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と
特
別
法
」

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
り
わ
け
イ
タ
リ
ア
の
法
史
学
界
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
近
世
・
近
代
法
史
を
、
社
会
史
を
背
景
に
置
き
つ
つ
、
普
通
法

（
共
通
法
）
（
ご
ω
8
ヨ
ヨ
巨
①
）
と
特
別
法
（
特
有
法
）
（
一
拐
冥
名
ユ
仁
B
）
と
の
緊

張
関
係
と
い
う
、
い
わ
ば
法
源
史
の
観
点
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
確

実
な
動
き
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
わ
が
法
史
学
界
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い

（
た
と
え
ば
勝
田
有
恒
『
ド
イ
ッ
に
お
け
る
中
世
的
普
通
法
理
念
の
高
揚
と
凋
落
」
法
学

研
究
（
一
橋
大
学
）
九
お
よ
び
拙
稿
「
中
世
イ
タ
リ
ア
の
都
市
コ
ム
1
ネ
と
条
例
制
定
権

（
ご
の
ω
冨
葺
o
且
一
）
理
論
』
法
学
研
究
第
四
九
巻
八
－
二
号
参
照
）
。
し
か
し
現
状

に
お
い
て
は
い
ま
だ
、
こ
の
よ
う
な
構
想
を
具
体
化
す
る
に
あ
た
つ
て
の
基
本

的
な
枠
組
が
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

な
お
将
来
の
研
究
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。



　
こ
こ
に
紹
介
す
る
本
警
、
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
エ
ル
ミ
ニ
著
「
教
会
領
に
お
け
る

普
通
ロ
ー
マ
法
と
特
別
法
」
は
、
教
会
領
と
い
う
特
殊
な
地
域
を
取
り
扱
つ
て

い
る
と
は
い
え
、
以
上
に
述
べ
た
課
題
に
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う

意
味
で
、
最
近
の
も
つ
と
も
注
目
す
べ
き
業
績
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
つ
て
私
は
、
以
下
に
お
い
て
、
著
者
が
設
定
し
た
一
般
的
枠
組
に
焦
点
を
合

わ
せ
て
本
書
を
簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

　
本
書
の
著
者
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
エ
ル
ミ
ニ
教
授
（
一
〇
8
1
）
は
、
現
在
イ
タ
リ

ア
の
ペ
ル
ー
ジ
ア
国
立
大
学
法
学
部
の
正
教
授
で
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
カ
ラ
ッ

ソ
（
寄
§
8
鴇
o
O
巴
器
ω
。
）
亡
き
後
の
普
通
法
研
究
に
お
け
る
第
一
人
者
で
あ

り
、
主
著
と
し
て
「
普
通
法
講
義
」
（
O
o
諺
o
象
象
蜂
ε
8
B
毒
Φ
一
ど
O
o
器
巴

8
①
＜
o
一
仁
N
一
g
o
響
o
は
s
①
一
①
日
①
旨
一
〇
〇
¢
島
9
菖
く
一
・
問
0
9
一
り
］
≦
冨
8
り
ま
N
）

が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
市
民
法
と
カ
ノ
ン
法
の
適
用
関
係
に
関
す
る
バ
ル
ト
ル
ス
の
学

説
に
よ
れ
ば
、
　
一
般
的
に
い
つ
て
、
精
神
事
項
に
つ
い
て
は
帝
国
領
、
教
会
領

の
い
か
ん
を
問
わ
ず
常
に
カ
ノ
ソ
法
に
よ
り
、
世
俗
事
項
に
つ
い
て
は
教
会
領

で
は
い
か
な
る
場
合
に
も
カ
ノ
ン
法
に
よ
る
の
に
た
い
し
、
帝
国
領
で
は
市
民

法
に
よ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
教
会
領
に
お
い
て
は
、
帝
国
領
と
は
異
な
つ
て
、
精
神
事
項
、

世
俗
事
項
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
常
に
カ
ノ
ン
法
が
他
の
い
か
な
る
法
に
た
い
し

て
も
優
越
す
る
と
い
う
状
態
が
生
ず
る
。
著
者
は
本
書
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う

な
教
会
領
に
お
け
る
法
状
況
の
特
異
性
に
着
目
し
、
「
普
通
ロ
ー
マ
法
」
の
価
値

と
適
用
に
関
し
て
、
市
民
世
界
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
の
人
民
の
法
律
状
態
と

教
会
領
の
人
民
の
法
律
状
態
の
根
本
的
な
相
違
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の

　
　
　
紹
介
と
批
評

で
あ
る
。

　
著
者
は
ま
ず
、
普
通
ロ
ー
マ
（
市
民
）
法
と
特
別
（
有
）
法
と
の
関
係
に
つ
い

て
述
べ
る
。
普
通
ロ
ー
マ
法
と
は
、
普
遍
的
帝
国
の
法
、
市
民
的
統
一
体
の
法

で
、
一
般
的
必
要
性
、
市
民
社
会
の
一
般
的
利
益
、
全
人
類
の
諸
要
求
を
満
足

さ
せ
る
た
め
に
皇
帝
が
制
定
す
る
法
で
あ
る
が
、
こ
の
普
通
法
は
数
多
く
の
社

会
的
、
政
治
的
小
組
織
体
の
様
々
な
特
殊
的
必
要
性
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
制

定
さ
れ
る
特
別
法
（
ま
た
は
特
有
法
）
の
存
在
を
論
理
的
な
前
提
と
す
る
。
特
別

法
は
、
皇
帝
が
全
人
類
の
要
求
の
た
め
に
制
定
す
る
市
民
法
に
劣
る
法
な
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
特
殊
的
な
要
求
に
関
し
て
は
市
民
法
に
優
越
す
る
法
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
は
、
普
通
法
と
特
別
法
と
の
関
係
は
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
も

の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
二
二
世
紀
、
と
く
に
そ
の
後
半
に
は
、
皇
帝
権
の
弱
体
化

に
伴
つ
て
普
遍
的
帝
国
の
支
配
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
特
殊
的
な
王
国
、
都

市
（
市
民
共
和
国
）
、
諸
団
体
が
帝
国
内
に
現
わ
れ
、
中
世
の
政
治
的
、
法
的
統

一
が
崩
れ
始
め
て
、
近
代
の
分
裂
へ
の
歩
み
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

一
四
世
紀
前
半
に
は
さ
ら
に
著
し
い
も
の
と
な
る
。

　
こ
れ
ら
特
殊
的
組
織
は
、
そ
の
構
成
員
に
た
い
し
て
法
律
上
も
事
実
上
も
皇

帝
と
同
一
の
権
力
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
そ
れ
ら
の
法
で
あ
る

特
別
法
の
有
効
性
を
認
め
さ
せ
る
に
い
た
る
。

　
普
遍
的
帝
国
の
世
界
で
生
き
る
多
数
の
特
殊
的
組
織
体
の
条
例
制
定
権

（
ご
の
ω
冨
9
9
島
）
が
学
説
上
承
認
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
王
国
法
や
条
例
に
法

と
し
て
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と
、
ロ
ー
マ
市
民
法
の
「
普
通
」
と
い
う
言
葉

が
、
対
立
と
い
う
こ
と
も
手
伝
つ
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
一
方
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紹
介
と
批
評

で
特
殊
的
組
織
の
独
立
と
皇
帝
の
主
権
の
行
使
と
の
関
係
、
そ
し
て
上
位
者
を

認
め
な
い
王
国
や
都
市
の
特
別
法
と
帝
国
の
法
と
の
関
係
の
問
題
が
法
学
者
の

考
察
の
対
象
と
な
り
、
他
方
で
普
通
法
の
概
念
が
具
体
化
し
、
重
要
性
を
お
び

て
く
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
著
者
は
、
中
世
的
意
味
に
お
け
る
普
通
法

の
真
の
時
代
は
二
二
世
紀
後
半
に
始
ま
り
、
人
民
の
キ
リ
ス
ト
教
的
統
一
（
体
）

に
拡
張
さ
れ
結
合
し
つ
つ
、
　
一
四
世
紀
に
は
よ
り
明
確
な
も
の
と
な
つ
て
、
そ

れ
は
一
五
世
紀
に
続
く
と
い
う
。

　
か
つ
て
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
カ
ラ
ッ
ソ
は
、
普
通
法
を
歴
史
的
発
展
の
な
か

で
把
握
し
、
普
通
法
を
ほ
ぽ
一
二
、
三
世
紀
の
「
絶
対
的
普
通
法
の
時
代
」

（
普
通
法
は
他
の
競
合
す
る
す
べ
て
の
法
に
優
越
し
、
他
の
競
合
す
る
法
は
普
通
法
に
反

し
な
い
か
ぎ
り
で
の
み
有
効
で
あ
る
）
、
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
末
ま
で
の
「
補
充

的
普
通
法
の
時
代
』
（
普
通
法
の
な
か
に
普
遍
的
組
織
を
、
特
別
法
の
な
か
に
特
殊
的

組
織
を
み
、
普
通
法
は
厳
格
に
解
釈
さ
れ
る
ぺ
き
特
別
法
に
欠
飲
あ
る
と
ぎ
に
の
み
適

用
さ
れ
る
）
、
そ
し
て
一
六
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
法
典
編
纂
に
い
た
る
「
特
殊

的
普
通
法
の
時
代
」
（
特
殊
的
組
織
が
君
主
国
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
君

主
国
の
法
が
普
通
法
と
な
つ
て
、
従
来
の
帝
国
の
普
通
ロ
ー
マ
法
は
、
普
通
法
と
し
て
の

君
主
法
に
欠
訣
が
あ
り
、
君
主
が
そ
れ
を
欲
し
た
と
き
に
の
み
効
力
を
認
め
ら
れ
る
に
す

ぎ
な
い
）
の
三
つ
の
時
代
に
区
分
し
た
。

　
こ
れ
に
た
い
し
て
、
著
者
は
、
普
通
法
の
時
代
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
で
き
る

の
は
、
普
通
法
が
概
念
上
も
実
際
上
も
市
民
社
会
の
一
般
的
利
益
を
反
映
す
る

法
と
し
て
意
識
さ
れ
、
こ
れ
に
対
置
し
て
そ
の
市
民
社
会
を
構
成
す
る
個
々
の

小
組
織
体
の
特
殊
的
利
益
の
保
護
を
委
ね
ら
れ
た
特
別
法
の
有
効
性
が
確
認
さ
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れ
る
に
い
た
つ
た
と
き
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
結
果
、
一
二
、
三
世
紀

に
は
普
通
法
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
普
通
法
の
歴
史
的
発
展

の
な
か
で
は
、
一
三
世
紀
後
半
か
ら
中
世
末
頃
ま
で
の
「
中
世
の
普
遍
的
モ
ナ
ル

キ
ア
の
法
と
し
て
の
普
通
法
の
時
代
」
（
普
通
法
は
、
人
類
の
一
般
的
利
益
の
保
護
の

た
め
に
置
か
れ
た
法
体
系
の
一
般
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
特
別
法
は
、
こ
の
キ

リ
ス
ト
教
的
、
帝
国
的
統
一
世
界
の
な
か
で
生
き
る
様
々
な
組
織
体
の
特
殊
的
利
益
に
必

要
な
保
護
と
い
う
狭
い
範
囲
内
で
の
み
優
越
す
る
）
と
一
六
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に

い
た
る
「
各
君
主
国
的
政
治
的
統
一
体
の
法
と
し
て
の
普
通
法
の
時
代
」
　
（
君

主
法
は
普
通
法
と
し
て
各
君
主
国
内
で
有
効
な
様
々
な
特
別
法
の
生
活
を
規
律
し
、
調
整

す
る
の
で
あ
り
、
か
つ
て
の
普
通
p
i
マ
法
は
君
主
法
の
補
充
法
と
い
う
従
属
的
役
割
に

お
い
て
理
解
さ
れ
る
）
の
二
つ
の
時
代
に
つ
い
て
の
み
普
通
法
を
語
る
こ
と
が
で

き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
中
世
末
か
ら
近
代
の
初
め
ま
で
に
は
、
中
世
の
統
一
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
、
主
権
の
実
効
的
な
行
使
は
徐
々
に
消
え
去
つ
て
ゆ
く
ほ
ど
に
弱
ま
り
、

こ
れ
に
代
つ
て
君
主
の
独
立
的
権
威
が
ま
す
ま
す
確
認
さ
れ
る
に
従
い
、
か
つ

て
の
帝
国
の
普
通
ロ
ー
マ
法
（
そ
れ
は
様
々
な
特
別
法
に
積
極
的
解
釈
を
与
え
な
が

ら
、
そ
れ
ら
を
自
己
に
引
き
つ
け
、
そ
の
固
有
の
統
一
的
体
系
の
な
か
で
整
序
す
る
と
い
う

本
質
的
な
任
務
を
遂
行
し
た
）
は
、
イ
タ
リ
ア
で
も
急
速
に
各
君
主
国
の
法
の
補

充
法
の
地
位
に
変
容
す
る
。
他
方
、
こ
の
君
主
法
は
君
主
国
に
お
け
る
自
治
的

な
法
体
系
を
構
成
す
る
真
の
排
他
的
な
普
通
法
と
な
り
、
こ
の
君
主
法
が
で
き

る
だ
け
侵
害
さ
れ
な
い
た
め
に
、
君
主
が
欲
す
る
よ
う
に
そ
の
普
通
ロ
ー
マ
法

に
自
己
の
積
極
的
解
釈
を
課
し
、
そ
れ
に
厳
格
解
釈
を
与
え
る
に
い
た
る
。

　
か
く
し
て
君
主
国
内
に
お
け
る
普
通
ロ
ー
マ
法
と
君
主
法
と
の
間
の
価
値
関



係
は
、
ま
つ
た
く
逆
転
し
て
し
ま
う
。
特
殊
的
な
王
国
法
や
条
例
に
合
法
性
の

衣
を
着
せ
る
た
め
に
、
学
説
は
か
っ
て
君
主
や
都
市
の
条
例
制
定
権
の
根
拠
を

ロ
ー
マ
法
文
ま
た
は
皇
帝
の
同
意
の
な
か
に
求
め
た
が
、
い
ま
や
逆
に
帝
国
の

ロ
ー
マ
法
が
有
効
と
認
め
ら
れ
る
に
は
、
独
立
し
た
君
主
や
都
市
に
よ
る
承
認

が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
か
つ
て
ロ
ー
マ
法
に
諸
国
民
の
統
一
体
の
普
通
法
と
し
て
の
価

値
を
付
与
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
た
皇
帝
の
主
権
的
権
力
は
実
在
し
な
く
な

り
、
そ
の
結
果
帝
国
に
は
も
は
や
諸
国
民
の
政
治
的
統
一
体
は
存
在
し
な
く
な

つ
て
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
統
一
体
は
い
ま
や
君
主
国
の
そ
れ
以
外
に
は
存
し

て
い
な
か
つ
た
。
そ
の
結
果
、
個
々
の
部
分
の
特
別
法
の
上
位
に
あ
る
一
つ
の

統
一
体
の
普
通
法
も
、
君
主
国
的
統
一
体
の
法
、
す
な
わ
ち
様
々
な
政
治
的
統

一
体
の
独
立
し
た
主
権
者
と
な
つ
た
君
主
や
市
民
政
府
の
欲
し
た
法
と
し
て
現

わ
れ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。

　
こ
の
と
き
か
ら
は
、
も
は
や
絶
対
的
意
味
に
お
け
る
普
通
法
に
つ
い
て
は
語

り
得
ず
、
む
し
ろ
相
対
的
意
味
に
お
け
る
、
か
つ
て
の
唯
一
の
普
遍
的
モ
ナ
ル
キ

ア
の
分
裂
か
ら
生
ま
れ
た
独
立
の
君
主
国
ま
た
は
市
民
的
共
和
国
の
そ
れ
ぞ
れ

に
共
通
な
法
に
つ
い
て
し
か
語
り
得
な
い
。
過
去
に
お
い
て
は
、
普
通
法
に
よ

つ
て
保
護
さ
れ
る
類
（
o
q
窪
易
）
の
一
般
的
要
求
が
様
々
の
種
（
ε
8
一
①
の
）
に
固
有

の
要
求
を
抑
圧
し
侵
害
し
な
い
よ
う
に
、
特
別
法
に
よ
つ
て
補
完
さ
れ
る
支
配

的
法
体
系
と
し
て
の
普
通
法
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
が
、
い
ま
や
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ

る
法
源
は
、
独
立
の
君
主
国
ま
た
は
共
和
国
に
お
い
て
は
そ
の
国
家
の
主
権
的

政
府
の
欲
し
た
法
と
同
一
視
さ
れ
た
普
通
法
に
向
け
て
論
じ
ら
れ
、
そ
の
法
源

に
は
か
の
帝
国
の
ロ
ー
マ
法
も
補
充
法
と
し
て
で
は
あ
る
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
細
介
と
批
評

　
こ
の
い
わ
ば
普
通
法
の
新
し
い
時
代
は
、
国
王
は
そ
の
王
国
に
お
い
て
は
皇

帝
で
あ
る
と
い
う
公
式
（
こ
の
公
式
は
、
し
か
し
、
か
な
り
以
前
か
ら
カ
ノ
ン
法
学
者

の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
）
で
公
然
と
帝
国
か
ら
の
独
立
を
宣
言
し
た
フ
ラ

ン
ス
王
国
や
シ
チ
リ
ア
王
国
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
若
干
の
地
域
で
は
、
す

で
に
コ
ニ
世
紀
に
始
ま
つ
て
お
り
、
さ
ら
に
教
会
領
で
は
一
四
世
紀
に
は
明
確

に
な
る
が
、
そ
の
他
の
地
域
で
は
、
こ
の
新
し
い
普
通
法
の
概
念
は
も
つ
と
遅

く
、
一
六
世
紀
に
い
た
つ
て
は
じ
め
て
明
確
化
す
る
。
そ
し
て
こ
の
一
六
世
紀

こ
そ
、
普
通
法
を
帝
国
の
ロ
ー
マ
法
と
同
一
視
す
る
中
世
的
観
念
が
放
棄
さ
れ

た
、
い
わ
ば
近
代
へ
の
歩
み
を
始
め
る
最
初
の
世
紀
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
一

五
世
紀
に
は
す
で
に
、
普
通
法
は
帝
国
の
・
ー
マ
法
を
意
味
す
べ
き
も
の
で
あ

る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
支
配
都
市
の
支
配
権
に
服
す
る
都
市
の
特
別
法
に
対

置
す
べ
き
支
配
都
市
の
法
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
論
議
さ
れ
る
ほ
ど
に
曖
昧
な

も
の
と
な
つ
て
い
た
。

　
要
す
る
に
、
中
世
の
終
焉
を
印
す
も
の
は
、
普
通
市
民
法
の
、
キ
リ
ス
ト
教

的
帝
国
と
し
て
普
遍
的
モ
ナ
ル
キ
ア
の
法
か
ら
新
た
に
独
立
し
た
政
治
的
統
一

体
の
法
へ
の
変
容
で
あ
る
と
著
書
は
述
べ
る
。

　
中
世
世
界
に
あ
つ
て
は
、
も
つ
と
も
大
き
な
統
一
的
組
織
体
で
あ
る
教
会
、

帝
国
に
お
い
て
は
、
全
人
類
の
共
通
の
利
益
の
追
求
の
た
め
に
、
人
々
の
生
活

を
規
律
す
る
一
つ
の
法
が
要
求
さ
れ
る
と
同
様
に
、
こ
の
大
き
な
組
織
体
の
な

か
で
生
き
る
小
さ
な
個
々
の
組
織
体
に
お
い
て
は
、
特
殊
的
な
利
益
の
追
求
の

た
め
に
、
自
治
（
主
権
で
は
な
い
）
を
も
つ
て
特
別
法
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
世

界
に
お
い
て
は
ま
た
、
主
権
と
同
時
に
自
治
、
そ
し
て
統
一
的
意
思
と
同
時
に

個
別
的
自
由
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
代
に
は
「
法
源
の
複
数
制
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
（
四
三
三
）
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に
つ
い
て
も
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
人
法
の
生
産
源
は
た
だ
一
個
で

は
な
く
複
数
で
あ
り
、
共
通
の
も
の
も
あ
れ
ば
特
殊
な
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら

は
統
哨
と
特
殊
お
よ
び
共
通
の
利
益
と
特
殊
の
利
益
の
間
の
調
和
の
試
み
の
な

か
で
相
互
に
密
接
に
結
合
し
合
い
、
依
存
し
合
い
、
共
存
し
合
う
。

　
と
こ
ろ
で
条
例
制
定
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
を
皇
帝
の
許
可
（
需
『
巨
叩

の
一
〇
）
に
求
め
る
許
可
理
論
に
は
、
世
界
の
支
配
者
（
3
ヨ
ぎ
5
彗
臣
島
）
と
し

て
の
皇
帝
、
そ
し
て
世
界
の
唯
一
の
市
民
法
た
る
皇
帝
法
と
い
う
中
世
思
想
と

の
結
び
つ
き
が
な
お
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
一
四
世
紀
に
い
た
つ
て
バ
ル

ト
ル
ス
は
、
条
例
制
定
権
の
問
題
を
裁
判
権
（
ご
冴
島
＆
o
）
理
論
を
も
っ
て

解
決
す
る
。
条
例
制
定
権
は
、
こ
こ
で
は
教
会
、
帝
国
と
い
う
も
つ
と
も
大
き

な
統
一
的
な
組
織
ば
か
り
で
は
な
く
、
小
さ
な
特
殊
的
な
組
織
も
事
実
上
享
有

す
る
公
権
力
と
し
て
の
裁
判
権
と
の
密
接
な
関
連
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
る
。
条

例
制
定
権
を
裁
判
権
に
求
め
る
裁
判
権
理
論
に
は
、
特
別
法
を
皇
帝
法
へ
の
い

か
な
る
依
存
関
係
か
ら
も
決
定
的
に
解
き
放
つ
と
い
う
意
図
が
明
確
に
見
ら

れ
、
こ
の
意
味
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
裁
判
権
理
論
は
、
バ

ル
ド
ゥ
ス
の
万
民
法
理
論
に
よ
つ
て
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
裁
判
権
理
論
と
こ
れ
に
結
び
つ
い
た
条
例
制
定
権
と
に
確
固
た
る

根
拠
が
与
え
ら
れ
、
許
可
理
論
は
乗
ウ
越
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
時
代
は
中
世

か
ら
近
代
へ
と
向
か
い
、
普
通
法
の
概
念
は
、
諸
国
民
の
帝
国
的
統
一
体
の
法

か
ら
、
帝
国
が
そ
の
な
か
に
消
え
去
つ
て
ゆ
く
独
立
し
た
小
組
織
体
で
あ
る
個

別
的
な
特
殊
的
統
一
体
の
法
に
変
容
す
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
発
展
の
到
達

点
は
、
若
干
の
国
家
で
は
一
三
世
紀
半
ば
と
一
四
世
紀
と
の
間
に
印
さ
れ
て
い

た
が
、
イ
タ
リ
ア
全
体
と
し
て
は
も
つ
と
遅
く
、
一
六
世
紀
と
一
七
世
紀
の
間

六
六

（
四
三
四
）

で
あ
つ
た
。

　
教
会
領
で
は
教
皇
が
唯
一
の
立
法
者
で
あ
り
、
カ
ノ
ン
法
が
あ
ら
ゆ
る
法
に

優
越
し
て
い
て
、
特
別
法
に
は
上
位
者
た
る
教
皇
の
是
認
な
し
に
は
容
易
に
乗

り
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
障
壁
が
あ
つ
た
。

　
教
会
領
で
も
、
主
権
の
証
と
し
て
の
教
皇
に
是
認
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
特
別

法
は
普
通
一
般
法
に
反
し
得
る
。
教
会
領
で
は
こ
の
違
反
は
上
位
者
の
是
認
に

よ
り
認
め
ら
れ
た
範
囲
内
に
と
ど
め
ら
れ
、
こ
の
違
反
に
た
い
す
る
警
戒
が
す

で
に
二
二
、
四
世
紀
に
は
活
発
と
な
つ
て
、
教
皇
の
世
俗
的
君
主
国
の
確
立
と

と
も
に
一
五
世
紀
に
は
確
か
な
も
の
と
な
つ
た
。
そ
の
た
め
特
別
法
を
広
く
適

用
し
よ
う
と
す
る
特
殊
的
組
織
の
強
い
圧
力
を
抑
制
し
、
普
通
・
ー
マ
法
お
よ

び
上
位
者
の
是
認
の
範
囲
が
特
別
法
に
よ
つ
て
侵
犯
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
教
皇
権
が
そ
の
統
治
権
の
侵
害
を

阻
止
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
つ
た
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
帝
国
領
で
は
、
す
で
に

二
二
世
紀
に
は
緩
ん
で
し
ま
つ
た
こ
の
警
戒
が
一
五
世
紀
に
は
ま
つ
た
く
消
え

去
る
ま
で
に
減
じ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
普
通
ロ
ー
マ
法
を
犠
牲
に
し
て
特

別
法
が
拡
大
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

　
教
皇
は
都
市
条
例
の
制
定
に
た
い
し
て
様
々
の
制
限
を
行
な
つ
た
。
た
と
え

ば
、
条
例
は
精
神
事
項
な
ら
び
に
世
俗
事
項
に
お
け
る
教
会
の
権
利
と
名
誉
お

よ
び
教
会
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
自
由
、
教
皇
の
裁
判
権
を

侵
害
す
る
条
例
を
無
効
と
す
る
こ
と
、
神
法
、
自
然
の
理
性
に
反
し
な
い
条
例

を
是
認
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
二
二
五
七
年
の
エ
ジ

ー
デ
ィ
オ
憲
章
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
教
皇
の
名
誉
を
穀
損
す
る
条
例
は
無
効

と
さ
れ
、
条
例
の
制
定
に
あ
た
つ
て
は
前
も
つ
て
審
査
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
、



こ
れ
に
違
反
し
た
と
き
に
は
刑
罰
が
科
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
か
く
し
て
教

会
領
に
お
け
る
条
例
制
定
権
、
し
た
が
つ
て
特
別
法
の
効
力
は
、
大
幅
に
制
限

さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
最
後
に
、
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
普
通
法
の
時
代
を
考

え
る
前
提
と
し
て
は
、
一
人
の
立
法
者
を
想
定
す
る
国
家
と
い
う
一
元
的
体
制

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
複
数
の
立
法
者
の
共
存
、
し
た
が
つ
て
普
通
法
と
同

時
に
多
数
の
特
別
法
の
共
存
を
認
め
る
多
元
的
体
制
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
。

　
特
別
法
は
第
一
位
的
法
（
島
旨
8
鷺
ぎ
貰
一
〇
）
と
呼
ば
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、

こ
れ
が
特
別
法
が
他
の
い
か
な
る
法
に
も
先
が
け
て
適
用
さ
れ
る
と
い
う
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
同
意
で
き
る
が
、
法
源
の
多
元
的
体
制
の
な
か
で

の
支
配
的
な
法
（
島
蜂
8
3
菖
葛
旨
Φ
）
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と

す
れ
ば
同
意
で
き
な
い
。
特
別
法
は
、
普
通
法
に
ょ
る
制
限
的
解
釈
を
う
け
る

が
、
こ
れ
は
、
特
別
法
が
有
効
と
認
め
ら
れ
る
一
定
の
範
囲
を
越
え
て
、
普
通

法
の
理
性
（
冨
ぎ
ビ
冴
8
B
ヨ
q
巳
の
）
か
ら
離
反
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
同

様
に
、
条
例
に
欠
敏
あ
る
と
き
に
普
通
法
に
よ
る
と
い
う
場
合
で
も
、
普
通
法

を
補
充
法
と
呼
ぶ
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
法
源
の
複
数
制
の
下
で
補
充
法
と
呼

ぶ
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
他
の
法
を
修
正
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
強
化

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
の
み
で
あ
り
、
ま
た
、
普
通
法
の
主
た
る
役
割
は
、

特
別
法
を
補
充
す
る
の
で
は
な
く
、
特
別
法
が
普
通
法
の
理
性
に
反
す
る
程
度

を
で
き
る
か
ぎ
り
抑
え
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
。

　
帝
国
領
で
は
、
普
通
法
の
理
論
的
な
対
置
物
と
し
て
の
特
別
法
は
普
通
法
の

規
範
体
系
を
構
成
し
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
は
独
立
の
も
の
と
し
て
は
考
え
ら
れ

　
　
　
紹
介
と
批
評

な
い
。
し
か
も
次
の
君
主
制
の
時
代
に
は
、
君
主
国
ご
と
に
異
な
る
様
々
な
法

体
系
が
成
立
し
て
、
か
つ
て
の
普
通
法
は
君
主
国
の
補
充
法
と
な
る
。

　
し
か
し
教
会
国
家
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
教
会
国
家
で
は
か
つ
て
の

普
通
法
も
新
し
い
時
代
の
普
通
法
も
同
一
の
生
産
法
源
た
る
教
皇
か
ら
生
ま
れ

る
た
め
、
す
な
わ
ち
教
皇
が
カ
ノ
ン
普
通
法
と
同
時
に
君
主
普
通
法
の
制
定
者

で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　
以
上
が
著
者
の
設
定
し
た
一
般
的
枠
組
の
概
要
で
あ
る
。

　
本
書
の
も
つ
意
義
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
が
ヨ
ー
・
ッ
パ
の

近
世
法
史
を
普
通
法
と
特
別
法
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
把
握
す
る
た
め
の
一
つ

の
一
般
的
な
指
針
を
示
し
た
点
に
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
本
書
は
成

功
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
著
者
の
提
示
し
た
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
、
一
般
的

形
式
的
で
あ
る
た
め
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
を
平
均
化
し
て
し
ま
い
、
体
系
内
の
緊
張
と
矛
盾
と
を
合
法
性
と
い
う
枠
内

で
解
決
す
る
と
い
う
静
態
的
な
理
解
に
陥
り
、
そ
れ
が
故
に
諸
法
源
が
様
々
に

交
差
す
る
さ
ま
を
動
態
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
つ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
著
者
の
叙
述
で
は
法
源
史
に
力
点
が
置
か
れ
、
社
会
史
が
背
後
に
追
い

や
ら
れ
て
い
る
点
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

こ
の
分
野
の
研
究
は
い
ま
だ
そ
の
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
詳
細
な
実

証
研
究
は
今
後
の
研
究
に
待
た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
現
状
で
あ
る
た
め
、
そ
れ

も
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
著
者
は
性
急
な
結
論
を
出
す

こ
と
を
意
識
的
に
避
け
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
本
書
は
、

今
後
の
ヨ
ー
・
ッ
バ
中
世
、
近
世
、
近
代
法
史
を
研
究
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と
つ

て
、
き
わ
め
て
有
益
な
導
き
の
星
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
森
　
　
征
　
幽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
（
四
三
五
）


