
法
を
学
び
、
法
に
つ

い
て
考
え
る

勝
　
　
田

有
　
　
恒

（55）　法を学び，法について考える

　
法
挙
都
に
入
挙
し
た
諸
君
な
ら
ず
と
も
、
本
学
で
社
会
科
学
を

学
ぼ
う
と
志
す
人
々
に
と
っ
て
、
法
を
廻
る
諸
問
題
に
は
、
何
ら
か

の
形
で
関
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
で
し
ょ
う
。
法
律
な
ん
か
？

と
い
さ
さ
か
こ
の
問
題
に
つ
い
て
蔑
視
的
に
み
る
人
も
い
る
で
し

ょ
う
し
、
ま
た
法
偉
を
マ
ス
タ
ー
す
れ
ぱ
金
が
儲
か
る
と
恩
っ
て

い
る
人
も
一
方
に
は
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
う
し
た
意
外
に
世
間
一
般
に
多
く
み
ら
れ
る
考
え
方
は
正
鵠
を

射
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
法
律
単
的
な
技
術
上

の
常
識
を
備
え
る
こ
と
は
、
一
般
社
会
人
と
し
て
徐
々
に
当
然
の

こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
実
益
を
も
た
ら
す
こ

と
は
確
か
で
す
か
ら
、
少
く
と
も
法
律
学
を
敬
遠
す
る
こ
と
は
得

策
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。
と
も
あ
れ
、
法
と
い
う
も
の
に
つ

い
て
、
な
ん
と
な
く
非
学
問
的
で
、
衡
学
的
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
評
価
が
あ
る
こ
と
は
、
ど
う
も
お
よ
そ
二
一
〇
年
に
及
ぶ
、
日

本
に
お
け
る
法
偉
学
の
歴
史
そ
の
も
の
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ

る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
法
は
人
民
支
配
の
遺
具
で
あ
る
と
か
、

無
知
の
者
を
歎
く
た
め
の
知
慧
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
面

、
も
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
こ
の
小
論
の
題
は
、
「
法
を
学
び
」
、
「
法
に
つ
い
て
考
え
る
」

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
「
法
を
。
学
び
」
と
い
う
意
味
は
、
法
に
ー
関

す
る
知
識
、
そ
れ
は
条
文
の
読
み
方
に
始
っ
て
、
学
説
や
判
例
に

つ
い
て
の
広
汎
な
情
報
の
習
得
に
ま
で
及
ぷ
、
す
ぐ
れ
て
技
術
的

な
訓
練
の
段
階
を
指
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
こ
れ

だ
け
で
も
四
年
は
短
い
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
さ
ら
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に
進
ん
で
、
修
得
し
た
諸
知
識
を
そ
の
思
想
史
的
背
景
は
も
と
よ

り
の
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
思
考
や
社
会
生
活
実
感
、
ひ
い
て

は
文
化
的
な
次
元
に
ま
で
引
き
降
ろ
し
て
、
省
察
を
繰
り
返
し
て

ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
「
法
に
つ
い
て
考
え
る
」
と
い

う
段
階
で
、
こ
れ
か
ら
法
を
学
ぷ
藷
君
に
は
是
非
そ
こ
ま
で
進
ん

で
欲
し
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
小
論
を
書
い
た
動
機
で
す
。

　
こ
の
一
九
九
〇
年
を
廻
る
一
、
二
年
は
日
本
の
法
制
度
に
と
っ

て
は
、
記
念
す
べ
き
年
代
に
当
り
ま
す
。
一
〇
〇
年
前
の
一
八
九

〇
年
に
は
裁
判
所
構
成
法
が
施
行
さ
れ
て
、
現
行
の
裁
判
所
の
仕

組
み
が
確
固
た
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
し
、
そ
の
一
年
前
に
は
、

犬
日
本
帝
国
憲
法
（
旧
憲
法
）
が
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

日
本
が
初
め
て
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
西
欧
的
近
代
憲
法
だ
っ
た
の

で
す
が
、
大
平
洋
戦
争
を
含
む
い
わ
ゆ
る
一
五
年
戦
争
の
責
任
を

負
わ
さ
れ
た
た
め
か
、
殆
ど
そ
の
百
年
を
記
念
す
る
事
業
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
今
年
は
民
事
訴
訟
法
が
制
定
さ
れ
て
丁

度
一
〇
〇
年
に
な
り
ま
す
。
主
要
な
法
律
を
集
め
た
法
規
集
－
の
こ

と
を
六
法
全
書
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
六
法
は
憲
法
、
民
法
、
商
法
、

民
事
訴
訟
法
、
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
を
指
し
て
い
ま
す
。
憲
法
を

土
台
と
す
れ
ば
他
の
五
法
は
柱
と
梁
に
相
当
す
る
も
の
で
、
多
く

の
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
国
家
は
、
こ
れ
を
骨
組
と
し
て
法
治

国
家
を
形
造
っ
て
い
ま
す
。
日
本
も
ま
ず
一
八
八
二
（
明
治
一

五
）
年
の
刑
法
・
治
罪
法
を
皮
切
り
に
、
西
欧
の
国
民
国
家
に
徴

っ
て
、
そ
の
法
典
の
継
受
屋
8
冥
一
昌
に
努
め
、
最
終
的
に
民
法

典
を
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
に
施
行
し
て
、
六
法
を
整
え
た

の
で
し
た
。
で
す
か
ら
こ
の
一
連
の
法
継
受
が
終
っ
て
か
ら
ま
だ

一
世
紀
も
経
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
法
偉
の
導
入
に
は
、
そ
れ
を

運
用
し
て
ゆ
く
た
め
の
様
々
な
装
置
、
す
な
わ
ち
裁
判
所
等
の
シ

ス
テ
ム
、
法
偉
学
の
知
識
の
担
い
手
で
あ
る
法
曹
や
法
学
者
、
法

律
解
釈
技
術
な
ど
が
不
可
欠
で
す
か
ら
、
こ
の
一
〇
〇
年
余
に
わ

た
り
、
西
欧
的
な
法
文
化
を
有
機
的
な
連
関
を
保
つ
か
た
ち
で
、

日
本
は
受
入
れ
て
き
た
の
で
す
が
、
第
二
次
大
戦
後
、
さ
ら
に
西

欧
法
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
法
の
受
容
が
半
ぱ
強
制
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
外
国
法
継
受
は
今
後
も
終
る

こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
一
昨
年
来
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
日
米

構
造
協
議
の
問
題
も
、
そ
の
一
環
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
「
国
際
化
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、

法
的
側
面
で
は
、
法
文
化
の
受
容
や
相
互
交
流
が
行
わ
れ
、
長
期

的
に
は
均
等
化
の
方
向
に
向
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
法
文
化
と
い
う
い
さ
さ
か
不
明
確
な
用
語
を
使
い
ま
し
た
か
ら

一
寸
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
法
と
い
う
概
念
規
定
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も
学
者
に
よ
っ
て
様
々
な
の
で
す
が
、
一
応
組
織
的
強
制
カ
を
背

景
と
す
る
社
会
規
範
の
全
体
と
す
る
と
し
て
、
法
文
化
と
い
う
の

は
そ
の
規
範
を
機
能
さ
せ
る
た
め
の
装
置
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す

る
国
民
の
行
動
様
式
を
舎
む
、
ハ
ー
ド
お
よ
ぴ
ソ
フ
ト
を
包
摂
す

る
総
体
と
し
て
の
文
化
を
示
す
も
の
と
理
解
し
て
下
さ
い
。
現
在

わ
れ
わ
れ
の
身
の
廻
り
を
支
配
し
、
ま
た
大
学
等
で
教
育
さ
れ
て

い
る
法
文
化
は
か
な
り
多
く
の
部
分
が
ハ
ー
ド
的
な
部
分
で
、
法

規
や
制
度
の
説
明
に
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
法
文
化
に
お

け
る
い
わ
ぱ
建
前
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
律
学
の
技
術
的
な
基
礎
知

識
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
く
し
て
は
そ
も
そ
も
法
偉
学
を
学
ん
だ
こ

と
に
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
す
ぐ
れ
て
西
欧
的
な
も
の
、
よ
り
正

確
に
い
え
ぱ
、
一
九
世
紀
段
階
の
西
欧
社
会
を
包
摂
し
た
国
民
国

家
を
枠
組
と
し
た
法
偉
お
よ
び
法
制
度
を
継
受
し
た
も
の
で
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
本
人
が
歴
史
的
に
創
出
し
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
紬
か
い
点
を
無
視
す
れ
ぱ
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
法
は

全
く
西
欧
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
約
一
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て

わ
れ
わ
れ
が
同
化
鶉
叩
ぎ
旨
ぎ
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
西
欧
的
な
法
を
日
本
人
が
法
的
な
行
動
様
式
に
よ

っ
て
同
化
す
る
過
程
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
雑
種
的
な
法
文
化

を
形
成
し
て
き
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
、

相
当
程
度
西
欧
的
文
物
を
摂
取
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
日
本
的
生
活

様
式
の
な
か
で
活
か
し
て
い
る
の
と
似
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の

プ
ロ
セ
ス
は
わ
れ
わ
れ
の
法
的
感
覚
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
と

い
う
問
題
意
識
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。

＝

　
よ
く
日
本
文
化
は
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
外
国
文
化
を
採
用

し
た
も
の
で
、
雑
種
的
耳
牙
巨
な
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
も
日
本
人
が
他
国
の
文
化
の
摂
取
に
巧
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
雑
種
性
が
猿
真
似
の
象
徴
の
よ
う
に
閲
こ
え
る
よ
う
に
も
思

え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
し
西
欧
人
が
、
自
己
の
文
化
は
独
自

の
純
正
の
も
の
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
日
本
の
近
代
西
欧
文
化

の
継
受
を
指
し
て
い
さ
さ
か
軽
蔑
的
に
こ
の
言
葉
を
使
う
と
し
た

ら
、
お
よ
そ
世
界
の
文
化
史
は
文
化
の
伝
播
・
摂
取
の
流
れ
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
異
議
を
唱
え
た
く
も
な
り
ま
す
。

西
欧
の
文
化
も
実
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
、
そ
し

て
ゲ
ル
マ
ン
と
い
っ
た
様
々
の
文
化
的
要
素
か
ら
成
立
っ
て
い
る

こ
と
が
長
い
歴
史
的
経
過
の
故
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
ク
リ
ス
マ
ス
は
＝
一
月
二
五
日

と
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
が
、
ロ
シ
ヤ
正
教
は
一
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月
七
日
を
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
日
と
し
て
祝
っ
て
い
ま
す
。
新
約
聖

書
に
は
確
実
な
根
拠
は
記
さ
れ
て
い
ず
、
二
一
月
二
五
日
と
な
る

に
当
っ
て
は
、
ロ
ー
マ
の
太
陽
神
の
祭
と
か
、
ゲ
ル
マ
ン
の
、
、
、
ト

ラ
信
仰
に
よ
る
冬
至
祭
と
結
び
つ
け
る
の
が
布
教
上
有
効
と
考
え

ら
れ
た
縞
果
な
の
で
し
ょ
う
。
お
ま
け
に
今
世
紀
に
な
っ
て
デ
バ

ー
ト
の
商
戦
が
図
に
当
っ
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ヴ
の
プ
レ
ぜ
ン
ト

交
換
は
世
界
的
と
も
い
え
る
風
俗
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

法
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
ロ
ー
マ

の
訴
訟
制
度
を
受
継
ぎ
、
現
代
の
民
事
訴
訟
制
度
の
基
礎
を
形
造

っ
て
い
ま
す
。
日
本
も
ま
た
外
来
の
色
々
な
要
素
を
採
用
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
本
挙
の
先
輩
で
あ
る
加
藤
秀
俊
氏
の
指
摘
に
よ
る

の
で
す
が
、
日
本
文
化
の
雑
種
性
の
典
型
的
な
食
物
と
し
て
饅
頭

’
一
隻
一
旧
『
‘
一
、
　
＝
、
」
「
O
　
．
＝
）
乗
ニ
コ
、
十
｛
↑
コ
’
、
＝
一
劃
』
」
ハ
D
生
寸
仁
、
こ
朝
2
、

老
甚
『
L
－
　
1
　
し
　
－
；
「
。
　
　
一
’
－
　
6
h
眈
皿
5
‘
　
一
［
　
｛
　
＝
一
「
E
一
一
＾
‘
　
口
H
■
1
－
註
　
－

主
人
の
死
に
際
し
て
殉
死
者
の
頭
を
供
え
る
悪
習
を
正
し
、
頭
の

代
り
に
小
麦
粉
に
麦
芽
を
入
れ
て
ふ
く
ら
ま
し
、
現
在
の
中
華
万

頭
の
原
型
が
作
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
一
四
世
紀
前
半
日
本
に

饅
頭
を
も
た
ら
し
た
の
は
林
浄
因
と
い
う
中
国
人
で
、
奈
良
に
は

彼
を
祀
っ
た
神
社
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
肉
食
の
風
習
が
殆
ど
な

か
っ
た
日
本
向
き
に
煮
豆
を
銘
に
し
た
も
の
が
、
お
寺
の
葬
式
万

頭
と
し
て
普
及
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
ニ
ハ
世
紀
に
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
が
パ
ン
を
伝
え
ま
し
た
。
日
本
で
ブ
レ
ッ
ド
と
か
ブ

ロ
ー
ト
と
い
わ
ず
、
バ
ン
忌
o
と
い
う
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
由
来

す
る
ラ
テ
ン
系
の
名
称
を
用
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
代
に
湖
る

の
で
す
が
、
小
麦
粉
を
酵
母
で
膨
ま
し
て
焼
く
と
い
う
バ
ン
の
製

法
で
鰻
頭
を
作
っ
た
の
は
、
今
で
も
銀
座
に
店
を
張
る
木
村
屋
が

元
祖
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
木
村
星
は
銘
パ
ン
を
作
る
に
際
し
て
、

酵
母
に
は
日
本
酒
の
酵
母
を
用
い
、
し
か
も
徳
川
家
御
用
達
で
あ

っ
た
木
村
屋
は
、
犬
政
奉
遼
後
、
天
皇
家
に
献
上
す
る
に
あ
た
っ

て
、
桜
の
花
の
塩
漬
で
真
中
を
と
く
に
飾
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甘
カ
ダ
ネ

こ
う
し
て
み
る
と
、
た
し
か
に
酒
種
銘
バ
ン
に
は
、
中
国
、
西
欧
、

日
本
の
伝
統
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の

饅
バ
ン
に
隈
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
身
の
回
り
に
は
、
と
く
に
最
近

ま
西
欠
丘
犬
丈
呪
D
折
隻
が
あ
ふ
に
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
巧
み

‘
　
’
1
　
［
　
、
〕
　
1
　
■
　
　
’
－
　
　
　
‘
　
　
‘
』
　
■
上
　
　
．
　
’
　
　
　
■
　
　
　
1
　
　
。
‘

に
日
本
化
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
し

ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
誰
パ
ン
と
い
っ
た
些
細
な
も
の
に
も
、
多
様

な
文
化
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
す
。

　
日
本
の
文
化
史
を
通
じ
て
、
外
国
か
ら
の
文
化
受
容
の
波
は
、

犬
き
く
分
け
る
と
三
回
あ
り
ま
し
た
。
第
一
回
は
六
・
・
七
世
紀
の
．

シ
ナ
（
隔
・
唐
）
か
ら
の
も
の
で
、
こ
れ
は
日
本
と
い
、
つ
文
化
国

家
の
基
調
を
決
定
し
ま
し
た
し
、
そ
の
後
も
長
い
閥
に
わ
た
っ
て

488



（59）　法を学ぴ，法について考える

日
本
は
シ
ナ
文
化
の
摂
取
を
統
け
、
鎖
国
の
時
代
も
明
や
溝
に
対

し
て
門
戸
を
開
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
過
程
を

通
じ
て
、
日
本
は
漠
字
、
仏
教
、
儒
教
、
律
令
制
と
い
っ
た
今
日

の
日
本
文
化
の
基
本
的
体
質
を
形
造
る
諸
要
素
を
水
年
に
わ
た
っ

て
受
容
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
第
二
の
波
は
、
一
六
世
紀
の
甫
蛮

文
化
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
鉄
砲
と
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ

て
象
徴
さ
れ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
の
ラ
テ
ン
文
化
と
の
接

触
で
す
が
、
こ
れ
は
戦
争
技
術
の
面
で
、
著
し
い
影
響
を
残
し
た

も
の
の
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が
半
世
紀
程
し
か
許
さ
れ
ず
、
間

も
な
く
幕
府
の
鎖
国
政
策
に
よ
っ
て
、
西
欧
文
化
の
摂
取
は
、
僅

か
に
長
崎
と
い
う
小
さ
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
し
て
の
オ
ラ
ン
ダ
に

の
み
限
定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
鎖
国
政
策
が
、
当
時
の
イ
エ
ズ

ス
会
を
先
鋒
と
す
る
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
政
策
に
対
し
て
の
防
波

堤
と
し
て
の
意
味
有
し
て
い
た
こ
と
も
評
価
す
る
必
要
も
あ
り
ま

し
ょ
う
。
江
戸
時
代
の
蘭
学
は
、
も
っ
ぱ
ら
医
学
と
兵
学
が
中
心

で
し
た
が
、
こ
れ
が
外
来
文
化
継
受
の
第
三
の
波
で
あ
る
明
治
期

の
西
欧
ゲ
ル
マ
ン
系
文
化
導
入
の
呼
ぴ
水
と
し
て
の
役
割
を
果
す

結
果
に
な
り
ま
し
た
。

　
や
や
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
法
文
化
の
問
題
に
目
を

転
じ
ま
し
，
、
う
。
外
来
の
法
文
化
の
導
入
も
、
前
に
述
べ
た
三
つ

の
波
の
一
部
と
し
て
影
響
を
与
え
る
筈
で
す
が
、
法
は
政
治
的
権

カ
に
よ
る
強
制
カ
を
前
提
と
し
て
有
効
に
機
能
す
る
も
の
で
す
か

ら
、
政
治
権
カ
の
在
り
方
と
権
カ
強
化
と
い
う
権
カ
の
本
性
と
に

直
接
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
大
和
朝
廷
が
中
央
集
権

国
家
の
支
配
機
構
と
し
て
、
唐
の
律
令
制
を
導
入
し
た
の
も
六
・

七
世
紀
の
東
ア
ジ
ァ
に
お
け
る
国
際
関
係
か
ら
み
て
自
然
の
成
り

行
き
で
し
た
。
当
時
導
入
さ
れ
た
法
は
、
今
日
の
刑
法
に
あ
た
る

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

律
と
行
政
法
に
あ
た
る
令
を
中
心
と
す
る
も
の
で
し
た
。
こ
れ
は

支
配
の
た
め
の
法
で
あ
っ
て
、
被
治
者
の
側
の
権
利
に
か
か
わ
る
、

今
日
で
の
民
事
法
に
あ
た
る
法
は
、
令
の
申
に
埋
没
し
て
お
り
、

お
よ
そ
個
人
の
権
利
救
済
の
た
め
に
公
権
カ
が
発
動
さ
れ
る
訴
権

の
体
系
が
、
法
的
思
考
の
核
を
形
造
っ
て
い
る
西
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
的

な
法
文
化
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
し
た
。
す
な
わ
ち
対
等
の
立

場
で
争
う
個
人
が
国
家
的
権
カ
以
前
に
存
在
し
、
争
い
の
結
着
を

個
人
相
亙
が
私
闘
を
放
棄
し
て
権
カ
に
委
ね
る
と
い
う
仕
組
で
法

を
考
え
る
の
に
対
し
、
ま
ず
神
聖
な
権
カ
が
存
在
し
、
民
衆
は
常

に
被
支
配
者
と
し
て
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
ず
、
法
は
権
カ
↓
民
衆

へ
の
上
意
下
達
さ
る
べ
き
も
の
と
す
る
法
意
識
が
、
偉
令
と
い
う

法
制
度
と
と
も
に
日
本
に
継
受
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
考
え
方
は
、

社
会
倫
理
と
し
て
導
入
さ
れ
た
儒
教
に
よ
っ
て
も
裏
打
ち
さ
れ
て
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い
ま
す
。
為
貴
以
和
と
い
う
聖
徳
太
子
の
憲
法
の
文
言
は
、
日
本

人
の
法
意
識
と
し
て
、
現
在
ま
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る

人
も
い
る
く
ら
い
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
は
い
さ
さ
か

異
論
が
あ
り
ま
す
。
近
江
令
や
大
宝
偉
令
の
施
行
に
よ
る
偉
令
制

は
八
世
紀
以
降
の
日
本
で
忠
実
に
守
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
急
急
如
偉
令
な
と
ど
い
わ
れ
て
、
法
偉
の
遵
守
が
命
ぜ

ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
効
性
に
は
問
題
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
事
挙
げ
（
争
）
を
好
ま
ぬ
民
族

と
い
わ
れ
る
反
面
で
、
権
カ
が
相
対
化
し
た
鎌
倉
・
室
町
時
代
に

は
荘
園
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
多
発
し
て
い
ま
す
し
、
こ
の
時
代
に
生

れ
た
狂
言
に
は
、
訴
訟
を
題
材
に
し
た
も
の
が
数
多
く
み
ら
れ
ま

す
か
ら
、
本
来
的
に
あ
る
い
は
歴
史
を
通
じ
て
日
本
人
は
権
利
意

銭
が
定
旧
し
セ
是
灸
と
亟
り
つ
ナ
る
D
ま
ま
ま
加
ら
㌧
ま
す
o
し

ヨ
ヨ
ロ
　
　
ー
’
　
　
’
　
一
　
｛
’
　
　
　
　
　
　
、
’
　
』
コ
　
　
　
　
　
ー
　
　
‘
　
　
　
一
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
1
　
　
1
　
　
■
‘
　
　
■
’
　
　
　
　
　
　
‘
’
　
　
　
　
　
　
．

か
し
な
が
ら
、
戦
国
時
代
か
ら
幕
藩
期
の
武
家
支
配
体
制
は
、
政

治
哲
学
と
し
て
儒
教
に
依
拠
し
た
朱
子
学
を
中
心
と
し
、
法
に
つ

い
て
も
折
に
ふ
れ
て
明
の
偉
令
を
挙
ぴ
、
し
か
も
地
域
社
会
を
五

人
組
と
い
う
半
自
治
的
な
行
政
組
織
に
よ
っ
て
完
全
に
把
握
し
、

各
藩
を
巧
み
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
幕
府
が
、
い
わ
ぱ
絶
対
主
義

的
な
支
配
権
を
行
使
し
、
藩
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
末
端
の
昂
衆
に
至

る
ま
で
の
法
秩
序
か
ら
、
中
世
に
芽
生
え
た
訴
権
的
な
要
素
の
成

長
を
喧
嘩
両
成
敗
に
よ
る
解
決
に
よ
っ
て
防
止
し
、
商
業
資
本
の

盤
頭
に
対
し
て
は
、
徳
政
令
に
よ
る
負
償
の
棒
引
き
に
よ
っ
て
武

士
階
級
の
保
謹
に
努
カ
し
ま
し
た
。
訴
え
は
本
来
的
に
認
め
ら
れ

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
権
カ
（
奉
行
）
側
の
裁
量
に
依
存
し
て

お
り
、
民
事
裁
判
は
恩
し
召
し
で
行
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
訴

権
は
極
め
て
不
安
定
な
も
の
で
、
争
い
は
、
五
人
組
の
内
部
で
、

庄
屋
が
立
合
い
の
も
と
可
能
な
限
り
話
し
合
い
に
よ
る
和
解
（
内

済
）
で
解
決
さ
れ
る
の
が
権
カ
の
望
む
と
こ
ろ
で
し
た
。
裁
判
は

お
上
の
御
慈
悲
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
裁
判
権
が
手
数
料
収
入
を

生
む
財
政
的
特
権
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
西
欧
の
伝
統
も
日
本

で
は
元
来
無
縁
の
も
の
で
し
た
。

　
如
何
な
る
場
合
に
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
か
、
訴
権
に
基
づ
く
裁

判
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
手
続
に
よ
っ
て
権
利
が
実
現
さ
れ
る
か
、

こ
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
の
法
の
論
理
の
積
み
重
ね
が
、
口
i

マ
時
代
以
来
二
、
五
〇
〇
年
に
わ
た
り
、
神
学
や
そ
の
後
近
代
合

理
主
義
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
、
西
欧
の
法
体
系
が
構
築
さ
れ
て

き
た
の
で
す
が
、
、
日
本
法
の
伝
統
は
そ
れ
と
は
著
し
い
対
照
を

み
せ
て
い
ま
す
。
六
・
七
世
紀
以
来
の
シ
ナ
法
の
伝
統
は
、
幕
藩

体
制
下
に
孝
で
は
な
く
忠
を
上
位
に
置
く
日
本
的
な
儒
教
哲
挙
に

支
え
ら
れ
て
、
幕
藩
体
制
を
維
持
す
る
武
士
階
級
の
、
社
会
統
制
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（61）　法を学ぴ，法について考える

の
用
具
と
し
て
完
全
に
定
着
し
た
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
す
。

第
二
の
波
で
あ
る
南
蛮
文
化
の
渡
来
は
、
時
間
が
短
か
っ
た
た
め
・

法
の
面
で
は
全
く
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
ま
せ
ん
。
歴
史
に
「
若
し

も
」
を
想
定
す
る
の
は
邪
遣
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
稀
に
み

る
合
理
主
義
者
で
あ
っ
た
織
田
信
長
が
、
若
し
も
長
生
き
し
た
と

し
た
ら
、
フ
ロ
イ
ス
■
・
ヨ
o
床
を
重
用
し
、
セ
ミ
ナ
リ
オ
の
開

設
も
許
し
て
い
た
く
ら
い
で
す
か
ら
、
案
外
教
会
法
の
合
理
性
に

興
味
を
も
ち
、
そ
の
導
入
も
考
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

三

　
本
格
的
な
外
国
法
の
継
受
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
明
治
政
府
に

よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
第
三
の
文
化
受
容
の
波
の
一
部

で
す
。
蘭
学
の
伝
統
か
ら
、
法
学
に
つ
い
て
も
、
幕
末
に
西
周
や

津
田
直
道
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
に
学
び
、
『
泰
西
国
法
論
』
は

西
欧
法
学
事
始
め
と
い
え
る
書
物
で
し
た
。
明
治
政
府
は
当
初
解

決
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
二
つ
の
重
要
な
法
政
策
を
か
か
え
て
い
ま
し

た
。
第
一
は
、
西
欧
列
強
に
伍
し
て
近
代
的
国
民
国
家
を
構
成
す

る
た
め
に
は
、
是
非
と
も
全
国
共
通
の
統
一
法
を
制
定
・
施
行
す

る
こ
と
で
し
た
。
そ
の
方
法
に
は
、
幕
府
法
と
各
藩
法
及
び
慣
習

法
を
整
理
す
る
や
り
方
が
ま
ず
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
に
慶
応
大
挙

で
英
米
法
を
講
義
し
た
ウ
ィ
グ
モ
ァ
』
。
申
老
封
昌
o
冨
は
こ
の

方
法
を
す
す
め
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
は
安
政
五

（
一
八
五
八
）
年
に
締
結
し
た
日
米
修
好
条
約
を
は
じ
め
と
す
る

不
平
等
条
約
を
対
等
な
も
の
に
し
な
け
れ
ぱ
方
ら
な
い
と
い
う
新

興
独
立
国
と
し
て
の
課
趣
を
課
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
政
府

は
政
権
樹
立
後
間
も
な
く
、
と
り
あ
え
ず
統
一
的
刑
法
典
と
し
て

仮
刑
偉
を
、
翌
三
年
に
は
新
偉
綱
領
を
制
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
は

そ
の
名
称
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
明
律
や
清
律
を
参
考
に
し
た
も

の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
未
だ
シ
ナ
法
の
伝
統
が
生
き
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
非
西
欧
的
な
刑
法
は
、
居
留
地
の
治
外
法
権
の
撤
廃
に

重
大
な
支
障
と
な
る
べ
き
も
の
で
し
た
。
罪
刑
法
定
主
義
を
知
ら

ず
、
残
酷
な
刑
罰
規
定
が
あ
る
の
で
は
、
西
欧
人
が
領
事
裁
判
権

に
固
執
す
る
の
も
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
し
た
。
そ
こ
で
、
明
治

政
府
は
法
政
策
の
第
二
一
の
柱
と
し
て
、
「
泰
西
主
義
」
幸
9
冨
昌

勺
、
一
目
。
号
－
。
蜆
を
採
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
西
欧
列
強
の
法

を
継
受
す
る
と
い
う
方
針
な
の
で
す
が
、
ま
ず
7
ラ
ン
ス
法
を
模

範
と
し
ま
し
た
。
慕
府
は
一
八
六
七
年
の
バ
リ
万
博
に
参
加
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
時
の
使
節
に
二
人
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
導
入
に
大

き
な
役
割
を
果
す
人
物
が
い
ま
し
た
。
栗
本
鋤
雲
と
箕
作
麟
祥
で

す
。
粟
本
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
素
晴
し
さ
を
初
め
て
日
本
に
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紹
介
し
、
箕
作
は
司
法
卿
江
藤
新
平
の
命
令
に
よ
つ
て
、
語
学
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

を
活
か
し
て
フ
ラ
ン
ス
六
法
の
翻
訳
に
誤
訳
も
辞
せ
ず
精
カ
的
に

没
頭
し
ま
し
た
。
そ
し
て
政
府
は
明
治
六
年
に
バ
リ
大
学
教
授
ボ

ァ
ソ
ナ
ー
ド
ρ
d
o
雲
昌
邑
o
を
招
聰
し
て
、
本
椿
的
な
フ
ラ

ン
ス
法
継
受
に
よ
る
立
法
作
業
に
着
手
し
た
の
で
す
。
ボ
ア
ソ
ナ

ー
ド
は
、
日
本
の
法
律
学
の
父
と
し
て
、
最
高
裁
判
所
の
図
書
室

に
銅
像
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
一
八
〇
四
年
以
降
ナ
ポ
レ
オ
ン
に

よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
・
刑
法
・
民
事
訴
訟
法
は
、

啓
蒙
思
想
を
基
礎
と
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
成
果
を
制
度
化
し
た

当
時
世
界
に
比
肩
す
る
も
の
の
な
い
偉
大
な
法
典
で
し
た
。
中
世

以
来
の
西
欧
法
学
の
故
郷
と
も
い
え
る
イ
タ
リ
ア
で
さ
え
、
一
八

六
五
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
継
受
し
て
お
り
、
多
く
の
ア
メ
リ

カ
大
陸
諸
国
も
二
れ
に
微
っ
て
い
ま
す
加
ら
、
明
治
政
府
の
選
択

は
世
界
の
趨
勢
に
沿
っ
た
も
の
で
し
た
。
明
六
社
の
加
藤
弘
之
も

当
初
は
『
真
政
大
意
』
で
、
ル
ソ
ー
の
説
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

も
っ
と
も
、
箕
作
が
寄
o
岸
9
色
と
い
う
法
律
用
語
を
民
権
と

訳
し
た
と
こ
ろ
、
司
法
省
内
で
「
民
二
権
ア
リ
ト
ハ
何
事
ゾ
」
と

異
論
百
出
し
た
の
を
、
江
藤
新
平
が
な
ん
と
か
拾
収
し
た
と
い
う
、

士
族
的
法
感
情
と
の
軋
礫
は
あ
っ
た
も
の
の
、
政
府
は
朝
令
暮
改

と
非
難
さ
れ
な
が
ら
も
、
移
し
い
太
政
官
布
告
に
よ
っ
て
西
欧
法

を
導
入
し
つ
つ
、
明
治
一
五
年
に
は
我
が
国
最
初
の
西
欧
的
法
典
、

刑
法
・
治
罪
法
を
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
の
助
カ
に
よ
っ
て
制
定
し
ま
し

た
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
法
の
継
受
の
流
れ
は
、
こ
の
時
が
ビ
ー
ク

で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
折
し
も
君
主
の
大
権
を
中
核
と
し
て
、

統
治
機
構
を
固
め
よ
う
と
す
る
伊
藤
博
文
が
明
治
一
五
年
に
、
自

由
民
権
派
を
抑
え
、
憲
法
を
プ
ロ
イ
セ
ン
に
求
め
て
渡
欧
し
た
こ

と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
継
受
の
方
向
は
、
こ
の
頃
か
ら
フ

ラ
ン
ス
か
ら
ド
イ
ツ
ヘ
と
転
換
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

元
来
幕
府
学
校
か
ら
発
し
た
束
京
大
学
で
は
、
英
語
に
よ
る
教
育

が
行
わ
れ
、
法
律
挙
で
も
英
法
が
講
ぜ
ら
れ
、
明
治
一
五
年
に
初

代
の
法
学
都
長
と
な
っ
た
穂
積
陳
重
も
最
初
は
ロ
ン
ド
ン
の
法
曹

学
院
に
学
び
、
途
中
で
ペ
ル
リ
ン
大
学
法
学
部
に
転
じ
て
帰
国
し

て
い
ま
す
。
明
治
初
年
の
法
学
教
育
は
ブ
ス
ケ
や
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド

を
擁
し
た
司
法
省
法
学
校
に
お
い
て
明
治
七
年
に
開
始
さ
れ
て
い

て
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
は
後
に
東
京
法
挙
社
（
法
政
大
学
）
や
明
治

法
律
学
校
（
明
治
大
学
）
へ
と
受
継
が
れ
て
ゆ
き
ま
す
が
、
東
京

大
学
や
イ
ギ
リ
ス
法
律
学
校
出
身
者
は
英
法
．
派
と
し
て
こ
れ
と
対

抗
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
導
入
の
チ
ヤ
ン

ネ
ル
は
、
幕
末
に
プ
ロ
シ
ャ
に
渡
っ
て
い
た
青
木
周
蔵
が
、
い
わ

ば
出
先
の
機
関
で
あ
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
留
学
生
や
蘭
学
系



（63）　法を学ぴ，法について考える

の
識
者
が
明
治
一
四
年
に
結
成
し
た
独
逸
学
協
会
が
母
胎
と
な
り
、

ニ
ハ
年
に
は
単
校
を
開
校
し
て
お
り
、
二
〇
年
に
は
東
京
大
学
で

も
ド
イ
ツ
法
の
講
義
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
ド
イ
ツ
法
学
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
約
半
世
紀
遅
れ
て
、
近
代

法
典
編
纂
を
開
始
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
法
典
は
、
政

治
的
立
場
は
一
九
世
紀
中
葉
の
レ
ス
タ
ゥ
ラ
チ
オ
ン
（
旧
制
復

活
）
の
色
彩
が
濃
厚
で
す
が
、
立
法
技
術
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
諸
法

典
の
成
果
を
充
分
に
吸
収
し
つ
つ
、
法
実
証
主
義
の
方
法
論
に
よ

る
遥
か
に
精
綴
な
法
の
論
理
体
系
で
あ
り
、
世
界
で
最
も
新
し
い

法
典
で
し
た
。
明
治
初
年
の
遣
欧
使
節
が
、
普
仏
戦
争
に
勝
ち
第

二
帝
政
を
樹
立
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
に
魅
か
れ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
明
治
二
二
（
一
八
八

九
）
年
に
施
行
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
は
ド
イ
ツ
人
の
お
傭
い

外
人
ロ
ェ
ス
ラ
ー
H
（
・
句
・
声
崖
o
邑
彗
の
協
カ
に
よ
っ
て
起
草
さ

れ
、
一
八
五
〇
年
の
プ
ロ
シ
ヤ
憲
法
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
し
、
ロ
ェ
ス
ヲ
ー
は
商
法
典
の
編
纂
に
も
携

わ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
す
で
に
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
に
は
、

ド
イ
ツ
の
バ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
の
結
晶
と
も
い
え
る
ド
イ
ツ
民
法

第
一
草
案
が
発
表
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
年
は
民
事
訴
訟
法
一
〇

〇
年
で
す
が
、
こ
れ
も
ド
イ
ツ
の
帝
国
民
事
訴
訟
法
典
に
依
拠
し

た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
継
受
の
波
が
押
し
寄
せ

て
い
た
明
治
二
三
年
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
来
日
以
来
の
宿
題
で

あ
る
民
法
典
草
案
を
公
布
し
、
三
年
後
の
施
行
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
伝
統
的
法
慣
習
が
最
も
根
強
い
親
族
や
相
続
の
部
分
に

つ
い
て
は
、
充
分
に
留
意
を
し
て
起
草
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の

草
案
を
め
ぐ
っ
て
反
対
論
が
続
出
し
、
穂
積
八
東
の
「
民
法
出
デ

、
忠
孝
亡
ブ
」
と
い
う
論
文
魑
名
が
示
す
よ
う
に
、
啓
蒙
的
、
個

人
主
義
的
畏
法
草
案
を
め
ぐ
っ
て
、
仏
法
派
と
英
法
派
の
政
治
的

対
立
も
加
わ
っ
て
、
開
設
間
も
な
い
議
会
に
お
い
て
つ
い
て
施
行

延
期
が
議
決
さ
れ
、
草
案
は
ド
イ
ツ
式
の
民
法
へ
修
正
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
に
施

行
さ
れ
次
現
行
民
法
典
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
一
草
案
に
依
拠
し

な
が
ら
、
旧
民
法
の
フ
ラ
ン
ス
的
な
規
定
も
と
り
入
れ
た
も
の
で

し
た
。
フ
ラ
ン
ス
的
な
要
素
（
例
え
ぱ
物
権
変
動
の
意
恩
主
義
）

が
残
っ
て
い
た
こ
と
は
、
法
典
調
査
会
の
委
員
が
、
穂
積
陳
重
の

ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
の
経
験
を
も
つ
宮
井
、
梅
の
二
名
が
加
わ

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
後
の
東
大
法
学

部
が
ド
イ
ツ
法
学
へ
大
き
く
傾
き
、
当
時
「
独
法
に
非
ん
ぱ
人
に

非
ず
」
な
ど
と
い
わ
れ
、
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
法
学
の
時
代
が

到
来
し
た
の
で
す
。
す
で
に
憲
法
の
面
で
も
ド
イ
ツ
法
を
継
受
し
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た
の
で
す
が
、
行
政
法
で
も
グ
ナ
イ
ス
ト
肉
・
く
．
Ω
篶
嚢
の
法

治
国
家
論
の
影
響
を
強
く
受
け
て
、
通
常
の
司
法
権
と
は
独
立
し

た
行
政
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
行
政
優
位
と
い
う
幕
藩

期
以
来
の
日
本
法
の
伝
統
を
、
近
代
的
な
法
制
の
枠
組
の
な
か
に
、

生
き
続
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
天
皇
の
大
権
が
そ
の
絶
対
的
な

根
拠
と
し
て
論
理
的
に
も
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
に
、
ド
イ
ツ
の
い
わ
ゆ
る
刑

法
の
新
派
理
論
に
よ
る
改
正
刑
法
が
施
行
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て

六
法
全
体
が
、
殆
ど
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
た
も
の
に
な
り
ま

し
た
。
明
治
二
〇
年
代
以
降
、
日
本
の
学
問
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の

学
問
の
影
響
は
徐
々
に
強
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
世
紀
に

入
る
と
法
律
挙
に
つ
い
て
も
決
定
的
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
ヨ
本
の
近
代
法
は
最
終
的
に
ド
イ
ヅ
法
の
継
受
で
一

つ
の
区
切
り
が
つ
い
た
の
で
す
が
、
法
の
継
受
現
象
と
い
う
面
か

ら
み
ま
す
と
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
政
府
が
と
っ
た
泰

西
主
義
は
、
条
約
改
正
の
た
め
の
も
の
で
し
た
。
こ
の
非
常
に
重

要
な
目
的
は
、
民
法
施
行
直
後
に
達
成
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

民
法
制
定
ま
で
は
、
西
欧
法
の
導
入
以
外
の
立
法
は
殆
ど
選
択
の

余
地
は
な
か
っ
た
と
恩
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
明
治
政
府
に

と
っ
て
幸
運
だ
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
第
二
帝
政

の
諸
立
法
を
、
最
も
新
し
い
法
体
系
と
し
て
模
範
と
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
し
、
し
か
も
紬
部
の
点
で
、
伝
統
的
な
法
意
識
を
西

欧
的
な
法
の
論
理
体
系
の
中
に
組
入
れ
る
の
に
容
易
で
し
た
。
明

治
二
三
年
の
民
事
訴
訟
法
は
、
全
面
的
に
ド
イ
ツ
帝
国
民
事
訴
訟

法
を
継
受
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
紬
か
い
点
を

み
る
と
、
例
え
ぱ
証
言
拒
否
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
姻
族
や
雇
人

に
ま
で
拡
犬
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
家
の
伝
統

は
強
固
で
、
民
法
で
は
家
督
相
続
の
伝
統
が
活
か
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
も
し
西
欧
近
代
法
が
フ
ヲ
ン
ス
法
の
み
で
あ
っ
た

な
ら
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
近
代
法
の
精
神
の
良
き
理
解
者
で
あ
っ

た
江
藤
新
平
が
佐
賀
の
乱
に
殉
じ
な
か
っ
た
な
ら
、
日
本
の
近
代

法
の
在
り
方
は
か
な
り
違
っ
て
、
個
人
の
権
利
に
対
す
る
日
本
人

の
常
識
も
・
か
な
り
早
く
西
欧
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思

え
て
き
ま
す
。

　
一
応
の
近
代
法
制
の
整
備
は
こ
の
よ
う
に
・
一
九
世
紀
末
の
ド

イ
ツ
第
二
帝
政
法
制
に
徹
っ
て
完
成
し
ま
し
た
。
今
世
紀
に
入
っ

て
か
ら
第
二
次
大
戦
終
了
ま
で
も
、
外
国
法
の
継
受
に
よ
る
立
法

や
法
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
完
全

な
独
立
国
と
し
て
の
自
発
的
な
も
の
で
し
た
か
ら
、
時
の
政
府
の

政
策
を
如
実
に
反
映
す
る
側
面
が
強
く
な
り
ま
す
。
第
一
次
犬
戦

494
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（65）　法を学ぴ，法について考える

後
、
都
会
化
が
進
み
都
市
の
住
宅
問
題
が
深
刻
化
し
た
際
、
借
地

借
家
法
を
制
定
す
る
と
同
時
に
、
借
地
借
家
の
紛
争
解
決
の
た
め

の
調
停
法
を
も
導
入
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
式
の
勧

解
で
は
な
く
て
、
ド
イ
ツ
の
第
一
次
大
戦
中
の
立
法
を
参
考
に
し

た
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
間
も
な
く
民
主
主
義
的
な
憲

法
に
よ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
が
誕
生
し
ま
し
た
。
し
か
し
日
本

の
法
学
者
も
政
府
も
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
ド
イ
ツ
法
を
受
容
す
る

こ
と
に
は
極
め
て
消
極
的
で
し
た
。
当
時
の
日
本
の
政
治
状
況
は

こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ

法
制
の
影
響
は
今
日
に
至
る
ま
で
根
強
い
も
の
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
の
ド
イ
ツ
法
は
か
な
り
一
九
世
紀
的
な
色
彩
を
残
し
て
い
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
く
に
ド
イ
ツ
で
は
帝

政
期
に
す
で
に
民
法
の
雇
用
者
保
護
に
配
慮
し
た
雇
用
の
規
定
が

あ
り
、
労
働
立
法
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
日
本
で
は
立
遅
れ
が
目

立
ち
ま
す
。

　
一
九
三
〇
年
か
ら
の
一
五
年
間
は
、
日
本
は
殆
ど
戦
時
体
制
で

し
た
か
ら
、
間
題
に
す
る
必
要
は
な
い
の
で
す
が
、
ナ
チ
ス
時
代

に
ド
イ
ツ
に
挙
ん
だ
本
学
の
故
吾
妻
光
俊
教
授
が
『
ナ
チ
ス
民
法

学
の
精
神
』
に
つ
い
て
、
そ
の
本
質
を
見
抜
い
た
名
著
を
残
さ
れ

て
い
た
こ
と
だ
け
を
申
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
第
二
次
大
戦
後
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
占
領
下
に
民
主
主
義
的

な
憲
法
原
理
を
導
入
し
ま
し
た
。
押
し
つ
け
ら
れ
た
憲
法
と
い
う

考
え
方
は
、
立
法
の
過
程
を
み
れ
ぱ
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
意
味
で
は
こ
れ
は
強
制
的
な
外
国
法
の
継
受
で
す
が
、
こ
れ

は
一
九
世
紀
的
な
西
欧
法
の
継
受
を
、
二
〇
世
紀
的
な
も
の
に
修

正
す
る
歴
史
的
役
割
を
果
す
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
西
欧
的
な
国

民
主
権
を
前
提
と
し
て
、
民
主
主
義
的
な
国
造
り
が
、
戦
後
の
日

本
の
国
是
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
「
人
類
は
、
自
由
、
寛
容
及

ぴ
正
義
を
吸
収
同
化
し
、
育
み
、
そ
し
て
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
ら
を
授
け
ら
れ
た
と
き
に
最
大
の
強
さ
と
進
歩
を
発
揮
す
る

で
あ
ろ
う
」
と
い
う
の
が
、
当
時
の
理
想
で
し
た
。
こ
の
線
に
沿

っ
て
、
民
事
訴
訟
法
や
刑
事
訴
訟
法
も
改
正
さ
れ
ま
し
た
し
、
資

本
主
義
の
欠
点
を
修
正
す
る
機
能
を
も
つ
独
占
禁
止
法
等
の
経
済

法
や
労
働
法
の
立
法
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
民
法
で
も
親
族
の
部
分

に
つ
い
て
も
現
在
の
よ
う
な
婆
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
法
制
が
そ
の

大
部
分
が
西
欧
の
近
代
が
生
み
出
し
た
沓
の
を
継
受
し
た
も
の
で

は
あ
り
ま
す
が
、
立
法
の
任
に
あ
っ
た
人
々
が
、
伝
統
的
法
文
化

と
の
調
和
に
も
腐
心
し
た
こ
と
が
判
る
の
で
す
。
そ
の
度
合
は
、

外
圧
の
強
さ
に
反
比
例
す
る
よ
う
に
恩
え
ま
す
。
恐
ら
く
第
二
次
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大
戦
後
の
多
く
の
法
改
正
は
、
占
領
軍
の
指
導
が
な
か
づ
た
と
し

た
ら
、
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
し
、
農
地
開
放
な
ど

と
い
う
革
命
的
政
策
は
実
行
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　
一
九
四
五
年
以
降
の
諸
立
法
や
法
改
正
に
よ
っ
て
、
日
本
は
再

度
西
欧
近
代
法
の
成
果
の
か
な
り
の
部
分
を
継
受
し
ま
し
た
。
恐

ら
く
n
口
本
ほ
ど
外
国
の
学
術
書
を
輸
入
し
、
読
ん
で
い
る
国
も
珍

し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
法
律
学
に
お
い
て
も
例

外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
的
か
つ
法
社
会
学
的
な
視
点
を
欠
い

た
単
純
な
比
較
法
と
い
う
の
は
危
険
な
の
で
す
が
、
外
国
法
挙
を

参
考
に
す
る
こ
と
は
、
大
い
に
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
う
し
た
努
カ
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
近
あ
る
外
国
人
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
書
い
た
本
で
、
「
西
欧
民
主
主
義
国
で
、
日
本
の
よ

う
に
法
偉
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
国
の
政
治
権
威
は
失
墜

す
る
だ
ろ
う
。
日
本
で
西
欧
民
主
主
義
国
家
の
よ
う
に
、
法
偉
が

守
ら
れ
れ
ぱ
、
日
本
の
政
治
権
威
は
失
墜
す
る
だ
ろ
う
。
」
と
い

う
文
章
に
出
瞳
わ
し
ま
し
た
。
西
欧
人
の
目
か
ら
は
、
日
本
の
現

在
の
法
文
化
の
在
り
方
は
こ
の
よ
う
に
見
え
る
ら
し
い
の
で
す
。

　
過
去
一
〇
〇
年
余
に
わ
た
る
西
欧
法
の
継
受
の
流
れ
を
省
み
る

と
、
わ
れ
わ
れ
は
一
見
完
全
に
、
と
く
に
戦
後
は
西
欧
法
を
わ
が

物
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な

い
ら
し
い
の
で
す
。
そ
れ
は
継
受
し
た
法
が
、
そ
の
通
り
機
能
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
一
種
の
乖
離
現

象
は
、
ま
ず
西
欧
法
制
の
継
受
立
法
の
経
程
で
の
翻
訳
や
取
捨
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
、
　
　
　
、

択
と
い
う
継
受
の
段
階
と
、
法
制
の
運
用
と
い
う
同
化
と
い
う
二

つ
の
段
階
に
み
ら
れ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
現
象
を
ひ

き
起
こ
す
も
の
は
、
や
は
り
伝
統
的
法
文
化
で
す
。
そ
れ
は
主
と

し
て
、
政
治
的
な
構
造
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
過
去
の
長
い
政
治
的
な
制
度
の
も
と
に
培
わ
れ
た
法
意

識
の
影
響
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
私
と
し
て
は
幕
藩
期
に
培
わ
れ
た

日
本
的
儒
教
的
政
治
思
想
に
よ
る
支
配
者
の
法
意
識
に
注
目
し
た

い
の
で
す
が
、
様
々
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
社
会
が
重
層
的
に
構

成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
社
会
の
構
造
も
重
要
で
し
ょ
う
。
こ
の
グ

ル
ー
プ
は
イ
ェ
ヘ
家
J
の
辻
組
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
成
り
立
っ
て

い
ま
す
。
ウ
チ
の
大
学
な
ど
と
い
う
言
葉
使
い
に
も
あ
ら
わ
れ
、

今
で
こ
そ
自
分
の
帰
属
集
団
を
指
す
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は

主
君
、
家
臣
、
百
姓
で
な
り
立
つ
藩
の
何
々
家
か
ら
発
し
て
、
会

社
や
各
種
の
団
体
が
家
族
的
に
構
成
さ
れ
る
と
い
う
思
考
に
源
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
昭
和
二
〇
年
ま
で
の
時
代
に
は
、
神

で
あ
る
天
皇
を
家
長
と
し
、
臣
民
を
赤
子
の
発
想
か
ら
、
八
紘
一

宇
（
世
界
を
一
つ
の
家
と
す
る
）
な
ど
と
い
わ
れ
た
も
の
で
し
た
。
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一
つ
の
家
の
中
で
は
、
個
人
の
権
利
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
か
・

紛
争
解
決
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
に
関
す
る
議
論
を
つ
め
る
こ
と
よ

り
は
、
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
に
向
か
う
の
が
自
然
の
成
り
行
き

で
し
上
、
つ
。
わ
れ
わ
れ
の
心
の
底
に
は
、
「
角
を
立
て
な
い
ほ
う

が
」
と
い
う
意
識
が
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
の
背
景
に
は
こ
う
し
た

社
会
的
な
意
識
の
伝
統
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
え
て
き
ま
す
。

一
方
、
何
が
何
ん
で
も
権
利
の
主
張
を
す
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人

の
社
会
は
、
濫
訴
の
杜
会
と
い
わ
れ
、
な
ん
で
も
訴
訟
に
訴
え
る

の
は
徒
ら
に
弁
護
士
を
儲
け
さ
せ
る
だ
け
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

い
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
過
ぎ
た
る
は
及
ぱ
ざ
る
が
如
し
と
い
う
の

で
し
上
う
か
、
最
近
で
は
ア
メ
リ
カ
で
は
目
＆
雪
弐
旨
、
ド
イ
ツ

あ
た
り
で
も
ω
o
；
o
葦
冒
o
司
と
い
っ
た
和
解
が
奨
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
奇
妙
な
一
致
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。
問
趨
は
そ
う
簡
単
に
は
解
け
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

こ
の
こ
と
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
訴
え
る
こ
と
を
止
め
て
泣

き
寝
入
り
す
る
こ
と
と
か
、
国
家
的
な
権
カ
の
い
う
こ
と
に
唯
唯

諾
諾
と
し
て
従
う
こ
と
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
は

当
然
で
す
。

　
こ
こ
で
は
権
利
の
救
済
の
間
題
を
中
心
に
し
た
の
で
す
が
、
今

後
占
有
改
定
と
か
、
予
見
可
能
性
と
か
、
法
律
の
留
保
と
か
い
っ

た
法
律
挙
の
概
念
を
激
密
に
挙
ん
で
ゆ
く
藷
君
で
す
が
、
と
き
に

は
、
単
な
る
知
識
の
段
階
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ

市
民
生
活
を
支
配
し
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
法
的
感
情
が
対
応
せ
ざ

る
を
え
な
い
、
わ
れ
わ
れ
の
法
に
つ
い
て
、
学
ぷ
こ
と
を
超
え
て
、

例
え
ば
判
例
を
分
析
す
る
と
き
な
ど
に
も
考
え
る
機
会
も
も
っ
て

欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
さ
し
づ
め
読
む
に
価
す
る
書
物
の

数
点
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
上
う
。
と
に
か
く
読
ん
で
み
て
下
さ
い
。

　
　
渡
辺
洋
三
『
法
と
い
う
も
の
の
考
え
方
』
（
日
本
評
論
社
）

　
　
川
島
武
宜
『
日
本
人
の
法
意
識
』
（
岩
波
新
書
）

　
　
犬
木
雅
夫
『
日
本
人
の
法
観
念
』
（
東
大
出
版
会
）

　
山
田
晟
『
法
学
』
（
改
訂
）
（
東
大
出
版
会
）

　
碧
海
純
一
『
法
哲
学
概
論
』
（
改
訂
）
（
弘
文
堂
）

　
河
上
倫
逸
『
法
の
文
化
社
会
史
』
（
み
す
ず
書
房
）

　
　
A
．
オ
プ
ラ
ー
『
日
本
占
領
と
法
制
改
革
』
（
圓
本
評
論
社
）

　
村
上
淳
一
『
「
権
利
の
た
め
の
闘
争
」
を
読
む
』
（
岩
波
書
店
）

　
司
馬
遼
太
郎
『
歳
月
』
（
講
談
社
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
教
授
）
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