
見
直
す
契
機
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
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第
五
段
落
で
は
、
国
民
国
家
制
の
も
と
で
国
家
法
が
併
存
し
て
い
て
も
、
法
比
較
の
結
果
、
特
に
法
系
上
近
い
関
係
に
あ
る
諸
法
の
場

合
、
法
文
化
の
面
で
は
統
一
性
を
保
ち
、
各
法
秩
序
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
解
決
策
は
、
あ
た
か
も
言
語
に
お
け
る
方
言
の
よ
う
に
、
ひ

と
つ
の
テ
ー
マ
の
も
と
で
現
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
変
形
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
特
に
、
ア
メ
リ

カ
の
「
よ
り
良
い
法

0

0

0

0

0

」
と
い
う
思
考
が
普
及
し
た
背
景
に
こ
う
し
た
事
情
が
あ
る
こ
と
も
説
明
さ
れ
て
い
た
。
第
六
段
落
で
は
、
概
念
法

学
の
影
響
を
受
け
て
、「
牴
触
法
」
が
、
抽
象
的
文
言
で
表
現
さ
れ
た
指
定
規
定
を
用
い
て
、
関
連
す
る
法
秩
序
中
の
い
ず
れ
か
に
当
該

法
律
関
係
を
「
服
せ
し
め
る
」
分
野
と
考
え
ら
れ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
グ
ル
ー
プ
研
究
を
通
じ
て
、
法
文
化
的
統
一
性
が
確
認
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、「
牴
触
法
」
を
「
裁
判
所
が
、
関
連
す
る
複
数
の
法
秩
序
に
現
れ
た
多
く
の
解
決
策
の
う
ち
、
そ
れ
ら
に
共
通
の

法
文
化
に
照
ら
し
て
理
性
的
か
つ
有
意
義
で
、
し
か
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
る
よ
う
に
手
助
け
し
た
り
提
案
し
た
り
す
べ
き
分
野
」
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、「
単
一
の
共
通
法
文
化
圏
」
に
基
づ
く
「
統
一
法
」
に
よ
る
規
律
と
い
う
方
法
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
指

摘
さ
れ
て
い
た
。
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
「
よ
り
良
い
法

0

0

0

0

0

と
い
う
思
考
」
方
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
単
一

の
共
通
法
文
化
圏
」
を
前
提
と
す
る
統
一
法
的
規
律
方
法
、
こ
れ
ら
二
つ
の
活
動
を
止
揚
す
る
方
法
と
し
て
混
合
法
の
適
用
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
準
拠
外
国
法
と
法
廷
地
法
と
が
混
ざ
り
合
っ
た
混
合
法
に
変
形
さ
れ
る
過
程
を
通
じ
て
、
準
拠
外
国
法
と
法
廷
地
法
と
が

接
近
し
、「
単
一
の
共
通
法
文
化
圏
」
へ
の
入
口
が
開
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
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4　
「
Ⅳ　

展　
　

望
」

一　

第
四
章
「
Ⅳ　

展
望
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

“
①
準
拠
法
選
択
の
自
由
が
国
際
的
規
模
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
国
家
法
か
ら
地
域
全
体
を
対
象
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
化
へ
の

動
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
に
、
グ
ル
ー
プ
研
究
に
よ
っ
て
法
案
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
法
比
較

と
牴
触
法
と
の
関
係
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
、
法
比
較
か
ら
み
て
も
牴
触
法
か
ら
み
て
も
、
新
し
い
展
望
が
開
け
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

②
国
際
的
に
み
る
と
、
法
的
解
決
策
の
提
案
で
も
立
法
で
も
、
法
比
較

0

0

0

の
有
用
性
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
比

較
は
、
法
律
問
題
を
扱
う
実
務
家
を
も
同
時
に
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
務
家
は
、
選
択
の
対
象
と
な
る
複
数
の
実
質

法
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
よ
り
、
も
っ
と
ず
っ
と
簡
単
な
方
法
で
多
く
の
知
識
を
得
る
能
力
を
必
要
と
し
て
い
る
。
複
数
の
グ
ル
ー
プ
研
究
が
完
成

し
た
法
案
が
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
は
確
か
に
部
分
的
に
は
充
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
今
後
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連

合
自
身
が
、
自
己
の
資
金
と
組
織
を
活
用
し
、
法
的
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
法
律
家
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
管
轄
権
と
牴
触
法
に
関
す
る
法
体
系
を
慎
重

か
つ
有
効
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

③
そ
れ
な
ら
ば
、
渉
外
実
務
に
と
っ
て
、
法
比
較
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
は
、
法
律
学
の
学
修

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
法
比
較
が
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
か
と
い
う
点
を
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
す
べ
て
の
学
生
が
基
本
科
目
を
学
修
す
る
段
階
で
す
で
に
国
際
的
な
法
律
問
題
と
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
は
、
教
育
の
本

来
的
要
請
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
法
比
較
の
学
修
と
い
う
点
で
は
、
弱
点
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
大
学
で
、
法
比
較
が
今
な
お
特
殊
な
科
目
と

み
な
さ
れ
て
お
り
、
全
員
が
履
修
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
最
近
、
ド
イ
ツ
国
際
法
学
会
が
、
ド
イ
ツ
語
圏
諸
大
学
の
法
学
部
を
対
象
と

し
て
、
国
際
法
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
、
国
際
私
法
お
よ
び
法
比
較
、
こ
れ
ら
四
科
目
の
講
義
時
間
数
と
教
授
ス
タ
ッ
フ
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ

た
結
果
、
法
比
較
だ
け
が
削
減
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
方
が
ス
イ
ス
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
状
況
よ
り
も
ま
だ

マ
シ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
法
比
較
が
一
般
的
な
教
養
科
目
で
し
か
な
く
、
す
ぐ
に
役
立
つ
よ
う
な
具
体
的
内
容
を
提
供
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で
き
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、
学
生
た
ち
が
法
比
較
に
さ
ほ
ど
関
心
を
示
し
て
い
な
い
と
い
う
点
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

④
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
は
、
大
学
で
講
義
を
担
当
す
る
法
比
較
学
者
が
真
剣
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
法
比

較
学
者
は
、
こ
れ
ま
で
、
基
本
科
目
を
学
修
す
る
に
あ
た
り
必
要
十
分
な
知
識
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
法
比
較
の
講
義
内
容
を
考
え
て

い
た
。
こ
の
内
容
を
実
行
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
で
目
に
見
え
る
よ
う
な
、
し
か
も
、
実
務
に
役
立
つ
よ
う
な
内
容
が
法
比
較
の
講
義
で
提
供
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
学
生
が
学
ぶ
素
材
に
は
、
時
と
し
て
、
外
国
の
資
料
（
法
律
、
判
例
、
学
術
文
献
）
も
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
こ
と
自
体
は
国
内
法
の
学
修
と
変
わ
ら
な
い
が
、
外
国
語
の
知
識
を
ど
れ
だ
け
備
え
て
い
る
か
に
応
じ
て
、
外
国
の
資
料
を
利
用
で
き

る
範
囲
も
異
な
り
得
る
。
し
か
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
大
学
の
法
学
部
に
お
け
る
法
律
学
の
学
修
に
は
、
必
修
科
目
た
る
外
国
語
の
履
修
（
読
解
力
の

習
得
を
最
少
目
標
と
す
る
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
る
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院

0

0

0

の
裁
判
や
法
律
雑
誌
『D

alloz 
Sirey

』
に
掲
載
さ
れ
る
判
例
評
釈
を
探
し
出
し
て
読
み
込
み
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
一
連
の
法
規
、
裁

判
例
お
よ
び
学
術
文
献
を
用
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
法
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
英
語
を
知
る
者
は
、
連
合
王
国
最
高
裁
判
所

0

0

0

0

0

の
判
決
で
五
人

の
裁
判
官
が
述
べ
た
意
見
か
ら
、
当
該
裁
判
の
判
決
理
由

0

0

0

0

を
調
査
で
き
る
し
、
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
語
を
知
る
者
は
、『M

assim
ario

（
イ
タ
リ
ア
最

高
裁
判
例
集
）』
を
利
用
し
て
判
例
を
分
類
し
た
り
、
イ
タ
リ
ア
語
で
書
か
れ
た
ス
イ
ス
連
邦
最
高
裁
判
所
の
裁
判
を
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
以
上
を
纏
め
る
と
、
法
学
部
に
お
け
る
法
比
較
の
講
義
は
、
法
の
世
界
に
お
い
て
な
ぜ
種
々
の
違
い
が
生
ま
れ
る
の
か
を
学
生
に
伝
え
、
納

得
さ
せ
る
こ
と
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
外
国
語
の
法
源
や
原
典
を
用
い
て
何
度
も
練
習
を
繰
り
返
し
、
学
生
が
独
力
で
外
国
の
資
料
を
使
い

こ
な
せ
る
よ
う
な
能
力
の
修
得
を
目
指
す
も
の
へ
と
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
法
比
較
の
講
義
が
開
設
さ
れ
て
い
る
法
学
部

は
確
か
に
い
く
つ
も
あ
る
し
、
法
比
較
に
関
す
る
学
修
用
教
材
も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
で
も
、
遺
憾
な
が
ら
、
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
や
り
方
を
内

容
と
す
る
法
比
較
教
育
は
い
ま
だ
一
般
化
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

⑤
法
学
部
で
講
義
さ
れ
る
法
比
較
の
現
状
を
み
る
と
、
こ
の
よ
う
に
、
目
標
の
達
成
ま
で
は
は
る
か
に
遠
く
、
と
う
て
い
展
望
で
き
る
状
況
に
は

な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
、
国
際
私
法

0

0

0

0

・
国
際
訴
訟
法

0

0

0

0

0

は
、
法
比
較
が
抱
え
て
い
る
こ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
な
い
。
国
際
私
法
・

国
際
訴
訟
法
の
場
合
、
教
師
は
い
つ
で
も
、
裁
判
例
と
鑑
定
実
務

─
関
連
す
る
素
材
を
見
つ
け
、
実
際
に
手
に
入
れ
る
こ
と
を
含
む

─
を
用
い

て
興
味
を
呼
ぶ
具
体
例
を
学
生
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
学
生
が
自
力
で
問
題
事
案
を
解
決
で
き
る
よ
う
に
導
く
こ
と
も
で
き
る
。
む
し
ろ
、

牴
触
法
分
野
に
お
け
る
い
く
つ
も
の
発
展
の
跡
を
辿
っ
て
み
る
と
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
牴
触
法
分
野
に
お
け
る
基
本
的
な
概
念
の
理
解

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
結
び
付
い

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
当
事
者
自
治
の
興
隆
を
理
論
的
に
支
え
る
こ
と
、
国
家
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
へ
と
牴
触
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法
の
内
容
を
転
換
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
方
向
に
向
け
て
の
共
同
討
議
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
際
私
法
分
野
の
成
果
を
み
る
と
、

国
際
私
法
が
全
体
と
し
て
、
法
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
複
数
の
新
し
い
法
案
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
と
い
う
点
は
ま

だ
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
ど
の
法
案
も
、一
方
で
、統
一
さ
れ
た
連
合
法
を
創
り
出
そ
う
と
い
う
野
心
を
示
し
て
い
な
が
ら
、そ
れ
と
同
時
に
、

他
方
で
、
指
定
規
定

0

0

0

0

を
用
い
て
準
拠
法
を
ひ
と
つ
に
絞
り
込
む
こ
と
で
最
初
は
念
頭
に
あ
っ
た
他
の
複
数
の
法
を
段
階
的
に
消
し
去
る
（fade-out

）

と
い
う
希
望
ま
で
弱
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
現
在
の
国
際
私
法
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
い
ま
だ
伝
統
的
な
理
解
の
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。
以
上
に
述
べ
た
こ
と
が
さ
ら
に
発
展
さ
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
小
稿
の
テ
ー
マ
の
枠
を
超
え
て
、「
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
」
へ
と
移
る
こ
と
が
で

き
よ
う）

11
（

。”

二　

⑴　

こ
の
章
は
、
五
つ
の
段
落
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
段
落
で
は
、「
当
事
者
意
思
」
を
連
結
点
と
す
る
規
定
の
増
加
に

伴
っ
て
「
法
比
較
」
が
行
わ
れ
る
局
面
が
増
え
た
こ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
牴
触
法
の
登
場
に
よ
っ
て
「
法
比
較
」
の
対
象
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
法
が
加
わ
っ
た
こ
と
、
グ
ル
ー
プ
研
究
に
よ
る
蓄
積
を
経
て
「
法
比
較
」
の
素
材
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴

に
よ
っ
て
、
法
比
較
と
牴
触
法
と
の
関
係
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
」
で
「
法
比
較
か
ら
み
て
も
牴
触
法
か
ら
み
て
も
、
新
し
い
展
望
が
開

け
る
こ
と
を
意
味
」
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
指
摘
さ
れ
る
。「
新
し
い
展
望
」
と
は
、
結
局
、「
牴
触
法
」
に
不
可
避
の
法
選
択
の
場
面
で

「
法
比
較
」
の
機
会
が
拡
大
し
た
こ
と
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
教
授
は
第
二
段
落
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の
「
法
比
較
」
が
抱
え
て
い
た
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
国
際
的
に
み
る
と
、
法
的
解
決
策
の
提
案
で
も
立
法
で
も
、
法
比
較

0

0

0

の
有
用
性
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
」
お
り
、
そ
う
し
た
需
要
に
応

え
る
べ
く
、「
法
比
較
は
、
法
律
問
題
を
扱
う
実
務
家
を
も
同
時
に
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
つ
ま
り
、「
実

務
家
は
、
選
択
の
対
象
と
な
る
複
数
の
実
質
法
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
も
っ
と
簡
単
な
方
法
で
も
っ
と
多
く
の
知
識
を
得
る
能
力

を
必
要
と
し
て
い
る
」。
そ
れ
な
の
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
法
比
較
」
が
実
務
家
の
需
要
を
満
た
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
。
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第
三
段
落
で
は
、
渉
外
実
務
に
と
っ
て
「
法
比
較
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
別
の
論
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で

い
て
、
教
授
は
、
こ
の
問
い
に
は
答
え
ず
、「
法
律
学
の
学
修

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
法
比
較
が
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有

す
る
か
と
い
う
点
を
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
、「
法
比
較
」
に
関
す
る
渉
外
実
務
の
需
要
と
そ
う
し
た
需
要
に
応
え
る
べ
き

法
学
教
育
（
法
律
学
の
学
修

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
法
比
較
が
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
か
と
い
う
点
）
と
の
落
差
に
目
を
向
け
、

現
状
は
、「
法
比
較
の
学
修
と
い
う
点
で
は
、
弱
点
も
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

教
授
は
、
右
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
、「
法
比
較
が
一
般
的
な
教
養
科
目
で
し
か
な
く
、
す
ぐ
に
役
立
つ
よ
う
な
具
体
的
内
容
を
提
供

で
き
て
い
な
い
」
た
め
、「
学
生
た
ち
が
法
比
較
に
さ
ほ
ど
関
心
を
示
し
て
い
な
い
」
点
を
挙
げ
、
そ
の
背
景
に
、「
法
比
較
」
教
育
担
当

者
が
こ
の
講
義
科
目
の
実
用
性
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。「
法
比
較
が
一
般
的
な
教
養
科
目
」
と
考

え
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、「
法
比
較
学
者
は
、
こ
れ
ま
で
、
基
本
科
目
を
学
修
す
る
に
あ
た
り
必
要
十
分
な
知
識
を
得
ら
れ
る
よ
う

な
も
の
と
し
て
、
法
比
較
の
講
義
内
容
を
考
え
て
い
た
」（「
法
比
較
」
が
実
定
法
諸
科
目
を
学
修
す
る
上
で
参
考
に
な
る
よ
う
な
入
門
科
目
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
）
と
い
う
認
識
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
諸
大
学
の
法
学
部
を
対
象
と
し
た
ド
イ
ツ
国
際
法
学
会
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
で
は
、「
国
際
法
」、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
」、「
国
際
私
法
」
お
よ
び
「
法
比
較
」
の
う
ち
、「
法
比
較
」
の
講
義
時
間
数

だ
け
が
削
減
さ
れ
て
い
た
点
へ
の
言
及
も
、
こ
の
よ
う
な
「
法
比
較
」
教
育
の
現
状
に
対
す
る
否
定
的
評
価
の
表
れ
と
み
ら
れ
よ
う
。

⑵　

そ
れ
で
は
、「
法
比
較
」
の
講
義
内
容
を
ど
の
よ
う
に
変
え
れ
ば
、
渉
外
実
務
の
需
要
に
応
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
レ
ス

ナ
ー
教
授
は
、「
法
学
部
に
お
け
る
法
比
較
の
講
義
は
、
法
の
世
界
に
お
い
て
な
ぜ
種
々
の
違
い
が
生
ま
れ
る
の
か
を
学
生
に
伝
え
、
納

得
さ
せ
る
こ
と
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
外
国
語
の
法
源
や
原
典
を
用
い
て
何
度
も
練
習
を
繰
り
返
し
、
学
生
が
独
力
で
外
国
の
資

料
を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
な
能
力
の
修
得
を
目
指
す
も
の
へ
と
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、「
学
生
が
学
ぶ
素
材
に
は
…
…
外
国
の
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資
料
（
法
律
、
判
例
、
学
術
文
献
）
も
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
を
提
案
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
今
ひ
と
つ
の
事
情
と
し
て
、

彼
は
、「
法
比
較
」
と
対
比
さ
れ
る
「
牴
触
法
」
の
現
状
認
識
を
挙
げ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、「
国
際
私
法
・
国
際
訴
訟
法
の
場
合
、
教

師
は
い
つ
で
も
、
裁
判
例
と
鑑
定
実
務

─
関
連
す
る
素
材
を
見
つ
け
、
実
際
に
手
に
入
れ
る
こ
と
を
含
む

─
を
用
い
て
興
味
を
呼
ぶ

具
体
例
を
学
生
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
学
生
が
自
力
で
問
題
事
案
を
解
決
で
き
る
よ
う
に
導
く
こ
と
も
で
き
る
」
た

め
、「
国
際
私
法

0

0

0

0

・
国
際
訴
訟
法

0

0

0

0

0

は
、
法
比
較
が
抱
え
て
い
る
こ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
な
い
」
と
彼
が
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
全
体
の
ま
と
め
が
行
わ
れ
る
。
ま
ず
、「
牴
触
法
」
の
分
野
で
は
、「
当
事
者
自
治
の
興
隆
を
理
論
的
に
支
え
る
こ
と
、
国
家
法

の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
へ
と
牴
触
法
の
内
容
を
転
換
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
方
向
に
向
け
て
の
共
同
討
議
は

す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
現
下
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
国
際
私
法
と
、
法
比
較
と
い
う
観
点

か
ら
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
複
数
の
新
し
い
法
案
（
統
一
法
案
）
と
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
と
い
う
点
が
ま
だ
十
分
に
意
識
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
点
が
そ
う
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
よ
う
に
考
え
た
背
景
に
は
、
一
方
で
、
ど
の
法
案
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
と
い
う
統
一

法
の
形
成
を
目
指
し
て
い
な
が
ら
、
他
方
で
、
指
定
規
定
を
用
い
て
準
拠
法
を
ひ
と
つ
に
絞
り
込
む
こ
と
で
、
最
初
は
念
頭
に
あ
っ
た
他

の
複
数
の
法
の
適
用
可
能
性
を
段
階
的
に
消
し
去
る
と
い
う
希
望
を
弱
め
、
準
拠
法
選
択
と
い
う
か
た
ち
で
複
数
の
法
を
残
し
て
し
ま
っ

て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
。「
現
在
の
国
際
私
法
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
い
ま
だ
伝
統
的
な
理
解
の
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
」
と
評
価
す
る
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
は
、
加
盟
諸
国
の
法
制
を
「
比
較
」
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
相
違
点
を
調
整
し
、
統
一
法
を
形
成

す
る
こ
と
で
加
盟
諸
国
間
で
の
法
律
牴
触
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
す
る
。
彼
の
こ
う
し
た
理
解
か
ら
み
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法

に
当
事
者
自
治
を
導
入
し
、
適
用
可
能
な
法
を
複
数
認
め
る
こ
と
は
、
法
の
統
一
に
逆
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
両

者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
と
い
う
課
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
章
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
第
一
段
落
で
は
、
準
拠
法
選
択
の
自
由
が
国
際
的

規
模
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
国
家
法
か
ら
統
一
法
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
）
へ
の
動
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
に
、
グ

ル
ー
プ
研
究
に
よ
っ
て
法
案
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
法
比
較
と
牴
触
法
と
の
関
係
が
変

わ
っ
て
き
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
両
者
の
関
係
の
変
化
を
示
す
新
し
い
展
望
と
し
て
、「
当
事
者
意
思
」
を
連
結
点
と
す
る
規
定
の
増

加
に
伴
っ
て
「
法
比
較
」
が
行
わ
れ
る
局
面
が
増
え
た
こ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
牴
触
法
の
登
場
に
よ
っ
て
「
法
比
較
」
の
対
象
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
法
が
加
わ
っ
た
こ
と
、
グ
ル
ー
プ
研
究
に
よ
る
蓄
積
を
経
て
「
法
比
較
」
の
素
材
と
研
究
成
果
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
こ
と
、
こ

れ
ら
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
二
段
落
で
は
、
国
際
的
に
み
る
と
、
法
的
解
決
策
の
提
案
で
も
立
法
で
も
、
法
比
較

0

0

0

の
有
用
性
が
強
ま
っ
て
い

る
こ
と
、
そ
う
し
た
需
要
に
応
え
て
、「
法
比
較
は
、
法
律
問
題
を
扱
う
実
務
家
を
も
同
時
に
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
こ
と
、
こ
れ
ら
が
指
摘
さ
れ
る
。「
法
学
部
に
お
け
る
法
比
較
の
講
義
は
、
法
の
世
界
に
お
い
て
な
ぜ
種
々
の
違
い
が
生
ま
れ

る
の
か
を
伝
え
、
納
得
さ
せ
る
こ
と
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
外
国
語
の
法
源
や
原
典
を
用
い
て
何
度
も
練
習
を
繰
り
返
し
、
学
生

が
独
力
で
外
国
の
資
料
を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
な
能
力
の
修
得
を
目
指
す
も
の
へ
と
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、「
学
生
が
学
ぶ
素

材
に
は
…
…
外
国
の
資
料
（
法
律
、
判
例
、
学
術
文
献
）
も
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
る
彼
は
、「
国
際
私
法
・
国
際
訴
訟
法

の
場
合
、
教
師
は
い
つ
で
も
…
…
学
生
が
自
力
で
問
題
事
案
を
解
決
で
き
る
よ
う
に
導
く
こ
と
も
で
き
る
」
の
に
、「
法
比
較
」
の
担
当

者
が
、
実
用
性
を
考
慮
せ
ず
、
基
本
科
目
の
学
修
上
必
要
十
分
な
知
識
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
に
講
義
内
容
を
と
ど
め
て
い
た
点
を
疑

問
視
す
る
。

最
後
に
、
全
体
の
ま
と
め
と
し
て
、「
牴
触
法
」
で
は
、「
当
事
者
自
治
の
興
隆
を
理
論
的
に
支
え
る
こ
と
、
国
家
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
へ
と
牴
触
法
の
内
容
を
転
換
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
方
向
に
向
け
て
の
共
同
討
議
は
す
で
に
始
ま
っ
て
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い
る
」
こ
と
、
こ
れ
ら
が
確
認
さ
れ
る
。
次
い
で
、
現
下
の
課
題
と
し
て
、
ど
の
法
案
も
、
一
方
で
は
統
一
法
の
形
成
（
法
の
分
裂
の
回

避
）
を
目
指
し
て
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
準
拠
法
選
択
と
い
う
か
た
ち
で
複
数
の
法
を
残
し
て
い
る
た
め
、
現
在
の
国
際
私
法
と
、
法
比

較
と
い
う
観
点
か
ら
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
複
数
の
新
し
い
法
案
（
統
一
法
案
）
と
を
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
る
か
と
い
う
点
が
ま
だ
十
分

に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
点
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
加
盟
諸
国
の
法
制
を
「
比
較
」
す
る
こ
と
を
通
じ
て
相
違
点
を
調
整
し
、
ま

た
統
一
法
を
形
成
す
れ
ば
、
加
盟
諸
国
間
で
の
法
律
牴
触
が
減
少
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
適
用
可
能
な
法
の
併
存
を
認
め
、
当
事
者
自
治

を
採
用
す
る
こ
と
は
、
法
の
統
一
に
逆
行
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
と
い
う
課
題
を
避
け
て
通

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三 

総
括
的
評
価

一　

小
稿
で
は
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
の
論
説
を
素
材
と
し
て
、
国
際
私
法
と
比
較
法
と
の
関
係
如
何
に
関
す
る
先
の
研
究
を
補
完
す
る
こ

と
が
試
み
ら
れ
た
。
長
文
に
亘
っ
た
引
用
を
含
め
、
同
論
文
に
お
け
る
主
張
を
改
め
て
要
約
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

⑴
「
Ⅰ　

は
じ
め
に
」
で
は
、「
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
」
は
何
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。「
Ⅱ　

牴
触
法
と
法
比
較

の
関
係
に
関
す
る
従
来
の
理
解
」
で
は
、
牴
触
法
と
法
比
較
と
の
密
接
な
関
係
が
旧
く
か
ら
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
点
が
確
認

さ
れ
る
と
と
も
に
、「
方
法
と
し
て
の
法
比
較
」
説
に
立
つ
カ
ー
ン
の
見
解
と
こ
の
見
解
が
及
ぼ
し
た
影
響
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
は
、
ラ
ー
ベ
ル
が
法
比
較
を
基
礎
に
『T

he Conflict of Law
s

』
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
、
ラ
ー
ベ
ル
の
影
響
が
後
世
に
も
及
ん
で
い

る
こ
と
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
法
比
較
が
国
際
私
法
の
不
可
避
の
伴
走
者
で
あ
る
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
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た
、「
牴
触
法
」
の
立
法
過
程
に
み
ら
れ
る
「
法
比
較
」
に
つ
い
て
説
明
が
加
え
ら
れ
、
牴
触
規
定
の
立
法
過
程
に
お
け
る
「
法
比
較
」

と
牴
触
規
定
の
解
釈
・
適
用
過
程
に
お
け
る
「
法
比
較
」
と
の
相
違
に
も
言
及
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、「
法
比
較
」
が
単
位
法
律
関

係
概
念
の
解
釈
に
関
わ
る
性
質
決
定
問
題
、
連
結
点
の
解
釈
問
題
、
公
序
条
項
や
介
入
規
定
の
適
用
、
消
費
者
契
約
や
国
際
労
働
法
の
分

野
に
お
け
る
有
利
性
の
比
較
や
択
一
連
結
等
と
関
わ
る
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
準
拠
法
決
定
過
程
に
「
選
択
」
プ
ロ
セ

ス
が
内
包
（
一
体
化
）
さ
れ
て
い
る
た
め
「
法
比
較
」
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
際
、
法
廷
地
法
と
の
対
比
過
程
が
考
慮
さ
れ
る
と

い
う
意
味
で
、
準
拠
法
選
定
段
階
で
「
自
国
本
位
的
傾
向
」
へ
の
誘
因
が
あ
り
得
る
こ
と
等
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

⑵　
「
Ⅲ　

新
た
な
特
色
」
の
第
一
節
「
当
事
者
自
治
と
準
拠
法
選
択
」
で
は
、
渉
外
契
約
に
つ
い
て
最
も
広
く
承
認
さ
れ
て
き
た
連

結
点
（
当
事
者
自
治
（
準
拠
法
選
択
））
が
、
法
源
の
点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
に
、
単
位
法
律
関
係
の
点
で
契
約
以
外
の
分
野
に
拡
大
さ
れ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
当
事
者
が
自
由
意
思
で
連
結
点
の
内
容
を
操
作
で
き
る
場
合
も
、「
間
接
的
な
準
拠
法
選
択
」
と
い
う
表
現
で

そ
こ
に
含
め
ら
れ
た
（「
当
事
者
自
治
」
概
念
の
拡
張
）
う
え
、
当
事
者
の
自
由
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
分
野
と
し
て
国
際
手
続
法
と
統
一
法
も

追
加
さ
れ
て
い
た
。
教
授
は
、
牴
触
法
を
含
む
三
分
野
を
通
覧
し
て
、
①
生
活
の
国
際
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
通
し
て
自
由
意
思
が
一
層

尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
選
択
の
自
由
が
国
際
私
法
立
法
上
の
原
則
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
、
②
国
際
的
に
活
動
す
る
法
主
体

の
需
要
（
法
的
安
定
性
の
確
保
お
よ
び
多
様
な
法
の
適
切
な
活
用
）
を
満
た
す
た
め
に
準
拠
法
選
択
が
是
認
さ
れ
た
こ
と
、
③
当
事
者
自
治
推

進
論
を
支
え
る
思
想
的
背
景
が
啓
蒙
主
義
哲
学
（
私
法
の
中
核
的
思
想
）
に
あ
っ
た
こ
と
、
④
「
当
事
者
自
治
」
の
正
当
性
を
補
強
す
る
材

料
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
諸
条
約
の
基
本
的
自
由
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
、
⑤
「
最
近
の
動
き
」
と
し
て
、
法
の
経
済
的
分
析
が
準
拠
法

選
択
の
自
由
を
支
え
る
根
拠
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
、
⑥
当
事
者
自
治
は
、
客
観
的
連
結
に
関
す
る
諸
原
則
を
補
充
す
る
立
場
か
ら
第
一
順

位
の
連
結
原
則
へ
と
高
め
ら
れ
、
実
定
法
た
る
牴
触
法
を
補
充
的
な
地
位
へ
と
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
六
点
を
指
摘
さ
れ
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る
。
そ
れ
に
続
け
て
、「
以
上
に
述
べ
た
こ
と
は
法
比
較
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
」、
そ
し
て
「
牴
触
法
分
野
に
お
い
て
準
拠

法
選
択
の
自
由
の
比
重
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
、
牴
触
法
に
と
っ
て
の
法
比
較
の
意
義
を
、
な
ぜ
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
変
え
た
の
か
」

と
い
う
二
つ
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
直
接
に
答
え
る
こ
と
な
く
、「
法
比
較
」
の
役
割
如
何
へ
と
論
点
が
転
換
さ

れ
、「
法
比
較
」
の
役
割
が
「
選
択
可
能
な
複
数
の
解
決
策
、
そ
れ
ら
の
特
性
、
長
所
お
よ
び
短
所
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
す
る
」
こ

と
に
あ
る
旨
、
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
彼
は
、
国
際
私
法
は
、
法
比
較
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
、「
将
来
ど
の
よ
う
な
立
法
が
必
要
と

な
り
、
法
を
ど
の
よ
う
に
適
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
諸
点
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、「
当
事
者
自

治
の
役
割
が
格
段
に
重
要
と
な
っ
た
現
状
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
点
に
新
規
性
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

⑶　

牴
触
法
お
よ
び
国
際
手
続
法
に
加
え
、
統
一
法
で
も
、
当
事
者
の
自
由
な
意
思
決
定
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
て
、
第
二

節
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
」
で
は
、
国
家
法
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
法
へ
と
舞
台
が
変
わ
っ
て
も
、
牴
触
規
定
の
構
造
自
体
が
維
持
さ
れ

る
た
め
、
準
拠
法
選
定
過
程
で
行
わ
れ
る
法
比
較
の
意
義
に
変
わ
り
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
次
い
で
、
法
廷
地
法
と
法
系
上
近
い

関
係
に
あ
る
外
国
法
の
適
用
よ
り
、
法
系
を
異
に
し
か
つ
違
う
言
語
で
書
か
れ
た
他
国
の
法
の
適
用
が
法
廷
地
法

0

0

0

0

の
適
用
に
比
し
て
手
間

が
か
か
る
こ
と
、「
こ
う
し
た
状
況
を
み
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
の
も
と
で
は
、
外
国
法
の
適
用
に
よ
っ
て
蒙
る
不
利
益
を
自
ら
除

去
す
る
権
利
と
法
廷
地
法

0

0

0

0

の
適
用
で
満
足
す
る
権
利
」
の
ど
ち
ら
を
準
拠
法
と
す
る
か
の
選
択
権
が
紛
争
当
事
者
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
が
主
張
さ
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
機
能
条
約
に
は
、
加
盟
国
間
で
の
実
質
法
統
一
の
可
能
性
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
第
八
一
条
第
二
項
ｆ
号
）
が
、
政
治

的
事
情
か
ら
統
一
の
試
み
は
さ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
。
教
授
は
、
統
一
法
実
現
に
向
け
た
活
動
に
代
わ
る
現
実
的
な
方
策
と
し
て
、「
法

比
較
」
の
活
用
を
提
案
す
る
。「
法
比
較
」
を
実
践
す
る
た
め
に
は
、そ
の
行
為
主
体
と
な
る
べ
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
家
自
身
が
「
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
連
合
の
法
体
系
を
公
正
に
運
用
で
き
る
よ
う
な
能
力
」
を
体
得
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、「
法
比
較
」
の
知

識
を
有
す
る
法
律
家
が
主
体
的
に
立
法
活
動
を
担
え
ば
、
実
質
法
統
一
に
近
い
機
能
を
果
た
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
家
が
外
国
法
に
も
習
熟
す
る
た
め
に
は
、「
万
人
の
た
め
の
法
比
較
」
が
実
施
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
一

環
と
し
て
、「
学
問
研
究
や
講
義
に
お
い
て
法
比
較
が
占
め
る
比
率
を
一
定
程
度
確
保
す
る
」
べ
く
、
図
書
館
等
の
情
報
源
が
整
備
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
た
。

⑷　

第
三
節
「
新
し
い
法
比
較
」
で
は
、「
法
比
較
と
牴
触
法
と
の
関
係
を
変
更
す
る
第
三
の
観
点
」
と
し
て
、
グ
ル
ー
プ
研
究
が
挙

げ
ら
れ
て
い
た
。
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
、
ひ
い
て
は
全
世
界
的
な
規
模
で
、
勧
告
的
意
見
や
綱
領
、
さ
ら
に
は
特
定
の
法
領
域
全
般
に
亘
る

体
系
的
ル
ー
ル
を
策
定
す
る
作
業
を
正
確
か
つ
迅
速
に
行
う
目
的
で
各
国
の
代
表
的
研
究
者
を
網
羅
し
て
組
織
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
の
成
果

に
は
、
諸
国
法
制
間
の
異
同
に
関
す
る
情
報
が
明
記
さ
れ
、
統
一
法
採
用
に
向
け
た
共
通
基
盤
が
形
成
さ
れ
、
国
家
法
間
で
の
相
違
を
調

整
す
る
方
法
等
に
関
す
る
参
考
指
針
が
得
ら
れ
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
系
上
近
い
関
係
に
あ
る
法
秩
序
間
の
相
違
は
、

そ
れ
が
言
語
に
お
け
る
方
言
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
た
め
に
、
さ
ほ
ど
強
調
さ
れ
ず
、
法
文
化
面
で
の
統
一
性
が
重
視
さ
れ
る
こ

と
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
「
よ
り
良
い
法

0

0

0

0

0

と
い
う
思
考
」
方
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
一
法
的
規
律
方
法
（「
単
一
の
共
通
法
文
化
圏
」）
は
、

対
立
軸
で
は
な
く
、
準
拠
外
国
法
と
法
廷
地
法
と
が
混
ざ
り
合
っ
た
混
合
法
に
変
形
さ
れ
る
過
程
を
通
じ
て
、
準
拠
外
国
法
と
法
廷
地
法

が
接
近
し
、「
単
一
の
共
通
法
文
化
圏
」
へ
の
入
口
が
開
か
れ
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
る
。

⑷　

第
二
章
（
過
去
）
お
よ
び
第
三
章
（
現
在
）
で
は
、準
拠
法
選
択
の
自
由
が
国
際
的
規
模
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
（「
当

事
者
意
思
」
を
連
結
点
と
す
る
規
定
の
増
加
に
伴
っ
て
「
法
比
較
」
が
行
わ
れ
る
局
面
が
増
え
た
こ
と
）、
国
家
法
か
ら
地
域
全
体
を
対
象
と
し
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
化
へ
の
動
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
牴
触
法
の
登
場
に
よ
っ
て
「
法
比
較
」
の
対
象
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
が
加
わ
っ
た
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こ
と
）、
グ
ル
ー
プ
研
究
を
通
じ
て
法
案
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
（
グ
ル
ー
プ
研
究
に
よ
る
蓄
積
を
経
て
「
法
比
較
」
の
素
材
が
飛
躍

的
に
増
大
し
た
こ
と
）、
こ
れ
ら
三
つ
の
動
き
を
通
し
て
、
法
比
較
と
牴
触
法
と
の
関
係
が
変
化
し
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
第
四
章
（
今

後
へ
の
展
望
）
で
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
事
情
に
よ
っ
て
、
法
比
較
か
ら
み
て
も
牴
触
法
か
ら
み
て
も
、「
新
し
い
展
望
が
開
け
る
」
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。「
新
し
い
展
望
」
と
は
、「
牴
触
法
」
に
付
随
す
る
選
択
の
場
面
で
「
法
比
較
」
の
機
会
が
拡
大
し
、
法
比
較

0

0

0

の
有
用

性
が
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
う
し
た
状
況
に
応
え
る
べ
く
、「
法
比
較
」
の
講
義
も
、
独
力
で
外
国
語
の
法
源
や
原
典
資
料

を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
な
能
力
を
学
生
に
付
け
さ
せ
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
を
指
す
。
最
後
に
、
加
盟

諸
国
の
法
制
を
「
比
較
」
す
る
こ
と
で
相
違
点
を
調
整
し
、
統
一
法
を
形
成
す
れ
ば
法
律
牴
触
が
減
少
す
る
は
ず
な
の
に
、
適
用
可
能
な

複
数
の
法
の
中
で
の
選
択
を
当
事
者
に
認
め
る
こ
と
は
、
法
の
統
一
に
逆
行
す
る
た
め
、
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
と
い

う
課
題
が
残
さ
れ
る
旨
、
指
摘
さ
れ
る
。

二　

そ
れ
で
は
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
の
こ
の
論
文
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
こ
で
は
、
以
下
の
諸
点
が
挙
げ
ら

れ
る
。

⑴　

ま
ず
、
同
論
文
の
表
題
、「
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
」
と
い
う
表
現
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き
か
。
こ
の
問
い

に
答
え
る
上
で
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
が
「
意
味
」
と
い
う
言
葉
で
何
を
考
え
て
い
た
か
と
い
う
点
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
む

ろ
ん
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
教
授
自
身
の
説
明
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）
が
、
こ
こ
で
は
、
同
論
文
の
結
論
と
も
み
ら
れ
得
る
第
四
章

「
Ⅳ　

展
望
」
の
内
容
を
手
掛
か
り
に
若
干
の
論
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
「
牴
触
法
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
教
授
は
「
牴
触
法
」
を
伝
統
的
な
意
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味
で
捉
え
て
い
た
。
国
際
私
法
を
「
関
連
す
る
複
数
の
法
秩
序
に
現
れ
た
多
く
の
解
決
策
の
う
ち
、
そ
れ
ら
に
共
通
の
法
文
化
に
照
ら
し

て
理
性
的
か
つ
有
意
義
で
、
し
か
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
る
よ
う
に
手
助
け
し
た
り
提
案
し
た
り
す
べ
き
分
野
」
と
定
義
す
る
教
授
の
説

明
も
こ
の
よ
う
な
理
解
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
他
方
で
、
教
授
は
、「
法
比
較
」
の
役
割
を
「
選
択
可
能
な
複
数
の
解
決
策
、
そ
れ

ら
の
特
性
、
長
所
お
よ
び
短
所
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
す
る
」
も
の
と
説
明
し
、
さ
ら
に
、
当
事
者
自
治
と
準
拠
法
選
択
の
拡
大
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
牴
触
法
、
グ
ル
ー
プ
研
究
、
こ
れ
ら
三
点
を
「
新
た
な
特
色
」
と
述
べ
て
い
た
。
以
上
を
総
合
す
る
と
、
法
比
較
に
は
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
家
に
対
し
、
牴
触
法
の
各
分
野
で
、
選
択
可
能
な
複
数
の
解
決
策
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
に
共
通
の
法
文
化
に
照
ら

し
て
理
性
的
で
、
有
意
義
か
つ
適
切
な
も
の
を
選
ぶ
際
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
選
定
能
力
を
付
与
す
る
役
割
が

あ
る
」
と
い
う
理
解
も
、
こ
の
「
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
」
と
い
う
表
現
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
フ
レ
ス
ナ
ー
教

授
の
こ
の
よ
う
な
認
識
の
前
提
に
は
、「
法
比
較
」
の
講
義
内
容
が
渉
外
実
務
に
対
応
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
現
状
へ
の
批
判
的
見

方
が
あ
る
（
こ
の
点
は
、
基
礎
法
学
と
総
称
さ
れ
る
他
の
分
野
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
実
定
法
か
ら
乖
離
し
て
い
る
場
合
、
転
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。）。

⑵　

困
惑
す
る
の
は
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
の
場
合
、「
法
比
較
」
と
い
う
言
葉
が
、
一
方
で
は
「
専
門
分
野
」
と
し
て
説
明
さ
れ
な
が

ら
、
他
方
で
は
「
方
法
」
と
い
う
意
味
で
も
観
念
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、「
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
の
法
秩

序
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
と
、
そ
の
法
と
は
『
異
質
な
』
法
秩
序
を
不
思
議
に
思
い
、
も
っ
と
よ
く
知
り
た
い
と
い
う
意
欲
が
湧
く
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
法
比
較
と
い
う
分
野
で
あ
る
」
と
す
る
説
明
や
「
法
比
較
と
牴
触
法
が
互
い
に
緊
密
な
関

係
に
あ
（
り
）
…
…
通
例
、
教
授
職
も
研
究
所
も
こ
れ
ら
二
つ
の
分
野
を
纏
め
て
担
当
し
て
」
い
る
と
す
る
説
明
、
ま
た
「
牴
触
法
も
比

較
法
も
、
世
界
的
規
模
で
統
一
さ
れ
た
唯
一
の
私
法
は
存
在
せ
ず
、
多
数
の
私
法
秩
序
が
併
存
す
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
、

し
か
も
、
こ
の
事
実
を
最
も
身
近
に
受
け
止
め
て
い
る
分
野
」
と
い
う
説
明
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う）11
（

。
後
者
の
例
と
し
て
は
、「
方
法
と



六
五
一

国
際
私
法
と
比
較
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

し
て
の
法
比
較
と
い
う
表
現
に
新
規
性
は
な
い
」
と
述
べ
る
カ
ー
ン
の
見
解
の
引
用
や
「
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
と
き
は
つ
ね
に
、
法
比

較
が
行
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
説
明
、
ま
た
「
法
比
較
に
よ
っ
て
考
慮
を
要
す
る
複
数
の
法
秩
序
を
総
合
的
に
み
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
、
総
合
的
に
み
る
こ
と
で
、
実
定
牴
触
規
定
に
よ
り
準
拠
法
に
指
定
さ
れ
る
特
定
の
法
秩
序
に
対
す
る
見
方
と
は
多
少
と
も
異
な
る
見

方
が
得
ら
れ
る
」
と
い
う
説
明
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
が
、「
法
比
較
」
と
い
う
言
葉
を
、「
専
門
分
野
と
し
て
の
法
比
較
」（
狭
義
の
概
念
①
）
と

「
方
法
と
し
て
の
法
比
較
」（
狭
義
の
概
念
②
）
と
に
二
分
し
、「
法
比
較
」（
広
義
の
概
念
）
と
い
う
上
位
概
念
を
設
け
る
立
場
を
採
っ
て
い

た
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
段
階
的
理
解
は
そ
も
そ
も
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
専
門
科
目
の
場
合
、
そ

の
学
問
体
系
の
中
に
、
対
象
・
方
法
・
目
的
の
三
位
一
体
的
理
解
に
裏
付
け
ら
れ
た
学
問
的
方
法
論
を
示
す
基
礎
理
論
編
（
原
論

（Grundlagen

））
と
基
礎
理
論
の
応
用
を
扱
う
実
践
編
（A

nw
endungen

）
が
と
も
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る）11
（

か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
基
礎
理
論
編
に
含
ま
れ
る
「
方
法
」
と
「
方
法
と
し
て
の
法
比
較
」
に
い
う
「
方
法
」
と
の
異
同
が
確
認

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
内
容
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
と
す
る
と
、「
専
門
分
野
」
と
い
う
見
方
と
「
方
法
」
と
い
う
理
解
と

は
両
立
不
能
な
説
明
と
み
ら
れ
よ
う
（
む
ろ
ん
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
の
補
足
説
明
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）。

⑶　

し
か
し
、
こ
れ
よ
り
も
も
っ
と
大
き
い
問
題
は
、
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
の
場
合
、「
方
法
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
内
容
に
関
す
る
説

明
が
ま
っ
た
く
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
教
授
は
、「
法
比
較
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
家
に
対
し
、
牴
触
法
の
各
分
野

で
、
選
択
可
能
な
複
数
の
解
決
策
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
に
共
通
の
法
文
化
に
照
ら
し
て
理
性
的
で
、
有
意
義
か
つ
適
切
な
も
の
を
選
ぶ
際

に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
選
定
能
力
を
付
与
す
る
役
割
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、「
選
択
」、「
選

定
」、「
選
ぶ
」、「
共
通
」、「
理
性
的
」、「
有
意
義
」、「
適
切
」、「
必
要
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
言
葉
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
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し
、
こ
れ
ら
の
名
詞
、
形
容
詞
お
よ
び
動
詞
の
意
味
内
容
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
趣
旨
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
た
と
え
ば
、「
選
択
可
能
な
複
数
の
解
決
策
」
と
い
う
言
葉
に
は
、「
複
数
の
解
決
策
」
を
見
出
す
過
程
で
そ
れ
ら
の
異
同
確
認
過
程

が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
を
用
い
て
異
同
を
確
認
す
る
の
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

大
陸
法
系
に
お
け
る
消
滅
時
効
制
度
と
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
出
訴
期
限
制
度
と
は
、
請
求
権
行
使
阻
害
事
由
と
訴
権
行
使
阻
害
事
由
と

い
う
点
で
制
度
上
の
違
い
が
あ
る
が
、
法
に
よ
る
満
足
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
こ
の
場
合
、
法
の
「
機
能
」
と
い
う
表

現
で
両
者
の
共
通
性
を
優
先
さ
せ
る
理
解
も
あ
れ
ば
、
法
の
「
制
度
」
に
着
目
し
て
両
者
の
相
違
点
を
強
調
す
る
立
場
も
あ
り
得
よ
う
。

こ
う
み
る
と
、「
法
比
較
」
の
「
方
法
」
と
い
う
表
現
だ
け
で
は
、「
方
法
」
に
関
わ
る
具
体
的
な
行
為
類
型
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い

こ
と
が
分
か
る
。

⑷　

他
方
、「
専
門
分
野
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
同
種
の
疑
問
が
生
じ
得
る
。
教
授
は
、
こ
の
論
文
の
冒
頭
部
で
、「
牴

触
法
（
国
際
私
法
）
こ
そ
は
、
法
比
較
と
の
関
わ
り
が
最
も
旧
く
か
つ
最
も
緊
密
な
分
野
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
、「
牴
触
法
も

比
較
法
も
、
世
界
的
規
模
で
統
一
さ
れ
た
唯
一
の
私
法
は
存
在
せ
ず
、
多
数
の
私
法
秩
序
が
併
存
す
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
生
ま

れ
、
し
か
も
、
こ
の
事
実
を
最
も
身
近
に
受
け
止
め
て
い
る
分
野
」
と
も
記
し
て
い
た
。「
牴
触
法
と
法
比
較
と
の
間
に
い
か
に
密
接
な

関
係
が
あ
る
か
」
と
い
う
主
題
が
旧
く
か
ら
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
点
が
確
認
さ
れ
て
い
た
の
も
、「
法
比
較
」
を
専
門
分
野

と
み
る
点
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
た
め
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
授
が
考
え
る
「
専
門
分
野
」
と
し
て
の
「
法
比
較
」
が
ど

の
よ
う
な
学
問
的
体
系
を
有
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
説
明
が
な
い
。
こ
う
み
る
と
、「
法
比
較
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で

「
専
門
分
野
」
と
い
え
る
の
か
と
い
う
論
点
自
体
が
教
授
自
身
の
先
決
的
課
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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五
三

国
際
私
法
と
比
較
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

三　
「
牴
触
法
」
と
「
法
比
較
」
と
の
関
係
如
何
と
い
う
論
点
が
国
際
私
法
で
も
比
較
法
で
も
繰
り
返
し
問
わ
れ
て
き
た
一
因
は
、
察

す
る
に
、
専
門
分
野
と
し
て
広
く
定
着
し
て
い
る
「
牴
触
法
」
領
域

─
そ
こ
で
は
、
国
際
私
法
固
有
の
「
方
法
」
が
牴
触
法
的
規
律
と

い
う
か
た
ち
で
明
示
さ
れ
て
い
る

─
と
の
対
比
に
お
い
て
、「
法
比
較
」
が
、
大
方
の
承
認
を
得
ら
れ
る
ほ
ど
に
は
、
専
門
分
野
と
し

て
の
学
問
的
体
系
を
ま
だ
備
え
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
、「
法
比
較
」
の
目
的
や

対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
「
法
比
較
」
固
有
の
「
方
法
」（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
と

の
関
連
で
、「
関
係
」
と
い
う
言
葉
の
二
義
性
（「
状
態
」
に
着
目
し
た
静
態
的
把
握
と
「
影
響
」
か
ら
み
た
動
態
的
把
握
）
に
言
及
し
た
こ
と
が

あ
る）11
（

。
こ
の
指
摘
に
対
す
る
反
応
は
い
ま
だ
皆
無
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
法
比
較
」
概
念
の
解
明
を
求
め
る
難
路
を

今
も
歩
み
続
け
て
い
る
こ
と
の
証
し
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
の
研
究
は
、「
国
際
私
法
と
比
較

法
と
の
関
係
如
何
」
と
い
う
筆
者
の
問
題
意
識
か
ら
み
る
限
り
、
見
る
べ
き
点
に
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
消
極

的
評
価
も
、「
国
際
私
法
と
比
較
法
と
の
関
係
如
何
」
を
問
う
旅
路
に
あ
っ
て
は
、
不
可
欠
の
一
歩
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

＊
サ
ー
・
ポ
ー
ル
・
Ｇ
・
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ド
フ
著
（
末
延
三
次
・
伊
藤
正
巳
訳
）『
法
に
お
け
る
常
識
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
二
年
）
一
三
頁
。

（
（
）
小
室
金
之
助
『
法
律
家
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
』（
新
潮
社
、
一
九
八
九
年
）、
長
尾
龍
一
『
文
学
の
中
の
法 

新
版
』（
慈
学
社
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）、

岩
瀬
達
哉
『
裁
判
官
も
人
で
あ
る
─
良
心
と
組
織
の
狭
間
で
─
』（
講
談
社
、
二
〇
二
〇
年
）
他
参
照
。
こ
の
点
は
、
種
々
の
ド
ラ
マ
（「
最
佳
利

益 Best Interest

（
台
湾
、
日
本
語
版
タ
イ
ト
ル = 

リ
ー
ガ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
─
最
大
の
利
益
─
）」（https://w

w
w

.bs（.jp/legalservice/

）

や
「T

he Good Fight

（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
日
本
語
版
タ
イ
ト
ル = 
グ
ッ
ド
・
フ
ァ
イ
ト
）」（https://w

w
w

（.nhk.or.jp/goodfight/

））

等
に
よ
っ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
（
）
そ
の
成
果
の
一
端
と
し
て
、
山
内
『
比
較
法
研
究 

第
二
巻 

比
較
法
と
国
際
私
法
』（
日
本
比
較
法
研
究
所
研
究
叢
書

（（0（）
）（
中
央
大
学
出
版
部
、

二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。
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四

（
（
）
ア
ク
セ
ル
・
フ
レ
ス
ナ
ー
教
授
（
一
九
三
五
年
一
二
月
二
二
日
生
）
は
、ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
、ア
ル
ベ
ル
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
大
学
（Freiburg

）、

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
大
学
（M

ünchen

）
お
よ
び
テ
ュ
レ
ー
ン
大
学
（N

ew
 O

rleans, U
SA

）
で
法
律
学
を
修
め
た
後
、
ハ
ン

ブ
ル
ク
大
学
の
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
の
指
導
の
も
と
、
一
九
六
八
年
に
法
学
博
士
学
位
取
得
論
文
（W

egfall der Bereicherung: 
Rechtsvergleichung und K

ritik,T
übingen （（（0

（Beiträge zum
 ausländischen und internationalen Privatrecht; Band （（

））

を
、
一
九
七
九
年
に
大
学
教
授
資
格
取
得
論
文
（Sanierung und Reorganisation

: Insolvenzverfahren für Großunternehm
en in 

rechtsvergleichender und rechtspolitischer U
ntersuchung,T

übingen （（（（

（B
eiträge zum

 ausländischen und 
internationalen Privatrecht,Band （（

））
を
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
た
。
一
九
八
四
年
、フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
（Berlin

）
の
ド
イ
ツ
私
法
・
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
私
法
・
国
際
私
法
・
法
比
較
担
当
講
座
の
正
教
授
に
就
任
。
現
在
は
同
大
学
名
誉
教
授
の
地
位
に
あ
る
。

（
（
）A

xel Flessner,D
ie Bedeutung der Rechtsvergleichung im

 K
ollisionsrecht,in: Gam

per/V
erschraegen 

（H
rsg.

）, 
Rechtsvergleichung als juristische A

uslegungsm
ethode,W

ien （0（（,SS.（ff.

こ
の
論
文
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
〈
法
比
較
・
牴
触
法
〉

学
際
協
会（Interdisziplinäre Gesellschaft für K

om
paratistik und K

ollisionsrecht/Interdisciplinary A
ssociation of Com

parative  
and Private International Law

 
（IGK

K
/IA

CPIL

）; https://w
w

w
.igkk.org/ueber-uns/

）
が
、「
実
定
法
解
釈
方
法
に
お
け
る
法
比
較

（Rechtsvergleichung als juristische A
uslegungsm

ethode

）」
と
い
う
統
一
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
二
〇
一
三
年
五
月
六
日
に
ヴ
ィ
ー
ン
大
学

で
開
催
し
た
研
究
大
会
に
お
け
る
同
教
授
の
報
告
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
同
大
会
の
成
果
は
、Gam

per/V
erschraegen 

（H
rsg.

）,Rechtsvergleichung als juristische A
uslegungsm

ethode,W
ien （0（（

（IGK
K

 ［Band IV

］）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
ド
イ
ツ
家
族
法
に
造
詣
の
深
い
野
沢
教
授
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
本
号
末
尾
掲
載
の
著
作
目
録
参
照
。
野
沢
教
授
と
の
親
交
は
、
同
氏
が
中
央

大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
民
事
法
専
攻
へ
進
学
さ
れ
、
桑
田
三
郎
博
士
の
指
導
下
に
国
際
私
法
の
研
究
を
開
始
さ
れ
た
時
期
に
遡
る
。
爾
来
、
四

五
年
も
の
長
き
に
亘
っ
て
友
情
を
深
め
、
筆
者
の
退
職
時
に
は
貴
重
な
御
論
稿
を
御
執
筆
戴
い
た
（「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
表
見
上
の
父
の
求
償
』

問
題
に
つ
い
て

─
扶
養
法
と
実
親
子
法
と
の
交
錯

─
」
比
較
法
雑
誌
五
二
巻
一
号
）。
特
に
、
教
授
が
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
よ
り
中

央
大
学
法
学
部
に
移
籍
さ
れ
て
か
ら
、
法
科
大
学
院
制
度
発
足
に
伴
う
中
央
大
学
法
科
大
学
院
へ
の
転
籍
（
二
〇
〇
四
年
）
ま
で
は
、
中
央
大
学

法
学
部
に
お
け
る
身
近
な
同
僚
と
し
て
親
し
く
接
す
る
幸
運
に
恵
ま
れ
た
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
と
の
法
学
者
交
流
事
業
に
お
け
る
デ
ル
ナ
ー
教

授
の
共
同
受
入
（
そ
の
成
果
と
し
て
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
デ
ル
ナ
ー
著
（
野
沢
・
山
内
編
訳
）『
ド
イ
ツ
民
法
・
国
際
私
法
論
集
』（
日
本
比
較
法

研
究
所
翻
訳
叢
書
（0
、
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
三
年
））
等
、
懐
か
し
い
思
い
出
が
蘇
る
。
こ
れ
ま
で
の
御
芳
情
に
深
謝
す
る
と
と
も
に
、
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国
際
私
法
と
比
較
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

教
授
の
一
層
の
御
健
勝
と
御
活
躍
を
改
め
て
祈
念
し
た
い
。

（
（
）
本
文
中
に
示
す
よ
う
に
、「
牴
触
法
」
も
「
法
比
較
」
も
と
も
に
、
対
等
の
地
位
に
立
つ
専
門
科
目
と
位
置
付
け
ら
れ
る
と
す
る
場
合
に
は
、

こ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
る
問
い
掛
け
が
そ
の
他
の
専
門
分
野
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、「
国
際
私
法
に
お
け
る
民
法
の
意
味
（D

ie Bedeutung des Zivilrechts im
 K

ollisionsrecht

）」
と
か
「
民
法
に
お
け
る
国
際
私
法
の

意
味
（D

ie Bedeutung des K
ollisionsrechts im

 Zivilrecht

）」
と
か
と
い
う
表
現
が
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
法
律
学
に
お
け
る
経
済

学
の
意
味（D

ie Bedeutung der W
irtschaftsw

issenschaft in der Rechtsw
issenschaft

）」と
か「
経
済
学
に
お
け
る
法
律
学
の
意
味（D

ie 
Bedeutung der Rechtsw

issenschaft im
 W

irtschaftsw
issenschaft

）」
と
か
と
い
う
表
現
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
種
の
表
現

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
問
題
（
中
心
的
論
点
）
が
提
起
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
が
誰
に
も
誤
解
の
余
地
の
な
い
ほ
ど
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
い

え
る
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
そ
う
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
牴
触
法
に
お
け
る
法
比
較
の
意
味
（D

ie Bedeutung der 
Rechtsvergleichung im

 K
ollisionsrecht

）」
と
い
う
表
題
自
体
の
問
題
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
（
）
斉
藤
孝
・
西
岡
達
裕
著
『
学
術
論
文
の
技
法　

新
訂
版
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
二
〇
〇
五
年
）、
近
江
幸
治
著
『
学
術
論
文

の
作
法　

第
（
版
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）、
山
内
『
比
較
法
研
究 

第
三
巻
』（
日
本
比
較
法
研
究
所
研
究
叢
書

（（（（）
）（
中
央
大
学
出
版
部
、
二

〇
一
七
年
）
第
Ⅲ
部
「
法
学
教
育
の
方
法
に
関
す
る
法
文
化
」
一
八
九
頁
以
下
、
金
沢
大
学
国
際
文
化
資
源
学
研
究
セ
ン
タ
ー
「
文
化
資
源
情
報

論
（
基
礎
編
）
参
考
資
料
① 

学
術
論
文
の
書
き
方
」（http://crs.w

（.kanazaw
a-u.ac.jp/other/publication/00（_siryo.pdf#search=%

（（
%

E（%
A

D
%

A
（%

E（%
A

（%
（（%

E（%
A

B%
（（%

E（%
（（%

（（%
E（%

（（%
A

E%
E（%

（B%
B（%

E（%
（（%

（D
%

E（%
（（%

B（%
（（

）
他
参
照
。

（
（
）
序
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、「
論
文
で
取
り
上
げ
る
問
題
が
何
で
あ
る
の
か
。
そ
の
背
景
、
先
行
研
究
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
本

論
で
取
り
上
げ
る
論
点
を
あ
げ
て
、
論
文
全
体
の
見
通
し
を
示
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（「
参
考
資
料
① 

学
術
論
文
の
書
き
方
」
前
注（
（
））。

（
（
）
本
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、「
問
題
設
定
か
ら
結
論
を
導
き
出
す
た
め
に
必
要
十
分
な
論
点
を
設
定
し
、
論
理
的
な
順
序
で
そ
れ

ぞ
れ
の
問
題
を
解
明
し
…
…
論
点
に
応
じ
て
複
数
の
章
で
構
成
さ
れ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（「
参
考
資
料
① 

学
術
論
文
の
書
き
方
」
前
注（
（
））。

（
（0
）
結
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、「
論
文
を
執
筆
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
を
、
簡
潔
か
つ
明
瞭
に
示
し
…
…
考

察
を
深
め
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
問
題
や
…
…
導
き
出
さ
れ
た
結
論
か
ら
派
生
す
る
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
述
べ
…
…
」
と
記
さ
れ
て
い
る

（「
参
考
資
料
① 

学
術
論
文
の
書
き
方
」
前
注（
（
））。

（
（（
）Flessner,a.a.O

.

前
注（
（
））S（f.
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（
（（
）
邦
語
文
献
に
つ
い
て
は
、
江
川
英
文
『
国
際
私
法
（
改
訂
増
補
）』（
有
斐
閣
、
一
九
七
〇
年
）
一
頁
以
下
、
折
茂
豊
『
国
際
私
法
講
話
』（
有

斐
閣
、
一
九
七
八
年
）、
一
頁
以
下
、
山
田
鐐
一
『
国
際
私
法
（
第
（
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
二
頁
以
下
、
溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
〔
第

（
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
頁
以
下
、
櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
［
第
（
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
一
四
頁
、
横
山
潤
『
国
際

私
法
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
二
年
）
五
頁
、
奥
田
安
弘
『
国
際
家
族
法
』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
一
九
頁
、
澤
木
敬
郎
・
道
垣
内
正
人
『
国

際
私
法
入
門
［
第
（
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
六
頁
、
神
前
禎
・
早
川
吉
尚
・
元
永
和
彦
『
国
際
私
法
［
第
（
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一

九
年
）
二
頁
、
松
岡
博
編
『
国
際
関
係
私
法
入
門
［
第
（
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
四
頁
他
、
ド
イ
ツ
語
文
献
に
つ
い
て
は
、Raape/

Sturm
,Internationales Privatrecht,Band I,M

ünchen （（（（,S.（,K
ropholler,Internationales Privatrecht,（.A

uflage,T
übingen  

（（（（,S.（ff.,K
egel/Schurig,Internationales Privatrecht,（.A

uflage,M
ünchen （00（,S.（

他
。

（
（（
）Flessner,a.a.O

.
前
注（
（
）,S.（0..

（
（（
）Gam

per/V
erschraegen 

（H
rsg.

）,Rechtsvergleichung als juristische A
uslegungsm

ethode,W
ien （0（（

（IGK
K

 

［Band IV

］）

前
注（
（
）

（
（（
）
比
較
法
学
会（Gesellschaft für Rechtsvergleichung e.V.=Deutsch Landesgruppe im

 Internationalen Verband der Rechtsw
issenschaft

） 

の
活
動
等
に
つ
い
て
は
、〈http://w

w
w

.gfr.jura.uni-bayreuth.de/de/index.htm
l

〉
参
照
。

（
（（
）
ド
イ
ツ
国
際
関
係
法
学
会
（D

eutsche Gesellschaft für Internationales Recht; Germ
an Society of International Law

）（
二
〇
一

一
年
ま
で
の
旧
名
称
「
ド
イ
ツ
国
際
法
学
会
（D

eutsche Gesellschaft für V
ölkerrecht

））」）
の
活
動
等
に
つ
い
て
は
、〈http://w

w
w

.
dgfir.de/

〉
参
照
。

（
（（
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
〈
法
比
較
・
牴
触
法
〉
学
際
協
会
（Interdisziplinäre Gesellschaft für K

om
parastik und K

ollisionsrecht ［IGK
K

］）

（
英
語
名
：Interdisciplinary A

ssociation of Com
parative and Private International Law

 

［IA
CPIL

］）
の
活
動
等
に
つ
い
て
は
、

〈https://w
w

w
.igkk.org/

〉
お
よ
び
〈https://w

w
w

.igkk.org/en/
〉
参
照
。

（
（（
）Flessner,a.a.O

. 

前
注（
（
）SS.（

─（

（
（（
）
川
上
太
郎
・
五
十
嵐
清
「
カ
ー
ン
」
国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典 
第
（
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
一
六
〇
頁
以
下
。

（
（0
）
「
比
較
」
の
過
程
は
、
大
別
す
る
と
、
以
下
の
三
つ
の
行
為
群
の
連
鎖
（
あ
る
瞬
間
を
切
り
取
っ
た
写
真
の
よ
う
な
単
数
の
行
為
で
は
な
く
、

時
の
連
続
を
捉
え
た
動
画
の
よ
う
な
複
数
の
行
為
が
連
続
す
る
プ
ロ
セ
ス
）
か
ら
成
る
。
①
「
比
較
」
対
象
物
の
選
定
─
複
数
の
法
的
素
材
（
内
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五
七

国
際
私
法
と
比
較
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

外
諸
国
の
実
質
法
、
牴
触
法
、
そ
れ
ら
の
解
釈
例
等
）
を
選
び
出
す
行
為
、
②
対
象
物
間
の
異
同
の
確
認

─
そ
れ
ら
の
間
の
相
違
を
確
認
す
る

行
為
、
③
対
象
物
間
で
の
優
劣
判
定

─
そ
れ
ら
の
間
で
優
劣
判
定
基
準
を
介
し
て
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
を
選
択
す
る
行
為
。
①
な
い
し
③
の
行
為

は
、
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
右
の
三
段
階
に
区
分
さ
れ
、
以
後
、
同
種
の
区
分
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
内
『
比
較
法
研

究 
第
一
巻　

方
法
論
と
法
文
化
』（
日
本
比
較
法
研
究
所
研
究
叢
書
（
（（
）、
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
年
）、
二
五
頁
以
下
、
山
内
『
地
球

社
会
法
学
へ
の
誘
い
』（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）
二
五
三
頁
以
下
。

（
（（
）
五
十
嵐
清
「
ラ
ー
ベ
ル
」
国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典 

第
（
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
八
七
〇
頁
以
下
。

（
（（
）Beiträge zum

 X
.Internationalen K

ongreß für Rechtsvergleichung in Budapest （（（（,T
übingen （（（（ 

（M
aterialien zum

 
ausländischen und internationalen Privatrecht,Bd.（（

）.

（
（（
）K

ropholler,a.a.O
.

前
注（
（（
）,S.（（f.; K

egel/Schurig,a.a.O
.

前
注（
（（
）,S.（（

他
。

（
（（
）
河
野
俊
行
「
法
律
関
係
の
性
質
決
定
」『
国
際
関
係
法
辞
典 

第
（
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
八
〇
一
頁
、
江
川
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
五

六
頁
以
下
、
山
田
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
四
七
頁
以
下
、
溜
池
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
一
二
五
頁
以
下
、
櫻
田
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
七
一
頁
以
下
、

澤
木
・
道
垣
内
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
一
八
頁
以
下
、
神
前
・
早
川
・
元
永
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
三
〇
頁
以
下
、
松
岡
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
三

二
頁
以
下
他
、
ド
イ
ツ
語
文
献
に
つ
い
て
は
、Raape/Sturm

,a.a.O
.

前
注（
（（
）,S.（（（ff.,K

ropholler,a.a.O
.

前
注（
（（
）,S.（（ff.,K

egel/
Schurig,a.a.O

.

前
注（
（（
）,S.（（（ff.

他
参
照
。

（
（（
）
ラ
ー
ベ
ル
「
性
質
決
定
の
問
題
」（
桑
田
三
郎
『
国
際
私
法
の
諸
相
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
八
七
年
）、
五
〇
三
頁
以
下
）
自
主
的
比
較

法
説
に
い
う
「
比
較
」
の
過
程
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
点
は
、
提
唱
者
と
さ
れ
た
ラ
ー
ベ
ル
自
身
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
後
の
研
究
に
よ
っ

て
も
、
誰
も
が
共
有
で
き
る
よ
う
な
か
た
ち
で
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
方
法
は
必
ず
し
も
実
務
に
浸
透
し
て
い
な
い
。

（
（（
）
た
と
え
ば
、債
権
の
消
滅
時
効
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、─
一
定
の
期
間
徒
過
を
理
由
と
す
る
請
求
権
の
行
使
不
能
と
い
う
状
況（
こ
れ
を「
事

実
関
係
」
と
呼
ぶ
か
、「
法
律
関
係
」
と
い
う
か
、
ま
た
「
法
律
問
題
」
と
名
付
け
る
か
と
い
う
点
は
、
性
質
決
定
の
対
象
如
何
と
い
う
論
点
に

つ
い
て
の
解
答
の
仕
方
に
左
右
さ
れ
る

─
を
法
廷
地
独
立
牴
触
規
定
の
ど
の
単
位
法
律
関
係
概
念
に
包
摂
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
周

知
の
よ
う
に
、
実
体
法
上
の
債
権
が
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
と
説
明
す
る
大
陸
法
上
の
制
度
と
訴
権
の
剥
奪
に
よ
り
手
続
法
上
不
能
と
解
説
す
る

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
制
度
と
の
相
違
を
反
映
し
て
、
複
数
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
田
辺
信
彦
「
消
滅
時
効
」
池
原
季
雄
・

早
田
芳
郎
編
『
渉
外
判
例
百
選
（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）
一
一
〇
頁
以
下
他
。
し
か
し
な
が
ら
、「
わ
が
国
際
私
法
上
、
消
滅
時
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八

効
の
制
度
を
ど
う
性
質
決
定
す
る
か
に
つ
い
て
学
説
・
判
例
は
一
致
し
て
実
体
法
上
の
制
度
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
消
滅
時
効
の
準
拠
法
に
つ
い

て
は
一
致
し
て
債
権
の
効
力
の
問
題
と
し
て
当
該
債
権
の
準
拠
法
に
よ
る
と
し
て
い
る
。」（
田
辺
・
前
掲
一
一
一
頁
）
と
い
う
理
解
が
自
主
的
比

較
法
説
と
ど
の
よ
う
に
結
び
付
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
傾
聴
に
値
す
る
解
説
は
い
ま
だ
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。
田
辺
氏
は
「
消
滅
時
効

の
制
度
は
権
利
の
得
喪
に
関
す
る
制
度
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国
際
私
法
上
実
体
の
問
題
と
解
す
る
こ
と
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
」（
田
辺
・
同
上
）
旨
、

解
説
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
実
体
法
説
（
債
権
の
準
拠
法
主
義
）
を
採
用
す
る
立
場
そ
の
も
の
で
あ
り
、
お
よ
そ
「
比
較
の
第
三
項
」
た
り
得
な
い
。

（
（（
）
秌
場
準
一
「
公
序
」『
国
際
関
係
法
辞
典 

第
（
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
二
三
八
頁
以
下
。

（
（（
）
佐
藤
や
よ
ひ
「
強
行
法
規
の
特
別
連
結
論
」『
国
際
関
係
法
辞
典 

第
（
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
一
八
一
頁
以
下
。

（
（（
）Flessner,a.a.O

. 
前
注（
（
）SS.（

─（（.

（
（0
）
横
山
教
授
は
、
当
事
者
自
治
に
関
し
て
、「
法
律
関
係
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
準
拠
法
を
法
律
関
係
の
当
事
者
自
ら
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

の
原
則
。
契
約
の
準
拠
法
の
決
定
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
普
遍
的
に
こ
の
原
則
は
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
近
時
の
国
際
条
約
や
各
国
の
立
法
は
家
族
あ

る
い
は
相
続
の
領
域
に
お
い
て
も
こ
れ
を
認
め
る
傾
向
に
あ
る
。」
と
説
明
さ
れ
る
（
横
山
潤
「
当
事
者
自
治
の
原
則
」
国
際
法
学
会
編
『
国
際

関
係
法
辞
典 

第
（
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
六
四
五
頁
）。
江
川
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
二
〇
七
頁
以
下
、
山
田
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
三
一

五
頁
以
下
、
溜
池
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
三
五
〇
頁
以
下
、
櫻
田
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
二
一
九
頁
以
下
、
澤
木
・
道
垣
内
・
前
掲
書
前
注（
（（
）

一
七
四
頁
以
下
、
奥
田
安
弘
『
国
際
財
産
法
』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
五
八
頁
以
下
、
神
前
・
早
川
・
元
永
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
一
二
三

頁
以
下
、
松
岡
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
九
四
頁
以
下
他
、
ド
イ
ツ
語
文
献
に
つ
い
て
は
、K

ropholler,a.a.O
.

前
注（
（（
）,S.（0（ff.,K

egel/
Schurig,a.a.O

.

前
注（
（（
）,,S.（（（ff. 

他
。

（
（（
）
山
本
敬
三
「
法
律
回
避
」『
国
際
関
係
法
辞
典 

第
２
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
八
〇
〇
頁
以
下
。

（
（（
）
法
的
安
定
性
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
（
碧
海
純
一
訳
）『
法
学
入
門
』（
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
第
（
巻
）（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
六
一
年
）
三
六
頁
以
下
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
（
野
田
良
之
・
阿
南
成
一
訳
）「
法
哲
学
入
門
」『
実
定
法
と
自
然
法
』（
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集

第
（
巻
）（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
年
）
六
三
頁
以
下
他
。

（
（（
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、小
林
秀
之
著
／
神
田
秀
樹
『「
法
と
経
済
学
」
入
門
』（
弘
文
堂
、一
九
八
六
年
）、林
田
清
明
『《
法
と
経
済
学
》
の
法
理
論
』

（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
六
年
）、
宍
戸
善
一
／
常
木
淳
『
法
と
経
済
学

─
企
業
関
連
法
の
ミ
ク
ロ
経
済
学
的
考
察
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
四
年
）、
法
と
経
済
学
会
の
活
動
等
に
つ
い
て
は
〈http://w

w
w

.jlea.jp/.
〉
他
参
照
。
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五
九

国
際
私
法
と
比
較
法
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
山
内
）

（
（（
）Flessner,a.a.O

.

前
注（
（
）SS.（（

─（（.
（
（（
）Flessner,a.a.O

.

前
注（
（
）SS（（

─（0.
（
（（
）
江
川
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
一
一
一
頁
、
山
田
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
一
三
三
四
七
頁
以
下
、
溜
池
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
二
四
八
頁
、
櫻
田
・

前
掲
書
前
注（
（（
）
一
二
七
頁
、
澤
木
・
道
垣
内
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
五
三
頁
、
神
前
・
早
川
・
元
永
・
前
掲
書
前
注（
（（
）
二
九
三
頁
他
、
ド

イ
ツ
語
文
献
に
つ
い
て
は
、K

ropholler,a.a.O
.

前
注（
（（
）,S.（（（,K

egel/Schurig,a.a.O
.

前
注（
（（
）,S.（0（f. 

他
参
照
。

（
（（
）Flessner,a.a.O

.

前
注（
（
）SS.（0

─（（.

（
（（
）
こ
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、K

ischel,Rechtsvergleichung,M
ünchen （0（（

他
が
あ
る
。

（
（（
）
山
内
・
前
掲
『
地
球
社
会
法
学
へ
の
誘
い
』（
前
注（
（0
））
二
五
四
頁
以
下
。

（
（0
）
山
内
・
前
掲
書
前
注（
（
）
五
六
九
頁
以
下
お
よ
び
六
二
五
頁
以
下
。

（
本
学
名
誉
教
授
）




