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『
三
人
の
ヨ
i
・
ッ
パ
人
法
律
顧
問
と
近

代
日
本
の
誕
生
』

（
ジ
ョ
ヴ
ア
ン
ニ
・
タ
レ
ッ
ロ
編
「
法
文
化
史
の
た
め
の
資

料
集
」
第
三
巻
第
一
号
所
収
・
一
九
七
三
年
）

　
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
法
の
形
成
に
は
．
多
く
の
お
雇
い
外
国
人
が
多
大
な

貢
献
を
な
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
ロ
エ
ス
ラ
ー
（
頃
串

巨
”
9
閃
。
毘
9
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
（
Ω
奏
鼠
く
①
国
嘗
一
毯
暴
号
）
、
そ
し
て
パ
テ
ル

ノ
ス
ト
・
（
≧
霧
鴇
区
き
評
醇
ぎ
鋒
。
）
の
果
し
た
役
割
を
見
の
が
す
こ
と
は
で

き
な
い
。

　
最
近
イ
タ
リ
ア
の
学
者
に
よ
つ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
興
味
あ
る
論
文

が
発
表
さ
れ
た
．
本
論
文
は
、
著
者
が
、
日
本
に
お
け
る
公
行
政
お
よ
び
司
法

行
政
分
野
で
の
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
使
用
と
い
う
現
代
的
な
問
題
を
研
究
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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二
　
　
（
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二
五
四
）

に
あ
た
つ
て
、
ま
ず
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
国
家
構
造
と
近
代
目
本
の
そ
れ
と

の
あ
い
だ
の
接
触
点
は
、
い
つ
た
い
な
ん
で
あ
つ
た
の
か
」
（
五
一
九
頁
注
）
と

い
う
前
提
的
問
題
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
発
し
て
い

る
。
そ
の
際
、
著
者
は
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
と
目
本
と
を
接
触
さ
せ
る
パ
イ
プ
乏
し

て
の
役
割
を
担
つ
た
も
の
こ
そ
、
お
雇
い
外
国
人
で
あ
つ
た
と
考
え
、
ま
ず
、

彼
ら
の
法
思
想
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
つ
た
の
か
、
そ
の
法
思
想
が
来
日
に
よ

つ
て
ど
の
よ
う
に
変
質
し
た
の
か
．
そ
し
て
そ
の
変
質
は
い
か
な
る
原
因
に
よ

る
の
か
、
さ
ら
に
彼
ら
が
助
言
や
法
学
教
育
を
通
し
て
、
そ
の
法
思
想
を
ど
の

よ
う
に
伝
え
、
そ
れ
を
当
時
の
日
本
人
が
ど
の
よ
う
に
受
容
し
、
そ
れ
に
よ
つ

て
い
か
な
る
法
が
形
成
さ
れ
て
い
つ
た
の
か
と
い
う
視
角
に
立
ち
な
が
ら
、
す

な
わ
ち
お
雇
い
外
国
人
を
媒
介
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
日
本
へ
の
継
受
過
程

の
側
面
か
ら
、
日
本
近
代
法
史
を
分
析
す
る
。

　
本
論
文
の
参
考
資
料
の
不
足
は
さ
て
お
き
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
人
に
よ
る
日
本
近

代
法
史
の
珍
し
い
研
究
と
し
て
、
こ
こ
で
興
味
あ
る
点
を
い
く
つ
か
簡
単
に
紹

介
し
た
い
。

　
著
者
の
・
サ
ー
ノ
教
授
は
、
現
在
ミ
ラ
ノ
大
学
政
治
学
部
で
「
法
の
一
般
理

論
」
を
担
当
す
る
少
壮
で
あ
り
、
そ
の
研
究
分
野
は
、
法
哲
学
、
と
り
わ
け
サ

イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
法
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
文
は
、
一
九
七
二
年
来
日

の
折
に
収
集
さ
れ
た
資
料
に
よ
つ
て
い
る
。
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憲
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藤
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・
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に
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ら
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本
へ
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4
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津
事
件
の
解
決
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5
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干
渉
事
件
の
解
決
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6
　
イ
タ
リ
ア
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の
帰
国
　
　
（
付
録
）
明
治
憲
法
第
一

　
章
に
た
い
す
る
ロ
エ
ス
ラ
ー
お
よ
び
伊
藤
博
文
の
注
釈

　
－
　
著
者
は
、
ま
ず
開
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
日
本
が
、
幕
府
を
倒
し
て
天

皇
に
よ
る
中
央
集
権
制
へ
と
移
行
し
、
少
数
の
寡
頭
者
に
よ
る
強
力
な
官
僚
制

の
な
か
で
ヨ
ー
・
ッ
パ
諸
国
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
に
対
抗
す
る
手
段
の
一
つ
と
し

て
、
な
に
よ
り
も
ヨ
ー
・
ッ
バ
型
の
諸
法
典
の
編
纂
と
い
う
道
を
選
ん
だ
こ

と
、
そ
し
て
徴
兵
制
の
採
用
、
自
由
民
権
運
動
、
地
方
の
選
挙
議
会
な
ど
を
通

し
て
、
憲
法
典
編
纂
の
具
体
化
が
進
め
ら
れ
、
プ
ロ
シ
ア
型
の
憲
法
の
意
向
を

固
め
て
ヨ
ー
・
ッ
パ
か
ら
帰
国
し
た
伊
藤
博
文
が
、
華
族
令
と
ヨ
ー
・
ッ
パ
型

の
内
閣
制
度
を
採
用
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
憲
法
の
承
認
か
ら
く
る
動

揺
に
た
い
す
る
担
保
を
意
味
し
た
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
導
入
部
を
経
て
、

ヨ
ー
・
ッ
パ
法
の
教
師
・
顧
問
に
言
及
す
る
が
．
こ
こ
で
著
者
は
、
ウ
ィ
グ
モ
ア

　
　
　
紹
介
と
批
評

が
述
べ
る
よ
う
に
、
封
建
口
本
の
法
体
系
は
、
そ
れ
が
先
例
に
拘
束
さ
れ
る
と

い
う
限
り
で
、
イ
ギ
リ
ス
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
目
本
の
法

的
レ
ベ
ル
は
イ
ギ
リ
ス
に
劣
ら
な
い
も
の
で
あ
つ
た
の
で
、
日
本
の
裁
判
所
で

用
い
ら
れ
て
き
た
諸
原
則
の
体
系
化
に
よ
る
法
典
編
纂
か
可
能
で
あ
つ
た
は
ず

で
あ
る
が
、
「
改
革
者
た
ち
は
、
目
本
の
伝
統
的
な
法
は
、
国
家
の
急
速
な
近

代
化
を
支
え
る
程
度
に
は
達
し
て
い
な
い
と
し
て
、
な
に
よ
り
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

法
教
育
の
導
入
を
考
え
」
（
五
…
二
頁
）
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
創
設
さ
れ
た

司
法
省
法
学
校
で
の
フ
ラ
ソ
ス
法
の
開
講
と
、
そ
の
一
方
に
お
け
る
東
京
開
成

学
校
で
の
ア
メ
リ
カ
法
の
開
講
と
が
、
民
法
典
論
争
の
一
つ
の
発
火
点
と
な
つ

た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
ら
レ
ベ
ル
の
高
い
海
外
の
法
学

老
の
招
聰
が
、
明
治
時
代
の
大
き
な
特
徴
を
な
す
こ
と
を
興
味
深
く
述
べ
て
い

る
。　

H
　
こ
こ
で
は
ロ
エ
ス
ラ
ー
の
商
法
・
憲
法
分
野
で
の
活
動
を
追
う
の
で
あ

る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
来
日
前
の
彼
の
理
論
的
立
場
を
考
察
す
る
．
彼

は
、
大
ド
イ
ッ
主
義
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
ビ
ス
マ
ル
ク
の
政
策
と
対
立
し
、

ま
た
、
社
会
的
な
自
由
を
最
大
限
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
法

を
考
え
、
そ
こ
か
ら
社
会
行
政
法
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、

社
会
自
治
行
政
の
観
念
を
導
く
こ
と
に
よ
つ
て
グ
ナ
イ
ス
ト
と
対
立
し
た
．
彼

の
立
場
は
・
ド
イ
ッ
で
は
進
歩
的
だ
つ
た
が
、
来
日
に
よ
つ
て
保
守
化
し
、
英

仏
流
の
個
人
主
義
は
、
日
太
国
民
に
は
な
じ
ま
な
い
と
考
え
て
、
憲
法
典
編
纂

に
お
い
て
は
、
ド
イ
ッ
で
批
判
し
て
い
た
プ
p
シ
ア
の
も
の
を
モ
デ
ル
と
し
て

採
用
し
た
。
し
た
が
つ
て
、
「
グ
ナ
イ
ス
ト
の
論
議
は
、
伊
藤
博
文
に
、
す
で

に
日
本
に
お
い
て
ロ
エ
ス
ラ
ー
の
影
響
の
下
で
形
成
さ
れ
て
い
た
観
念
を
確
固
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〇
三
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二
蓋
五
｝



　
　
　
紹
介
と
批
評

た
る
も
の
と
さ
せ
た
」
（
五
三
一
頁
）
の
で
あ
る
。
彼
の
カ
ト
リ
ヅ
ク
ヘ
の
改
宗

の
た
め
に
長
年
教
鞭
を
と
つ
た
ロ
ス
ト
ッ
ク
の
講
壇
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ

た
こ
と
、
ド
イ
ッ
で
の
有
力
な
法
学
者
た
ち
と
の
論
争
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も

日
本
に
お
け
る
支
配
階
層
と
の
接
触
が
、
こ
の
保
守
化
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
彼
の
立
法
事
業
の
な
か
に
、
彼
の
社
会
的
概
念
が
沈
澱
し
て
い
る
こ
と
は

否
め
な
い
こ
と
で
あ
つ
て
、
「
お
そ
ら
く
明
治
憲
法
が
不
明
瞭
な
も
の
と
な
り
、

一
方
で
は
民
主
的
発
展
を
促
し
、
他
方
で
は
、
実
際
そ
う
だ
つ
た
よ
う
に
、
専

制
主
義
的
・
軍
国
主
義
的
発
展
を
促
し
得
た
の
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
も
の
で

あ
る
」
（
五
四
一
頁
）
と
、
著
者
は
説
く
。

　
商
法
典
起
草
に
あ
た
つ
て
、
彼
は
．
日
本
の
伝
統
的
な
慣
習
は
、
も
は
や
現
実

を
規
律
で
き
な
い
が
故
に
、
日
本
が
他
の
商
業
強
国
と
法
律
的
に
同
等
の
地
位

に
お
か
れ
る
よ
う
な
近
代
的
規
範
が
、
そ
れ
ら
慣
習
に
代
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
、
当
時
の
日
本
の
急
速
な
経
済
発
展
を
考
慮
し
な
が
ら
、
彼
の
社
会

論
に
基
く
商
法
草
案
を
起
草
し
た
が
、
後
の
民
法
典
論
争
に
巻
き
こ
ま
れ
た
こ

の
草
案
は
、
一
部
を
除
い
て
施
行
さ
れ
ず
に
終
つ
た
。
し
か
し
彼
が
日
本
の
経

済
法
分
野
で
果
し
た
役
割
が
、
ま
さ
に
資
本
主
義
経
済
の
鍵
と
な
る
銀
行
、
株

式
、
会
社
の
三
つ
の
部
分
に
あ
つ
た
こ
と
は
特
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
さ
て
憲
法
典
起
草
に
つ
い
て
は
、
彼
の
基
本
的
立
場
は
、
明
治
の
寡
頭
者
た

ち
と
、
技
術
的
に
は
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
寡
頭
者
た
ち

の
な
か
に
流
れ
る
「
国
体
」
の
観
念
は
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
人
の
到
底
理
解
の
及
ば

な
い
東
洋
的
な
観
念
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
憲
法
草
案
に
お
い

て
彼
の
政
府
お
よ
び
官
僚
に
た
い
す
る
考
え
方
が
、
各
方
面
で
挫
折
せ
ざ
る
を

得
な
か
つ
た
。
彼
の
政
治
的
理
想
は
、
シ
ュ
タ
ー
ル
に
発
し
、
シ
ュ
タ
イ
ソ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
　
（
二
蓋
六
）

よ
つ
て
修
正
さ
れ
た
社
会
的
君
主
制
で
あ
り
、
彼
は
日
本
国
家
の
組
織
化
に
あ

た
つ
て
、
ド
イ
ッ
の
切
舞
旨
興
（
官
吏
）
の
観
念
の
導
入
を
考
え
た
。
社
会
的

国
家
の
任
務
を
具
体
的
に
遂
行
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
階
層
な
の
だ
が
、
そ

の
際
官
僚
に
付
与
さ
れ
る
権
限
が
強
大
な
も
の
と
な
る
た
め
、
彼
は
、
広
い
自

治
権
を
認
め
ら
れ
た
地
方
自
治
行
政
府
を
も
つ
て
こ
の
官
僚
に
対
抗
さ
せ
、
均

衡
を
保
と
う
と
し
た
．
こ
れ
こ
そ
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
グ
ナ
イ
ス
ト
と
、
日

本
に
お
い
て
は
モ
ッ
セ
と
の
論
争
点
で
あ
つ
た
が
、
「
地
方
行
政
に
関
す
る
一

八
八
九
－
九
〇
年
の
立
法
は
、
実
際
グ
ナ
イ
ス
ト
の
弟
子
ア
ル
ベ
ル
ト
・
モ
ッ

セ
に
委
ね
ら
れ
た
。
彼
は
、
グ
ナ
イ
ス
ト
に
よ
つ
て
理
論
化
さ
れ
、
・
エ
ス
ラ
ー

に
よ
つ
て
批
判
さ
れ
た
プ
ロ
シ
ア
の
も
の
と
同
じ
地
方
行
政
制
度
を
、
日
本
に

お
い
て
実
現
し
た
の
だ
つ
た
」
（
五
五
八
夏
．
さ
ら
に
日
本
の
官
僚
が
、
実
際
上

ド
イ
ッ
的
な
ω
霧
巨
零
で
な
か
つ
た
こ
と
は
、
将
来
こ
の
最
初
の
段
階
に
お
け

る
不
均
衡
を
一
層
大
ぎ
な
も
の
と
す
る
こ
と
と
な
る
．
「
権
力
の
座
に
あ
る
日

本
人
に
と
つ
て
、
明
治
憲
法
は
、
封
建
的
な
カ
オ
ス
か
ら
脱
し
、
領
事
裁
判
権

を
排
除
す
る
た
め
に
、
新
し
い
時
代
に
よ
つ
て
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た

が
、
結
局
は
、
単
に
保
守
主
義
を
、
将
来
に
お
い
て
は
天
皇
権
力
の
強
大
化
を

温
存
し
た
の
だ
つ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
は
、
逆
に
、
目
本
の
憲
法
の
保
守

的
な
精
神
は
、
日
本
政
治
が
民
主
化
へ
進
む
第
一
歩
で
あ
る
と
し
て
受
容
し
た

の
で
あ
つ
た
」
（
五
五
三
頁
）
と
、
著
者
は
い
う
。

　
皿
　
こ
こ
で
最
も
興
味
深
い
の
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
自
然
法
で
あ
る
．
著
者

に
よ
れ
ば
、
彼
が
自
然
法
に
興
味
を
示
し
た
理
由
は
、
そ
の
師
オ
ル
ト
ラ
ン
の

影
響
と
日
本
に
お
け
る
民
事
司
法
行
政
の
特
殊
性
に
あ
る
。
彼
の
刑
法
講
義

は
、
手
塚
太
郎
の
ノ
ー
ト
か
ら
推
察
す
る
と
．
オ
ル
ト
ラ
ソ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ



で
あ
り
、
ま
た
オ
ル
ト
ラ
ソ
の
講
義
録
の
な
か
に
は
、
彼
の
自
然
法
概
念
と
直

接
結
び
つ
く
と
思
わ
れ
る
点
が
多
く
見
ら
れ
る
．
手
塚
の
ノ
ー
ト
に
は
自
然
法

の
講
義
が
な
い
こ
と
か
ら
、
彼
が
自
然
法
の
問
題
に
取
り
組
む
の
は
、
単
に
民

法
典
論
争
の
と
き
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
彼
の
自
然
法
に
つ
い
て
の
哲
学
的
論

議
は
、
目
本
の
具
体
的
事
情
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
．
彼
が
自
然
法
に
つ

い
て
語
る
の
は
、
一
八
九
二
－
三
年
で
、
そ
れ
は
「
論
争
の
激
烈
さ
と
敗
北
の

苦
悩
と
が
、
『
レ
ヴ
ュ
ー
・
フ
ラ
ソ
セ
ー
ズ
・
ド
ユ
・
ジ
ャ
ポ
ン
』
に
お
い
て
、

論
争
の
位
置
づ
け
を
公
け
に
す
る
こ
と
を
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
余
儀
な
く
さ
せ
た

と
き
」
（
五
六
四
－
五
頁
）
で
あ
つ
た
。

　
彼
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
は
、
三
つ
の
原
則
す
な
わ
ち
普
遍
的
な
正
義
と
理
性

お
よ
び
時
代
と
場
所
に
よ
つ
て
変
化
す
る
社
会
的
有
益
性
に
基
い
て
い
る
。
こ

の
意
味
で
彼
の
立
場
は
ま
つ
た
く
オ
ル
ト
ラ
ソ
に
近
い
が
、
「
オ
ル
ト
ラ
ン
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
政
治
空
間
で
行
動
し
た
の
に
た
い
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、

天
皇
が
す
べ
て
の
法
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
、
日
本
で
受
容
さ
れ
た
公
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
理
論
が
致
命

的
な
崩
壊
を
被
る
の
で
あ
る
」
（
五
六
六
頁
）
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
法
の
淵
源

が
天
皇
で
あ
る
と
主
張
す
る
法
典
延
期
論
者
た
ち
に
、
彼
は
、
そ
の
主
張
は
、

日
本
で
は
政
治
的
な
法
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
と
答
え
る
が
、
「
自
然
法
を

私
法
分
野
に
の
み
限
る
と
き
、
ボ
ア
ソ
ナ
！
ド
は
自
己
の
理
論
を
破
壊
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
法
の
最
も
重
要
な
部
分
、
つ
ま
り
、
あ
る
社
会
の
政
治
生
活
を
規

律
す
る
法
に
お
い
て
、
正
義
と
理
性
と
社
会
的
有
益
性
と
を
否
定
す
る
か
ら
で

あ
る
．
自
然
法
理
論
は
、
法
に
包
括
的
な
説
明
を
与
え
、
そ
の
説
明
は
、
そ
れ

故
に
包
括
的
に
の
み
受
容
さ
れ
あ
る
い
は
拒
否
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
人
は
部
分

　
　
　
紹
介
と
批
評

的
に
自
然
法
学
者
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
．
哲
学
的
段
階
に
お
い
て
、

彼
は
そ
の
要
請
を
考
慮
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（
五
六
七
頁
）
．
著
者

は
、
こ
の
よ
う
に
彼
の
自
然
法
理
論
を
批
判
す
る
が
、
そ
れ
は
実
務
的
な
段
階

で
は
受
容
し
得
る
も
の
で
あ
つ
た
の
で
、
裁
判
所
に
よ
つ
て
使
わ
れ
、
法
学
校

に
お
い
て
教
え
ら
れ
た
自
然
法
に
つ
い
て
彼
が
語
る
と
き
、
具
体
的
に
意
図
し

た
も
の
は
な
ん
で
あ
つ
た
の
か
を
探
る
。

　
日
本
の
裁
判
所
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
異
な
つ
て
、
先
例
の
原
則
に
基
い
て
紛

争
を
解
決
し
て
い
た
こ
と
は
、
立
法
の
概
念
を
漢
然
と
さ
せ
て
お
り
、
法
源
を
固

定
す
る
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
一
八
七
五
年
の
太
政
官
布
告
第
一
〇
三
号
・
裁
判

事
務
心
得
に
あ
る
「
条
理
」
と
は
、
徳
川
時
代
の
補
充
法
源
で
あ
つ
た
「
道
理
」

と
同
義
語
で
あ
つ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
が
日
本
の
現
実
に
浸
透
し
て
い
つ
た
の

は
、
ま
さ
に
こ
の
補
充
法
源
を
通
し
て
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
が
『
自
然
法
』
に
つ
い
て
語
つ
て
い
た
と
き
、
日
本
の
法
律
家
は
『
道
理
』

を
考
え
て
い
た
．
お
そ
ら
く
こ
の
状
況
の
存
在
も
ま
た
、
日
本
の
法
的
現
実
と

彼
が
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
規
範
と
の
あ
い
だ
に
接

触
点
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
自
然
法
の

講
義
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
五
六
九
－
七
〇
頁
）
。
彼
が
自
然
法
を

語
る
と
き
、
そ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
自
然
法
思
想
で
は
な
く
、
完
全
に

「
道
理
」
と
一
致
し
、
ま
た
適
用
さ
れ
た
自
然
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
そ

の
も
の
で
あ
つ
て
、
ま
さ
に
こ
の
民
法
典
の
諸
原
則
を
通
し
て
、
古
い
慣
習
が

解
決
で
き
な
い
問
題
を
解
決
す
る
の
で
あ
る
．
「
フ
ラ
ン
ス
法
典
は
、
　
ロ
ー
マ

法
が
長
年
に
わ
た
つ
て
、
わ
が
慣
習
を
補
充
し
て
き
た
と
同
様
に
、
君
た
ち
の

国
の
慣
習
を
補
充
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
法
典
も
ま
た
『
書
か
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
　
（
一
二
五
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

理
性
』
な
の
で
あ
つ
た
」
（
五
七
〇
頁
）
と
い
う
彼
の
言
葉
が
、
そ
の
こ
と
を
示

す
。
さ
ら
に
議
会
が
民
法
典
の
施
行
を
延
期
し
た
と
き
、
「
新
し
い
法
典
の
公

布
を
待
つ
て
、
裁
判
所
が
民
事
紛
争
の
解
決
を
導
く
の
は
、
し
た
が
つ
て
こ
の

草
案
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
裁
判
所
は
、
実
定
法
と
し
て
、
条
文
を
引
用
し

て
そ
れ
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
自
然
法
の
諸
原
則

を
、
理
由
と
し
て
引
き
つ
つ
、
そ
れ
を
適
用
す
る
の
で
あ
る
」
（
五
七
〇
1
一
頁
）

と
言
つ
た
彼
の
言
葉
の
な
か
に
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
社
会
的
な
コ
ソ
テ

ク
ス
ト
に
お
け
る
自
然
法
概
念
の
誤
解
を
理
解
す
る
鍵
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
ボ

ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
法
と
は
一
般
的
か
つ
抽
象
的
な
規
範
で
し
か
あ
り
得
な
い
と

考
え
る
典
型
的
な
大
陸
法
学
者
で
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
の
た
め
に
彼
は
、
衡

平
、
理
性
ま
た
は
『
道
理
』
と
い
つ
た
弾
力
的
な
諸
原
則
に
し
た
が
つ
て
事
件

ご
と
に
決
定
す
る
、
そ
し
て
こ
の
点
で
、
法
哲
学
と
は
ま
つ
た
く
同
一
視
さ
れ

な
い
と
こ
ろ
の
判
例
法
体
系
の
作
用
を
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
」
（
五
七
一
頁
）

と
著
者
は
結
論
す
る
．

　
N
　
イ
タ
リ
ア
人
の
唯
一
の
法
律
顧
問
で
あ
つ
た
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
に
つ
い

て
は
、
ほ
と
ん
ど
文
献
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
が
見
あ
た
ら
な
い
が
、
そ
の
理
由

と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
側
か
ら
見
れ
ば
、
法
律
家
が
日
本
の
近
代
法
成
立
に
つ
い

て
特
別
の
興
味
を
示
さ
な
か
つ
た
こ
と
．
目
本
側
か
ら
見
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
人

顧
問
の
芸
術
分
野
で
の
目
覚
し
い
活
躍
の
た
め
、
彼
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な

か
つ
た
こ
と
、
ま
た
、
帰
国
し
た
後
の
彼
の
早
世
な
ど
が
、
そ
の
足
跡
を
消
す

原
因
と
な
つ
た
と
著
者
は
言
う
。

　
目
本
で
の
彼
の
最
初
の
仕
事
は
、
当
時
緊
急
の
問
題
で
あ
つ
た
条
約
改
正
と

民
法
典
論
争
に
関
し
て
で
あ
つ
た
。
外
務
大
臣
榎
本
武
揚
の
法
典
施
行
延
期
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
（
一
二
五
八
）

対
論
は
、
市
民
社
会
に
応
し
い
法
典
の
欠
除
が
、
ど
ん
な
に
か
不
平
等
条
約
と

領
事
裁
判
権
と
を
廃
止
す
る
障
害
に
な
つ
て
い
る
か
、
と
い
う
パ
テ
ル
ノ
ス
ト

・
の
意
見
が
骨
子
と
な
つ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
と
り
わ
け
一
八
九
一
年
の
大
津
事
件
と
一
八
九
二
年
の
選
挙
干
渉

事
件
に
お
け
る
彼
の
役
割
は
大
き
い
。
大
津
事
件
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
は
、

常
に
衡
平
か
つ
受
容
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
つ
た
の
で
、
と
く
に
大
津
事
件
が
条

約
改
正
に
与
え
る
影
響
を
気
づ
か
わ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
政
府
に
と
つ
て
は
、

ま
こ
と
に
尊
重
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
つ
た
。
こ
の
犯
罪
は
、
単
に
殺
人
未
遂
と
し

て
処
罰
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
こ
の
事
件
に
刑
法
典
を
適
用
し
な
け
れ

ば
、
こ
の
法
典
に
外
国
人
を
服
せ
し
め
る
と
い
う
国
家
の
権
利
を
永
久
に
失
う

こ
と
に
な
る
と
い
う
井
上
毅
の
意
見
は
、
彼
の
意
見
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
選
挙
干
渉
事
件
に
つ
い
て
、
政
府
は
道
徳
的
な
諸
原
理
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な

い
と
し
て
反
対
し
た
が
、
こ
の
点
は
、
彼
に
よ
つ
て
扱
わ
れ
た
憲
法
問
題
の
な

か
で
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
立
法
事
業
に
参
画
し
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
他
の
法
律
顧
問
の
つ
く
り
あ
げ
た
政
治
機
構
の
運
用
を
円
滑
に
す
る
役
割

を
果
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
地
味
で
は
あ
る
が
、
ま
こ
と
に
重
要
な
も
の
で

あ
つ
た
。
そ
の
意
味
で
、
一
九
三
三
年
に
武
藤
智
雄
氏
（
当
時
九
大
助
教
授
）
が

パ
テ
ル
ノ
ス
ト
・
家
で
発
見
し
た
資
料
は
　
（
「
バ
テ
ル
ノ
ス
ト
・
家
訪
問
記
」
・
法

律
時
報
第
九
巻
一
二
号
所
収
）
、
今
後
の
研
究
に
と
つ
て
得
難
い
も
の
が
あ
り
、
著

者
は
、
「
将
来
の
研
究
に
と
つ
て
は
、
第
一
次
大
戦
を
の
り
こ
え
、
さ
ら
に
シ

チ
リ
ア
を
直
撃
し
た
第
二
次
大
戦
を
も
の
り
こ
え
た
こ
と
を
顧
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
」
（
五
五
九
頁
）
と
結
ん
で
い
る
。



　
な
お
、
本
論
文
を
収
録
す
る
前
掲
資
料
集
は
、
近
代
お
よ
び
現
代
法
文
化
史

を
研
究
対
象
と
す
る
ジ
エ
ノ
ヴ
ァ
大
学
法
哲
学
研
究
所
の
「
法
理
論
史
の
セ
ミ

ナ
ー
ル
（
留
鼠
鍔
ぎ
良
§
冨
鼠
ざ
畠
9
ひ
昔
。
晩
冒
邑
喜
①
）
」
　
に
提
供
さ
れ
た

報
告
書
（
同
大
学
の
冒
ー
マ
法
と
民
法
研
究
所
の
セ
ミ
ナ
ー
ル
で
の
報
告
書
も
一
部
含

ま
れ
て
い
る
）
を
、
同
研
究
所
長
タ
レ
ッ
・
氏
（
同
大
学
法
哲
学
担
当
教
授
）
が
編

集
し
た
も
の
で
．
一
九
七
一
年
以
降
続
刊
さ
れ
て
お
り
、
同
書
と
相
前
後
し
て

出
版
さ
れ
て
い
る
P
・
グ
ロ
ッ
シ
編
「
近
代
法
思
想
史
の
た
め
の
ノ
ー
ト
」

（
曾
＆
①
琶
一
ゆ
。
話
註
三
冨
リ
ポ
§
膏
冨
鼠
。
冨
磯
冒
邑
一
8
讐
＆
。
き
。
｝
吋
8
暮
該

富
や
Ω
容
里
）
と
相
並
び
、
イ
タ
リ
ア
法
史
学
界
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
で
い

る
新
し
い
単
行
本
形
式
の
定
期
出
版
物
で
あ
る
。
こ
の
両
書
の
編
者
は
、
共
に

「
雑
誌
（
身
一
器
）
」
と
い
う
名
称
を
拒
否
し
、
「
刊
行
物
（
2
喜
ぎ
鼠
3
①
）
」
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
・
サ
ー
ノ
教
授
か
ら
筆
者
宛
の
私
信
に
よ
る
と
、
同
教
授
を
中
心
と

し
て
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
に
関
す
る
研
究
が
着
々
と
進
行
し
て
い
る
と
の
こ
と
、

そ
の
成
果
の
発
表
が
期
待
さ
れ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
三
年
六
月
、
ロ
ー
マ
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
征
臼

紹
介
と
批
評

一
〇
七
　
　
（
一
二
五
九
）


