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神
戸
寅
次
郎
「
契
約
解
除
論
」

　
　
　
　
私
の
研
究
ノ
ー
ト
皿

再
考

内
　
池
　
慶

四

β良

神戸寅次郎「契約解除論」再考

　
約
三
十
五
年
ぶ
り
に
神
戸
先
生
の

　
本
書
は
難
解
な
書
物
と
し
て
定
評
が
あ
る
が
、

の
法
的
性
質
と
か

し
な
が
ら
、

　
「
契
約
解
除
論
」
の
骨
子

　
「
契
約
解
除
論
」
の
論
点
ー
弁
済
意
思
の
問
題
ー

　
意
思
表
示
と
し
て
の
弁
済
意
思
の
論
拠

　
物
権
契
約
論

　
日
本
民
法
上
の
解
除
の
効
力
（
第
三
章
）

　
残
さ
れ
た
論
点

　
　
附
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
契
約
解
除
論
」
を
再
読
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
前
に
読
ん
だ
時
も
や
は
り
歯
が
立
た
な
か
っ
た
覚
え
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
弁
済
行
為

　
　
　
、
解
除
に
よ
り
物
権
が
復
帰
す
る
理
論
構
成
な
ど
に
つ
い
て
、
部
分
的
に
は
、
そ
の
論
理
の
緻
密
さ
に
圧
倒
さ
れ
感
服

　
全
体
と
し
て
は
、
神
戸
先
生
が
こ
の
本
で
、
い
っ
た
い
何
を
お
書
き
に
な
り
た
か
っ
た
の
か
、
そ
こ
が
掴
み
切
れ
な
か
っ
た

一
　
難
読
の
「
契
約
解
除
論
」

二三四五六七
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（
1
）

の
で
あ
る
。

　
今
回
津
田
先
生
の
神
戸
先
生
・
民
法
講
義
ノ
ー
ト
を
公
刊
す
る
仕
事
の
お
手
伝
い
を
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
、
神
戸
学
説
の
全
体
像

を
意
識
し
な
が
ら
、
も
う
一
度
、
神
戸
先
生
の
「
契
約
解
除
論
」
を
読
み
直
し
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
。
私
に
と
っ
て
、
読
み
切
れ
ず

に
何
度
も
挫
折
し
た
「
解
除
論
」
は
長
年
の
宿
題
で
あ
っ
た
。

（
1
）
　
本
書
に
つ
い
て
は
今
泉
孝
太
郎
「
神
戸
先
生
の
契
約
解
除
論
」
（
法
学
研
究
三
八
巻
一
号
五
九
頁
以
下
）
に
先
駆
的
研
究
が
あ
る
。

　
　
学
生
時
代
に
、
宮
崎
澄
夫
先
生
が
講
義
の
な
か
で
神
戸
先
生
の
契
約
解
除
論
に
触
れ
ら
れ
、
こ
の
本
を
読
ん
で
い
る
と
、
深
い
森
の
な
か
に
連
れ

　
込
ま
れ
て
ど
こ
を
歩
い
て
い
る
の
か
見
当
が
つ
か
な
く
な
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
、
と
お
話
を
さ
れ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
以
前
に
私
が
解

除
論
を
読
ん
だ
時
に
も
、
同
様
な
気
分
を
味
わ
っ
た
。
こ
の
本
が
神
戸
先
生
の
代
表
的
著
述
と
し
て
有
名
で
あ
り
な
が
ら
、
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
稀

　
で
あ
る
の
は
、
や
は
り
こ
の
難
解
な
と
こ
ろ
に
一
つ
の
原
因
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ
り
根
本
的
な
原
因
と
し
て
、
現
在
の
民

　法

学
の
支
配
的
風
潮
の
問
題
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
。
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難
読
の
「
契
約
解
除
論
」

　
思
う
に
以
前
に
「
解
除
論
」
を
読
ん
だ
時
に
は
、
私
自
身
の
不
勉
強
は
も
と
よ
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
共
に
、
読
む
こ
ち
ら
側
に
手

前
勝
手
な
問
題
意
識
が
あ
り
、
そ
の
答
を
無
理
に
解
除
論
の
な
か
に
求
め
て
い
た
の
で
、
神
戸
先
生
の
解
除
論
を
書
か
れ
た
問
題
意
識
と

こ
ち
ら
の
問
題
意
識
と
が
か
み
合
わ
ず
に
擦
れ
違
い
に
終
わ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
当
時
の
私
に
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
契
約
解
除
の
効
力
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
直
接
効
果
説
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
っ
た
こ
と
、
何
と
か

間
接
効
果
説
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ど
う
か
、
と
く
に
解
除
権
の
行
使
は
損
害
賠
償
の
請
求
を
妨
げ
ず
と
す
る
第
五
百
四
十
五
条

第
三
項
の
規
定
か
ら
、
解
除
の
遡
及
効
の
例
外
を
気
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
解
除
論
で
は
神
戸
先
生
は
一
貫
し
て
直
接
効
果
説
を
採
っ

て
お
ら
れ
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
簡
単
に
触
れ
て
お
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
、
当
方
の
目
論
見
は
外
さ
れ
て
、



肩
す
か
し
を
食
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
我
執
に
捉
わ
れ
て
自
分
が
求
め
て
い
る
も
の
を
人
の
本
の
中
に
見
つ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

よ
う
と
す
る
、
こ
の
読
み
方
が
良
く
な
い
。
さ
も
し
い
下
心
を
捨
て
て
、
虚
心
に
読
む
べ
き
で
あ
っ
た
と
、
今
は
反
省
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
間
接
効
果
説
に
疑
問
が
出
て
き
た
。
契
約
の
成
立
が
法
律
行
為
に
よ
る
私
的
自
治
の
発
現
で
あ
る
か
ら

に
は
、
契
約
の
解
除
も
ま
た
法
律
行
為
　
　
私
的
自
治
　
　
の
論
理
で
貫
く
こ
と
が
自
然
な
考
え
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。
解
除
権
者
の
意

思
に
よ
り
、
法
律
要
件
と
し
て
の
契
約
を
遡
及
的
に
抹
消
す
る
と
い
う
直
接
効
果
説
の
考
え
方
が
法
律
行
為
と
し
て
の
契
約
法
の
体
系
的

理
解
と
し
て
首
尾
一
貫
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
一
旦
作
成
さ
れ
た
契
約
関
係
が
事
実
上
の
存
在
と
し
て
否
定
で
き
な
い
と
い
う
観
点

か
ら
出
発
す
る
間
接
効
果
説
は
、
事
実
と
規
範
と
の
混
乱
・
混
同
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
う
一
度
、
直
接
効
果
説
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
立
ち
戻
っ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
な
気
が
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
と
く
に
神
戸
先
生
の
「
解
除
論
」
で
記
憶
に
残
っ
て
い
た
の
は
、
弁
済
行
為
の
精
緻
な
法
律
行
為
的
構
成
か
ら
、
解
除
の
効
果
が
極
め

て
論
理
的
に
引
き
出
さ
れ
て
い
た
記
述
で
あ
る
。
つ
ま
り
契
約
の
法
律
行
為
的
構
成
と
弁
済
の
法
律
行
為
的
構
成
と
が
、
一
貫
し
て
連
絡

し
て
、
神
戸
契
約
法
理
論
を
作
り
上
げ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
律
行
為
論
と
し
て
、
も
う
一
度
、
神
戸
「
解
除
論
」
を
読
み
直
す
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
が
、
私
の
新
し
い
関
心
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

神戸寅次郎「契約解除論」再考

（
1
）
神
戸
説
は
、
法
律
行
為
と
し
て
の
解
除
に
お
け
る
解
除
権
者
の
効
果
意
思
に
そ
く
し
た
任
意
的
効
果
（
契
約
の
遡
及
的
・
物
権
的
消
滅
）
を
基

　
礎
と
し
て
、
そ
れ
を
確
保
す
る
手
だ
て
と
し
て
の
法
定
的
効
果
と
し
て
の
原
状
回
復
義
務
（
債
権
的
権
利
発
生
）
と
い
う
精
密
な
二
重
効
果
を
措
定

　
す
る
。
契
約
解
除
は
解
除
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
契
約
と
い
う
法
律
行
為
と
、
こ
れ
を
解
除
す
る
解
除
と
い
う
法
律
行
為
と
の
二
重
の
法
律
行
為
論

　
と
し
て
理
論
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
「
契
約
解
除
論
」
は
、
徹
頭
徹
尾
、
法
律
行
為
論
な
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
以
前
に
直
接
効
果
説
で
気
に
な
っ
た
の
は
、
原
状
回
復
義
務
の
根
拠
が
不
当
利
得
に
よ
る
返
還
義
務
と
し
て
説
明
さ
れ
る
点
に
あ
っ
た
。
解
除

　
が
解
除
者
の
意
思
に
基
づ
く
行
為
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
効
果
が
不
当
利
得
に
基
づ
く
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
木
に
竹
を
接
い
だ
よ
う
な
論
理

　
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
効
果
の
方
か
ら
見
て
、
解
除
を
法
律
行
為
的
構
成
か
ら
外
す
か
、
あ
る
い
は
逆
に
む
し
ろ
効
果
も
ま
た
当
事
者
の
効
果

　
意
思
に
基
づ
く
効
果
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
法
律
要
件
と
し
て
の
契
約
を
消
去
す
る
の
が
、
解
除
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の
意
思
的
効
果
で
、
返
還
義
務
の
発
生
は
法
規
的
効
果
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
そ
の
後
＝
。
。
ぎ
O
歪
昌
身
一
器
α
窃
ω
魯
巳
α
話
魯
富
ω
」
韻
に
、
解
除
の
効
果
、
と
く
に
返
還
請
求
権
の
同
時
履
行
あ
る
い
は
目
的
物
滅
失
の

　
際
の
解
除
権
消
滅
な
ど
の
点
で
、
契
約
法
的
構
成
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
解
除
の
場
面
に
お
け
る
契
約
理
論
の
一
貫
性
に
興
味
あ
る
理
論
で
あ

　
っ
た
。

　
　
私
が
間
接
効
果
説
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
当
事
者
の
予
期
し
な
か
っ
た
新
し
い
契
約
状
況
に
対
し
て
、
当
事
者
が
新
た
な
契
約
関
係
を
作
り
出

す
と
い
う
面
で
、
当
初
の
契
約
か
ら
切
り
離
し
た
解
除
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
契
約
関
係
を
切
断

　
せ
ず
と
も
、
当
初
の
契
約
か
ら
一
貫
し
た
法
律
行
為
論
の
形
で
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
神
戸
先
生
は
恐
ら
く
こ
の
思
考
を
押
し
進
め
ら
れ
た

　
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
3
）
　
当
時
私
が
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
契
約
関
係
（
あ
る
い
は
そ
の
基
礎
に
あ
る
生
活
関
係
）
の
連
続
的
な
展
開
と
し
て
、
契
約
の
締
結
か
ら

　
解
除
に
い
た
る
過
程
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
過
去
に
遡
及
し
て
契
約
を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
直
接
効
果
説
の
発
想
に
は
、
何
か
最
初
か

　
ら
馴
染
め
な
か
っ
た
も
の
が
あ
り
、
む
し
ろ
損
害
賠
償
請
求
権
の
残
存
と
い
っ
た
遡
及
効
果
の
例
外
の
ほ
う
に
初
め
か
ら
目
を
向
け
て
い
た
の
で
あ

　
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
適
切
な
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
現
在
も
な
お
興
味
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
問
題
を
一
般

　
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
解
釈
学
と
し
て
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
民
法
の
各
規
定
が
い
か
な
る
場
合
を
具
体
的
に
想
定
し
て
、
ど
の
よ
う
に

　
処
理
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
（
こ
こ
で
は
第
五
百
四
十
五
条
の
解
釈
）
、
そ
の
規
定
さ
れ
た
内
容
を
如
何
に
論
理
的
に
整
理
し
て
記
述
す

　
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
こ
こ
で
神
戸
説
が
何
を
語
っ
て
い
る
の
か
を
、
自
ら
の
先
入
主
を
す
て
て
読
み
取
る
努

　
力
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
「
解
除
論
」
を
読
み
終
わ
っ
た
後
で
、
神
戸
説
と
自
分
の
仮
説
と
を
つ
き
合
わ
せ
る
作
業
が
初
め
て
始
ま
る
の
で
、
そ
れ
が
本
当
の
学
問
で
あ
ろ

　
う
け
れ
ど
も
、
自
分
の
仮
説
か
ら
人
の
学
説
を
読
む
の
で
は
、
読
む
こ
と
自
体
が
無
意
味
で
し
か
な
い
の
で
、
実
は
な
に
も
読
ん
で
い
な
い
こ
と
に

　
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

30

二
　
「
契
約
解
除
論
」
の
骨
子

神
戸
先
生
は
、
そ
の
緒
言
に
お
い
て
「
本
書
ハ
題
シ
テ
契
約
解
除
論
ト
為
セ
ト
モ
而
モ
之
二
関
ス
ル
右
ノ
諸
事
項
全
部
（
解
除
の
方
法
、



神戸寅次郎「契約解除論」再考

解
除
権
の
発
生
原
因
、
解
除
の
効
力
、
解
除
権
の
消
滅
原
因
等
々
を
指
す
・
内
池
）
ヲ
論
究
ス
ル
ノ
趣
旨
ニ
ア
ラ
ス
　
　
主
ト
シ
テ
解
除
ノ
効
力

二
関
ス
ル
数
個
ノ
重
要
ナ
ル
問
題
二
付
キ
其
概
要
ヲ
述
フ
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」
（
一
頁
）
と
断
っ
て
お
ら
れ
る
。

　
神
戸
先
生
が
解
除
の
効
力
の
問
題
の
な
か
で
、
本
書
で
特
に
問
題
と
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
民
法
第
五
百
四
十
五
条
第
一
項
但
書
に

「
第
三
者
ノ
権
利
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
規
定
の
解
釈
論
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
学
説
の
対
立
す
る
理
由
は
、

先
生
に
よ
れ
ば
、
「
主
ト
シ
テ
我
民
法
上
二
於
ケ
ル
物
権
的
意
思
表
示
ヲ
組
成
分
子
ト
ス
ル
弁
済
行
為
殊
二
其
弁
済
行
為
ノ
中
二
包
含
セ

ラ
ル
ル
所
謂
物
権
契
約
ナ
ル
モ
ノ
ノ
性
質
二
関
シ
其
所
見
ヲ
異
ニ
ス
ル
カ
為
メ
ナ
リ
」
（
五
〇
頁
）
。
そ
こ
で
「
本
稿
ノ
問
題
即
チ
解
除
ノ

効
力
如
何
ノ
問
題
ヲ
論
述
ス
ル
ニ
当
タ
リ
テ
ハ
主
ト
シ
テ
弁
済
ノ
際
二
行
ハ
ル
ル
所
ノ
物
権
契
約
卜
債
権
債
務
ト
ノ
関
係
如
何
ヲ
攻
究
ス

ル
ヲ
必
要
ト
為
ス
」
（
五
二
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
即
ち
神
戸
先
生
の
こ
こ
で
の
問
題
意
識
は
、
直
接
に
は
民
法
第
五
百
四
十
五
条
の
解
釈
論
の
一
環
と
し
て
の
解
除
の
効
力
論
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
こ
で
先
生
が
取
り
あ
げ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
解
除
の
効
果
一
般
で
も
な
け
れ
ば
、
弁
済
行
為
論
全
般
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、

特
に
契
約
の
義
務
の
履
行
と
し
て
物
権
移
転
が
為
さ
れ
た
場
合
の
、
物
権
契
約
と
弁
済
行
為
と
の
連
絡
を
、
当
該
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場

合
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
場
面
は
、
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
限
定
さ
れ
た
範
囲
に

お
い
て
も
、
そ
の
解
決
に
い
た
る
ま
で
の
論
理
は
、
多
く
の
巨
大
な
前
提
問
題
の
解
決
に
か
か
っ
て
い
る
。
解
除
の
効
力
発
生
の
態
様
と

し
て
の
直
接
効
果
説
の
論
証
、
わ
が
民
法
に
お
け
る
物
権
変
動
の
規
定
の
理
解
、
そ
の
有
因
・
無
因
性
の
議
論
、
物
権
的
意
思
表
示
と
弁

済
意
思
の
関
連
性
の
問
題
等
々
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
こ
れ
ら
の
民
法
上
の
基
本
問
題
に
か
か
わ
る
従
来
よ
り
の
神
戸
学
説
の
集
成
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
と
く
に
物
権
契
約
と

弁
済
行
為
と
の
関
係
に
お
い
て
現
れ
る
、
物
権
変
動
に
向
け
ら
れ
た
当
事
者
の
意
思
と
弁
済
意
思
と
の
精
緻
な
分
析
は
、
神
戸
学
説
に
お

け
る
合
致
論
の
具
体
的
適
用
と
し
て
、
精
妙
な
理
論
構
成
を
見
せ
る
も
の
で
、
も
っ
と
も
神
戸
的
な
記
述
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
点
を
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正
確
に
追
跡
し
て
行
か
な
い
と
、
本
書
は
読
解
不
能
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
神
戸
先
生
以
後
の
民
法
学
が
、
こ
の
よ
う
な
方
向
で
の
研
究
を
怠
っ
た
所
か
ら
、
神
戸
学
説
の
成
果
を
受
け
止
め
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

出
来
な
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
契
約
解
除
論
」
が
わ
が
民
法
学
で
そ
の
場
所
を
失
っ
た
の
は
、
民
法
学
が
其
の
日
暮
ら
し
の
ア

ッ
プ
・
ツ
ゥ
・
デ
イ
ト
な
問
題
に
追
わ
れ
て
、
基
本
的
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
を
避
け
、
結
局
の
所
、
そ
の
受
け
皿
と
な
る
学
問
的
基
盤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
失
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
自
身
「
契
約
解
除
論
」
を
ど
う
し
て
も
読
み
切
れ
な
か
っ
た
の
も
、
そ
の
当
時
の
民
法
学

の
趨
勢
に
無
意
識
に
浸
っ
て
い
た
か
ら
、
神
戸
先
生
の
問
題
意
識
そ
の
も
の
が
捕
捉
で
き
ず
、
個
々
の
断
片
的
議
論
を
追
う
の
に
汲
々
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
て
、
神
戸
学
説
の
全
体
像
を
、
そ
の
本
来
の
意
味
で
了
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
1
）
　
例
え
ば
債
権
行
為
と
物
権
行
為
と
の
混
乱
。
合
致
論
と
錯
誤
論
と
の
混
同
。
意
思
表
示
解
釈
論
に
お
け
る
表
示
説
の
信
仰
。
法
解
釈
に
お
け
る

　
解
釈
論
と
立
法
論
の
混
乱
。
杜
撰
に
し
て
無
批
判
な
比
較
法
的
知
識
の
受
容
。
事
実
と
規
範
と
の
同
一
視
。
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
諸
原
因
。
こ
れ
ら

　
の
い
ず
れ
の
点
で
も
、
神
戸
学
説
は
甚
だ
当
世
流
で
な
い
か
ら
、
一
般
に
受
け
る
わ
け
が
な
い
。
法
社
会
学
の
主
流
が
、
明
治
・
大
正
期
の
学
問
を

　
す
べ
て
概
念
法
学
と
し
て
十
把
一
か
ら
げ
に
処
分
し
よ
う
と
し
た
時
、
そ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
た
貴
重
な
学
問
的
遺
産
も
無
批
判
に
捨
て
去
っ
た
の

　
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
帝
国
大
学
を
中
心
と
す
る
法
社
会
学
派
に
よ
る
学
界
の
支
配
は
、
「
契
約
解
除
論
」
の
著
者
と
一
緒
に
、

　
そ
の
読
者
層
も
ま
た
、
学
界
か
ら
一
掃
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
2
）
　
意
思
表
示
の
解
釈
に
お
け
る
客
観
説
の
支
配
的
風
潮
は
、
個
々
の
意
思
表
示
に
お
け
る
各
当
事
者
の
主
観
的
意
味
合
い
（
各
当
事
者
に
と
っ
て

　
の
主
観
的
位
置
づ
け
）
を
無
視
す
る
傾
向
を
生
む
。
こ
こ
に
お
い
て
神
戸
説
に
お
け
る
手
段
意
思
・
目
的
意
思
の
分
析
や
、
そ
れ
に
関
連
す
る
弁
済

　
行
為
に
お
け
る
弁
済
意
思
の
問
題
や
、
有
因
・
無
因
行
為
の
問
題
等
々
が
、
客
観
説
の
立
場
か
ら
は
捕
捉
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
不
表
見
的
不

　
合
致
と
錯
誤
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
事
情
は
同
様
で
あ
る
（
こ
の
「
解
除
論
」
で
も
弁
済
意
思
の
不
表
見
的
不
合
致
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

　
る
こ
と
に
注
意
）
。

（
3
）
　
神
戸
説
に
お
け
る
物
権
変
動
や
無
因
行
為
に
つ
い
て
の
日
独
民
法
の
制
度
の
差
異
に
つ
い
て
の
慎
重
な
検
討
を
見
よ
。
こ
こ
で
も
事
実
と
規
範

　
と
の
峻
別
か
ら
、
比
較
法
的
知
識
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
解
釈
論
の
直
接
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
こ
と
が
、
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
、
神
戸
説
は
極
め

　
て
ド
イ
ッ
法
的
な
厳
格
な
論
理
を
取
り
な
が
ら
、
ド
イ
ッ
の
学
説
に
盲
従
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
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三
　
「
契
約
解
除
論
」
の
論
点

弁
済
意
思
の
問
題

　
債
務
の
履
行
に
つ
い
て
、
弁
済
意
思
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
は
、
ド
イ
ッ
法
も
わ
が
民
法
で
も
昔
か
ら
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
債
務

者
の
弁
済
意
思
を
要
す
る
と
す
る
立
場
（
債
務
者
意
思
説
）
、
債
権
者
の
意
思
を
要
す
る
と
す
る
立
場
（
債
権
者
意
思
説
）
、
債
権
者
、
債
務
者

双
方
の
意
思
を
要
す
る
と
す
る
立
場
（
双
方
意
思
説
）
、
債
権
者
債
務
者
い
ず
れ
の
意
思
を
も
要
し
な
い
と
す
る
立
場
（
弁
済
意
思
不
要
説
）
な

ど
、
あ
ら
ゆ
る
立
場
が
そ
れ
ぞ
れ
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
意
思
の
性
質
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
意
思
表
示
と
見
る
か
、
事
実
的
存

在
と
見
る
か
、
単
な
る
動
機
・
縁
由
と
見
る
か
な
ど
、
説
が
別
れ
て
い
る
の
で
、
学
説
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
を
示
す
。
近
時
の
学
説
は
、

ド
イ
ッ
も
日
本
も
弁
済
意
思
を
不
要
と
説
く
立
場
が
次
第
に
有
力
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
主
張
す
る
論
拠
や
意
味
・
内
容
で
一
致
し

て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

　
神
戸
説
は
、
弁
済
を
二
つ
の
場
合
に
区
別
し
て
議
論
を
始
め
る
。
す
な
わ
ち
弁
済
に
つ
い
て
当
事
者
問
に
物
権
移
転
に
つ
き
法
律
行
為

が
な
さ
れ
る
場
合
と
、
当
事
者
間
に
か
か
る
法
律
行
為
が
な
さ
れ
な
い
場
合
と
を
分
け
て
、
こ
の
第
一
の
場
合
た
る
物
権
行
為
を
含
む
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

済
に
つ
い
て
の
弁
済
意
思
を
問
題
と
さ
れ
、
当
事
者
双
方
の
弁
済
意
思
の
存
在
と
そ
の
表
示
と
を
と
も
に
法
律
行
為
と
し
て
必
要
と
主
張

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
場
合
の
弁
済
意
思
に
つ
い
て
は
、
神
戸
説
は
、
第
一
の
場
合
と
同
様
に
見
る
こ
と
が
果
た
し

て
正
当
か
ど
う
か
の
議
論
は
、
「
コ
レ
ヲ
他
日
二
譲
ラ
ン
ト
欲
ス
蓋
シ
是
レ
極
メ
テ
重
要
ナ
ル
問
題
ニ
シ
テ
特
別
ノ
論
究
ヲ
要
ス
ル
ガ
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ナ
リ
」
と
し
て
態
度
を
留
保
し
て
い
る
。

（
1
）
　
こ
れ
は
「
解
除
論
」
が
、
民
法
第
五
百
四
十
五
条
第
一
項
但
書
の
第
三
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
を
得
ず
と
い
う
条
文
の
解
釈
論
と
し
て
書
か

　
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
論
点
を
正
確
に
限
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
弁
済
行
為
一
般
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
大
上
段
に
議
論
し

　
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
条
文
の
正
確
な
解
釈
か
ら
、
帰
納
的
に
弁
済
の
特
殊
な
形
態
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
の
着
実
な

　地固めの

上
で
、
更
に
議
論
を
進
め
よ
う
と
す
る
先
生
の
態
度
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
の
精
密
な
議
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論
を
飛
ば
し
て
、
例
え
ば
不
作
為
債
権
の
履
行
と
い
っ
た
特
殊
例
の
弁
済
意
思
を
、
あ
ら
ゆ
る
弁
済
に
一
般
化
す
る
よ
う
な
思
考
は
、
概
念
的
で
あ

　
り
、
危
険
な
方
法
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
世
に
概
念
法
学
の
代
表
と
目
さ
れ
て
い
る
神
戸
先
生
の
、
こ
の
慎
重
な
態
度
に
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
特
殊
例
を
ど
う
見
る
か
に
つ
い
て
の
先
生
の
説
が
公
表
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。

　
　
法
典
は
理
論
書
で
は
な
く
、
日
常
頻
繁
に
お
こ
る
典
型
的
な
事
例
に
つ
い
て
規
定
す
れ
ば
た
り
る
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
必
要
で
も
あ
る
。

　
　
仮
に
不
作
為
債
権
に
お
け
る
弁
済
に
弁
済
意
思
が
不
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
物
権
移
転
の
場
合
の
弁
済
意
思
の
問
題
は
依
然
と
し
て
残
る
の
で
、

　
こ
れ
が
日
常
極
め
て
頻
繁
な
取
引
現
象
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
く
、
そ
の
法
理
論
の
解
明
は
必
要
不
可
欠
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、

　
こ
の
日
常
的
な
現
象
に
つ
い
て
民
法
が
弁
済
意
思
を
要
求
し
、
そ
れ
を
法
律
行
為
的
効
果
意
思
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
弁
済
意
思
が
な
く

　
と
も
弁
済
が
な
お
可
能
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
、
解
釈
論
上
の
根
拠
や
取
引
上
の
必
要
性
が
、
よ
り
具
体
的
・
正
確
に
論
証

　
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

（
2
）
　
弁
済
行
為
に
つ
い
て
債
権
者
・
債
務
者
双
方
の
弁
済
意
思
の
合
致
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
神
戸
先
生
が
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う

　
に
、
ド
イ
ッ
民
法
上
の
学
説
と
し
て
は
ζ
彗
蒔
F
＞
⇒
≦
①
巳
毒
窃
碧
画
9
α
零
＜
○
お
。
ぼ
聾
雪
魯
霞
島
①
勾
Φ
9
駐
碧
ω
魯
覧
8
ψ
島
糞

　
≦
旨
①
霧
①
鱒
犀
歪
轟
2
仁
巳
≦
旨
2
鋸
ζ
。
P
ω
」
9
臣
に
も
見
ら
れ
る
が
、
竃
帥
巳
σ
q
犀
は
弁
済
行
為
一
般
に
つ
い
て
弁
済
意
思
の
必
要
な
こ

　
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
神
戸
先
生
の
よ
う
な
弁
済
行
為
の
区
別
を
せ
ず
、
ま
た
物
権
の
移
転
に
つ
い
て
弁
済
意
思
と
物
権
変
動
の
意
思
と
の

　
関
係
を
論
じ
て
は
い
な
い
。
こ
こ
は
日
本
民
法
の
物
権
移
転
制
度
に
固
有
の
問
題
で
あ
り
、
神
戸
学
説
の
独
自
の
理
論
展
開
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

　
う
。
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四
　
意
思
表
示
と
し
て
の
弁
済
意
思
の
論
拠

　
履
行
行
為
が
物
権
移
転
を
含
む
場
合
に
当
事
者
の
弁
済
意
思
が
法
律
行
為
的
意
思
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
す
る
論
拠
と
し
て
、
神
戸
説

は
ま
ず
弁
済
意
思
を
不
要
と
す
る
立
場
の
重
要
な
論
拠
で
あ
る
弁
済
充
当
の
規
定
を
取
り
上
げ
て
、
弁
済
充
当
と
弁
済
と
は
別
の
観
念
で

あ
り
、
弁
済
充
当
の
規
定
は
、
弁
済
意
思
が
弁
済
行
為
の
組
成
分
子
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
に
は
関
係
が
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
（
六
一
二

頁
以
下
参
照
）
。

　
神
戸
説
が
積
極
的
な
論
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
当
事
者
の
物
権
変
動
に
向
け
ら
れ
た
意
思
と
、
弁
済
意
思
と
は
、
一
定
の
出
椙
に
つ
い



て
の
手
段
・
目
的
の
意
思
と
し
て
不
可
分
一
体
の
も
の
で
あ
り
こ
れ
は
元
来
一
個
の
意
思
と
し
て
心
理
的
に
も
法
律
的
に
も
切
り
離
す
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
が
で
き
な
い
（
特
別
に
無
因
行
為
と
す
る
立
法
を
採
ら
な
い
限
り
）
と
い
う
認
識
で
あ
る
（
六
七
頁
以
下
参
照
）
。

　
こ
の
弁
済
行
為
に
お
け
る
当
事
者
意
思
の
総
合
的
把
握
が
、
極
め
て
常
識
的
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
精
密
に
分
析
さ
れ
論
証
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
神
戸
先
生
の
学
説
の
特
長
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
考
察
の
対
象
た
る
生
活
事
実
と
し
て
の
当
事
者
の
意
思
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
の
意
味
づ
け
、
引
き
渡
し
の
意
味
等
々
の
諸
点
に
つ
い
て
の
着
実
な
観
察
が
、
実
に
理
路
整
然
と
分
析
さ
れ
、
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）
　
神
戸
説
に
お
け
る
目
的
意
思
と
手
段
意
思
と
の
不
可
分
一
体
性
、
従
っ
て
ま
た
そ
れ
ら
の
表
示
の
不
可
分
一
体
性
の
認
識
。
物
の
引
き
渡
し
の

　
意
味
づ
け
、
そ
れ
を
現
実
に
可
能
と
す
る
諸
条
件
の
吟
味
（
弁
済
意
思
の
合
致
・
不
合
致
。
ま
た
誤
解
性
あ
る
弁
済
意
思
を
め
ぐ
る
不
表
見
的
不
合

　
致
の
問
題
等
々
）
。
神
戸
先
生
の
名
著
「
契
約
総
則
」
に
お
け
る
合
致
論
が
、
こ
こ
で
は
弁
済
行
為
に
つ
い
て
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
「
契
約

　
総
則
」
と
「
契
約
解
除
論
」
と
は
、
実
は
理
論
的
に
連
続
し
た
著
作
な
の
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
の
具
体
的
展
開
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
2
）
　
神
戸
説
が
弁
済
意
思
を
法
律
行
為
的
効
果
意
思
と
見
る
主
張
に
関
連
し
て
、
効
果
意
思
と
動
機
・
縁
由
と
の
区
別
が
、
売
買
や
贈
与
（
と
く
に

　
贈
与
に
お
け
る
贈
与
原
因
と
動
機
・
縁
由
と
の
区
別
は
困
難
な
問
題
）
の
実
例
を
上
げ
て
、
懇
切
丁
寧
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
神
戸
学
説
に
特

　
長
的
な
叙
述
で
あ
る
。
こ
の
詳
細
過
ぎ
る
ほ
ど
の
説
明
に
読
者
の
息
が
切
れ
て
し
ま
い
、
先
生
の
著
述
を
読
み
難
い
も
の
と
し
て
い
る
傾
き
が
な
い

　
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
読
者
の
方
の
責
任
で
あ
ろ
う
。

神戸寅次郎「契約解除論」再考

五
　
物
権
契
約
論

　
「
契
約
解
除
論
」
は
、
解
除
の
効
果
を
解
明
す
る
先
決
問
題
と
し
て
、
前
記
の
弁
済
行
為
論
、
と
く
に
弁
済
意
思
の
法
律
行
為
的
意
思

と
し
て
の
特
質
を
論
じ
た
の
ち
に
、
い
わ
ゆ
る
物
権
行
為
・
物
権
契
約
の
概
念
を
、
と
く
に
そ
の
有
因
・
無
因
性
の
問
題
を
中
心
と
し
て

日
本
・
ド
イ
ッ
民
法
の
制
度
の
比
較
か
ら
詳
細
に
検
討
す
る
（
第
五
節
・
一
一
七
頁
以
下
）
。

　
こ
こ
で
は
意
思
表
示
と
法
律
行
為
と
の
区
別
が
、
従
来
の
学
説
で
は
充
分
に
正
確
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
原
因
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。
き
鶏
が
厳
格
に
は
当
事
者
一
方
の
意
思
な
い
し
意
思
表
示
に
つ
い
て
の
み
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
行
為
に

つ
い
て
も
意
味
が
あ
る
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
に
い
た
り
、
有
因
・
無
因
行
為
の
議
論
に
混
乱
を
招
来
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
一

二
四
頁
）
。

　
神
戸
説
に
よ
れ
ば
、
無
因
行
為
の
真
義
は
「
人
ガ
一
ッ
ノ
法
律
行
為
ヲ
為
ス
ニ
当
タ
リ
心
理
上
自
然
的
二
生
ス
ル
所
ノ
法
律
行
為
的
意

思
表
示
ノ
中
ヨ
リ
人
工
的
二
数
個
ノ
意
思
表
示
ノ
ミ
ヲ
抽
出
シ
ソ
ノ
抽
出
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ノ
ミ
ヲ
持
ッ
テ
ソ
ノ
組
成
分
子
ト
為
ス
モ
ノ

ヲ
言
フ
換
言
ス
レ
ハ
通
例
単
二
一
個
ノ
主
観
的
出
椙
ト
一
個
ノ
主
観
的
原
因
ト
ヲ
以
テ
ソ
ノ
組
成
分
子
ト
為
ス
モ
ノ
ヲ
言
フ
ナ
リ
」
。

　
こ
の
よ
う
に
無
因
行
為
の
内
容
を
確
定
し
た
後
に
、
「
解
除
論
」
は
い
わ
ゆ
る
物
権
契
約
の
意
味
を
、
ド
イ
ッ
民
法
の
法
制
度
に
お
い

て
そ
の
要
件
た
る
各
法
律
事
実
に
つ
き
検
討
し
、
効
果
を
吟
味
し
、
日
本
民
法
第
百
七
十
六
条
に
お
け
る
「
意
思
表
示
」
の
意
味
と
比
較

し
て
、
日
独
両
民
法
に
お
い
て
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
神
戸
学
説
が
従
来
研
究
対
象
と
し
て
き
た
「
無
因
契
約
論
」
あ
る
い
は
「
相
対
的
物
権
」
と
い
う
問
題
が
、
弁
済
行
為
の
場

面
で
再
び
登
場
す
る
。
結
論
と
し
て
神
戸
説
は
、
ド
イ
ッ
民
法
の
規
定
す
る
物
権
契
約
は
、
日
本
民
法
に
お
け
る
物
権
的
意
思
表
示
と
全

く
意
味
を
異
に
す
る
故
に
、
日
本
民
法
に
お
い
て
物
権
行
為
の
無
因
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
民
法
第
百
七
十
六
条
の
解
釈
と
し
て
は
誤
り

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
立
法
論
と
し
て
も
特
別
の
実
益
が
な
い
と
主
張
す
る
（
一
五
二
頁
）
。

　
こ
う
し
て
「
解
除
論
」
は
、
弁
済
行
為
に
お
け
る
弁
済
意
思
の
問
題
、
弁
済
行
為
に
含
ま
れ
る
物
権
契
約
な
い
し
物
権
的
意
思
表
示
の

内
容
、
そ
し
て
物
権
行
為
の
有
因
・
無
因
性
の
問
題
を
か
た
づ
け
た
後
に
、
弁
済
と
物
権
契
約
な
い
し
物
権
的
意
思
表
示
と
の
関
係
如
何

と
い
う
問
題
に
立
ち
戻
る
（
一
五
八
頁
。
弁
済
意
思
を
め
ぐ
る
各
学
説
の
検
討
に
つ
い
て
は
一
六
六
頁
参
照
）
。
そ
の
結
論
は
、
弁
済
行
為
は
、
当

事
者
が
法
律
行
為
的
意
思
表
示
を
為
す
こ
と
を
要
す
る
場
合
に
は
法
律
行
為
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
物
権
契
約
な

る
も
の
は
日
本
民
法
に
お
い
て
原
則
と
し
て
一
つ
の
法
律
事
実
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
組
成
分
子
と
す
る
法
律
行
為
U
弁
済
行
為
”
は
、
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

因
行
為
た
る
性
質
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
一
七
一
頁
）
。
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（
1
）
　
意
思
表
示
と
法
律
行
為
の
正
確
な
区
別
（
各
条
文
に
お
け
る
表
現
の
微
妙
な
差
異
に
留
意
す
る
、
立
法
趣
旨
の
厳
密
な
探
究
）
は
、
神
戸
説
の

特
質
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
「
契
約
総
則
」
に
お
け
る
第
五
百
二
十
六
条
の
承
諾
の
意
思
表
示
と
契
約
成
立
の
問
題
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

　
精
密
な
考
察
が
、
こ
こ
で
は
第
百
七
十
六
条
の
「
意
思
表
示
ノ
ミ
ニ
ヨ
リ
」
の
文
言
の
解
釈
に
も
再
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　
こ
れ
は
屡
々
「
条
文
の
一
点
一
画
を
も
疎
か
に
し
な
い
神
戸
解
釈
学
の
特
色
」
と
し
て
従
来
着
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
単
な
る

　
文
言
・
字
面
に
拘
泥
す
る
杓
子
定
規
の
解
釈
と
見
る
こ
と
は
皮
相
な
見
方
で
あ
っ
て
、
各
規
定
の
立
法
趣
旨
を
い
か
に
し
て
正
確
に
把
握
す
る
か
と

　
い
う
方
法
の
問
題
で
あ
る
と
共
に
、
法
律
事
実
・
法
律
要
件
・
法
律
効
果
を
極
め
て
厳
格
に
分
析
し
て
、
い
か
に
し
て
法
論
理
を
正
確
に
構
成
す
る

　
か
と
い
う
学
問
的
努
力
の
現
れ
で
あ
る
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
物
権
契
約
や
有
因
・
無
因
性
あ
る
い
は
先
生
の
い
わ
ゆ
る
相
対
的
物
権

　
と
い
う
よ
う
な
理
論
か
ら
、
日
独
法
制
の
差
異
に
明
晰
な
分
析
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
戸
説
が
当
時
の
一
般
的
風
潮
で
あ
っ
た
ド
イ
ッ
法

　
学
へ
の
盲
従
と
は
明
確
な
一
線
を
引
か
れ
て
い
た
こ
と
も
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

六
　
日
本
民
法
上
の
解
除
の
効
力
（
第
三
章
）

神戸寅次郎「契約解除論」再考

　
以
上
の
第
一
章
「
解
除
の
意
義
」
、
第
二
章
「
解
除
の
効
力
に
関
す
る
学
説
」
と
く
に
そ
の
第
四
節
の
弁
済
行
為
の
性
質
論
な
ら
び
に

第
五
節
の
物
権
行
為
論
と
い
う
、
一
連
の
累
々
た
る
理
論
構
築
を
経
て
、
「
契
約
解
除
論
」
は
よ
う
や
く
民
法
第
五
百
四
十
五
条
に
規
定

す
る
わ
が
民
法
の
解
除
の
効
果
に
関
す
る
総
合
的
な
解
釈
を
提
示
す
る
。
本
章
は
前
二
章
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
神
戸
学
説
の
、
い
わ
ば

纏
め
の
章
に
当
た
る
。

　
す
な
わ
ち
神
戸
説
に
お
い
て
は
、
わ
が
民
法
の
解
除
な
る
法
律
行
為
は
、
任
意
的
法
律
効
果
（
遡
及
性
あ
る
物
権
的
な
権
利
消
滅
の
効
果
）

と
法
定
的
法
律
効
果
（
遡
及
性
な
き
債
権
的
な
権
利
発
生
の
効
果
）
と
い
う
二
種
類
の
性
質
と
内
容
と
を
異
に
す
る
法
律
効
果
を
発
生
す
る
法

律
要
件
で
あ
り
、
第
五
百
四
十
五
条
は
、
こ
の
う
ち
の
一
部
た
る
法
定
的
効
果
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
定
的
法
律
効
果
は
、

遡
及
的
に
契
約
を
消
滅
す
る
と
い
う
任
意
的
効
果
の
目
的
を
徹
底
し
て
実
現
す
る
た
め
の
手
段
た
る
職
責
を
担
う
も
の
と
し
て
、
法
が
規

定
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
一
八
O
頁
）
。
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こ
の
理
論
の
正
当
性
が
、
契
約
上
の
債
務
が
履
行
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
す
で
に
履
行
が
終
わ
っ
て
い
る
場
合
（
労
務
が
目
的
た
る
場
合
、

物
権
の
設
定
・
移
転
を
目
的
と
す
る
場
合
）
、
債
権
譲
渡
の
場
合
等
々
に
つ
き
、
第
三
者
の
権
利
が
関
係
す
る
時
と
関
係
し
な
い
時
と
に
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
て
、
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
（
一
八
一
頁
以
下
）
。

　
さ
ら
に
「
解
除
論
」
は
、
第
五
百
四
十
五
条
の
解
釈
論
と
し
て
、
第
二
項
の
金
銭
・
利
息
の
返
還
義
務
の
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容

が
第
一
項
の
原
状
回
復
義
務
の
内
容
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
利
息
以
外
の
果
実
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
論
じ

て
い
る
（
二
四
五
頁
）
。
こ
こ
で
は
利
息
・
元
金
の
返
還
が
、
解
除
の
目
的
た
る
「
原
状
回
復
」
の
内
容
か
ら
導
か
れ
て
お
り
、
不
当
利
得

の
一
般
原
則
と
は
切
り
離
し
て
論
じ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
同
様
に
目
的
物
が
滅
失
・
殿
損
し
た
場
合
の
価
格
返
還
義
務
の
範
囲
に

関
す
る
学
説
の
対
立
に
つ
い
て
も
、
回
復
さ
れ
る
べ
き
「
原
状
」
の
意
味
か
ら
、
神
戸
説
は
独
特
の
簡
明
な
解
決
を
導
い
て
い
る
（
二
五

四
頁
）
。

　
最
後
に
「
解
除
論
」
は
、
そ
の
性
質
・
発
生
原
因
に
つ
き
学
説
の
争
う
第
五
百
四
十
五
条
第
三
項
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
問
題
を
と
り

あ
げ
、
こ
の
規
定
は
、
解
除
権
の
行
使
は
解
除
前
す
で
に
発
生
し
て
い
る
損
害
の
賠
償
請
求
権
の
存
在
お
よ
び
行
使
を
妨
げ
な
い
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

意
味
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
当
事
者
間
に
お
け
る
解
除
の
遡
及
効
の
制
限
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
（
一
一
五
八
頁
）
。

　
以
上
の
記
述
を
も
っ
て
民
法
第
五
百
四
十
五
条
全
体
の
解
釈
論
と
し
て
神
戸
先
生
の
「
契
約
解
除
論
」
は
完
結
し
て
い
る
。
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（
1
）
　
と
く
に
解
除
の
効
果
と
し
て
弁
済
行
為
に
よ
り
移
転
し
た
物
権
が
わ
が
民
法
上
は
当
然
に
原
権
利
者
に
復
帰
す
る
と
解
す
る
理
由
付
け
が
、
弁

　
済
意
思
の
合
意
が
原
始
不
能
の
法
理
か
ら
導
か
れ
て
い
る
点
が
、
そ
の
法
律
行
為
理
論
の
展
開
と
し
て
興
味
深
い
点
で
あ
る
（
一
九
三
頁
）
。
ま
た

　
ド
イ
ッ
法
的
な
無
因
行
為
の
構
成
を
わ
が
民
法
が
採
り
得
な
い
理
由
と
し
て
、
対
抗
要
件
主
義
を
と
る
わ
が
民
法
の
物
権
制
度
の
も
と
で
は
、
相
対

　
的
物
権
を
認
め
る
理
論
構
成
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
や
法
典
上
の
根
拠
を
欠
く
こ
と
の
主
張
等
が
丹
念
に
論
証
さ
れ
て
い
る
（
一
九
四
頁
以
下
）
。

　
さ
ら
に
債
権
譲
渡
契
約
の
解
除
に
お
け
る
債
権
の
復
帰
と
原
状
回
復
義
務
と
し
て
の
譲
受
人
の
通
知
義
務
が
興
味
あ
る
論
旨
で
あ
る
（
二
一
〇
頁
）
。

　
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
第
三
者
は
、
当
事
者
の
契
約
を
唯
一
の
成
立
要
件
と
し
て
法
律
関
係
に
入
る
点
で
、
一
般
の
第
三
者
と
は
異
な
り
、

　
第
五
百
四
十
五
条
の
第
三
者
に
あ
た
ら
な
い
と
す
る
（
二
四
二
頁
）
。



（
2
）
　
契
約
上
の
債
務
の
不
履
行
に
よ
り
生
じ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
は
、
給
付
に
代
わ
る
べ
き
損
害
賠
償
請
求
権
と
そ
れ
以
外
の
損
害
賠
償
請
求
権

　
が
あ
り
（
例
え
ば
遅
延
損
害
あ
る
い
は
給
付
と
反
対
給
付
と
の
差
額
）
、
前
者
は
遡
及
効
が
及
ぶ
が
後
者
に
つ
い
て
は
遡
及
効
が
及
ば
な
い
と
す
る

　
も
の
で
、
立
法
者
は
極
め
て
巧
み
な
立
法
政
策
に
よ
り
遡
及
効
を
制
限
し
、
当
事
者
を
完
全
に
保
護
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
の
規
定
を
設
け
た
も
の
で

　
あ
る
と
す
る
（
二
六
二
頁
）
。

七
　
残
さ
れ
た
論
点

　
以
上
の
よ
う
に
「
契
約
解
除
論
」
の
論
旨
を
読
ん
で
く
る
こ
と
が
、
そ
の
大
筋
に
お
い
て
大
き
な
誤
り
が
な
い
と
仮
定
す
る
と
、
神
戸

先
生
が
こ
こ
で
な
お
残
さ
れ
た
幾
つ
か
の
論
点
が
、
我
々
の
宿
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う

な
諸
点
で
あ
る
。

神戸寅次郎「契約解除論」再考

　
1
　
不
作
為
債
務
等
に
お
け
る
弁
済
意
思
の
問
題

　
債
務
の
履
行
が
物
権
変
動
を
伴
わ
な
い
事
実
行
為
と
し
て
な
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
の
契
約
解
除
の
効
果
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
の
弁
済

意
思
・
弁
済
行
為
の
性
質
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
。
前
記
の
よ
う
に
「
解
除
論
」
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
当
事
者
間
に
物
権
の
移

転
が
な
さ
れ
る
場
合
の
弁
済
行
為
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で
、
神
戸
説
は
こ
の
場
合
の
弁
済
行
為
を
、
物
権
移
転
の
意
思
と
債
権
消
滅

に
向
け
ら
れ
た
弁
済
意
思
と
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
総
合
的
一
体
の
効
果
意
思
を
要
素
と
す
る
契
約
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
物
権
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
（
2
）

為
を
含
ま
な
い
場
合
の
弁
済
を
ど
う
見
る
か
は
、
態
度
を
留
保
し
て
い
る
（
六
七
頁
）
。

　
不
作
為
債
務
の
履
行
に
弁
済
意
思
が
必
要
か
ど
う
か
は
、
昔
か
ら
議
論
が
あ
る
。

　
弁
済
意
思
を
要
す
る
と
す
る
立
場
で
も
、
そ
の
説
明
に
苦
慮
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
竃
讐
一
讐
は
、
弁
済
意
思
な
く
し
て
不
作

為
の
状
態
が
維
持
さ
れ
た
場
合
を
、
代
物
弁
済
と
し
て
説
明
す
る
が
、
か
な
り
に
苦
し
い
説
明
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
に
お
い
て
、
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お
よ
そ
不
作
為
を
債
務
と
し
て
契
約
す
る
こ
と
は
不
作
為
と
い
う
行
為
に
向
け
ら
れ
た
債
務
者
の
意
思
を
拘
束
す
る
こ
と
に
契
約
す
る
意

味
が
あ
る
の
で
、
単
な
る
事
実
と
し
て
の
不
作
為
の
状
況
が
約
束
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
規
範
の
設
定
と
し
て
の
契
約
が
単
な
る
事
実
を
約

束
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
）
。

　
た
だ
意
思
的
不
作
為
に
よ
り
齎
さ
れ
る
と
同
一
の
結
果
が
、
不
可
抗
力
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
現
実
に
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
け
で

（
例
え
ば
債
務
者
の
発
病
・
怪
我
に
よ
る
作
為
不
能
の
結
果
と
し
て
の
不
作
為
）
、
こ
の
場
合
に
は
、
債
務
が
目
的
到
達
に
よ
り
消
滅
す
る
と
見
て

も
よ
い
し
、
債
務
不
履
行
で
あ
る
が
、
債
務
者
に
損
害
が
な
い
（
損
害
な
け
れ
ば
責
任
な
し
）
故
に
、
あ
る
い
は
不
可
抗
力
に
よ
る
履
行
不
能

と
同
様
に
見
て
、
債
務
消
滅
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
（
双
務
契
約
に
お
い
て
は
、
相
手
方
の
反
対
給
付
義
務
H
不
作
為
に
対
す
る
対

価
11
の
運
命
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は
危
険
負
担
そ
の
他
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
不
作
為
債
務
者
の
帰
責
性
が
問
題
と

な
る
）
。

　
不
作
為
債
務
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
弁
済
意
思
が
な
い
の
に
も
拘
ら
ず
　
　
従
っ
て
真
正
の
弁
済
行
為
が
な
い
の
に
も
拘
ら
ず

債
務
不
履
行
の
責
任
を
生
じ
な
い
こ
と
が
事
実
上
あ
り
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
履
行
に
弁
済
意
思
を
要
し
な
い
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（
1
）
　
も
っ
と
も
「
解
除
論
」
一
八
六
頁
以
下
は
、
解
除
の
効
果
と
し
て
の
現
状
回
復
義
務
を
生
ず
る
例
と
し
て
、
労
務
の
提
供
あ
る
い
は
物
を
使
用

　
す
る
債
務
が
履
行
さ
れ
た
場
合
を
あ
げ
て
、
第
五
百
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
現
状
回
復
義
務
の
適
用
さ
れ
る
典
型
的
場
合
と
し
て
論
じ
て
い

　
る
か
ら
、
か
か
る
履
行
行
為
を
民
法
の
解
除
規
定
の
適
用
場
面
と
し
て
当
然
視
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
2
）
　
直
接
に
解
除
の
場
合
で
は
な
い
が
、
物
権
移
転
が
特
定
物
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
金
銭
債
務
の
よ
う
な
種
類
物
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
種
類
債

　
務
の
履
行
行
為
に
お
い
て
も
、
そ
の
弁
済
意
思
の
取
扱
は
重
大
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
弁
済
意
思
が
法
律
行
為
的
意
思
と
し
て
、
弁
済
行
為
の
要

　
素
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
利
息
と
し
て
当
事
者
間
に
授
受
さ
れ
た
金
銭
を
、
元
本
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
、
特
別
な
明
文
の
規
定
な
し
に
は
不
可
能
で

　
は
な
い
か
？
（
利
息
制
限
法
の
近
時
通
説
・
判
例
理
論
に
対
す
る
疑
問
。
学
説
の
援
用
す
る
天
引
に
関
す
る
規
定
を
類
推
す
る
合
理
性
は
あ
る
か
）
。

　
履
行
行
為
が
法
律
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、
履
行
行
為
に
つ
い
て
も
契
約
自
由
の
原
則
が
は
た
ら
く
で
あ
ろ
う
。
法
定
充
当
に
関
す
る
規
定
が
、
弁
済



意
思
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
、
弁
済
意
思
を
不
要
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
神
戸
説
が
正
当
に
指
摘
す
る
通
り
。

　
2
　
弁
済
意
思
の
表
示
の
問
題
ー
い
わ
ゆ
る
意
思
実
現
行
為
に
よ
る
弁
済
意
思
の
実
現

　
神
戸
説
は
、
弁
済
意
思
を
法
律
行
為
的
な
効
果
意
思
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
表
示
を
必
要
と
す
る
。
た
だ
こ
の
弁
済
意
思
は
、
給
付
行

為
が
な
さ
れ
る
に
際
し
て
、
当
事
者
間
に
お
い
て
は
当
然
に
了
解
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
（
た
だ
し
数
個
の
債
権
が
併
存
し
て
い
る
よ
う
な
場

合
に
は
、
ど
の
債
務
の
弁
済
な
の
か
が
明
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
）
だ
か
ら
、
多
く
は
黙
示
の
意
思
表
示
の
形
を
取
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
法
律
行
為
と
し
て
の
弁
済
行
為
に
お
け
る
弁
済
意
思
は
、
と
く
に
相
手
方
と
の
従
前
か
ら
の
関
係
や
取
引
慣
行
か
ら
、

表
示
・
通
知
を
必
要
と
し
な
い
場
合
も
あ
り
え
よ
う
（
と
く
に
弁
済
が
自
己
契
約
や
双
方
代
理
に
よ
る
場
合
）
。
か
か
る
場
合
に
は
弁
済
意
思

が
、
意
思
表
示
で
は
な
く
、
意
思
実
現
行
為
に
よ
っ
て
効
力
を
生
ず
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
不
作
為
債
務
の
弁
済
な
ど

は
、
か
か
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
（
作
為
で
は
、
そ
の
作
為
行
為
を
相
手
方
が
認
識
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
弁
済
意
思
の

黙
示
の
表
示
た
り
う
る
が
、
不
作
為
で
は
こ
の
認
識
の
対
象
を
欠
く
こ
と
が
多
い
）
。
し
か
し
表
示
・
通
知
を
要
し
な
い
こ
と
は
、
弁
済
意
思
を
不

要
と
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

神戸寅次郎「契約解除論」再考

　
3
　
現
状
回
復
義
務
相
互
の
関
係

　
「
解
除
論
」
は
、
当
事
者
一
方
の
現
状
回
復
義
務
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
双
方
当
事
者
間
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
原
状
回
復
義
務
の

相
互
の
関
係
が
、
な
お
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
例
え
ば
同
時
履
行
の
抗
弁
権
の
規
定
の
原
状
回
復
義
務
に
つ
い
て
の
準
用
、
ま
た
原
状

回
復
義
務
の
不
能
の
場
合
の
危
険
負
担
あ
る
い
は
損
害
賠
償
請
求
権
の
範
囲
（
「
解
除
論
」
は
、
損
害
賠
償
に
つ
き
、
反
対
給
付
と
の
差
額
の
問
題

に
簡
単
に
触
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
事
者
双
方
の
義
務
の
相
互
関
係
の
問
題
で
あ
る
）
。

　
契
約
解
除
と
い
う
法
律
関
係
を
、
私
的
自
治
に
奉
仕
す
る
「
契
約
」
の
理
論
と
し
て
、
当
事
者
双
方
の
意
思
の
関
連
に
お
い
て
総
合
的
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に
理
解
す
る
道
が
、
今
後
の
民
法
学
に
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
大
き
な
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
以
上
の
本
稿
は
、
神
戸
学
説
を
再
め
て
読
み
直
し
て
見
て
、
そ
の
理
論
の
筋
道
を
体
系
的
に
考
察
す
る
た
め
の
、
筆
者
の
研
究

ノ
ー
ト
の
断
片
的
な
一
環
で
あ
り
、
も
と
よ
り
論
文
の
体
を
な
し
て
い
な
い
し
、
独
立
の
論
文
と
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
も
な
い
。

た
だ
先
学
の
思
考
の
軌
跡
を
追
う
私
的
な
覚
え
書
き
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
い
は
現
在
の
私
法
学
に
対
す
る
問
題
提
起
と
し

て
、
い
さ
さ
か
の
存
在
意
義
が
あ
り
は
し
ま
い
か
と
考
え
て
、
こ
こ
に
発
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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［
附
記
］

　
日
吉
の
学
生
時
代
、
故
田
中
次
郎
先
生
に
ド
イ
ッ
語
の
手
ほ
ど
き
を
お
受
け
し
て
以
来
長
い
月
日
が
経
っ
た
。
宮
澤
浩
一
教
授
は
田
中
先
生
直
門
の

最
初
の
お
弟
子
さ
ん
で
私
は
末
弟
に
当
た
る
。
刑
事
法
と
民
事
法
に
専
攻
の
道
は
分
か
れ
た
が
、
賢
兄
愚
弟
の
お
付
き
合
い
は
公
私
の
生
活
に
及
び
、

い
つ
の
間
に
か
二
人
と
も
田
中
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
お
年
を
越
え
て
し
ま
っ
た
。
数
々
の
ド
イ
ッ
法
学
の
巨
大
な
業
績
を
残
し
て
こ
こ
に
見
事
に
完

職
さ
れ
る
宮
澤
教
授
に
、
喜
ば
れ
る
泉
下
の
田
中
先
生
の
お
顔
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。

　
田
中
次
郎
門
下
の
末
席
よ
り
、
例
に
よ
っ
て
と
り
と
め
な
い
落
穂
ひ
ろ
い
に
も
似
た
小
稿
を
寄
せ
て
、
敬
愛
す
る
宮
澤
浩
一
教
授
に
心
か
ら
ご
挨
拶

申
し
上
げ
る
。
宮
澤
さ
ん
、
ご
完
職
お
め
で
と
う
。
い
つ
ま
で
も
お
元
気
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
五
年
七
月
内
池
慶
四
郎


