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明
し
た
。

連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

に
調
査
研
究
す
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た
。

(
1
)

（

2
)
 

本
稿
は
、
近
時
の
連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
鳥
厳
的
に
概
要
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
す
で

に
議
論
は
、
解
釈
論
の
細
部
に
ま
で
浸
透
し
て
き
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
詳
細
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
直
接
の
目
的
で
は
な
い
。
ま
た
、

本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
は
、
民
法
研
究
者
や
国
際
私
法
研
究
者
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
比
較
法
研
究
者

と
し
て
の
視
点
に
比
重
を
お
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
研
究
に
首
を
突
っ
込
ん
だ
直
接
の
動
機
は
、
国
際
私
法
に
関
し
て
の
性
質

決
定
問
題
―
つ
の
各
論
的
研
究
と
し
て
性
質
決
定
に
お
け
る
契
約
と
不
法
行
為
の
関
係
を
、
特
に
欧
州
連
合
に
お
け
る
法
の
統
一
・
協
調

の
進
展
と
の
関
連
か
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
現
象
の
展
開
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
何
ら
か
の
新
た
な
方
向
性
を

(
3
)
 

探
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
国
際
私
法
の
分
野
に
の
な
か
で
、
特
に
法
の
統
一
が
優
先
的
に
行
わ
れ
て
き
て
い
る
契
約

抵
触
法
と
そ
れ
と
隣
接
す
る
法
領
域
で
あ
る
不
法
行
為
法
抵
触
法
と
の
間
で
、
統
一
法
に
よ
り
カ
バ
ー
さ
れ
る
領
域
と
そ
れ
以
外
の
領
域

と
の
区
分
に
つ
い
て
必
ず
現
実
的
な
問
題
が
発
生
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
し
た
問
題
を
め
ぐ
る
欧
州
の
議
論
の
進
展
状
況
を
中
心

し
か
し
、
在
外
研
究
の
機
会
を
与
え
ら
れ
、
九
六
年
春
に
連
合
王
国
に
実
際
に
到
着
し
て
現
地
の
研
究
者
と
接
し
た
り
情
報
を
収
集
し

て
い
る
う
ち
に
、
計
画
し
て
い
た
研
究
課
題
に
関
連
し
て
筆
者
の
予
測
を
こ
え
た
非
常
に
重
要
な
状
況
が
進
展
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
判

―
つ
は
、
連
合
王
国
に
お
い
て
こ
こ
十
年
ほ
ど
の
間
に
実
質
法
に
お
い
て
最
も
活
発
な
議
論
を
誘
発
し
て
き
た
不
当
利
得
法
の

体
系
化
の
急
展
開
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
で
は
不
当
利
得
に
関
す
る
国
際
私
法
問
題
に
つ
い
て
も
非
常
に
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
り
、

そ
こ
に
お
い
て
筆
者
が
課
題
と
し
て
き
た
契
約
や
不
法
行
為
と
の
関
連
で
、
不
当
利
得
を
国
際
私
法
上
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
く
べ
き

第

一

章

は

じ

め

に

~ 
（
八
二
五
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ド
の
学
説
史
に
お
け
る
現
象
の
―
つ
で
あ
り
、

か
と
い
っ
た
非
常
に
複
雑
で
困
難
な
問
題
に
関
し
て
本
格
的
な
議
論
が
開
始
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
（
し
か
し
、
後

者
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
）

当
初
は
、
不
当
利
得
を
契
約
・
不
法
行
為
に
隣
接
す
る
第
一
＿
一
の
民
事
責
任
と
し
て
、
し
っ
か
り
と
確
立
す
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い

た
が
、
現
在
、
こ
の
議
論
の
高
ま
り
は
実
践
論
的
問
題
解
決
の
レ
ベ
ル
を
こ
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
連
合
王
国
の
法
律
学
の
基
盤
を
揺
る
が

す
ま
で
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
有
す
る
に
至
っ
た
よ
う
に
さ
え
み
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
局
面
に
関
し
て
、
欧
州
共
同
体
の

(
4
)
 

外
国
判
決
承
認
執
行
に
関
す
る
プ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
が
定
め
る
管
轄
原
因
を
め
ぐ
り
、
不
当
利
得
の
性
質
決
定
に
関
す
る
欧
州
裁
判
所
の
判

例
の
混
迷
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
学
説
に
よ
る
議
論
の
混
乱
と
い
う
、
非
常
に
現
実
的
で
差
し
迫
っ
た
問
題
が
急
浮
上
し
て
き
て
い
る
。

(
5
)
 

理
論
的
な
側
面
か
ら
、
大
陸
法
国
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
法
制
史
的
な
展
開
は
異
な
る
も
の
の
不
当
利
得
と
い
う
民
事
責
任
の
概

念
が
一
般
的
な
も
の
と
し
て
今
日
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
そ
れ
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
議
論
が
開
始
さ
れ
た
一
般
的
な
理
由
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
実
践
性
を
重
要
視
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
学
の
伝
統
を

考
え
る
と
き
、
こ
う
し
た
議
論
の
盛
り
上
が
り
を
そ
れ
だ
け
で
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
も
イ
ン
グ
ラ
ン

一
般
に
歴
史
的
な
現
象
の
原
因
を
一
点
に
求
め
る
こ
と
が
非
現
実
的
で
あ
る
の
と
同
様
に
、

こ
こ
に
お
い
て
も
―
つ
の
明
確
な
原
因
だ
け
で
こ
の
現
象
を
説
明
し
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
在
で
も
ま
だ
進

行
を
続
け
て
い
る
こ
う
し
た
議
論
の
原
因
の
分
析
と
し
て
は
、
そ
の
出
発
点
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
要
因
を
指
摘
す
る
に
止
ま
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
分
析
は
こ
う
し
た
現
象
が
終
焉
し
そ
の
全
て
を
視
野
に
い
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
、
は
じ
め
て
正

確
に
行
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
現
時
点
に
お
い
て
も
こ
の
議
論
は
ど
こ
ま
で
膨
ら
ん
で
い
く
の
か
、
今
後
ど
の
よ
う
な
変
化
を

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
も
た
ら
す
の
か
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
能
力
に
お
い
て
は
、
確
信
の
あ
る
予
測
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。

関
法
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連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

第
一
節
論
争
発
生
の
基
盤
に
つ
い
て

第
二
章
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

――一五

本
稿
に
お
い
て
は
、
し
た
が
っ
て
、
現
在
進
行
中
の
現
象
を
で
き
る
か
ぎ
り
臨
場
感
を
も
っ
て
読
者
に
伝
え
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と

し
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
も
、
筆
者
の
直
感
や
推
測
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
に
場
面
も
多
い
し
、
大
胆
す
ぎ
る
推
断
も

時
と
し
て
必
要
と
な
ろ
う
。
筆
者
の
議
論
は
、
専
門
の
英
米
法
研
究
者
の
目
に
は
、
あ
ま
り
に
も
ラ
フ
で
実
証
不
十
分
で
あ
る
と
写
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
本
稿
が
誤
り
を
含
む
危
険
性
は
常
に
あ
り
、
筆
者
は
、
当
然
、
そ
の
全
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
。
多

く
の
方
々
か
ら
忌
憚
の
な
い
批
判
を
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
誤
り
に
気
付
く
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
心
よ
り
望
む

次
第
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
稿
は
、
現
時
点
に
お
け
る
筆
者
の
個
人
的
見
解
に
基
づ
く
連
合
王
国
に
お
け
る
「
不

当
利
得
論
争
」
の
素
描
で
あ
る
。
そ
う
し
た
不
完
全
な
も
の
に
止
ま
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
本
稿
を
あ
え
て
書
く
こ
と
の
目
的
は
、
連
合

王
国
の
法
律
学
史
に
お
け
る
こ
の
大
事
件
を
、
と
り
あ
え
ず
自
分
の
能
力
の
範
囲
で
、
情
報
提
供
（
あ
る
い
は
報
道
と
い
っ
た
方
が
正
確

か
も
し
れ
な
い
）
す
る
義
務
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
。
不
正
確
な
著
述
は
確
か
に
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
お
か
す
可
能
性
が
高
い
。
し
か

し
、
こ
れ
ほ
ど
重
大
な
事
態
の
展
開
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
正
確
を
期
し
て
何
も
書
か
な
い
こ
と
は
、
さ
ら
に
重
大
な
ミ
ス
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
と
も
な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
稿
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
の
筆
者
な
り
の
釈
明
で
あ
る
。

連
合
王
国
に
お
い
て
、
こ
こ
十
年
ほ
ど
の
間
に
「
不
当
利
得
」
を
―
つ
の
ま
と
ま
っ
た
法
領
域
と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
動
き
が
大
変

活
発
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
勢
い
は
止
ま
る
と
こ
ろ
知
ら
な
い
。
こ
の
論
争
の
火
付
け
役
を
果
た
し
た
の
は
、
現
在
貴
族
院
の
裁
判
官

（
八
二
七
）



「
他
人
の
出
捐
に
よ
っ
て
不
当
に
利
得
し
た
者
は
、
返
還

restitution
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
、
実
は
、
す
で
に
一
七
世
紀
の
段
階
に
お
い
て

L
o
r
d
M
a
n
s
寄
Id
が
「
こ
う
し
た
訴
訟
に
お
け
る
要
点
は
、

一
般
的
な
不
当
利
得
法
理
を
認
め
る
見
解
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
そ
の
後
の
多
く
の
判
決
に
お
い
て
批

被
告
が
そ
の
事
件
の
状
況
に
お
い
て
、
自
然
的
正
義
と
衡
平
の
拘
束
に
よ
り
、
そ
の
金
銭
を
払
い
戻
す
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
あ

(
8
)
 

る
」
と
し
て
、

判
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
要
す
る
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
判
例
法
の
伝
統
の
申
し
子
で
あ
る

後
の
多
く
の
裁
判
官
達
に
は
、

L
o
r
d
M
a
n
s
f
i
e
l
d
の
法
理
が
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
現
在
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

華
や
か
な
不
当
利
得
論
争
を
冷
め
た
目
で
傍
観
し
て
い
る

Silent
M
a
j
o
r
i
t
y
ー
ー
そ
れ
は
裁
判
官
等
の
法
律
実
務
家
の
み
に
止
ま
ら
ず

法
律
研
究
者
の
中
に
も
に
も
少
な
か
ら
ず
見
る
こ
と
が
で
き
る
を
今
日
で
も
強
く
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
現
在
の
不
当
利
得
学
説
が
扱
っ
て
い
る
よ
う
な
事
例
は
、
様
々
な
法
の
領
域
の
中
に
寸
断
さ
れ
た
か
た
ち
で

点
在
す
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
契
約
法
上
の
義
務
を
擬
制
す
る
か
た
ち
で
「
準
契
約

Q
u
a
s
i
C
o
n
t
r
a
c
t
」
と
い
う
カ
テ

わ
ち
、
そ
の
§

1

は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

お
り
、
そ
の
中
に
は
、

で
あ
る

L
o
r
d
G
o
f
f
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の

J
o
n
e
s
教
授
で
あ
り
、
彼
ら
は
連
合
王
国
最
初
の
不
当
利
得
に
つ
い
て
の
体
系
書
で
あ

(
6
)
 

る

T
h
e
L
さ

o
f
Restitution
の
初
版
を
一
九
六
六
年
に
刊
行
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
前
の
一
九
＿
―
-
七
年
に
、

（
八
二
八
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
不
当
利
得
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
が
刊
行
さ
れ
て

(
7
)
 

一
般
的
に
不
当
利
得
を
訴
訟
原
因

c
a
u
s
e
of action
と
し
て
認
め
る
条
項
が
す
で
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。
す
な

関
法
第
四
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

―
二
六

ア
カ
デ
ミ
ク
ス
に
よ
る



連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

不
当
利
得
論
争
の
展
開

―
二
七

ゴ
リ
ー
で
扱
わ
れ
た
り
、
信
託
法
や
物
権
法
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
ま
っ
た
く
関
連
の
な
い
事
例
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
ら
は
個
別
的
な
解
決
に
服
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
く
に
、
準
契
約
と
い
う
法
概
念
は
、
そ
の
過
度
の
擬
制
と
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な

用
語
法
の
た
め
に
そ
の
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
合
理
的
な
発
展
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
、

P
e
t
e
r
B
i
r
k
s
に
よ
る
法
制
度

(
9
)
 

史
的
見
地
か
ら
の
徹
底
し
た
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
不
当
利
得
論
争
に
―
つ
の
強
固
な
正
当
性
を
与
え
る
こ
と

G
o
f
f
 &
 Jo
n
e
s
の
先
行
業
績
を
最
大
限
に
活
用
し
て
、
論
理
的
側
面
か
ら
不
当
利
得
論
争
に
火
を
付
け
、
そ
の
後
も
こ
の
論
争
の
立

て
役
者
を
演
じ
続
け
て
い
る
の
が
元
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
法
学
部
ロ
ー
マ
法
講
座
の
教
授
で
あ
っ
た

P
e
t
e
r
B
i
r
k
s
で
あ
る
。
彼
が
不
当

利
得
に
関
す
る
著
作
を
発
表
し
始
め
た
の
は
一
九
七

0
年
頃
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
八

0
年
代
前
半
か
ら
す
で
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
法
の
枠
を
超
越
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
研
究
者
達
と
不
当
利
得
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
を
展
開
し
て
い
る
。

B
i
r
k
s
の
論
争
に
お

い
て
最
も
印
象
的
な
の
が
、
特
に
わ
が
国
で
も
支
持
者
の
多
い

P

S
A
t
i
y
a
h
の
学
説
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

B
i
r
k
s
は、

(10) 

A
t
i
y
a
h
の
代
表
作
で
あ
る

T
h
e
R
i
s
e
 a
n
d
 F
a
l
l
 o
f
 F
r
e
e
d
o
m
 o
f
 C
o
n
t
r
a
c
t
に
お
け
る
主
要
な
主
張
で
あ
る
契
約
、
不
法
行
為
、

準
契
約
と
い
っ
た
各
民
事
責
任
の
区
別
は
次
第
に
不
明
確
に
な
り
意
義
を
失
っ
て
き
て
い
る
ー
ー
と
い
う
点
を
と
ら
え
て
、
正
面
か
ら
攻

(11) 

撃
を
し
か
け
る
。
不
当
利
得
を
独
自
の
訴
訟
原
因
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
す

B
i
r
k
s
に
と
っ
て
は
、
契
約
・
不
法
行
為
・
不
当
利

(12) 

得
と
い
う
民
事
責
任
の
三
本
柱
が
し
っ
か
り
と
論
理
的
に
自
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
契
約
と
不
法
行
為
の
融
合
現
象
が
強
調
さ
れ

る
こ
と
は
そ
の
大
き
な
障
害
と
な
る
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
み
や
す
い
道
理
で
あ
る
。
こ
の

B
i
r
k
s
の
主
張
に
、
さ
ら
に
緻
密
な

第
二
節

に
な
る
。

（
八
二
九
）



A
t
i
y
a
h
の
見
解
を
要
す
る
に
、
自
由
放
任
主
義
の
リ
ベ
ラ
ル
な
国
家
か
ら
父
権
的
な
福
祉
社
会
へ
と
シ
フ
ト
し
た
こ
と
を
法
律
が

反
映
す
べ
き
で
あ
る
と
彼
が
言
う
の
は
正
し
い
が
、
拘
束
力
の
あ
る
約
束
の
違
反
に
対
す
る
期
待
利
益
の
保
護
を
攻
撃
す
る
の
は
根

(15) 

本
的
に
誤
り

f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
l
y
w
r
o
n
g
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(16) 

こ
の
議
論
に
は
現
在
で
も
ま
だ
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
。

A
t
i
y
a
h
自
身
に
よ
る

Birks,
B
u
r
r
o
w
s

へ
の
徹
底
し
た
反
論
が
あ
り
、

(17)

（

18) 

A
t
i
y
a
h
を
支
持
す
る

H
e
d
l
e
y
の
一
連
の
論
文
が
あ
る
一
方
で
、

G
o
f
f
&
 Jones
は
B
u
r
r
o
w
s
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
。
ま
た
、
最

(19) 

近
で
は
、

F
r
i
e
d
m
a
n
n
に
よ
り
基
本
的
に

B
u
r
r
o
w
s
と
同
様
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
論
争
に
つ
い
て
の
箪
者
の
感
想
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
民
事
責
任
体
系
の
常
識
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
、

G
i
l
m
o
r
e
や
A
t
i
y
a
h
と
い
っ
た
卓
越
し
た
才
能
を
有
す
る
ア
カ
デ
ミ
ク
ス
が
提
示
し
た
民
事
責
任
の
融
合
論
は
、
そ
の
鮮
や
か
な
分
析

と
洞
察
に
お
い
て
世
界
中
の
多
く
の
法
律
研
究
者
を
魅
了
し
た
と
い
え
よ
う
が
、
や
は
り
伝
統
的
な
契
約
・
不
法
行
為
の
二
分
法
は
基
本

的
に
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
に
は
非
常
に
根
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
？

捉
え
、
新
た
に
不
当
利
得
を
加
え
た
三
分
法
を
明
確
な
議
論
を
打
ち
出
し
た
の
が

Birks
で
あ
り

B
u
r
r
o
w
s
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

論
理
構
成
に
よ
っ
て
援
護
射
撃
を
加
え
た
の
が

A
n
d
r
e
w
B
u
r
r
o
w
s
で
あ
る
。
当
時
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
法
学
部
の
講
師
で
あ
っ
た

(13) 

一
九
八
三
年
に
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
、
契
約
・
不
法
行
為
・
不
当
利
得
と
い
う
民
事
責
任
の
区
分
の
基
本
的
妥
当

性
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
の
保
護
利
益
の
違
い
か
ら
論
理
的
に
説
明
し
、

A
t
i
y
a
h
の
学
説
の
批
判
の
た
め
に
そ
の
内
の
一
章
を
あ
て
て

(14) 

総
攻
撃
を
し
か
け
、
期
待
利
益
の
保
護
が
今
日
で
も
契
約
と
い
う
法
制
度
に
お
い
て
最
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
力
に
主
張
す
る
。

B
u
r
r
o
w
s
は、

関
法
第
四
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

―
二
八

（
八
三

0
)

そ
れ
を
う
ま
く



連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

大
陸
法
的
伝
統
の
誘
惑

し
か
し
、
こ
の
二
人
は
そ
れ
以
上
の
も
の
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
持
ち
込
ん
だ
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
学
に
お

い
て
暗
黙
の
う
ち
に
戒
め
ら
れ
て
き
た
演
繹
的
な
解
釈
論
の
展
開
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
ロ
ー
マ
法
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド

を
も
つ

B
i
r
k
s

が
、
そ
う
し
た
方
法
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
学
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
目
的
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
論
争
の
早
い
段

階
か
ら
明
白
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
欧
州
に
お
い
て
法
の
統
合
の
必
要
が
自
覚
さ
れ
る
な
か
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
大
陸

法
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
に
な
い
関
心
の
高
ま
り
と
、
そ
の
整
序
さ
れ
た
体
系
へ
の
あ
る
種
の
羨
望
を
、
彼
ら
は
追
い
風
と
し
て
最
大
限
に

利
用
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
B
i
r
k
s

に
関
し
て
、
こ
の
作
戦
は
周
到
に
仕
組
ま
れ
た
意
図
的
な
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

A
t
i
y
a
h
は
そ
の
革
新
的
な
発
想
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
学
に
お
い
て
常
に
異
彩
を
は
な
つ
存
在
で
あ
り
、
柔
軟
に
大
陸
法
的

発
想
を
も
取
り
入
れ
な
が
ら
も
そ
の
分
析
は
常
に
英
米
法
的
な
実
証
性
と
ク
ー
ル
さ
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
筆
者
に

第
一
項

た
意
味
合
い
が
極
め
て
強
い
。

第
三
節

不
当
利
得
論
争
の
顕
在
的
意
義
と
潜
在
的
意
義

―
二
九

こ
の
論
争
は
、
確
か
に
、
不
当
利
得
法
を
独
立
し
た
法
制
度
と
し
て
確
立
す
る
と
い
う
実
益
を
指
向
し
た
も
の
で
あ
る
と
表
面
的
に
は

評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
個
別
的
な
場
面
に
お
け
る
具
体
的
解
決
の
不
都
合
に
対
す
る
批
判
は
、
少
な
く
と
も
論
争
の
当
初
に
お
い
て
は

意
外
に
中
心
的
な
論
点
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
抽
象
的
な
理
念
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
が
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
最
大
の
成
果
と

さ
れ
る
貴
族
院
の
二
判
決
も
、
後
述
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
解
決
を
め
ぐ
る
論
争
と
い
う
よ
り
は
、

よ
る
理
論
的
な
承
認
に
重
心
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
く
に
九
一
年
の

L
も
k
i
n
G
o
r
m
a
n
判
決
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し

（
八
三
一
）

一
般
的
な
不
当
利
得
法
理
の
判
例
に



一
三
〇

（
八
三
二
）

は
思
わ
れ
る
。

A
t
i
y
a
h
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
現
象
を
表
面
的
な
法
理
論
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
深
い
現

実
主
義
的
な
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
時
代
の
社
会
経
済
的
状
況
の
中
で
真
に
法
律
が
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
方
向
を
明
確
に
指

(20) 

摘
す
る
こ
と
が
法
律
学
者
と
し
て
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
B
i
r
k
s

の
持
ち
込
ん
だ
も
の
は
、

演
繹
的
な
論
理
的
一
貫
性
を
武
器
と
し
て
戦
う
ホ
ッ
ト
な
大
陸
法
的
法
律
学
の
伝
統
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
こ

(21) 

れ
か
ら
の
法
律
の
方
向
性
を
理
論
の
側
か
ら
誘
導
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
熱
が
、
不
当
利
得
論
争
に
お
い
て
、

と
く
に
オ
ッ
ク
ス
プ
リ
ッ
ジ
を
中
心
と
す
る
大
学
の
属
す
る
法
律
研
究
者
を
駆
り
立
て
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
当
然
の
帰
結

で
あ
ろ
う
。
大
胆
に
私
見
を
述
べ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
、

B
i
r
k
s

及
び
不
当
利
得
論
争
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
与
え
た
最
大
の
歴
史
的
意

大
学
法
律
学
復
興
の
夢

B
i
r
k
s

は
、
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
伝
統
に
お
い
て
比
較
的
軽
く
見
ら
れ
て
い
た
大
学
法
律
学
の
あ
る
種
の
抑
鬱
と

(

2

2

)

(

2

3

)

 

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
巧
み
に
利
用
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
は
ロ
ー
マ
法
を
継
受
し
て
い
な
い
と
す
る
見
解
が
強
い
が
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
創
立
以
来
ロ
ー
マ
法
の
講
座
を
守
り
続
け
て
お
り
、
こ
の
大
学
法
律
学
の
象
徴
と
も
い
え
る
ロ
ー
マ
法
的
伝

統
を
B
i
r
k
s

は
自
己
の
学
説
の
正
当
化
の
た
め
に
最
大
限
に
利
用
し
、
つ
い
に
自
ら
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
欽
定
講
座

で
あ
る
ロ
ー
マ
法
講
座
の
教
授
と
な
っ
た
。
大
学
法
律
学
の
復
権
を
か
け
た
闘
い
の
武
勇
伝
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開

で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
に
お
け
る
裁
判
官
優
位
・
学
説
劣
位
の
伝
統
に
つ
い
て
は
、

れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
認
識
の
欠
如
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
扱
う
場
合
に
大
き
な
過
ち
を
も
た
ら
す
危
険
性
を
有
す
る
。

こ
の
伝
統
に
つ
い
て
、
学
説
が
比
較
的
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
き
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
国
際
私
法
の
分
野
に
つ
い
て
さ
え
、

F
A

第
二
項

義
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
す
る
。

関
法
第
四
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

一
般
に
は
意
外
と
知
ら



第
四
節

連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

ス
ト
ー
リ
ー
と
評
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

M
a
n
n
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
代
表
す
る
国
際
私
法
学
者
で
あ
る

J
M
o
r
r
i
s
を
記
念
す
る
論
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
九
八
四
年
九
月
に
こ
の
世
を
去
っ
た
。
彼
は
、
司
法
界
の
非
常
に
多
数
の
メ
ン
バ
ー
と
同
様
に
、
後
世
の
法

律
家
の
心
に
生
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
数
少
な
い
法
学
者
に
属
す
る
。

裁
判
官
の
人
格
的
な
高
潔
さ
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
的
な
性
格
の
―
つ
で
あ
る
。

た
と
え
、
あ
る
裁
判
官
が
大
法
官
に
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
性
格
、
知
性
、
独
創
性
、
そ
し
て
権
威
ー
ー
正
に
彼
の
全
人

格
ー
ー
は
、
彼
の
判
決
を
通
し
て
顕
れ
る
。
説
明
や
定
義
は
ど
こ
に
も
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
、
誰
も
が
評
価
し
見
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
の
鮮
明
さ
と
強
靭
さ
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
同
様

(24) 

に
、
著
作
を
通
じ
て
永
遠
に
生
き
続
け
る
少
数
の
学
問
に
お
け
る
教
師
が
存
在
す
る
。

こ
の
論
争
を
め
ぐ
っ
て
の
多
彩
な
活
躍
を
通
し
て
、

B
i
r
k
s
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
教
授
と
な
り
、

B
u
r
r
o
w
s
は
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ホ
ー
ル
の
フ
ェ
ロ
ー
を
経
て
現
在
ロ
ン
ド
ン
大
学
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
教
授
と
な
り
法
律
委

員
会
委
員
に
も
選
任
さ
れ
て
い
る
。
大
学
間
の
格
差
の
比
較
的
小
さ
い
と
さ
れ
る
連
合
王
国
に
お
い
て
も
、
こ
れ
は
や
は
り
サ
ク
セ
ス
・

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
学
の
伝
統
と
成
熟

し
か
し
、
こ
う
し
た
一
連
の
議
論
が

A
t
i
y
a
h
の
学
説
の
敗
北
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

A
t
i
y
a
h
の
賛
同
者
は
現
在
も

多
く
、

B
i
r
k
s
や

B
u
r
r
o
w
s
の
見
解
の
支
持
者
が
決
し
て
圧
倒
的
な
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
世
界
に
お
い
て
主
導
的
な

J
o
h
n
 M
o
r
r
i
s
は、

三

（八―――――-）



§ 
（
八
三
四
）

役
割
を
歴
史
的
に
独
占
し
て
き
た
と
も
い
え
る
法
律
実
務
家
た
ち
は
、
こ
の
論
争
に
対
し
て
現
在
ま
で
静
観
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
ま
た
、
研
究
者
の
中
に
も
、
こ
の
論
争
に
対
し
醒
め
た
目
を
向
け
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
代
表
す

る
法
律
研
究
者
の
一
人
で
あ
る

G

H
 Treitel
は
、
彼
の
著
名
な
契
約
法
の
体
系
書
で
あ
る

T
h
e
L
g
)
o
f
 Contract
の
第
九
版
に
お

(25) 

い
て
も
、
不
当
利
得
論
争
自
体
の
成
果
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
＜
触
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
主
た
る
法
源
が
判
例

法
で
あ
り

Treitel
の
著
作
は
判
例
法
の
伝
統
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
元
来
、
判
例
に
つ
い
て
は
極
め
て
詳
細
な
引

用
が
な
さ
れ
る
が
学
説
に
つ
い
て
の
言
及
は
少
な
い
と
い
う
特
徴
が
元
来
あ
る
も
の
の
、
こ
の
「
無
視
」
に
は
そ
れ
以
上
の
意
味
が
含
ま

(26) 

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
最
近
の
力
作
で
あ
る

F
ミ
stration
a
n
d
 F
o
r
c
e
 M
a
j
e
u
r
e
に
お
い
て
さ
ら
に
顕
著
で

あ
る
。
こ
の
不
当
利
得
と
も
深
く
関
連
す
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
大
作
の
中
で
、
不
当
利
得
論
争
を
代
表
す
る

G
o
f
f
&
 Jones, B
i
r
k
s
及

び
B
u
r
r
o
w
s
の
引
用
は
一
度
も
な
い
。

M
c
K
e
n
d
r
i
c
k
の
書
評
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
著
述
が
見
ら
れ
る
。

Treitel
教
授
は
、
諸
判
例
の
用
い
た
文
言
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
離
れ
ず
、
最
近
の
不
当
利
得
研
究
者
達

restitution
l
a
w
y
e
r
s
 

が
展
開
し
て
き
た
解
釈
論
的
枠
組
み
の
中
に
判
決
を
は
め
込
も
う
と
は
し
て
い
な
い
。
（
そ
し
て
こ
れ
は
か
な
り
驚
く
べ
き
こ
と
で

あ
る
が
、

G
o
f
f
&
 Jones, B
i
r
k
s
あ
る
い
は

B
u
r
r
o
w
s
の
著
作
に
対
し
て
ま
っ
た
＜
参
照
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付

(27) 

く。）

し
か
し
、
こ
の
論
争
を
総
体
と
し
て
眺
め
た
と
き
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
い
だ
く
。
す
な
わ
ち
、
権
威
に
対
す
る
勇
敢
な
批
判

に
耳
を
傾
け
る
度
量
と
、
対
立
す
る
立
場
に
対
し
て
冷
静
に
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
評
価
し
て
各
人
が
独
自
の
評
価
を
下
す
こ
と
の
で
き
る

聴
衆
の
成
熟
こ
そ
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
学
の
真
の
実
力
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
総
攻
撃
を
受
け
た

A
g,ah
自
身
も
、

関
法
第
四
六
巻
第
四
•
五
・
六
号



連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

彼
の
著
名
な
契
約
法
の
教
科
書
で
あ
る

A
n
Introduction to 
the 
La e
 
o
f
 Contract

の
最
新
艇
の
中
で
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
不

最
近
の
研
究
者
た
ち
は
、
債
務
法
の
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
自
体
の
原
則
に
基
礎
を
お
き
固
有
の
目
的
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
、

独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
認
め
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
努
力
は
今
や
貴
族
院
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
ま
で
承
認

(29) 

さ
れ
た
。

(30) 

Birks
は
、
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
非
常
に
精
力
的
に
、
演
繹
的
な
議
論
に
よ
っ
て
不
当
利
得
の
原
理
原
則
論
を
展
開
し
、
そ
の
体

(31) 

系
化
を
強
力
に
推
し
進
め
て
お
り
、
彼
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
に
な
っ
て
か
ら
も
、
不
当
利
得
論
争
は
オ
ッ
ク
ス
プ
リ
ッ
ジ
を

は
じ
め
と
す
る
多
く
の
ア
カ
デ
ミ
ク
ス
の
関
心
を
得
て
、
非
常
に
大
き
な
議
論
の
渦
と
な
っ
た
。
こ
こ
一

0
年
間
に
不
当
利
得
に
関
連
し

(32) 

て
公
表
さ
れ
た
体
系
書
、
論
文
集
、
雑
誌
論
文
の
数
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
だ
け
で
も
枚
挙
の
暇
が
な
い
。
現
在
で
は
、

G
o
f
f
&
Jones
に

(33)

（

34)

（

35) 

加
え
て
、

Birks,
B
u
r
r
o
w
s
,
 T
e
t
t
e
n
b
o
m
に
よ
る
体
系
書
が
あ
り
、

B
e
a
t
s
o
n
に
よ
る
論
文
集
が
あ
る
。
不
当
利
得
を
テ
ー
マ
と
し
た

(36) 

複
数
の
著
者
に
よ
る
論
文
集
も
複
数
あ
り
、
ケ
ー
ス
プ
ッ
ク
も
一
冊
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
九
一
＿
一
年
に
は

Restitution
Lt. Ne R
e
 ,
 

g
e
e
と
い
う
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
る
に
至
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
だ
け
で
な
く
他
の
英
米
法
系
諸
国
の
不
当
利
得
法
改
革
の
動
き
や
判
例
の

進
展
な
ど
に
つ
い
て
の
情
報
が
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
収
集
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
学
説
が
主
導
権
を
握
っ
た
動
き
は
、

第
五
節

当
利
得
論
争
に
対
し
て
一
定
の
評
価
を
示
し
て
い
る
。

つ
い
に
は
判
例
を
も
動
か
す
に
至
り
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
貴

成
果
貴
族
院
に
よ
る
「
不
当
利
得
法
」
の
承
認

~ 
（
八
三
五
）
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族
院
が
九
一
年
の
Lもざ
in
G
o
r
m
§
判
挺
お
よ
び
九
三
年
の
W
o
o
l
w
i
c
h
判
挺
に
お
い
て
、
不
当
利
得
を
一
般
的
な
訴
訟
原
因
C
a
u
s
e

(39) 

of A
c
t
i
o
n
と
し
て
認
め
、
そ
れ
ま
で
の
判
例
法
の
状
況
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
最
高
位
の
権
威
を
有
す

る
貴
族
院
の
御
墨
付
き
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
以
上
の
意
義
を
有
す
る
。

そ
れ
が
た
と
え
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
で
の
理
論
的
な
承
認
を
大
き
く
越
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
は
、
特
定
の
事
例
に
対

し
断
片
的
な
救
済
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
の
変
動
の
意
義
は
非
常
に
大
き
い
。

B
i
r
k
s
は
、
Lも
kin
C
o
n
君
n
判
決
に
よ
る
不
当
利
得
法
理
の
承
認
を
手
放
し
で
歓
迎
す
る
。

不
当
利
得
が
、
日
の
当
た
る
場
所
を
見
出
し
た
こ
と
よ
り
も
、
時
間
を
浪
費
す
る
大
量
の
意
味
論
的
な
s
e
m
a
n
t
i
c
ナ
ン
セ
ン
ス
の

影
の
下
か
ら
少
な
く
と
も
逃
げ
出
せ
た
こ
と
は
、
よ
り
重
要
で
あ
る
。
こ
の
科
目
を
教
え
る
者
は
、
真
に
難
し
い
問
題
へ
と
よ
り
素

早
く
進
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
務
家
が
、
訴
訟
方
式
f
o
r
m
s
of a
c
t
i
o
n
の
虚
偽
の
論
理
に
よ
っ
て
脱
線
し
た
、

複
雑
な
分
析
に
出
く
わ
す
こ
と
は
減
少
し
よ
う
。
不
当
利
得
法
が
、
不
当
な
利
得
に
対
す
る
原
則
に
基
礎
を
置
き
非
常
に
大
き
な
実

務
上
の
意
義
を
有
す
る
諸
判
例
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
、
我
々
の
法
律
の
主
要
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、

複
雑
な
実
験
を
提
示
す
る
必
要
は
最
早
有
り
得
な
い
。
こ
れ
は
、
大
き
な
進
歩
で
あ
る
。
天
動
説
論
者
達
f
l
a
t
-
e
a
r
t
h
e
r
s
が
時
と

し
て
議
論
を
制
し
そ
う
に
み
え
た
が
、
こ
の
変
動
の
究
極
的
な
原
因
と
な
っ
た
著
書
(
G
o
f
f
&
J
o
n
e
s
の
初
版
は
一
九
六
六
年
に

発
行
さ
れ
て
い
る
。
1

筆
者
註
）

(40) 
る。

関
法

の
二
五
歳
の
誕
生
日
を
し
る
す
年
に
、
展
望
が
変
化
し
た
の
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
あ

L
も
kin
G
o
r
m
a
n
判
決
の
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
法
律
事
務
所
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
C
a
s
s
は
、
事
務
所
の
同
意

（
八
三
六
）



連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

な
し
に
そ
の
口
座
か
ら
金
銭
を
引
き
出
し
て
、
彼
の
ギ
ャ
ン
プ
ル
の
賭
け
金
と
し
て
消
費
し
て
し
ま
っ
た
。
本
件
は
、
法
律
事
務
所
か
ら

ギ
ャ
ン
ブ
ル
・
ク
ラ
ブ
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
、
金
銭
の
返
還
を
請
求
す
る
訴
訟
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
、

L
o
r
d
G
o
f
f
は
不
当

利
得
法
の
論
理
を
基
礎
と
し
た
上
で
、
特
に

Birks
を
は
じ
め
と
す
る
不
当
利
得
法
論
者
が
好
ん
で
用
い
る

'Tracing'
と
い
う
法
技
術

(41) 

を
用
い
て
こ
の
事
件
を
判
断
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
不
当
利
得
理
論
の
貴
族
院
に
よ
る
承
認
し
た
こ
と
に
あ
り
、

具
体
的
事
案
の
解
決
自
体
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
判
決
の
採
用
し
た
論
理
が
非
常
に
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
自
体
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の
伝
統
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

W
o
o
l
w
i
c
h
判
決
自
体
も
、
事
案
と
し
て
は
そ
れ
程
面
白
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
支
払
済
み
の
税
金
を

Ultra
Vires
で
あ
る

と
し
て
そ
の
返
還
を
内
国
歳
入
庁

Inland
R
e
v
e
n
u
e
請
求
し
、
そ
れ
が
貴
族
院
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
日
本
で
あ
れ
ば
、

公
法
上
の
問
題
と
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
別
の
法
理
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
不
当
利
得
に
お
い
て
直
接
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
が
、
公
法
・
私
法
の
区
別
を
原
理
上
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
は
、
私
的
な
関
係
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、

不
当
利
得
の
法
理
が
公
的
な
機
関
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
に
お
い
て
重
要
性
を
有
す
る
。

こ
こ
に
お
い
て
も
、

L
o
r
d
G
o
f
f
が
不
当
利
得
法
理
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。

B
u
r
r
o
w
s
の
言

に
よ
れ
ば
、
不
当
利
得
の
一
般
法
理
を
承
認
し
た

L
も
kin
G
o
r
m
 g
判
決
が

N
e
g
l
i
g
e
n
c
e
に
お
い
て
大
原
則
を
承
認
し
た

D
o
n
o
g
h
u
e

事
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

W
o
o
l
w
i
c
h
判
決
は
そ
の
義
務
が
及
ぶ
外
延
に
つ
い
て
肯
定
的
な
判
断
を
下
し
た

H
e
d
l
a
y
事
件
に
相
当
す
る

(42) 

と
す
る
。

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ニ
ニ
五

（
八
三
七
）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
以
外
の
法
シ
ス
テ
ム
と
の
議
論
の
連
携

（
八
三
八
）

不
当
利
得
論
争
が
も
た
ら
し
た
も
う
―
つ
の
非
常
に
大
き
な
貢
献
は
、
不
当
利
得
を
め
ぐ
る
議
論
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
以
外
の
法
シ
ス
テ

ム
と
の
間
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
誇
り
高
き
孤
立
を
守
っ
て
い
た
か
に
み
え
る
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
は
、
い
ま
比
較
法
学
の
春
を
迎
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

(43) 

G
o
f
f
&
 Jones
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
不
当
利
得
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
の
英
米
法
系
の
中
で
、
最
近
そ
の
斬
新
な
発
想
に
よ
り
パ
イ
オ
ニ
ア
的
な
役
割
を
果
た
し
非
常
に
高
い
水
準
の
法
律
学
を
確
立
す
る

(44) 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
イ
ス
ラ
エ
ル
、
マ
レ
ー
シ

に
至
っ
て
い
る
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
三
国
は
も
ち
ろ
ん
、

ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
香
港
等
か
ら
多
彩
な
研
究
者
が
こ
の
論
争
に
参
加
し
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
法
シ
ス
テ
ム
に
属
す
る

研
究
者
が
、
そ
の
枠
を
超
え
て
活
発
に
各
国
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
に
参
加
し
た
り
論
文
を
発
表
し
た
り
し
て
い
る
。

そ
し
て
最
近
目
立
っ
て
き
て
い
る
の
は
、
英
米
法
シ
ス
テ
ム
の
枠
を
も
越
え
た
大
陸
法
系
シ
ス
テ
ム
と
の
議
論
の
交
換
で
あ
る
。
同
じ

連
合
王
国
に
属
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
言
う
に
及
ば
ず
、

ん
に
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
不
当
利
得
論
争
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
南
ア
フ
リ
カ
法
は
、
基
本
的
に
法
典
を
採
用
せ
ず
判
例
法

シ
ス
テ
ム
を
今
日
で
も
採
用
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
と
強
い
共
通
性
を
も
つ
世
界
で
も
珍
し
い
比
較
法
学
の
宝
石

(45) 

箱
と
で
も
形
容
す
べ
き
法
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
近
時
、

N
i
m
m
e
r
m
a
n
n
と
い
う
希
代
の
語
り
部
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
南
ア
フ
リ
カ
法

は
こ
れ
ま
で
に
な
く
連
合
王
国
に
お
い
て
非
常
に
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、
不
当
利
得
論
争
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
た
。

(46)

（

47) 

さ
ら
に
は
、
新
し
い
民
法
典
を
作
り
終
え
た
オ
ラ
ン
ダ
や
、
ド
イ
ツ
の
状
況
に
も
関
心
が
む
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

第
六
節

関
法
第
四
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

ロ
ー
マ
11
オ
ラ
ン
ダ
法
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
南
ア
フ
リ
カ
法
と
の
議
論
も
盛

一
三
六



連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

判
例
の
動
き
と
は
別
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
委
員
会
に
よ
っ
て
制
定
法
に
よ
る
不
当
利
得
法
の
改
革
問
題
の
検
討
が
か
な
り
進
ん

で
い
る
。
「
法
に
関
す
る
錯
誤
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
不
当
利
得
」
に
関
連
し
て
一
九
九
一
年
に

C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
P
a
p
e
r
 N
o
.
 1
2
0

が
、
そ
し

て
、
そ
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
改
正
法
案
を
掲
載
し
た

R
e
p
o
r
t
N
o
.
 1
2
0

が
九
四
年
―
一
月
に
公
表
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
制
定
法
に
よ
る
判
例
法
の
部
分
修
正
を
越
え
て
、
不
当
利
得
法
全
体
に
つ
い
て
の
制
定
法
化
を
支
持
す
る
学
説
も
見
ら
れ
る
よ
う
に

現
段
階
で
「
欧
州
化
」
の
言
葉
を
持
ち
出
す
の
は
、
少
し
軽
率
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
不
当
利
得
論
争
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
学
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
状
況
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
も
し
か
す
る
と
す
で
に
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
法
律
学
の
何
か
が
本
質
的
な
変
化
を
と
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
深
読
み
す
る
こ
と
に
も
、
今
、
そ
れ
な
り
の
根
拠
が

不
当
利
得
論
争
の
特
徴

前
述
の
よ
う
に
、
不
当
利
得
法
の
改
革
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
現
象
が
目
立
つ
よ

―
つ
は
、
学
説
の
主
導
に
よ
る
法
改
革
の
推
進
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
と
い
う
大
学
的
法
律
学
を
象
徴
す
る
講
座

の
担
当
者
で
あ
る

B
i
r
k
s
が
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
、
こ

れ
ま
で
大
学
的
法
律
学
の
伝
統
を
重
ん
じ
現
実
的
な
議
論
か
ら
一
歩
退
い
て
き
た
観
の
あ
る
オ
ッ
ク
ス
プ
リ
ッ
ジ
を
中
心
と
し
た
ア
カ
デ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

第
一
項

備
わ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
八
節
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
律
学
の
欧
州
化
に
つ
い
て

な
っ
て
き
て
い
る
。

第
七
節
法
律
委
員
会
に
よ
る
不
当
利
得
法
改
革
の
動
き

一
三
七

（
八
三
九
）



第
一
節

Birks
の
法
シ
ス
テ
ム
を
超
越
し
た
活
躍

ち
に
し
た
い
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
「
不
当
利
得
論
争
」

第
二
項

機
に
直
面
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。

の
波
及
と
独
自
の
展
開

一
三
八

（
八
四
0
)

ミ
ク
ス
が
、
現
実
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
有
す
る
解
釈
論
的
課
題
に
対
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
活
気
に
満
ち
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

裁
判
官
等
の
実
務
家
が
主
導
権
を
独
占
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
学
の
伝
統
は
、
今
、
大
き
な
歴
史
的
転

そ
の
他
の
注
目
す
べ
き
現
象

B
i
r
k
s
の
他
に
も
、
最
近
、
大
陸
法
研
究
者
の
活
躍
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
目
立
っ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、

D
e
n
n
i
n
g
 Professor of C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 L
a
w
と
な
っ
た

M
a
r
k
e
s
i
n
i
s
の
活
躍
で
あ
る
。
彼
の
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
の
体
系
書
は
、
欧

州
統
合
の
進
行
す
る
な
か
で
非
常
に
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
『
漸
進
的
な
収
束

T
h
e
G
r
a
d
u
a
l
 C
o
n
v
e
r
g
 ,
 

(48) 

e
n
c
e
-
外
国
の
理
念
、
外
国
の
影
響
、
そ
し
て
ニ
―
世
紀
前
夜
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
』
と
題
さ
れ
た
彼
の
編
集
に
よ
る
論
文
集
に
お
け

る
彼
自
身
に
よ
る
巻
頭
論
文
＾
L
e
a
r
n
i
n
g
 f
r
o
m
 E
u
r
o
p
e
 a
n
d
 L
e
a
r
n
i
n
g
 in E
u
r
o
p
e
'
は
、
明
確
に
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
欧
州
化
」

を
今
後
の
方
針
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
紅
。
フ
ラ
ン
ス
の
比
較
法
学
の
巨
星

R
e
n
e
D
a
v
i
d

が、

ius
c
o
m
m
u
n
e

の
伝
統
を
復
興
す
る
こ

と
に
よ
り
、
英
米
法
を
も
含
め
た
西
洋
法

droit
occidental
の
成
立
の
可
能
性
を
説
い
て
久
し
い
が
、
今
、
こ
の
偉
大
な
予
言
が
現
実

性
を
持
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
楽
観
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
比
較
法
学
の
描
い
た
壮

大
な
構
想
が
実
現
す
る
日
が
来
る
こ
と
を
、
傍
観
者
と
し
て
で
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
は
こ
の
上
な
く
残
念
で
は
あ
る
が
、
筆
者
も
心
待

第
三
章

関
法
第
四
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

ロ
ン
ド
ン
大
学
の



連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、

Institution W
r
i
t
e
r
s
の
復
権
？

R
o
b
i
n
 E
v
a
n
s
'
J
o
n
e
s
で
あ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
不
当
利
得
法
改
革
の
動
き
は
、
少
し
遅
れ
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
も
飛
び
火
し
た
。
こ
こ
で
も

B
i
r
k
s
に

(50) 

よ
る
八

0
年
代
半
ば
の
二
つ
の
論
文
が
起
爆
剤
と
な
り
、
現
在
で
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
多
く
の
法
律
研
究
者
に
よ
り
水
準
の
高
い
議

論
が
活
発
に
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
の
渦
中
に
あ
る
研
究
者
の
一
人
は
、
そ
の
論
争
の
激
し
さ
か
ら
、
そ
れ
を
戦
場

Battle

ロ
ー
マ
法
的
伝
統
の
復
活
を
目
指
す
動
き
と
の
融
合

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
次
第
に
薄
れ
て
き
た
か
に
み
え
て
い
た
ロ
ー
マ
法
的
性
格
が
、

B
i
r
k
s
の
ロ
ー
マ
法
的
伝
統
に
基
づ
い

た
確
信
に
満
ち
た
力
強
い
原
理
原
則
論
の
展
開
に
よ
り
、

ロ
ー
マ
法
継
受
の
伝
統
の
再
認
識
に
よ
り
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
の
独
自
性
を
揺

る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
再
度
確
立
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
息
を
吹
き
込
ん
だ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
不
当
利
得
法
の
体
系
化
を
め
ぐ
る

問
題
は
、

ius
c
o
m
m
u
n
e
の
伝
統
の
復
興
に
よ
り
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
動
き
を
巻
き

込
み
な
が
ら
、
非
常
に
大
規
模
な
議
論
を
本
格
的
化
さ
せ
る
と
い
う
、
こ
こ
で
も
非
常
に
興
味
深
い
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
そ
う

し
た
動
き
の
旗
手
と
し
て
、
現
在
最
も
精
力
的
な
著
作
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
が
し
て
い
る

A
b
e
r
d
e
e
n
大
学
法
学
部
教
授
の

D
r

第
三
節

第
二
節

Field
で
あ
る
と
さ
え
表
現
す
る
。

一
七
世
紀
以
降
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
書
か
れ
た
ロ
ー
マ
法
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
体
系
書
が

い
く
つ
も
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
現
在
で
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
の
主
た
る
法
源
で
あ
る
判
例
法
と
同
等
の
権
威
を
有
す
る
と
さ
れ

一
三
九

（
八
四
一
）



行
っ
て
い
る
。

S
t
a
i
r
 

第
四
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

て
い
る
も
の
が
存
在
し
て
い
板
。
そ
れ
ら
の
体
系
書
は
、

（
八
四
二
）

ロ
ー
マ
時
代
に
お
け
る
ガ
イ
ウ
ス
や
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の

Institutes
に
性
格

が
類
似
て
お
り

I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
と
題
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
特
別
な
権
威
を
有
す
る
書
物
の
著
者
達
を
、
ス
コ
ッ

(52) 

ト
ラ
ン
ド
で
は

I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
W
r
i
t
e
r
s
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
、

V
i
s
c
o
u
n
t
S
t
a
i
r

の
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
は
、
過
去
の
承
継
に

満
足
す
る
こ
と
な
く
ロ
ー
マ
法
的
伝
統
の
革
新
を
目
指
し
た
先
進
的
な
も
の
と
し
て
、
今
日
で
も
非
常
に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。

(53) 

の
構
想
を
こ
れ
か
ら
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
独
自
の
発
展
の
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
が
、

E
v
a
n
s
-
]
 o
n
e
s

の
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
。

S
t
a
i
r

の
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
権
威
は
、
貴
族
院
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
裁
判
制
度
の
最
上
級
審
と

(54) 

し
て
判
断
し
た
一
九
二
三
年
の

C
a
n
t
i
e
r
e
判
決
に
お
い
て
明
文
で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
の
発

展
を
考
え
る
こ
と
は
、
連
合
王
国
の
司
法
制
度
上
の
要
請
で
も
あ
る
と

E
v
a
n
s
'
J
o
n
e
s
は
鋭
く
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、

S
t
a
i
r

の
先
進
性
が
顕
著
な
部
分
と
し
て
、
不
当
利
得
法
が
各
論
的
議
論
の
先
鋭
的
な
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

S
t
a
i
r
は
今
日

で
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
の
父
と
も
評
す
べ
き
人
物
で
あ
り
、
彼
を
記
念
す
る

S
t
a
i
r
S
o
c
i
e
t
y
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
法
律
関
係
者
の

多
数
を
会
員
と
し
て
擁
し
、

関
法

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
の
伝
統
を
継
続
発
展
さ
せ
る
た
め
出
版
を
は
じ
め
と
す
る
活
発
な
活
動
を
現
在
で
も

欧
州
統
合
と
ロ
ン
ド
ン
ヘ
の
権
力
の
一
極
集
中
の
流
れ
の
中
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
は
次
第
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
か
ら
の
独
立
性
を

失
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
の
ム
ー
ド
が
支
配
し
て
い
た
な
か
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
の
独
自
性
を
主
張
す
る
動
き
が
学
説
レ
ベ
ル
で

高
ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。
こ
れ
を
単
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
法
律
学
の
場
に
お
け
る
―
つ
の

表
出
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
評
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
注
意
を
要
す
る
の
は
、
法
の
欧
州
化
の
波
は
、
こ
こ
に
至
り
、
大

陸
法
系
に
属
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
の
伝
統
に
対
し
明
ら
か
に
有
利
に
働
き
だ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
四
〇

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド



現
在
、

第
四
節

連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

第
四
章

法
が
失
い
か
け
て
い
た
ロ
ー
マ
法
的
伝
統
に
根
差
す
独
自
性
を
取
り
戻
す
こ
と
へ
の
動
き
は
、
歴
史
的
に
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
認
識

の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
そ
れ
が
よ
り
理
性
的
で
優
れ
た
法
体
系
の
確
立
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
よ
っ
て
強
固
に
支
え
ら
れ

(55) 

て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
律
委
員
会
の
活
動

特
に
貴
族
院
の
前
記
二
判
決
に
呼
応
し
て
、

化
し
て
き
た
。
そ
の
成
果
は
、
九
三
年
に
発
行
さ
れ
た

Discussion
P
a
p
e
r
 N
o
.
 9
5
 

取
戻
」
、
九
六
年
二
月
に
発
行
さ
れ
た

Discussion
P
a
p
e
r
 N
o
.
 9
9
 

P
a
p
e
r
 N
o
.
 1
0
0
 

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
律
委
員
会
で
も
、
不
当
利
得
法
の
根
本
的
な
見
直
し
の
動
き
が
本
格

「
法
に
関
す
る
錯
誤
の
廃
止
と
そ
の
影
響
」
お
よ
び

Discussion

「
公
権
力
の
権
利
濫
用
ultra
vires
に
よ
る
領
収
及
び
支
払
い
取
戻
」

一
四

sion P
a
p
e
r
 N
o
.
 9
9

の
付
属
書
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
、

D
r
E
M
 
Clive
に
よ
る
不
当
利
得
法
全
体
の
制
定
法
化
を
目
指
す
草
案
と
そ

の
解
説
は
、
わ
が
国
で
も
馴
染
み
の
深
い
ド
イ
ツ
の

v
o
n
C
a
e
m
m
e
r
e
r
の
学
説
の
不
当
利
得
の
分
類
を
基
本
的
に
採
用
し
て
い
る
。
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
改
革
の
モ
デ
ル
と
し
て
は
ド
イ
ツ
学
説
の
方
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
現
在
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
分
類
よ
り
も
適
し
て
い

る
と
の
判
断
さ
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は
、
本
研
究
に
関
連
し
て
ド
イ
ツ
学
説
及
び
民
法
典
改
正
作
業
の
進
捗

状
況
に
ま
で
ア
ン
テ
ナ
を
拡
張
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
研
究
規
模
の
拡
大
を
回
避
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
困
難
と
な
っ
た
。

国
際
私
法
へ
の
議
論
の
波
及

一
般
的
な
訴
訟
原
因

C
a
u
s
e
of A
c
t
i
o
n
と
し
て
不
当
利
得
が
判
例
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
に
至
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
議
論

（
八
四
三
）

に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、

D
i
s
c
u
s
,
 

「
法
に
関
す
る
錯
誤
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
利
益
の



（
八
四
四
）

の
重
心
は
す
で
に
第
二
段
階
に
移
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
法
適
用
に
お
け
る
解
釈
論
が
不
当
利
得
を
め
ぐ

(56) 

る
様
々
な
論
点
に
お
い
て
非
常
に
真
剣
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
不
当
利
得
に
関
す
る
国
際
私
法
問
題
は
こ
れ
ま
で
比
較
的
軽
視
さ
れ
て
き
た
が
、
不
当
利
得
法
改
革
が
進
む

な
か
で
、
現
実
的
に
非
常
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
つ
問
題
と
し
て
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
元
来
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
で
訴
訟
が
お
こ
な
わ
れ
る
事
件
は
、
わ
が
国
と
比
較
す
れ
ば
国
際
的
な
性
格
の
も
の
が
極
め
て
多
く
、
そ
の
意
味
で
歴
史
的
に
国
際
私

法
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
の
中
で
占
め
て
き
た
地
位
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
当
利
得
法
と
い
う
領
域
が
確
立
す
る

ま
で
は
、
不
当
利
得
に
関
す
る
国
際
的
な
事
件
も
結
局
は
契
約
や
不
法
行
為
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
類
似
す
る
性
質
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
処
理
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
不
当
利
得
自
体
に
つ
い
て
国
際
私
法
に
お
け
る
独
自
の
法
選
択
規
則
を
定
め
る
こ
と
の
必
要
性
は
十
分

に
理
解
さ
れ
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
際
私
法
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
不
当
利
得
法
が
一
っ
の
確
立
し
た
法
制
度
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
法
選
択
規
則
を
確
立
す
る
必
要

性
が
、
急
逮
、
非
常
に
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
不
当
利
得
の
解
釈
論
的
研
究
の
頂
点
に
立
つ

B
u
r
r
o
w
s
は
、
国
際
私
法
研

究
者
の
前
に
突
如
姿
を
あ
ら
わ
し
た
こ
の
広
大
で
魅
力
的
な
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

F
o
r
 conflicts l
a
w
y
e
r
s
 t
h
e
 a
r
e
a
 p
r
o
v
i
d
e
s
 a
 ra
r
e
 a
n
d
 e
x
c
i
t
i
n
g
 e
x
a
m
p
l
e
 o
f
 l
a
r
g
e
l
y
 v
i
r
g
i
n
 territory u
n
t
r
a
m
m
e
l
l
e
d
 b
y
 

(57) 

b
i
n
d
i
n
g
 authority. 

第
一
節
不
当
利
得
の
法
選
択
規
則
を
め
ぐ
っ
て

関
法
第
四
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

一
四



連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

B
u
r
r
o
w
s
教
授
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
連
合
王
国
の
国
際
私
法
研
究
者
に
と
っ
て
こ
の
問
題
は
極
め
て
魅
力
的
な
も
の
と
し

て
ま
す
ま
す
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。

D
i
c
e
y
&
 Mo
r
r
i
s
 o
n
 the Conflict o
f
 La,ws
は
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
先
見
性
に
よ
り
、
早
く
か

ら
不
当
利
得
の
抵
触
法
問
題
に
つ
い
て
一
章
を
設
け
暫
定
的
な
法
選
択
規
則
と
し
て
ル
ー
ル

201
を
定
め
て
い
た
。
そ
の
ル
ー
ル

201
に
つ
い

て
、
す
で
に
学
説
に
よ
る
本
格
的
な
検
討
と
批
判
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
複
数
の
国
際
私
法
研
究
者
に
よ
る
「
不
当
利
得
と
抵
触

(58) 
法
』
と
題
す
る
論
文
集
も
九
五
年
に
発
行
さ
れ
た
。

不
当
利
得
を
め
ぐ
る
国
際
私
法
判
例
に
関
し
て
も
若
干
の
展
開
が
見
ら
れ
る
が
、

D
i
c
e
y
&
 Mo
r
r
i
s
の
ル
ー
ル

201
に
依
拠
す
る
も
の

と
そ
う
で
な
い
も
の
が
入
り
乱
れ
て
解
決
の
方
向
は
ま
っ
た
く
つ
か
め
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
、
こ
の
分
野
は
い
ま
だ
に
国
際
私
法
研

究
者
に
に
と
っ
て
の
広
大
な

Virgin
Territory
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
場
面
で
理
論
的
側
面
か
ら
最
も
困
難
な
対
応
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
国
際
私
法
に
お
け
る
「
性
質
決
定
」
と
呼
ば
れ
る

問
題
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
不
当
利
得
の
法
選
択
規
則
の
受
け
持
ち
範
囲
を
、
隣
接
す
る
契
約
及
び
不
法
行
為
に
お
け
る
法
選
択
規
則

と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
振
り
分
け
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
法
の
統
一
が
加
速
す
る
状
況
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
満
足
に
解
決

す
る
た
め
に
は
、
国
際
私
法
学
独
自
の
視
点
か
ら
の
解
釈
論
だ
け
で
な
く
、
実
質
法
の
深
い
理
解
に
根
差
し
た
分
析
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
法

制
度
の
比
較
法
的
機
能
分
析
を
あ
わ
せ
て
行
う
必
要
が
あ
り
、
そ
う
し
た
要
求
は
国
際
私
法
研
究
者
に
と
っ
て
極
め
て
過
酷
な
も
の
と
い

え
よ
う
。
し
か
し
、
法
律
に
お
け
る
普
遍
王
義
を
標
榜
し
て
き
た
わ
が
国
際
私
法
学
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
困
難
は
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。
ナ
イ
ー
プ
な
普
遍
主
義
が
、
実
践
的
課
題
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
応
え
て
い
け
る
の
か
に
つ
い
て
の
過
酷
な
実
験
が
正
に
始

ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。

Birks
や
B
u
r
r
o
w
s
の
よ
う
な
不
当
利
得
論
者
を
、
連
合
王
国
で
は
や
や
皮
肉
も
込
め
て

Frontier
M
e
n
と
呼

ん
で
い
る
。
不
当
利
得
の
境
界
線
を
画
す
る
こ
と
に
挑
む
者
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
民
事
責
任
の
辺
境
を
切
り
開
く
者
と
い
う
意
味
も
、

一四―――

（
八
四
五
）



第

五

章

結

論

不

当

利

得

論

争

と

そ

の

未

来

い
の
が
現
状
で
あ
る
。

常
な
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

第
二
節

そ
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
学
の
最
先
端
に
挑
戦
す
る
者
と
い
う
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
国
際
私
法
の
分
野
で
も
、
法

シ
ス
テ
ム
の
境
界
越
え
に
果
敢
に
挑
む

Frontier
M
e
n
の
出
現
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
。

ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
の
混
乱

不
当
利
得
の
国
際
的
な
レ
ベ
ル
で
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
五
条
①
項
と

五
条
③
項
の
振
り
分
け
を
め
ぐ
っ
て
も
、
現
実
的
で
差
し
迫
っ
た
重
要
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
五
条
一
項
は
「
契
約
」
に

つ
い
て
の
特
別
裁
判
管
轄
を
、
五
条
三
項
は
「
不
法
行
為
ま
た
は
準
不
法
行
為
」
の
特
別
裁
判
管
轄
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
い
る
が
、
不
当

利
得
に
関
す
る
事
案
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
条
文
が
受
け
持
つ
べ
き
か
を
め
ぐ
り
各
国
裁
判
所
が
欧
州
裁
判
所
に
対
し
判
断
を
求
め
る
事
件

が
か
な
り
の
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
欧
州
裁
判
所
も
明
確
な
基
準
を
確
立
で
き
ず
、
実
務
上
非

こ
れ
は
、
国
際
裁
判
管
轄
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
前
述
の
法
選
択
規
則
に
お
け
る
不
当
利
得
の
性
質
決
定
問
題
と
は
考
慮
す
べ

き
フ
ァ
ク
タ
ー
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
広
い
意
味
に
お
い
て
国
際
私
法
上
の
性
質
決
定
理
論
に
関
す
る
問
題
の
一
種
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
学
説
も
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
は
い
る
も
の
の
、
解
決
へ
の
指
針
す
ら
明
確
に
で
き
て
い
な

欧
州
裁
判
所
が
法
の
統
合
に
対
し
て
果
た
し
つ
つ
あ
る
非
常
に
大
き
な
影
響
に
つ
い
て
、
本
稿
で
触
れ
る
こ
と
は
控
え
た
。
し
か
し
、

関
法
第
四
六
巻
第
四
・
五
・
六
号
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連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

の
で
あ
ろ
う
か
？

一
四
五

そ
う
し
た
裁
判
実
務
に
携
わ
る
各
国
の
有
能
な
裁
判
官
た
ち
が
、
実
務
家
と
し
て
の
地
に
足
の
つ
い
た
視
点
か
ら
新
た
な
比
較
法
的
認
識

を
獲
得
し
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
法
文
化
の
形
成
に
寄
与
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出

身
の
欧
州
裁
判
所
判
事
で
あ
る

D
a
v
i
d
E
d
w
a
r
d
の
次
の
す
ぐ
れ
た
指
摘
の
中
に
も
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

異
な
っ
た
伝
統
の
法
律
家
た
ち
は
、
法
律
の
機
能
の
し
か
た
に
つ
い
て
異
な
っ
た
前
提
の
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
機

能
さ
せ
る
過
程
を
通
じ
て
そ
う
し
た
前
提
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
比
較
法
研
究
者
に
と
っ
て
の
最
大
の
課
題
は
、
異
な
っ
た
伝
統
に

立
つ
法
律
家
た
ち
が
当
然
の
前
提
と
し
て
説
明
し
な
い
こ
と
を
明
確
に
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
比
較
法
研
究
者
は
、
特
に
、
異
な
っ

た
法
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
か
を
確
か
め
る
ま
で
は
、
法
シ
ス
テ
ム
の
各
々
の
長
所
に
つ
い
て
価
値
判
断
を
下
す
こ

(59) 

と
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
比
較
法
の
春
は
、
比
較
法
が
そ
の
実
践
的
な
役
割
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
訪
れ
た
。
い

ま
た
、
不
当
利
得
論
争
の
も
た
ら
し
た
も
う
―
つ
の
副
産
物
に
、
法
律
学
に
関
す
る
研
究
書
の
出
版
ブ
ー
ム
が
あ
る
。
と
く
に
多
数
の

著
者
の
論
文
を
集
め
た
研
究
書
の
出
版
は
、
最
近
非
常
に
頻
繁
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

B
i
r
k
s
は、

か
に
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
ら
し
い
と
評
す
る
他
な
い
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
に
よ
り
出
版

コ
ス
ト
が
下
が
っ
た
こ
と
を
重
要
な
理
由
と
し
て
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
わ
が
国
の
場
合
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
良
い

や
は
り
、
こ
こ
に
も
大
学
に
お
け
る
法
律
学
の
高
揚
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
情
報
提
供
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論

争
が
い
っ
た
い
わ
が
国
の
不
当
利
得
を
め
ぐ
る
解
釈
学
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
に
つ
い
て
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
は
、
別
稿
に
お
け

（
八
四
七
）



（
八
四
八
）

る
課
題
と
し
た
い
。
た
だ
、
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
内
発
的
な
問
題
意
識
と
徹
底
し
た
議
論
を
経
て
、
法
律
が
確
か
な
足
取
り
を
も
っ

て
動
き
出
す
さ
ま
は
、
正
に
連
合
王
国
の
法
律
学
の
伝
統
の
強
靭
さ
を
我
々
に
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
権
威

に
対
す
る
大
胆
な
挑
戦
や
勇
敢
な
問
題
提
起
に
対
し
耳
を
傾
け
る
度
量
を
も
ち
、
ム
ー
ド
に
流
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
な
が
ら
決
し
て
現

実
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
な
い
聴
衆
の
成
熟
は
、
筆
者
に
と
っ
て
羨
望
と
い
う
表
現
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
法
が
欧
州
化
し
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
の
も
つ
根
底
的
な
資
質
に
由
来
す
る
美
点
は
、
こ
れ
か
ら
も

ず
っ
と
歴
史
的
な
継
続
性
を
保
ち
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

連
合
王
国
に
お
い
て
複
数
の
法
シ
ス
テ
ム
が
今
日
で
も
併
存
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
・
シ
ス
テ

ム
の
草
分
け
で
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
と
、
大
陸
法
シ
ス
テ
ム
を
基
本
的
に
採
用
す
る
と
さ
れ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
の
連
合
王
国
に
お
け
る
混

在
は
、
比
較
法
的
に
常
に
注
目
を
集
め
て
き
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
不
当
利
得
論
争
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
を
中

心
と
し
て
議
論
を
進
め
て
行
く
が
、
い
ま
や
論
争
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
最
重
要
な
論
点
の
一
っ
と
な
っ
て
き
て
お
り
、

そ
の
点
に
つ
い
て
も
不
十
分
な
が
ら
言
及
し
た
い
。

(
2
)

日
本
で
の
「
不
当
利
得
」
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
、
英
米
法
で
は

Restitution
と
い
う
言
葉
と
、

U
n
j
u
s
t
Enrichment/Unjustified 

E
n
r
i
c
h
m
e
n
t
と
い
う
言
葉
が
、
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

Birks
の
分
析
の
通
り
、
前
者
は
そ
の
制
度
の
効
果
に
着
目
し
た
も

の
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
要
件
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
ど
ち
ら
の
言
葉
に
対
し
て
も
便
宜
上
「
不
当
利
得
」
と
い
う

訳
語
を
当
て
る
こ
と
で
対
応
す
る
。
（
し
か
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
は
、
両
者
は
必
ず
し
も
同
義
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て

お
り
注
意
を
要
す
る
。

G
l
o
g
&
 He
n
d
e
r
s
o
n
,
 
T
h
e
 Law of
 S
c
o
t
l
a
n
d
 10th e
d
 4
7
8
 (
1
9
9
5
)

参
照
。
）

(
3
)

拙
稿
「
国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
④
」
法
学
論
集
四
四
ー
三
ー
―
ニ
―
（
一
九
九
四
）
に
お
け
る
分
析
を
さ
ら
に
具
体
的

で
実
証
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

(4) 
Brussels C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 o
n
 Jurisdiction a
n
d
 the E
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
 of J
u
d
g
m
e
n
t
s
 in 
Civil 
a
n
d
 C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 M
a
t
t
e
r
s
 of S
e
p
t
e
m
b
e
r
 

2
7
,
 1
9
6
8
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(
5
)
 
K
 Z
w
e
i
g
e
r
t
 
a
n
d
 H
 K
o
t
z
 translated 
b
y
 T
 W
e
i
r
,
 
A
n
 I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
to 
C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 L
a
w
 2
n
d
 e
d
 5
7
5
 ,
 
6
0
4
 (1987, 
in 
o
n
e
 

v
o
l
u
m
e
 P
B
K
 e
d
 1
9
9
2
)
は
、
非
常
に
優
れ
た
分
析
と

W
e
i
r
の
明
晰
な
翻
訳
に
よ
り
、
連
合
王
国
に
お
い
て
も
、
不
当
利
得
に
関
す
る
必
読
の

基
本
文
献
と
な
っ
て
い
る
。

(
6
)

最
新
の
も
の
は
、
一
九
九
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
第
四
版
で
あ
る
。

(
7
)
 
Z
w
e
i
g
e
r
t
 a
n
d
 K
o
t
z
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 (4) 
at 592. 

(
8
)
 
M
o
s
e
s
 v
 M
a
c
f
e
r
l
a
n
 (1760) 2
 B
u
r
r
 1
0
0
5
;
 
9
7
 E
R
 67
6
 (
K
B
)
 

(
9
)
 
B
i
r
k
s
に
よ
る
準
契
約

q
u
a
s
i
,
 
contract
批
判
は
、
非
常
に
説
得
力
が
あ
り
面
白
い
。

(
P
Birks, A
n
 Introduction to 
the L
a
w
 o
f
 R
e
s
 ,
 

titution 2
9
 ,
 
3
9
 (
O
x
f
o
r
d
,
 1985, 
P
B
K
 wi
t
h
 revisions 1
9
8
9
)
 

(10)
（

O
x
f
o
r
d
,
 1
9
7
9
)
 

(11) 
Birks,'Restitution a
n
d
 t
h
e
 F
r
e
e
d
o
m
 o
f
 C
o
n
t
r
a
c
t
'
C
u
r
r
e
n
t
 L
e
g
a
l
 P
r
o
b
l
e
m
s
 1
5
 0(
1
9
8
3
)
.
 

こ
こ
に
お
け
る
直
接
の
攻
撃
目
標
と
し

て、

B
i
r
k
s
は、

T
h
e
R
蒋
a
n
d
F
a
l
l
の
四
八
九
頁
を
引
用
し
て
い
る
。

(12)

わ
が
国
で
も

C
o
n
t
o
r
t
s
と
い
う
用
語
は
馴
染
み
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

P
r
o
s
s
e
r
が
こ
う
し
た
現
象
を
明
確
な
か

た
ち
で
主
張
し
た
の
が
発
端
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

(
A
L
Prosser, 
＾
 

T
h
e
 B
o
r
d
e
r
l
a
n
d
 of T
o
r
t
 a
n
d
 C
o
n
t
r
a
c
t
'
i
n
 Selected T
o
p
i
c
s
 O
n
 the 

L
e
 
o
f
 T
o
r
t
s
 (
1
9
5
3
)
が
、
そ
の
後
に
も
非
常
に
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
い
G

G
i
l
m
o
r
e
の

T
h
e
D
e
a
t
h
 o
f
 C
o
n
t
r
a
c
t
 (1974)
が
発
表
さ
れ
て

い
る
。

A
t
i
y
a
h
の
著
作
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
主
張
に
緻
密
な
歴
史
的
分
析
か
ら
裏
付
け
を
与
え
る
決
定
打
と
評
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。

(13) 
B
u
r
r
o
w
s
,
 ̂

 
Contract,
 T
o
r
t
 a
n
d
 Restitution 1
 A
 Satisfactory Division
 o
r
 N
o
t
?
'
9
9
 L
Q
R
 21
7
 (1983). 

(14)

こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
批
判
の
主
眼
は

laissez'faire
の
理
念
の
没
落
が
、
期
待
利
益
の
保
護
の
衰
退
に
直
結
す
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
期
待
利
益
の
保
護
と
い
う
契
約
法
が
目
指
す
目
的
自
体
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
に
お
い
て
も
重
要

な
役
割
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、

A
t
i
y
a
h
の
議
論
が
や
や
ラ
フ
な
部
分

(
e
x
e
c
u
t
e
d
contract, d
u
t
y
 to mitigate, p
r
o
m
i
s
s
o
r
y
 

estoppel
に
関
す
る
部
分
）
を
丹
念
に
批
判
す
る
。

(15) 
B
u
r
r
o
w
s
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
3
 at 267. 

(16) 
P
 S
 A
t
i
y
a
h
,
 E
s
s
a
y
s
 o
n
 C
o
n
t
r
a
c
t
 4
7
 ,
 
5
6
 (
O
x
f
o
r
d
,
 1
9
8
6
)
 

(17) 
S
 H
e
d
l
e
y
 ^
 

U
n
j
u
s
t
 E
n
r
i
c
h
m
e
n
t
 as t
h
e
 B
a
s
i
s
 
of Restitution 
-
a
n
 O
v
e
r
w
o
r
k
e
d
 C
o
n
c
e
p
t
'
5
 L
e
g
a
l
 Studies 5
6
 (1985) ＂
'
C
o
n
 ,
 

（
八
四
九
）



tract, T
o
r
t
 a
n
d
 Restitution; 
0
 r, 
O
n
 cutting t
h
e
 legal s
y
s
t
e
m
 d
o
w
n
 to size'8 
L
e
g
a
l
 Studies 1
3
7
 (1988) :
'
U
n
j
u
s
t
 E
n
r
i
c
h
m
e
n
t
'
 

5
4
 C
L
J
5
7
8
 (
1
9
9
5
)
 

(18) 
G
o
f
f
 &
 Jones, 
T
h
e
 L
a
w
 o
f
 Restitution 4
t
h
 e
d
 b
y
 G
 J
o
n
e
s
 (1993)
の
p.
1
2
 n
o
t
e
 (64)
は、

A
t
i
y
a
h
,
G
i
l
m
o
r
e
の
学
ナ
珀
匹
を
甲
＃
帷
に

批
判
し
た
上
で
、

B
u
r
r
o
w
s
の
見
解
を
は
っ
き
り
と
支
持
し
て
い
る
。

(19) 
D
 F
r
i
e
d
m
a
n
n
'
T
h
e
 P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 Interest in C
o
n
t
r
a
c
t
 D
a
m
a
g
e
s
'
1
1
1
 L
Q
R
 628. 

(20) 
A
t
i
y
a
h
の
こ
う
し
た
法
律
学
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
彼
の
多
く
の
著
作
に
当
て
は
ま
る
が
、

R
i
s
e
a
n
d
 F
a
l
l
は
ま
さ
に
そ
れ
を
代
表
す

る
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
特
に

B
i
r
k
s

へ
の
反
論
と
し
て
、
不
当
利
得
を
契
約
か
ら
完
全
に
分
離
さ
せ
る
こ
と
は
教
授
法
及
び
解
説
の
問

題
と
し
て
の
み
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り

(Atiyah,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 16, 
at 48)
、
そ
れ
で
は
裁
判
官
が
限
ら
れ
た
法
分
野
の
み
し
か
見
な
く
な

り
、
今
日
の
よ
う
な
契
約
と
不
法
行
為
に
ま
た
が
る
よ
う
な
救
済
が
阻
害
さ
れ
る
現
実
的
な
危
険
が
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、

B
i
r
k
s
の
主
張
は

教
授
法
を
主
と
し
て
考
え
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
先
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
発
展
の
基
盤
を
確
立
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
大
陸
法

律
学
的
な
構
想
が
根
底
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
「
大
そ
れ
た
」
発
想
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
学
の
伝
統
の
中
に
あ
る

A
t
i
y
a
h
に
は
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

H
e
d
l
e
y
は
、
そ
う
し
た

Birks,
B
u
r
r
o
w
s
の
野
望
に
感
づ
い
た
よ
う
で
あ
り
、
き
わ
め
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
学
的
な
視
点
か
ら
徹
底
し
て

反
論
を
展
開
し
て
い
る
。

(
H
e
d
l
e
y
(1995), s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
7
参
照
。
）

そ
し
て
、
確
か
に
、
最
近
の
判
例
評
釈
に
、
理
論
の
立
場
か
ら
判
例
を
批
判
す
る
と
い
う
大
陸
法
的
な
ス
タ
イ
ル
の
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
。

(21)

そ
れ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
判
例
法
と
学
説
と
の
役
割
に
お
い
て
、
ま
さ
に
主
役
の
交
代
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

(22)

大
陸
法
に
お
け
る
大
学
の
権
威
に
比
較
し
て
、
英
米
法
に
お
い
て
は
裁
判
官
を
中
心
と
し
た
実
務
家
が
よ
り
高
い
権
威
を
有
す
る
こ
と
は
比
較

法
学
に
お
い
て
す
で
に
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
書
の
著
者
の
肩
書
き
の
記
述
に
お
い
て
、
最
初
に
、
学
位
・
称

号
、
そ
れ
に
続
い
て

Barrister
等
の
実
務
家
と
し
て
の
そ
れ
が
示
さ
れ
、

P
r
o
f
e
s
s
o
r
等
の
大
学
に
お
け
る
身
分
は
そ
の
後
に
書
か
れ
る
の
が

通
例
で
あ
る
。

(23)

但
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
論
争
が
あ
る
。
例
え
ば
、

R

Z
i
m
m
e
r
m
a
n
n
,
'
R
o
m
a
n
 L
a
w
 a
n
d
 E
u
r
o
p
e
a
n
 L
e
g
a
l
 U
n
i
t
y
'
i
n
 
T
o
w
a
r
d
s
 a
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E
u
r
o苓
a
n
C
i
v
i
l
 C
o
d
e
(
e
d
 b
y
 A

S

 Ha
r
t
k
a
m
p
 et al) 
(1994)
参
照
。

(24) 
F

A

 M
a
n
n
,
'
T
h
e
 P
r
o
p
e
r
 L
a
w
 in 
t
h
e
 Conflict of L
a
w
s
'
3
6
 I
C
L
Q
 4
3
7
 (1987). 

こ
こ
に
お
い
て
、

M
a
n
n
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は

誇
張
で
も
何
で
も
な
い
、
偽
ら
ざ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
の
現
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
多
少
の
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
現
在
で

も
妥
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(25) 
pp. 9
4
4
 ,
 954. 

(26)
（

L
o
n
d
o
n
,
 1
9
9
4
)
 

(27) 
E
 M
c
K
e
n
d
r
i
c
k
,
 B
o
o
k
 R
e
v
i
e
w
,
 Restitution L
a
w
 R
e
v
i
e
w
 2
8
8
-
2
8
9
 
[1994] • 

(28)
（

O
x
f
o
r
d
,
 1995) 

(29) 
p. 
45. 

(30) 
B
i
r
k
s
の
著
作
は
非
常
に
多
い
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て

A
n
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 to 
the L
a
さ
o
f
Restitution (1985) 
C
l
a
r
e
n
d
o
n
 

Press, O
x
f
o
r
d
が
有
名
で
あ
る
。
こ
の
著
書
の
特
徴
は
、
い
わ
ゆ
る
総
論
の
部
分
に
関
す
る
著
述
の
占
め
る
割
合
に
、
顕
著
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
に
お
け
る
代
表
的
な
教
科
書
で
あ
る

G
H
 Treitel
の

T
h
e
L
~
e
o
f
 C
o
n
t
r
a
c
t
 9
t
h
 ed. 
(1995)
が、

九
五
四
頁
に
も
の
ぼ
る
本
文
の
う
ち

I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
に
僅
か
七
頁
を
さ
く
の
み
で
、
後
は
全
て
各
論
の
記
述
に
当
て
て
い
る
の
に
対
し
て
、

B
i
r
k
sは
、
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n

の
後
、
I

．
定
義

d
e
f
i
n
i
t
i
o
n
,
~
-

区
別

D
i
f
f
e
r
e
n
t
i
a
t
i
o
n
,

rn．
技
術
及
び
方
法

T
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
n
d
 M
e
a
s
u
r
e
s
,
 

肛

構

造

O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
と
い
っ
た
総
論
的
議
論
に
四
四
七
頁
の
本
文
の
う
ち
実
に
一

0
八
頁
を
割
い
て
い
る
。
し
か
も
、
項
目
の
立
て
方
自

体
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
教
科
書
と
し
て
は
極
め
て
異
例
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、

B
i
r
k
s
が
不
当
利
得
に
関
し
て
七
一
年
以
降
九
四
年
ま
で
に
公
表
し
た
著
書
・
論
文
等
は
、
合
計
し
て
約
五

0
本
に
も
達
す
る
が
、

何
れ
も
評
価
が
高
い
。

(31) 
R
e
g
i
u
s
 P
r
o
f
e
s
s
o
r
 of Civil L
a
w
 at O
x
f
o
r
d
 a
n
d
 a
 Fe
l
l
o
w
 of All S
o
u
l
s
 College・ 

(32)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、

0
辻
f
o
r
d
J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 L
e
g
a
l
 Studies, 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 L
a
w
 Jo
u
r
n
a
l
 "
L
s
 yd's M
a
r
i
t
i
m
e
 a
n
d
 C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 

L
e
Q
u
aさ
erly
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
コ
ア
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
毎
号
の
よ
う
に
不
当
利
得
に
関
す
る
論
文
な
い
し
判
例
批
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
最
近
で
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
カ
ナ
ダ
は
も
ち
ろ
ん
、
南
ア
フ
リ
カ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
研
究
者
と
の
議
論
が
活
発
に

な
っ
て
き
て
お
り
、
膨
大
な
文
献
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
不
当
利
得
論
争
を
中
心
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
四
年
段
階
の
も
の
で
は
あ
る

（
八
五
一
）



が、

Restitution
L
a
w
 R
e
 g
e
e
の
別
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た

T
h
e
Restitution R
e
s
e
a
r
c
h
 Resources 1
9
9
4
 (ed b
y
 Birks a
n
d
 C
h
a
m
 ,
 

hers)
は
六
一
頁
に
も
の
ぼ
る
も
の
で
あ
り
、
最
も
網
羅
的
に
論
点
ご
と
の
文
献
を
整
理
し
て
お
り
、
極
め
て
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
こ
の
資
料

集
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
議
論
に
関
連
す
る
主
要
な
文
献
と
し
て
、
著
書
・
論
文
等
含
め
七

0
0本
ほ
ど
の
文
献
情
報
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
大
多
数
は
八

0
年
代
後
半
以
降
の
も
の
で
あ
る
。

(33) 
A
 B
u
r
r
o
w
s
,
 T
h
e
 L
a
w
 o
f
 Restitution (
L
o
n
d
o
n
,
 1993)・ 

(34) 
A
 Tettenborn, 
T
h
e
 L
a
w
 o
f
 Restitution (
L
o
n
d
o
n
,
 1993) 

(35) 
J
 

Beatson, 
T
h
e
 U
s
e
 a
n
d
 A
b
u
s
e
 o
f
 U
n
j
u
s
t
 E
n
r
i
c
h
m
e
n
t
 (Oxford, 1991) 

(36) 
G
 M
c
M
e
e
l
,
 C
a
s
e
b
o
o
k
 0
 n
 Restitution (
L
o
n
d
o
n
,
 1996) 

(
3
7
)
L
ま
in
G
o
r
m
a
n
 v
 Ka
r
p
n
a
l
e
 L
t
d
 [1991] 
2
 A
C
 54
8
 (
H
L
)
 

(38) 

W
o
o
l
w
尽
恩
uitable
B
u
i
l
d
i
品
・Society

こ
尽
n
d
R
e
0
e
m
è
 Co
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
s
 (
N
o
.
2
)
 [1993] 
1
 A
C
 70
 (
H
L
)
 

(39)

も
っ
と
も
こ
う
し
た
判
例
の
射
程
範
囲
に
つ
い
て
は
今
で
も
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
不
当
利
得
論
争
の
最
大
の
成
果
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

な
い
。

Birks,
^
 

T
h
e
 E
n
g
l
i
s
h
 R
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 of U
n
j
u
s
t
 E
n
r
i
c
h
m
e
n
t
'
[
1
9
9
1
]
 
L
M
C
L
Q
 
473~ 

照。

(40) 
Birks, 
^
 

T
h
e
 E
n
g
l
i
s
h
 recognition of unjust e
n
r
i
c
h
m
e
n
t
'
L
M
C
L
Q
 4
7
3
 
[1991]. 

(

4

1

)

[

 

1991] 
2
 A
C
 54
8
 `
 
5
7
3
;
 A
 B
u
r
r
o
w
s
,
 
T
h
e
 L
a
w
 o
f
 Restitution 6
7
-
6
9
 
(1993)~! 

照
。
か
5

お
、
不
＇
立

n
却
猛
侍
辻
i

に
匹
g
右
F

の
T
r
a
c
i
n
g

に

関
連
し
て
、
多
数
の
著
者
に
よ
る
論
文
集
が
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

(
P
Birks ed., 
L
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 a
n
d
 T
r
a
c
i
n
g
 (Oxford, 1995)) 

(42) 
B
u
r
r
o
w
s
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
24, at 348. 

(43) 
G
o
f
f
 &
 Jones, 13. 

(44)

イ
ス
ラ
エ
ル
は
一
九
七
九
年
に
不
当
利
得
に
つ
い
て
の
制
定
法
を
作
成
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
制
定
法
作
成
の
動
き
に
つ
い
て
は
、

D
 Fr
i
e
d
m
a
n
n
,
 
^
 

P
r
o
b
l
e
m
s
 of Codification of Civil L
a
w
 in Israel'2 J
e
w
i
s
h
 L
a
w
 An
n
u
a
l
 8
8
 
(1979)~ 

照
。
制
定
辻
女
の
テ
キ
ス
ト
は

1
 Restitution L
a
w
 R
e
v
i
e
w
 2
1
3
 [1993]~ 

昭
雰

(45) 
R
e
i
n
h
a
r
d
 Z
i
m
m
e
r
m
a
n
n
は
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
教
授
と
し
て
活
躍
し
、
そ
の
該
博
な
ロ
ー
マ
法
、
法
制
史
及
び
ド
イ
ツ
法
を
中
心
と
し

た
大
陸
法
の
知
識
を
縦
横
に
駆
使
し
て
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
不
当
利
得
法
の
体
系
化
に
貢
献
し
た
。
ま
た
、
彼
の

T
h
e
L
g
:
)
f

o
b
ぶ
rations:
R
o
m
a
n
 F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
 o
f
 the Civilian 
Tradition (
J
 uta, 
1990)
は
、
ロ
ー
マ
法
的
伝
統
を
今
日
の
各
国
に
お
け
る
法
制
の
大

関
法
第
四
六
巻
第
四
•
五
·
六
号

一
五
〇

（
八
五
二
）



連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
論
争
に
つ
い
て

一
五

陸
法
的
要
素
の
中
に
ま
で
追
跡
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
著
書
と
し
て
非
常
に
注
目
を
集
め
、
連
合
王
国
に
お
け
る
不
当
利
得
法
の
議
論
に
と
っ
て
も
欠

か
す
こ
と
の
で
き
な
基
本
的
文
献
と
し
て
広
く
参
照
さ
れ
て
い
る
。
九
六
年
に
は

O
x
f
o
r
d
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 P
r
e
s
s
か
ら
つ
い
に
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク

版
が
発
行
さ
れ
た
。
現
在
は
、
ド
イ
ツ
に
戻
り
レ
ー
ゲ
ン
ス
プ
ル
ク
大
学
の
ロ
ー
マ
私
法
・
比
較
法
史
の
教
授
で
あ
る
が
、
連
合
王
国
に
お
い
て

も
影
響
力
の
大
き
い
論
文
を
発
表
し
続
け
て
い
る
。
彼
の
不
当
利
得
に
直
接
関
連
す
る
代
表
的
な
論
文
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る

B
i
r
k
s

と
同
様
の
ね
ら
い
を
持
っ
た

'
A
r
o
a
d
 t
h
r
o
u
g
h
 t
h
e
 e
n
r
i
c
h
m
e
n
t
'
f
o
r
e
s
t
?
 
E
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
 w
i
t
h
 a
 ge
n
e
r
a
l
 e
n
r
i
c
h
m
e
n
t
'
1
8
 C
I
L
I
A
 1
 

(
1
9
8
5
)
及
び
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
も
と
に
し
た
＾
U
n
j
u
s
t
 E
n
r
i
c
h
m
e
n
t
:
 T
h
e
 M
o
d
e
r
n
 Civilian 
A
p
p
r
o
a
c
h
'
1
5
 

o
.
J
L
S
 4
0
3
 (1995)
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
大
陸
法
的
伝
統
に
基
礎
を
お
く
非
常
に
優
れ
た
論
説
で
あ
る
。

(46) 
E
 S
c
h
r
a
g
e
,
'
R
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 in t
h
e
 N
e
w
 D
u
t
c
h
 Civil C
o
d
e
'
2
 Restitution L
a
w
 R
e
v
i
e
w
 2
0
8
 (1994). 

(47) 
R
 Z
i
m
m
e
r
m
a
n
n
 a
n
d
 J
 

d
u
 Plessis,'Basic F
e
a
t
u
r
e
s
 of t
h
e
 G
e
r
m
a
n
 L
a
w
 of Unjustified Enrichment• 

2
 Restitution L
a
w
 R
e
-

恙
w

1
4
 
[1994]・ 

(48) 
B
 M
a
r
k
e
s
i
n
i
s
 ed., 
T
h
e
 G
r
a
d
u
a
l
 C
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
:
 F
o
r
e
i
g
n
 Ideas, 
F
o
r
e
i
g
n
 Influence, 
a
n
d
 E
n
g
l
i
s
h
 L
a
w
 o
n
 t
h
e
 E
v
e
 o
f
 the 2
1
s
t
 

C
e
n
t
u
r
y
 (1994). 

(49) 
M
a
r
k
e
s
i
n
i
s
 ed., 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(48)• 

at 20. 

(50) 
P
 Birks, 
^
 

Restitution: 
A
 V
i
e
w
 f
r
o
m
 t
h
e
 
S
c
o
t
s
 L
a
w
'
(
1
9
8
5
)
 3
8
 C
L
P
 57
:
 • 
S
i
x
 Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 in 
S
e
a
r
c
h
 of 
a
 Su
b
j
e
c
t
 |
 U
n
j
u
s
t
 

E
n
r
i
c
h
m
e
n
t
 in a
 Crisis of I
d
e
n
t
i
t
y
'
[
1
9
8
5
]
 
J
u
r
i
d
i
c
a
l
 R
e
v
i
e
w
 2
2
7
 
• 

.t:§ 
お
、
嘉
8
江
で
は
、

B
i
r
k
s
の
よ
う
に
法
体
系
の
壁
を
超
え
て
活

躍
す
る
法
律
学
研
究
者
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
目
立
っ
て
き
て
い
る
。

(51) 
T
h
e
 L
a
w
 S
o
c
i
e
t
y
 of S
c
o
t
l
a
n
d
の
編
集
に
よ
る

G
l
o
s
s
a
r
y
(
B
u
t
t
e
r
w
o
r
t
h
,
 1
9
9
2
)
に
お
い
て
は
、

Institutional
W
r
i
t
i
n
g
は
次
の
よ
う

に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

「
権
威
を
有
す
る
法
源
と
し
て
司
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
著
作
物
で
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
民
事
法
及
び
刑
事
法
を
包
括
的
に
扱
い
、
ス
タ

イ
ル
と
構
成
に
お
い
て
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の

Institutes
に
従
っ
て
い
る
も
の
。
た
と
え
ば
、

Stair,
B
a
n
k
t
o
n
,
 Erskine, Bell
等
の
作
品
が
含

ま
れ
る
。
」

B
i
r
k
s
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
と
比
較
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
的
伝
統
に
由
来
す
る
特
徴
は
そ
の
「
秩
序
だ
っ
た
考
え

方
O
r
d
e
r
l
y
V
i
e
w
」
の
能
力
で
あ
る
と
す
る
。

(
P
Birks, 
^
 

T
h
e
 F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
 of L
e
g
a
l
 Rationality in 
S
c
o
t
l
a
n
d
'
i
n
 
T
h
e
 Civil L
a
w
 

（
八
五
三
）



T
r
a
d
i
t
i
o
n
 in Scotla
ミ
(
e
d
b
y
 R
 E
v
a
n
s
-
J
o
n
e
s
)
 (
T
h
e
 Stair Society, 
1995) at 81.) 

(52) 
Stair
の
Institutions
を
は
じ
め
、

Institution
W
r
i
t
e
r
s

の
著
作
は
現
在
で
も
比
較
的
容
易
に
入
手
で
き
る
。
ち
な
み
に
、

S
g
i
r
の
最
新

版
は
、
一
九
八
一
年
に

D

M
W
a
l
k
e
r
の
編
集
に
よ
り
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
と
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
の
出
版
部
の
共
同
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

(
I
S
B
N
:
 0
 ,
 85
2
2
4
 ,
 
3
9
7
 ,
 9) 

(53) 
D
r
 E
v
a
n
s
'
J
o
n
e
s
は
、
さ
ら
に
貴
族
院
の
判
決
が

S
岱
ir
の
見
解
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

(Cantiere
S
a
n
 R
o
c
c
o
 v
 

C
l
y
d
e
 S
h
i
p
b
u
i
l
d
i
n
g
 a
n
d
 E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
 Co., 
1
9
2
3
 S
C
 (
H
L
)
 105, at 
110, 114• 

1
1
8
 a
n
d
 123.) 

(54) 
C
a
n
t
i
e
r
e
 S
a
n
 R
o
c
c
o
 S. 
A. v
 C
l
y
d
e
 S
h
i
p
b
u
i
l
d
i
n
g
 a
n
d
 E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
 Co., 
L
t
d
 1
9
2
3
 S
C
 (
H
L
)
 105, 
110, 
118, 
123. 

(55)

し
か
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
内
部
に
お
い
て
も
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
的
伝
統
に
対
し
て
懐
疑
的
な
意
見
は
も
ち
ろ
ん
存

在
す
る
。
例
え
ば

D

E
d
w
a
r
d
,
'
T
h
e
 Scottish R
e
a
c
t
i
o
nー

A
n
E
p
i
l
o
g
u
e
'
i
n
 
T
h
e
 G
r
a
d
u
a
l
 C
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
 (ed b
y
 B

S

 Ma
r
k
e
s
i
n
i
s
)
 

2
6
3
 ,
 
2
6
8
 (
O
x
f
o
r
d
,
 1994). 

(56)

も
っ
と
も
、
い
ま
だ
に
原
理
原
則
を
め
ぐ
る
議
論
は
終
息
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

H
e
d
l
e
y
に
よ
る

Birks,
B
u
r
r
o
w
s
に
対
す
る
方
法
論
批
判

は
現
在
で
も
続
い
て
い
る
。

(
H
e
d
l
e
y
,
'
U
n
j
u
s
t
E
n
r
i
c
h
m
e
n
t
'
5
4
 C
L
J
 57
8
 (1995).) 

(57) 
B
u
r
r
o
w
s
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 33, 
at 487. 

(58) 
F
 R
o
s
e
 ed, Restitution a
n
d
 the Conflict o
f
 L
a
w
s
 (
0
 xford, 
1995). 

(59) 
E
d
w
a
r
d
,
 
D
'
F
a
c
t
 ,
 Fi
n
d
i
n
g
 :
 A
 
British 
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
'
i
n
 
T
h
e
 O
p
t
i
o
n
 
o
f
 Litigation 
in 
E
u
r
o
p
e
 (
C
a
r
e
y
 ,
 Miller, 
D
 L
 a
n
d
 

B
e
a
u
m
o
n
t
,
 P
 R
 e
d
)
 4
4
 (1993). 
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