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法の「感情的淵源」を科学的に認識するということ

［
訳
者
は
し
が
き
］

　

本
稿
は
、
去
る
二
〇
一
五
年
七
月
一
三
日
に
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で

開
催
さ
れ
た
「
日
仏
法
史
学
セ
ミ
ナ
ー
」
に
お
け
る
、
ジ
ャ
ン
＝
ル

イ
・
ア
ル
ペ
ラ
ン 

高
等
師
範
学
校École norm

ale supérieure

（
Ｅ
Ｎ
Ｓ
）
教
授
の
講
演
原
稿
を
邦
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン

ス
近
代
法
史
研
究
に
お
け
る
気
鋭
の
泰
斗
た
る
ア
ル
ペ
ラ
ン
教
授
の

業
績
に
つ
い
て
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
以
下
ご
く
簡
単
に
そ
の

経
歴
を
紹
介
さ
せ
て
頂
く
。

　

一
九
六
〇
年
に
生
誕
さ
れ
た
ア
ル
ペ
ラ
ン
教
授
は
、
高
等
師
範
学

校
に
学
ん
だ
（
一
九
七
九
～
一
九
八
二
年
）
後
、
パ
リ
第
二
大
学
に

提
出
の
博
士
論
文
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
下
（
一
七
九
〇
～
一
七
九
九

年
）
の
破
毀
裁
判
所
と
諸
権
力
』（
一
九
八
七
年
公
刊
）＊
を
も
っ
て
、

一
九
八
五
年
に
学
位
取
得
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
八
年
に
は
法

制
史
の
教
授
資
格
を
取
得
さ
れ
、
リ
ヨ
ン
第
三
大
学
教
授
（
一
九
八

八
～
一
九
九
八
年
）、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
大
学
教
授
（
一
九
九
八
～
二

〇
〇
三
年
）
を
経
て
、
二
〇
〇
三
年
よ
り
現
職
に
就
か
れ
て
い
る
。

こ
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
大
学
研
究
院Institut U

niversitaire de 
France

（
Ｉ
Ｕ
Ｆ
）
ジ
ュ
ニ
ア
＝
メ
ン
バ
ー
（
一
九
九
四
～
一
九

九
八
年
）、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
大
学
法
政
治
学
部
長
（
二
〇
〇
〇
～
二

〇
〇
三
年
）、
民
法
典
二
〇
〇
周
年
展
組
織
委
員
長
（
二
〇
〇
四
年
）、

Ｅ
Ｎ
Ｓ
社
会
科
学
部
門
長
（
二
〇
〇
六
～
二
〇
一
〇
年
）、
国
立
科

学
研
究
所
Ｃ
Ｎ
Ｒ
Ｓ
（
部
門
三
六
）
国
家
委
員
（
二
〇
〇
八
～
二
〇

一
二
年
）
を
歴
任
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
七
月
一
日
か
ら
は
、
Ｃ
Ｎ
Ｒ

Ｓ
共
同
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
（
Ｕ
Ｍ
Ｒ
）
七
〇
七
四
「
法
理
論
・
法
分
析 

法
の
「
感
情
的
淵
源
」
を
科
学
的
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と

     

―
―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
衡
平
を
例
と
し
て
─
─ジ

ャ
ン
＝
ル
イ
・
ア
ル
ペ
ラ
ン

薮　

本　

将　

典
／
訳

資 料
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研
究
所Centre de T

héorie et A
nalyse du D

roit

」
の
代
表
を

務
め
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
に
は
、
Ｉ
Ｕ
Ｆ
の
シ
ニ
ア

＝
メ
ン
バ
ー
に
選
出
さ
れ
た
。

　

斯
様
に
多
忙
を
き
わ
め
る
中
、
招
請
に
応
じ
て
頂
い
た
ば
か
り
で

な
く
、
拙
訳
の
掲
載
に
つ
き
、
ご
快
諾
を
賜
っ
た
ア
ル
ペ
ラ
ン
教
授

に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
訳
文
の
検
討
に
際
し
て
は
、

ア
ル
ペ
ラ
ン
教
授
ご
自
身
は
勿
論
、
岩
谷
十
郎 

本
塾
法
学
部
教
授

に
は
、
誤
訳
の
指
摘
を
含
む
示
唆
に
富
ん
だ
貴
重
な
ご
意
見
を
数
多

く
頂
戴
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。（
も
っ
と
も
、
な
お
有
り

得
べ
き
翻
訳
上
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
訳
者
の
責
任
で
あ
る

こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。）

　

な
お
、
本
稿
の
基
と
な
っ
て
い
る
講
演
原
稿
に
は
、
そ
の
性
質
上

注
が
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
邦
訳
に
際
し
て
は
読
者
の
便
宜
を
考
慮

し
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
書
誌
の
情
報
（
邦
訳
書
を
優
先
）
に
限

り
、
簡
単
な
訳
注
を
付
し
た
。
ま
た
、
本
稿
の
掲
載
が
当
初
の
予
定

よ
り
大
幅
に
遅
れ
た
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
訳
者
の
不
手
際
ゆ
え
で
あ

り
、
関
係
各
位
な
ら
び
に
読
者
諸
氏
の
ご
海
容
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。

＊　

Jean-Louis H
alpérin, L

e tribunal de cassation et les 
pouvoirs sous la R

évolution (1790-1799), Paris ; L.G.D
.J., 

1987.

　

著
書
『
法
社
会
学
）
1
（

』
に
お
い
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、

純
粋
に
感
情
的
な
法
創
造
の
要
因
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
い
わ
ゆ
る

正
義
感
情soi-disant sentim

ent de justice

」
で
あ
る
と
し
、
そ

う
し
た
「
感
情
的
淵
源sources sentim

entales

」
に
よ
る
干
渉

の
内
に
あ
る
「
国
民
的
なnationales

」
特
殊
性
、
あ
る
い
は
慣
習

法
と
い
う
「
半
ば
神
秘
主
義
的
な
概
念concept quasi m

ystique

」

を
警
戒
し
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
読
者
に
と
っ
て
、
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
こ
う
し
た
考
察
は
、
多
く
の
法
律
家
、
特

に
民
法
学
者
が
フ
ラ
ン
ス
法
体
系
の
中
に
認
め
て
い
る
衡
平
の
役
割

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
し
ょ
う
。「
法
源source du droit

」
な
い

し
「
衡
平
感
情sentim

ent dʼéquité

」
と
い
う
表
現
は
、
こ
う
し

た
衡
平
と
い
う
言
葉
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
法
に
は
、
衡
平
の
定
義
こ
そ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
特
に
ナ

ポ
レ
オ
ン
法
典
編
纂
時
の
ポ
ル
タ
リ
ス
の
演
説
の
中
で
、
概
念
の
持

つ
崇
高
な
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
名
な
『
民
法
典
序

論
）
2
（

』
に
お
け
る
、
法
律
の
解
釈
と
裁
判
官
の
権
限
に
つ
い
て
論
じ
た

長
い
一
節
の
中
で
、
ポ
ル
タ
リ
ス
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
法
律
が
明
瞭
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法

律
が
不
明
瞭
で
あ
れ
ば
、
規
定
を
敷
衍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法

律
を
欠
い
て
い
る
な
ら
ば
、
慣
習
あ
る
い
は
衡
平
を
参
照
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
衡
平
と
は
、
実
定
法
の
沈
黙
・
矛
盾
・
不
明
瞭
に
際

し
て
の
自
然
法
へ
の
回
帰
で
あ
る
。」
裁
判
官
の
権
限
に
関
す
る
第

四
条
と
第
五
条
を
含
む
、
民
法
典
の
冒
頭
数
カ
条
を
提
案
し
た
演
説

の
中
で
、
ポ
ル
タ
リ
ス
は
、
法
律
が
沈
黙
し
て
い
る
場
合
に
、
裁
判

官
が
衡
平
に
依
拠
す
る
こ
と
も
禁
じ
て
い
ま
す
。「
衡
平
は
法
律
を

補
足
す
る
も
の
で
あ
る
と
常
に
言
わ
れ
て
き
た
［
…
］
衡
平
と
い
う

言
葉
は
、
多
義
的
で
あ
り
得
る
。
時
に
、
公
正
で
あ
ろ
う
と
す
る
恒

常
的
な
意
思
の
み
を
指
す
場
合
、
そ
れ
は
徳
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
ま
た
他
の
場
合
、
衡
平
と
い
う
言
葉
は
、
見
識
あ
る
裁
判
官

と
、
見
識
の
な
い
あ
る
い
は
見
識
の
う
え
で
劣
っ
た
裁
判
官
を
分
け

る
、
あ
る
精
神
的
な
素
質
な
い
し
傾
向
を
意
味
し
て
い
る
［
…
］
し

か
し
、
以
上
は
す
べ
て
倫
理
上
の
衡
平
に
し
か
関
わ
り
が
な
く
、

ロ
ー
マ
の
法
学
者
た
ち
が
心
を
砕
い
て
い
た
司
法
上
の
衡
平
と
は
関

連
が
な
い
［
…
］
法
律
を
真
に
補
充
す
る
も
の
と
は
、
こ
ち
ら
の
衡

平
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
な
く
し
て
裁
判
官
の
職
務
は
十
中
八
九
立
ち

ゆ
か
な
い
。」

　

こ
れ
ら
、
ポ
ル
タ
リ
ス
か
ら
の
引
用
が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を

過
大
評
価
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ポ
ル
タ
リ
ス
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ

た
民
法
典
序
編
の
草
案
に
は
、「
民
事
に
関
し
て
、
裁
判
官
は
適
当

な
法
律
が
無
い
場
合
、
衡
平
を
司
る
者
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
た
一

カ
条
が
あ
り
、
こ
れ
は
国
務
院
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
て
い
ま
す
。
今

日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
民
事
に
関
し
て
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

実
定
法
に
依
拠
し
つ
つ
、
規
範
か
ら
見
出
さ
れ
る
衡
平
を
参
照
す
る

こ
と
の
み
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
律
あ
る
い
は
判

例
に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
す
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
法
実
証
主

義
的
な
参
照
に
つ
い
て
概
観
し
（
１
）、
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
学
者
に

よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
き
た
、
衡
平
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
理
論
を
検

討
し
た
う
え
で
（
２
）、
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
感
情
的
淵
源
を
重
視

す
る
法
実
証
主
義
的
な
認
識
論
に
関
す
る
私
見
を
述
べ
て
（
３
）、

話
を
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
１
）

　

旧
体
制
の
下
で
は
、
裁
判
官
側
の
恣
意
と
い
う
危
険
性
を
警
戒
し

て
、「
神
は
高パ
ル
ル
マ
ン

等
法
院
の
衡
平
か
ら
我
々
を
守
り
給
うD

ieu nous 
garde de lʼéquité des Parlem

ents

」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

革
命
に
よ
る
過
去
と
の
断
絶
と
、
よ
り
強
固
な
法
律
至
上
主
義
の
確

立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
で
は
、
衡
平
に
僅
か
な
が

ら
の
地
位
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
時
代
の
進
展
に
伴
う
諸
々
の
改
革

に
よ
っ
て
、
こ
の
言
葉
へ
の
参
照
を
促
す
規
定
は
、
そ
の
数
を
増
や

し
て
ゆ
き
ま
し
た
。
一
八
〇
四
年
の
編
纂
以
来
、
変
更
を
加
え
ら
れ

て
い
な
い
規
定
は
次
の
通
り
で
す
。
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―
第
五
六
五
条
：「
添
付
権
は
、
異
な
る
二
人
の
持
ち
主
に
帰

属
す
る
二
つ
の
動
産
を
目
的
と
す
る
と
き
は
、
全
面
的
に
自
然

的
衡
平
の
原
則
に
従
う
。」

―
第
一
一
三
五
条
：「
合
意
は
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
性
質
に
応
じ
て
衡
平
、
慣
習
ま
た

は
法
律
が
義
務
と
な
す
結
果
に
つ
い
て
も
、
拘
束
す
る
。」

　

こ
れ
ら
二
つ
の
規
定
に
は
、
次
の
も
の
が
付
け
加
わ
っ
て
い
ま
す
。

―
一
九
六
五
年
の
夫
婦
財
産
制
度
改
革
に
よ
り
、
第
一
五
七
九

条
で
は
、
夫
婦
の
後
得
財
産
参
加
制
を
解
消
す
る
場
合
の
財
産

評
価
に
関
し
て
、
そ
れ
が
「
明
ら
か
に
衡
平
に
反
す
る

résultat m
anifestem

ent contraire à lʼéquité
」
場
合
に

は
、
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
裁
判
所
は

法
規
定
の
適
用
を
除
外
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

―
一
九
六
五
年
の
離
婚
改
革
に
よ
り
、
第
二
七
八
条
で
は
、
元

夫
婦
か
ら
提
示
さ
れ
た
補
償
給
付
が
権
利
と
義
務
を
「
不
公
平

に
定
め
て
い
るfixe inéquitablem

ent

」
場
合
、
裁
判
官
に

は
当
該
合
意
を
拒
否
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

―
一
九
七
六
年
の
財
産
分
割
／
不
分
割
に
関
す
る
改
革
に
よ
り
、

第
八
一
五
条
の
一
三
で
は
、
不
分
割
権
利
者
が
自
ら
の
費
用
で

行
っ
た
不
分
割
財
産
の
改
良
に
つ
き
、
衡
平
に
従
っ
て
考
慮
さ

れ
る
べ
き
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

民
法
典
以
外
で
は
、
次
の
も
の
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。―

一
九
七
六
年
の
デ
ク
レ
に
由
来
し
、
一
九
九
一
年
に
修
正
さ

れ
た
、
民
事
訴
訟
法
典 

第
七
〇
〇
条
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
の
終

了
に
際
し
て
「
裁
判
官
は
、
訴
訟
費
用
を
負
担
す
べ
き
当
事
者
、

こ
れ
に
相
当
す
る
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
敗
訴
し
た
当
事
者

に
対
し
、
訴
訟
費
用
に
は
含
ま
れ
な
い
が
訴
訟
に
必
要
な
費
用

と
し
て
、
裁
判
官
が
決
定
し
た
金
額
の
支
払
い
を
相
手
方
当
事

者
に
命
ず
る
。
裁
判
官
は
衡
平
あ
る
い
は
判
決
を
受
け
た
当
事

者
の
経
済
的
事
情
を
考
慮
す
る
。」

―
労
働
法
典 

第
二
五
二
四
条
の
四
（
一
九
七
三
年
の
旧
労
働

法
典 

第
五
二
五
条
の
四
）
に
お
い
て
、
労
働
争
議
調
停
員
は
、

法
律
、
規
則
お
よ
び
労
働
協
約
に
よ
る
定
め
の
な
い
給
与
や
労

働
条
件
に
関
す
る
争
議
に
つ
き
、「
衡
平
に
則
し
てen 

équité
」
定
立
さ
れ
た
労
働
協
約
を
適
用
し
、
労
働
争
議
を
解

決
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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こ
れ
ら
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
い
ま
少
し
批
評
を
加
え
る
必
要
が

あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
数
こ
そ
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

何
よ
り
も
先
ず
他
の
条
文
、
例
え
ば
裁
判
官
に
よ
る
負
担
の
軽
減

（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典 
第
九
〇
〇
条
の
二
に
お
け
る
負
担
付
贈
与
）、

契
約
に
お
け
る
違
約
条
項
（
同 

第
一
一
五
二
条
、
第
一
一
五
三
条

の
一
お
よ
び
第
一
二
三
一
条
）、
支
払
い
の
期
限
お
よ
び
猶
予
（
同 

第
一
二
四
四
条
）、
事
務
管
理
に
お
け
る
損
害
賠
償
（
同 

第
一
三
七

四
条
）
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
私
の
見
解
で
す
。

今
挙
げ
た
条
文
に
は
、
衡
平
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
裁

判
官
に
損
害
賠
償
の
評
価
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
外
、
は
っ

き
り
と
衡
平
を
謳
っ
て
い
る
条
文
の
列
に
こ
れ
ら
を
加
え
る
理
由
は

見
当
た
り
ま
せ
ん
。
同
様
に
、
欧
州
人
権
条
約 

第
六
条
に
お
け
る
、

「
衡
平
な
裁
判procès équitable

」
と
い
う
非
常
に
重
要
な
概
念

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
当
事
者
が
調
停
人
や
裁
判
官
に
期
待
し
得
べ

き
「
仲
裁
人
と
し
てen am

iable com
positeur

」
裁
定
す
る
権
限

で
あ
る
以
上
、
私
か
ら
す
れ
ば
別
個
に
考
え
る
べ
き
も
の
で
す
。
そ

の
一
方
で
、（
二
つ
の
動
産
の
添
付
に
関
す
る
）
民
法
典 

第
五
六
五

条
や
（
後
得
財
産
参
加
制
に
関
す
る
）
同 

第
一
五
七
九
条
の
よ
う

な
状
況
は
、
非
常
に
稀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

衡
平
の
概
念
に
訴
え
た
判
例
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
状
況
に
は

三
つ
の
類
型
が
見
出
さ
れ
ま
す
。
即
ち
、
①
裁
判
官
が
衡
平
に
言
及

し
つ
つ
法
規
定
を
適
用
し
て
い
る
状
況
、
②
裁
判
官
が
法
律
の
後
ろ

盾
な
し
に
、
自
ら
率
先
し
て
衡
平
を
援
用
し
て
い
る
状
況
、
そ
し
て

③
破
毀
院
が
衡
平
の
観
点
か
ら
不
当
に
出
さ
れ
た
判
決
を
破
毀
し
て

い
る
状
況
、
の
三
つ
で
す
。

　

第
一
の
類
型
に
お
い
て
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
通
り
、
希
有
な
可
能

性
に
応
え
る
も
の
と
し
て
の
（
添
付
に
関
す
る
）
第
五
六
五
条
や

（
夫
婦
財
産
制
に
お
け
る
後
得
財
産
へ
の
参
加
に
関
す
る
）
第
一
五

七
九
条
に
関
わ
る
判
決
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
判
例
の
中
で

よ
り
重
要
な
の
は
、（
一
方
的
な
非
を
被
り
つ
つ
、
配
偶
者
の
職
業

に
も
寄
与
し
て
い
た
）
離
婚
さ
れ
た
側
の
配
偶
者
の
た
め
の
補
償
給

付
の
算
定
に
関
す
る
こ
と
と
、
不
分
割
財
産
に
つ
い
て
必
要
な
費
用

を
支
出
し
た
不
分
割
権
利
者
の
補
償
に
関
す
る
こ
と
の
方
な
の
で
す
。

こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
金
銭
に
よ
る
補
償
が

ど
の
時
点
で
認
め
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
認
め
ら
れ
な
い
か
に
つ
い

て
判
断
す
る
条
件
が
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
判
例

の
大
半
は
、
は
っ
き
り
と
衡
平
に
依
拠
し
て
い
る
民
法
典
の
一
条
文

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
契
約
の
「
結
果suites

」
に
つ
い

て
定
め
た
第
一
一
三
五
条
で
す
。
実
際
、
第
一
一
三
五
条
は
当
事
者

に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
意
思
を
超
え
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
契
約
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あ
る
い
は
債
務
の
「
性
質nature

」
か
ら
、
補
充
的
な
義
務
を
引

き
出
す
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
仕
組
み
は
、
契
約
の

「
駄
目
押
しforçage

」
と
呼
ば
れ
、
安
全
義
務
に
基
づ
い
て
地
中

海
横
断
中
の
事
故
が
判
断
さ
れ
た
、
一
九
一
一
年
一
一
月
二
一
日
の

破
毀
院
判
決
で
初
め
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。（
そ
の
後
、
一
九
一
三

年
に
は
、
鉄
道
事
故
に
関
す
る
二
つ
の
破
毀
院
判
決
が
相
次
い
で
い

ま
す
。）
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
破
毀
院
判
決
は
、
運
送
契
約

が
旅
客
を
目
的
地
ま
で
安
全
無
事
に
運
ぶ
義
務
ま
で
含
む
こ
と
を
認

め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
第
一
一
三
五
条
で
は
な
く
、（
債
務
の
効

果
と
契
約
の
履
行
に
関
す
る
）
第
一
一
三
四
条
を
対
象
と
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
第
一
一
三
五
条
が
、（
契
約
上
の
責
任
に
関

す
る
第
一
一
四
七
条
と
共
に
）
契
約
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
新
た
な

義
務
を
導
入
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
一
九
八
〇
～
一
九
九
〇

年
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
義
務

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
―
―
（
一
九
八
二
年
一
二
月
一
四
日
の
破
毀
院
判

決
に
お
け
る
）
農
薬
製
造
業
者
あ
る
い
は
（
一
九
九
七
年
一
二
月
二

日
の
破
毀
院
判
決
に
お
け
る
）
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
製
造
業
者
の
説
明

義
務
、（
一
九
八
七
年
一
〇
月
一
三
日
の
破
毀
院
判
決
に
お
け
る
）

ホ
テ
ル
業
者
が
集
会
の
た
め
に
サ
ロ
ン
を
貸
し
て
い
る
間
の
監
督
義

務
、（
一
九
九
三
年
一
月
二
七
日
の
破
毀
院
判
決
に
お
け
る
）
武
器

製
造
業
者
が
欠
陥
の
な
い
製
品
を
提
供
す
る
義
務
（
同
日
付
の
別
の

破
毀
院
判
決
で
は
、
無
償
の
介
助
契
約
に
つ
い
て
第
一
一
三
五
条
を

援
用
し
て
い
ま
す
）。
と
り
わ
け
一
九
八
七
年
の
破
毀
院
判
決
が
、

重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
破
毀
院
は
第
一

一
三
五
条
の
み
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
様

に
し
て
契
約
の
「
結
果
」
を
導
き
出
し
た
控
訴
院
に
お
墨
付
き
を
与

え
て
い
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
第
一
一
三
五
条
に
は
、
有
名
な
定
量

供
給
契
約
に
お
け
る
価
格
決
定
の
自
由
に
関
す
る
一
九
九
五
年
一
二

月
一
日
の
破
毀
院
大
法
廷
判
決
に
お
い
て
、
第
一
一
三
四
条
、
第
一

七
〇
九
条
お
よ
び
第
一
七
一
〇
条
と
並
ん
で
、
重
要
な
位
置
づ
け
が

与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
四
年
度
に
関
し
て
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
「
レ
ジ
フ
ラ
ン
スLégifrance

」
に
よ
る
と
、
約
五
〇
の
破
毀

院
判
決
が
、（
大
抵
は
他
の
民
法
典
の
条
文
と
共
に
）
法
律
と
慣
習

の
側
に
衡
平
を
組
み
込
ん
で
い
る
第
一
一
三
五
条
を
引
い
て
い
る
の

が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
、（
衡
平
に
関
す
る
他
の
民
法
典
の
条
文

と
の
関
係
で
は
）
多
い
の
と
同
時
に
、
争
訟
全
体
に
お
け
る
衡
平
の

明
確
な
参
照
と
い
う
点
で
は
、
少
な
い
も
の
で
す
。

　

立
法
規
範
の
外
に
あ
る
衡
平
を
参
照
し
て
い
る
破
毀
院
判
決
に
あ

た
っ
て
み
る
と
、
古
い
判
例
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
に
先
ず
目
を
引

か
れ
ま
す
。
パ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
博
士
論
文
『
私
法
の

原
理
）
3
（

』
に
お
い
て
、「
時
効
は
自
ら
訴
え
出
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
に

対
し
て
進
行
せ
ずcontra non valentem

 agere non currit 
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praescriptio

」
と
い
う
決
ま
り
こ
そ
、「
普
通
法
上
そ
し
て
あ
ら
ゆ

る
衡
平
の
原
理principe de droit com

m
un et de toute 

équité
」
で
あ
る
と
い
う
一
八
一
〇
年
の
破
毀
院
判
決
を
参
照
し
て

い
る
の
は
、
そ
う
し
た
次
第
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
の
見
る
と

こ
ろ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
適
用
当
初
の
判
決
に
は
、
過
度
の
重
要
性

を
認
め
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
裁
判
官
は
衡
平
と
並
ん
で
、

「
良
心conscience

」
や
「
普
通
法droit com

m
un

」、
さ
ら
に
は

「
自
然
法droit naturel

」
を
進
ん
で
参
照
し
て
い
た
の
で
す
。
歴

史
的
に
は
、（
偽
の
煙
突
に
関
す
る
一
八
五
五
年
五
月
二
日
の
コ
ル

マ
ー
ル
控
訴
院
判
決
に
お
け
る
）
所
有
者
に
よ
る
権
利
濫
用
や
（
一

八
九
二
年
六
月
一
九
日
の
破
毀
院
ブ
デ
ィ
エ
判
決
に
お
け
る
）
不
当

利
得
に
関
す
る
初
期
の
判
決
の
方
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
こ
う
し
た
「
自
然
的
衡
平lʼéquité naturelle
」
の
参
照
と
い

う
も
の
が
、
大
胆
な
方
向
転
換
を
導
入
す
べ
く
利
用
さ
れ
、
一
旦
判

例
と
し
て
の
地
歩
が
固
ま
る
や
消
え
て
い
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
い
ま
一
度
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
近
年
で
は
、

か
つ
て
立
法
規
範
が
参
照
し
て
い
た
、
立
法
規
範
外
の
衡
平
に
破
毀

院
が
頼
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
と
は
逆
に
、
判
決
の
第
三
類
型
に
お
い
て
破
毀
院
は
、（
一

八
七
六
年
三
月
六
日
の
カ
ナ
ル
・
ド
・
ク
ラ
ポ
ン
ヌ
事
件
判
決
や
、

家
畜
賃
貸
契
約
に
関
し
て
、
予
見
不
能
な
事
情
の
た
め
衡
平
に
鑑
み

て
契
約
の
改
定
を
斥
け
た
、
一
九
二
一
年
六
月
六
日
の
破
毀
院
判
決
、

一
九
四
七
年
一
二
月
二
日
の
破
毀
院
判
決
と
い
っ
た
）
伝
統
的
な
判

例
を
維
持
し
、
注
意
を
促
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
本
案

の
裁
判
官
は
、
法
律
や
契
約
の
墨
守
を
免
れ
る
た
め
、（
特
に
第
一

一
三
五
条
に
あ
る
よ
う
な
）
衡
平
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

す
。
一
九
七
六
年
以
降
、
こ
う
し
た
破
毀
院
判
決
は
民
事
訴
訟
法
典 

第
一
二
条
に
立
脚
し
て
お
り
、
裁
判
官
は
「
適
用
可
能
な
法
規
定
に

従
っ
てconform

ém
ent aux règles de droit qui lui sont 

applicables

」
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
休
日
労

働
に
追
加
給
与
を
認
め
た
労
働
裁
判
所
の
判
決
を
破
毀
し
た
一
九
九

六
年
一
二
月
四
日
の
破
毀
院
社
会
部
判
決
は
、
下
級
審
が
恣
意
的
に

衡
平
を
用
い
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
好
例
で
す
。「
衡
平
は
法
源
で
は

な
いlʼéquité nʼest pas source de droit

」
と
明
言
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
破
毀
院
は
衡
平
の
利
用
と
い
う
も
の
が
、（
第
一
一
三
五

条
に
自
由
に
依
拠
し
つ
つ
、
新
た
な
契
約
上
の
義
務
を
正
当
化
す

る
）
破
毀
院
の
裁
判
官
と
、
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
私
法
に
お
け
る
衡

平
と
い
う
概
念
の
本
質
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
射
程
に
つ
い
て
も
執

拗
に
議
論
を
繰
り
返
す
通
常
裁
判
所
の
裁
判
官
と
で
は
、
異
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
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（
２
）

　

私
法
に
お
け
る
衡
平
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、
お
お
よ
そ

三
つ
の
方
向
性
の
下
に
、
学
説
上
の
位
置
づ
け
が
整
理
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
一
つ
目
は
、
衡
平
を
「
法
源
」
に
関
す
る
理
論
に

組
み
込
も
う
と
す
る
も
の
、
二
つ
目
は
、
衡
平
を
「
法
原
理

principes de droit

」
に
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
、
三
つ
目
は
、
衡
平
概
念
の
機
能
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
視
し

て
い
ま
す
。
厳
密
な
実
証
主
義
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
主

張
に
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
批
判
が
加
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

学
説
上
第
一
の
立
場
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
立
法

者
に
由
来
す
る
法
規
範
を
緩
和
・
補
完
・
補
充
す
る
た
め
、
裁
判
所

が
衡
平
に
頼
る
こ
と
を
善
し
と
す
る
先
入
観
か
ら
出
発
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
見
方
に
よ
れ
ば
、
衡
平
と
は
正
義
に
適
っ
た
解
決
ば
か
り

か
、
法
規
範
の
「
創
造
者créatrice

」
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ

は
、
法
律
が
す
べ
て
を
予
見
で
き
な
い
（
あ
る
い
は
で
き
る
筈
が
な

い
）
と
い
う
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、「
リ
ア
リ
ズ
ム
的réaliste

」
で

あ
る
と
主
張
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
の
三
〇
年
間
、

衡
平
の
再
来
が
起
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
言
い
張
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
見
地
は
、
ル
ネ
・
ダ
ヴ
ィ
ド
の
論
文
（
一
九
八
六
年
）
お

よ
び
ピ
エ
ー
ル
・
カ
イ
ザ
ー
の
論
文
（
一
九
九
九
年
）
に
お
い
て
敷

衍
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
エ
ク
ス
大
学
の
紀
要
『
法
学
研
究 

こ
れ
か
ら
の
法）（
（

』
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
紀
要
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
触
れ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
。
一
九
七
六
年
に
創
刊
さ

れ
た
こ
の
紀
要
は
、
法
の
科
学
的
（
あ
る
い
は
技
術
的
）
概
念
に
対

抗
し
て
自
然
法
を
考
慮
し
よ
う
と
い
う
方
向
性
を
持
っ
た
学
術
論
文

を
掲
載
し
、
全
知
全
能
の
立
法
者
か
ら
基
本
的
自
由
を
守
る
牙
城
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ル
ネ
・
ダ
ヴ
ィ
ド
の
論
文
「
学
説
・
理
性
・
衡
平
）
5
（

」
は
、
著
者
の

比
較
法
的
思
考
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。
論
文
で
は
、

立
法
的
法
源
の
限
界
と
共
に
、
裁
判
官
や
仲
裁
人
が
立
法
に
由
来
す

る
法
の
「
欠
缺lacunes

」
を
埋
め
る
必
要
性
が
考
察
さ
れ
て
い
ま

す
。
ル
ネ
・
ダ
ヴ
ィ
ド
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
に
は
、
法
規
範
を
生
み

出
す
他
の
法
源
と
同
様
に
、
学
説
や
理
性
に
頼
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
る
場
合
と
、
具
体
的
な
事
件
の
状
況
に
即
し
た
り
、
衡
平
と
い

う
手
法
に
従
っ
た
り
し
て
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い

る
場
合
が
あ
る
の
で
す
。
論
文
の
は
じ
め
の
方
で
は
、
ル
ネ
・
ダ

ヴ
ィ
ド
は
、
衡
平
が
「
あ
り
得
べ
き
法
源source possible du 

droit
」
で
あ
る
可
能
性
に
疑
問
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

最
終
的
に
様
々
な
法
に
お
け
る
例
を
検
討
し
た
結
果
、
ル
ネ
・
ダ

ヴ
ィ
ド
は
、
裁
判
の
個
別
化
と
い
う
も
の
の
影
響
に
よ
っ
て
、
衡
平
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は
法
源
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
考
え
を
主
張
す
る
に
至
り

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、（
当
事
者
に
限
定
さ
れ
た
効
果
を
伴
っ
て
）

判
決
が
個
別
に
出
さ
れ
る
と
い
う
問
題
を
論
じ
る
文
脈
に
お
い
て
は
、

衡
平
が
主
観
的
な
法
、
そ
れ
も
訴
訟
に
勝
っ
た
当
事
者
の
そ
れ
の
淵

源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
ル
ネ
・
ダ
ヴ
ィ
ド
は
、
衡
平
を
上
位
か
つ
優
れ
た
法
源
で
あ
る

と
す
る
極
東
、
そ
れ
も
論
文
中
で
は
日
本
で
は
な
く
中
国
の
例
を
引

き
つ
つ
、
さ
ら
に
議
論
を
進
め
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
当
の
西
洋
で

は
、
裁
判
官
が
法
律
に
反
す
る
衡
平
を
持
ち
出
す
際
に
は
、
法
律
を

客
観
的
な
法
の
淵
源
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
す
。
か
く
し

て
衡
平
に
頼
る
こ
と
が
、
恣
意
に
よ
る
脅
迫
を
含
む
の
で
あ
れ
ば
、

イ
ギ
リ
ス
の
エ
ク
イ
テ
ィ
や
ロ
ー
マ
に
お
け
る
か
つ
て
の
法
務
官
法

の
場
合
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
新
た
な
法
規
範
の
生

成
を
認
め
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
結
論
と
し
て
、
ル

ネ
・
ダ
ヴ
ィ
ド
は
衡
平
に
よ
っ
て
実
定
法
規
範
と
自
然
法
と
が
結
ば

れ
る
可
能
性
を
否
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
論
文
は
「
法
源
」
た

る
衡
平
の
認
識
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
関
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
混
乱
し
て
い
ま
す
が
、
法
律
に
対
置
さ
れ
る
衡
平
に
着
想
を
得

た
規
範
の
総
体
と
い
う
も
の
の
発
達
を
主
張
し
て
い
る
の
は
明
ら
か

で
す
。

　

ピ
エ
ー
ル
・
カ
イ
ザ
ー
の
論
文
「
衡
平
―
―
フ
ラ
ン
ス
私
法
に
お

け
る
法
規
範
の
調
整
役
・
創
造
者
）
6
（

」
は
、
よ
り
対
象
が
限
定
さ
れ

（
フ
ラ
ン
ス
の
こ
と
の
み
、
そ
れ
も
民
法
を
主
眼
と
し
、
消
費
者
法

に
お
け
る
「
濫
用
条
項clauses abusives

」
の
問
題
も
含
め
つ

つ
）、
結
論
は
も
っ
と
控
え
目
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ピ
エ
ー

ル
・
カ
イ
ザ
ー
は
、
衡
平
に
つ
い
て
「
法
規
範
の
創
造
者

créatrice de règles juridiques

」
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
は

裁
判
所
の
判
例
や
裁
判
所
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
衡
平
に
基
づ
く
規
範

の
解
釈
を
経
て
の
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
一
九
世
紀
以
来
、

法
律
を
補
完
し
よ
う
と
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
、
膨
大
な
判
例
の
構

築
物
を
衡
平
に
盛
り
込
む
こ
と
で
、
ピ
エ
ー
ル
・
カ
イ
ザ
ー
は
、
ア

ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
や
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
コ
ル
ニ
ュ
の
著
作
に
も
見
ら
れ

る
、
こ
の
「
創
造
者
」
た
る
衡
平
の
概
念
に
積
極
的
な
意
味
を
与
え

て
い
ま
す
。

　
（
法
源
や
衡
平
と
い
っ
た
概
念
が
、
文
中
の
ど
こ
に
も
定
義
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
）
か
な
り
曖
昧
な
用
語
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

以
上
、「
法
規
範
の
創
造
者
」
た
る
衡
平
と
い
う
主
張
は
、
首
肯
し

が
た
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
先
ず
は
、
条
文
の
外
に

あ
り
、
司
法
判
決
に
先
駆
け
て
存
在
し
て
い
て
、
裁
判
官
が
判
断
の

拠
り
所
と
す
る
、
衡
平
上
の
規
範
と
い
う
も
の
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
裁
判
官
は
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
らex 

nihilo

衡
平
上
の
規
範
を
創
造
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
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な
り
ま
せ
ん
。
前
者
の
場
合
、
判
決
と
し
て
法
規
定
の
外
に
あ
る
規

範
の
総
体
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
衡
平
と
は
、

伝
統
的
な
（
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ー
マ
＝
カ
ノ
ン
法
的
」
な
）
理
論
に
お

け
る
慣
習
法
と
同
様
に
、
独
立
の
法
源
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
し

た
慣
習
法
の
理
論
に
対
抗
す
べ
く
、
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ラ
ン
ベ
ー
ル

が
著
書
『
比
較
法
の
役
割
）
7
（

』（
一
九
〇
三
年
）
に
お
い
て
展
開
し
た

議
論
は
す
べ
て
、
こ
こ
で
の
あ
か
ら
さ
ま
な
自
然
法
論
者
的
見
解
に

対
す
る
反
論
と
し
て
も
、
有
効
に
利
用
で
き
ま
す
。
即
ち
、
衡
平
上

の
規
範
は
、
慣
習
法
上
の
規
範
と
同
様
に
、
人
民
の
精
神
（
あ
る
い

は
民
族
精
神V

olksgeist

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
か
ら
発
生
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
司
法
判
決
と
い
う
、
そ
れ
の
み

が
立
法
と
い
う
支
え
に
よ
っ
て
、
衡
平
上
の
規
範
に
立
法
規
範
た
る

べ
き
内
容
を
与
え
得
る
も
の
の
外
側
で
、
潜
伏
状
態
に
あ
る
も
の
で

は
な
い
の
で
す
。
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
、
裁
判
実
務
の

外
に
あ
る
慣
習
法
な
ど
存
在
し
な
い
と
記
し
て
い
ま
す
が
、
衡
平
に

つ
い
て
も
、
ま
さ
に
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
か
く
し
て
、
裁
判
所

の
判
決
を
通
し
て
衡
平
を
法
源
と
み
な
し
う
る
か
と
い
う
問
題
に

戻
っ
て
く
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
判
例
の
み
が
衡
平
上
の
規
範
の

創
造
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
衡
平
と
判
例
を
区
別
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。
ロ
ー
マ
に
お
け
る
法
務
官
法
や
、
中
世
末
期
の
大
法
官
府
裁

判
所
の
形
成
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
と
い
っ
た

歴
史
上
の
例
を
参
照
し
て
み
ま
す
と
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
法
典
編

纂
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
に
ぴ
た
り
と
は
一
致
し
ま
せ
ん
。
ロ
ー

マ
に
お
け
る
法
務
官
法
が
法
務
官
告
示
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

（
実
際
に
裁
判
を
決
す
る
裁
判
官
で
は
な
い
）
法
務
官
の
た
め
の
法

律
に
よ
る
委
任
と
考
え
ら
れ
、
エ
ク
イ
テ
ィ
も
大
法
官
府
、
後
に
高

等
法
院
相
当
部
門
の
判
例
法
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い

出
し
て
下
さ
い
。

　

学
説
上
第
二
の
立
場
に
相
当
す
る
の
が
、
一
九
九
九
年
に
公
刊
さ

れ
た
博
士
論
文
『
私
法
の
原
理
』
で
す
。
古
典
的
な
慣
習
法
理
論
に

対
す
る
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
批
判
を
取
り
上
げ
つ
つ
、

パ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
衡
平
は
法
源
で
は
な
く
、
ま
た
唯

一
容
認
で
き
る
法
源
に
関
す
る
形
式
的
な
概
念
に
従
え
ば
、
法
源
た

り
得
な
い
と
明
言
し
て
い
ま
す
。
こ
の
見
解
は
、
ニ
コ
ラ
・
モ
ル

フ
ェ
シ
ス
の
見
解
よ
り
も
明
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ニ
コ

ラ
・
モ
ル
フ
ェ
シ
ス
は
、
一
九
九
八
年
の
破
毀
院
社
会
部
判
決
の
注

釈
）
8
（

に
お
い
て
、
同
様
に
衡
平
は
確
固
た
る
法
源
で
は
な
い
と
認
め
つ

つ
、
こ
の
こ
と
を
慣
習
法
と
対
比
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
一

貫
性
を
欠
く
も
の
で
し
ょ
う
。（
慣
習
法
上
の
規
範
が
判
例
の
外
に

存
在
す
る
の
な
ら
、
衡
平
上
の
規
範
は
な
ぜ
そ
う
で
は
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。）
パ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ル
ヴ
ァ
ン
の
主
張
に
戻
り
ま
し
ょ

う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
衡
平
は
法
の
外
に
あ
り
、
正
義
に
関
す
る
諸
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概
念
と
並
ぶ
、
法
の
「
材
料
と
な
る
淵
源source m

atérielle

」
と

み
な
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
は
、
法
律
家
と
い
う
も
の
は

「
淵
源
」
の
名
の
下
に
、
法
規
範
創
造
の
過
程
と
（
法
の
外
側
に
あ

り
、
規
範
の
創
造
に
先
立
っ
て
）
そ
う
し
た
創
造
に
「
着
想
を
与
え

るinspirent
」
要
因
を
同
時
に
処
理
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
仮
定

が
あ
り
ま
す
。
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
こ
の
種
の
思
考
法
と
結
び

つ
き
、
彼
を
し
て
「
淵
源
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
を
諦
め
さ
せ
た
、

あ
ら
ゆ
る
誤
解
を
挙
げ
ま
し
た
。
法
創
造
の
過
程
は
、
人
に
（
権
限

の
範
囲
内
で
）
法
規
範
を
定
立
す
る
資
格
を
与
え
る
規
範
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
り
、
法
学
研
究
の
中
核
と
な
っ
て
い
ま
す
。
法
を
着
想

さ
せ
る
要
因
の
研
究
は
、
立
法
者
あ
る
い
は
裁
判
官
の
意
図
を
探
求

す
る
に
際
し
て
、
心
理
学
の
濫
用
に
至
ら
し
め
る
危
険
が
あ
り
ま
す

が
、
法
社
会
学
か
ら
離
れ
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
方
法
論
に

よ
っ
て
、
法
律
（
こ
こ
に
は
、
国
際
法
に
お
け
る
条
約
も
付
け
加
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）
お
よ
び
裁
判
の
み
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
法

創
造
の
過
程
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ル
ヴ
ァ
ン
の
見
解
は
、
こ
の

よ
う
に
法
を
着
想
さ
せ
る
要
因
と
し
て
衡
平
を
認
識
す
る
に
と
ど
ま

り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
「
法
原
理
」
な
る
概
念
を
提
唱
し

て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
法
原
理
は
衡
平
を
原
点
と
し
て
、

法
律
外extra legem

の
法
規
範
を
形
成
し
、
別
個
の
規
範
の
総
体

を
構
成
し
て
い
る
の
で
す
。（
著
者
の
考
察
は
、
一
九
四
八
年
か
ら

一
九
九
八
年
ま
で
、
私
法
原
理
を
参
照
し
て
い
る
二
五
八
の
破
毀
院

判
決
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。）
こ
う
し
た
諸
原
理
が
判
例
の

成
果
で
あ
る
（
裁
判
官
が
原
理
を
「
作
り
出
すinventent

」）
と

い
う
こ
と
を
全
面
的
に
認
め
つ
つ
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、

そ
れ
ら
が
学
説
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

し
て
何
よ
り
、
そ
れ
ら
は
争
訟
的
な
文
脈
か
ら
の
法
律
の
排
除
を
許

容
す
る
破
壊
的
な
訴
え
と
相
ま
っ
て
、
法
律
に
含
ま
れ
る
規
範
と
は

一
線
を
画
す
る
地
位
を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
他
方

で
、
こ
れ
ら
の
原
理
は
「
背
反
不
可
能indérogeables

」、
即
ち
廃

止
さ
れ
得
な
い
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
衡
平
は
（
す
べ
て
が
衡
平
に
よ
っ
て
着
想
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
原
理
と
の
必
然
的
な
関
係
が
な
く
て
も
）、
ヨ
ー
ゼ

フ
・
エ
ッ
サ
ー
の
『
原
則
と
規
範
）
9
（

』（
一
九
五
六
年
）
や
ロ
ナ
ル

ド
・
ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン
の
『
権
利
論
）
（（
（

』（
一
九
七
七
年
）
に
お
け
る

見
解
に
似
通
っ
た
（
パ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
こ
の
こ
と
に

言
及
し
て
い
ま
せ
ん
）
法
原
理
に
関
す
る
理
論
に
結
合
さ
れ
る
の
で

す
。
一
旦
創
造
さ
れ
る
や
、
こ
れ
ら
の
原
理
は
破
壊
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
と
い
う
概
念
自
体
、
実
証
主
義
的
な
法
概
念
に
と
っ
て
耐
え

難
い
、
あ
の
永
久
不
変
の
自
然
法
へ
の
賛
同
を
示
し
て
い
ま
す
。

ヨ
ー
ゼ
フ
・
エ
ッ
サ
ー
へ
の
答
え
と
し
て
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
は
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遺
作
『
規
範
の
一
般
理
論
）
（（
（

』（
一
九
七
九
年
、
第
二
八
章
）
の
中
で
、

規
範
の
個
別
的
真
理
た
る
法
原
理
の
存
在
に
対
抗
し
得
る
あ
ら
ゆ
る

論
拠
を
結
集
し
ま
し
た
。
司
法
の
判
決
に
着
想
を
与
え
る
で
あ
ろ
う

（
衡
平
に
結
び
つ
け
ら
れ
得
る
原
理
と
し
て
の
）
倫
理
的
・
政
治
的

な
原
理
あ
る
い
は
道
徳
観
念
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
う
し
た
原
理
は
法
の
外
に
あ
る
は
ず
で
す
。
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る

原
理
を
改
良
す
る
も
の
と
し
て
の
判
例
上
の
規
範
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
規
範
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
原
理
と
呼
ん
だ
と
し
て
も
、
他
の
判
例
上

の
規
範
と
比
べ
て
何
の
変
哲
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

他
の
法
規
範
と
比
べ
て
特
殊
な
地
位
を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
諸
原
理
を
斥
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
説
上
第
三
の
立
場
が
導
か

れ
る
の
で
す
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
公
刊
さ
れ
た
ク
リ
ス
ト
フ
・
ア
ル

ビ
ー
ジ
ュ
の
博
士
論
文
『
私
法
に
お
け
る
衡
平
）
（（
（

』
は
、
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
こ
う
し
た
立
場
を
代
表
す
る
も
の
で
す
。
他
の
学
者
達
が
こ

ぞ
っ
て
議
論
の
上
で
打
ち
立
て
て
き
た
、「
主
観
的
衡
平équité 

subjective

」（
衡
平
と
い
う
感
情
）
と
「
客
観
的
衡
平équité 

objective

」（
ク
リ
ス
ト
フ
・
ア
ル
ビ
ー
ジ
ュ
が
そ
の
存
在
を
疑
問

視
し
て
い
る
規
範
の
集
成
へ
の
準
拠
）
と
い
う
二
元
性
の
超
越
を
主

張
し
つ
つ
も
、
著
者
は
衡
平
に
関
す
る
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示

し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
衡
平
を
定
義
す
る
も
の
（
お
そ
ら
く
定
義

し
よ
う
の
な
い
感
情
）
で
は
な
く
、
裁
判
官
に
よ
る
「
衡
平
」
と
い

う
言
葉
の
使
用
に
対
応
す
る
機
能
が
何
で
あ
る
か
、
即
ち
こ
の
言
葉

を
用
い
て
い
る
当
の
条
文
を
直
接
参
照
す
る
こ
と
な
の
か
、
あ
る
い

は
裁
判
官
の
調
整
役
・
仲
裁
人
た
る
権
能
を
間
接
的
に
参
照
す
る
こ

と
な
の
か
、
に
関
心
を
払
う
べ
き
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
衡
平

に
は
（
例
え
ば
、
民
法
典 

第
一
五
七
九
条
に
あ
る
よ
う
な
）
立
法

規
範
自
体
の
明
示
的
付
託
に
基
づ
く
立
法
規
範
の
「
補
正
的

correctrice

」
機
能
と
（
例
え
ば
、
民
法
典 

第
一
一
三
五
条
に
あ

る
よ
う
な
）
裁
判
官
に
新
た
な
法
規
範
を
創
造
す
る
資
格
を
与
え
る

「
補
充
的supplétive

」
機
能
の
二
つ
の
機
能
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

ク
リ
ス
ト
フ
・
ア
ル
ビ
ー
ジ
ュ
の
主
張
に
は
、
先
に
述
べ
た
二
つ

の
学
説
上
の
立
場
に
は
な
い
、
数
多
く
の
優
れ
た
点
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
機
能
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
司
法
判
決
の
動
機

づ
け
や
、
裁
判
官
が
規
範
の
選
択
に
際
し
て
与
え
よ
う
と
望
む
判
決

の
理
由
づ
け
に
お
い
て
、
衡
平
に
ア
＝
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
役
割
を
与

え
る
も
の
で
あ
り
、
司
法
判
決
の
前
段
階
に
お
け
る
ア
＝
プ
リ
オ
リ

な
位
置
づ
け
を
与
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
衡
平
の
援
用
を
判
例
上
の
規
範
の
創
造
と
い
う
（
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
稀
で
あ
り
、
本
流
か
ら
は
外
れ
た
用
い
方
と
し
て

の
）
正
当
事
由
、
そ
れ
も
立
法
規
範
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
な
い
正
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当
事
由
の
下
に
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
点
で
、
的
を
射
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
数
多
の
衡
平
に
基
づ
く
判
決
は
、
こ

れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
法
律
が
与
え
る
資
格
に
立

脚
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
も
、
衡
平
が
法
的
に
問
題
に
な
る
の
は
、

争
訟
的
な
い
し
は
司
法
的
な
枠
組
み
の
下
で
し
か
な
い
と
い
う
点
で

意
見
を
同
じ
く
し
て
い
ま
す
。
反
対
に
、
機
能
的
な
二
元
性
と
い
う

の
は
、
事
件
判
決
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
た
る
衡
平
の
感
情
（
あ

る
い
は
、
法
律
に
基
づ
くsecundum

 legem

衡
平
）
と
規
範
全

般
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
た
る
客
観
的
（
法
律
を
補
充
す
る

praeter

な
い
し
は
法
律
に
反
す
るcontra legem

）
衡
平
を
区
別

す
る
、
従
来
の
理
論
を
彷
彿
と
さ
せ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

加
え
て
、
学
理
的
な
分
析
に
よ
り
、（
明
示
的
な
い
し
は
黙
示
的
に
）

衡
平
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
を
一
般
理
論
に
還
元
し
て
、
こ
う
し
た

法
の
「
感
情
的
淵
源
」
を
合
理
的
に
説
明
し
た
い
と
い
う
意
欲
が
相

変
わ
ら
ず
健
在
な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、
と
も
す
る
と
衡
平
を
均
質

な
法
現
象
に
単
純
化
し
て
し
ま
う
本
質
還
元
主
義
に
陥
り
か
ね
な
い
、

危
険
な
方
法
論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

（
３
）

　

私
個
人
の
見
解
を
申
し
ま
す
と
、
衡
平
と
い
う
、
こ
の
捉
え
ど
こ

ろ
の
な
い
概
念
に
結
び
つ
い
て
い
る
多
様
で
不
均
質
な
諸
現
象
に
つ

い
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
み
な
ら
ず
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン

の
研
究
業
績
に
も
影
響
を
受
け
た
、
実
証
主
義
の
立
場
か
ら
の
科
学

的
認
識
論
を
提
唱
す
る
も
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
私
の
見
る
と
こ

ろ
、
こ
の
衡
平
と
い
う
概
念
に
は
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
く
、
法
規
範
の

上
で
も
法
律
学
の
上
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
定
義
（
あ
ま
つ
さ
え
、
定
義

に
関
す
る
見
解
の
一
致
）
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
以
上
、「
衡
平
」
と

い
う
語
に
出
く
わ
す
条
文
に
考
察
を
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
り
、
他
の

法
現
象
に
関
す
る
理
論
と
融
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

フ
ラ
ン
ス
私
法
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
、
最
初
の
部
分
で
述
べ
ま

し
た
通
り
、
衡
平
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
法
律
の
文
言
と
司
法

判
決
で
満
足
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
前
者
の
場
合
に
は
、

裁
判
官
が
衡
平
を
用
い
る
た
め
の
資
格
付
与
が
、
後
者
の
場
合
に
は
、

ま
さ
に
裁
判
官
に
よ
る
衡
平
の
使
用
が
論
点
に
な
る
の
で
す
。
か
く

し
て
、
立
法
規
範
と
裁
判
規
範
は
、
こ
う
し
た
領
域
に
と
ど
め
ら
れ
、

他
の
領
域
で
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
衡
平
は
訴
訟
を
通
じ
て
し
か

そ
の
有
効
性
を
獲
得
し
得
な
い
分
、
関
係
は
一
層
緊
密
な
も
の
に
な

る
の
で
す
。（
例
え
ば
契
約
の
）
当
事
者
は
、（
契
約
に
お
い
て
不
測

の
事
態
を
考
慮
に
入
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
）
規
範
を
変
更
す
る
こ

と
に
合
意
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
当
事
者
が
契
約
を
変
更
し
、
あ
る
い

は
契
約
を
外
れ
て
行
為
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
衡
平
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は
当
該
合
意
に
何
も
付
け
加
え
て
い
ま
せ
ん
。
当
事
者
の
間
で
紛
争

に
な
れ
ば
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
斥
け
ら
れ
る

補
正
的
衡
平
と
い
う
も
の
に
訴
訟
が
左
右
さ
れ
得
る
で
し
ょ
う
。
つ

ま
り
、
衡
平
の
援
用
と
い
う
の
は
、
常
に
司
法
判
決
の
中
に
あ
る
も

の
な
の
で
す
。

　

衡
平
の
感
情
が
、
司
法
判
決
を
出
す
裁
判
官
に
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ

う
影
響
に
、
底
知
れ
ぬ
疑
問
を
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
も
、

こ
う
し
た
疑
問
は
当
の
本
人
が
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
過
去
の
判
決

に
つ
い
て
は
、
満
足
な
解
決
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
、
裁
判

官
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
い
た
、
ミ
ク
ロ
＝
社
会
学
的
規
模
の

作
業
に
よ
る
他
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
と
ん
ど
の
判
決
が
合
議
に
よ
る

（
し
か
も
、
す
べ
て
が
合
議
の
秘
密
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
）
過

程
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
官
心
理
の
研
究
に
大
い
に
期
待
が

持
て
る
か
に
つ
い
て
は
、
心
許
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
唯
一
の
肝

心
要
と
な
る
の
が
、
裁
判
の
判
決
理
由
に
お
け
る
衡
平
と
い
う
言
葉

の
使
用
で
す
。
か
く
し
て
、
次
の
二
つ
の
順
序
で
問
題
が
提
起
さ
れ

ま
す
。
即
ち
、
①
ど
の
よ
う
な
手
段
で
、
裁
判
官
は
自
ら
の
判
決
が

「
衡
平
に
則
し
て
」
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
（
他
の
裁

判
官
や
訴
訟
当
事
者
、
あ
る
い
は
学
説
的
注
釈
者
に
対
し
て
）
説
得

し
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
②
判
決
理
由
に
つ
い
て
破
毀
院
が

行
う
統
制
に
対
し
て
、
裁
判
官
が
有
し
て
い
る
裁
量
の
余
地
は
ど
の

程
度
か
。

　

し
た
が
っ
て
、「
衡
平
」
と
い
う
言
葉
の
援
用
に
関
す
る
研
究
は
、

法
的
な
論
証
と
判
例
に
よ
る
法
規
範
の
創
造
過
程
に
つ
い
て
の
分
析

に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
現
象
は
密
接

不
可
分
で
あ
り
な
が
ら
、
同
じ
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
即
ち
、
論
証
が
厳
密
で
あ
っ
た
り
説
得
的
で
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
る
判
決
が
必
ず
判
例
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、

裁
判
官
は
、
腹
底
に
あ
る
別
の
思
惑
に
よ
っ
て
判
決
に
至
っ
た
と
し

て
も
、
衡
平
に
依
拠
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
判
決
理

由
と
判
例
法
理
を
混
同
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

衡
平
に
は
二
つ
の
「
機
能fonctions

」
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
（
そ
の
機
能
は
一
つ
き
り
で
あ
り
、
排
他
的
か
つ
主
要
な
あ

る
い
は
従
た
る
議
論
と
し
て
判
決
を
正
当
化
す
る
と
い
う
機
能
で

あ
っ
て
）
想
定
可
能
な
二
つ
の
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
先
ず
、
本
案
（
第
一
審
あ
る
い
は
控
訴
審
）
の
裁

判
官
が
、
衡
平
の
名
の
下
に
、
型
通
り
の
法
適
用
か
ら
は
方
向
性
を

異
に
し
て
い
る
と
分
析
さ
れ
得
る
一
件
判
決
を
出
し
て
い
る
場
合
。

当
該
判
決
が
破
毀
申
し
立
て
の
対
象
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
仲
裁
人
に

よ
る
衡
平
と
善
に
基
づ
くex aequo et bono

判
決
と
し
て
、
当

事
者
の
み
に
適
用
さ
れ
る
「
個
別
的
規
範norm

e individuelle

」

で
あ
り
続
け
ま
す
。
次
に
、
当
該
判
決
が
破
毀
院
の
統
制
の
下
に
付
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託
さ
れ
、
上
告
人
敗
訴
な
い
し
破
毀
の
判
決
に
よ
っ
て
、
そ
の
有

効
・
無
効
が
判
断
さ
れ
る
場
合
。
破
毀
院
判
決
は
（
現
代
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
用
い
て
）
必
ず
や
判
例
を
形
成
し
て
、
判
例
上
の
一
般
規

範
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
で
し
ょ
う
。
破
毀
院
の
判
例
が
、
一
つ
あ

る
い
は
複
数
の
本
案
判
決
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
で
き
る
の
で
す
か
ら
、
新
た
に
ミ
ク
ロ
的
な
規
模
で
、
破
毀
申
し

立
て
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
本
案
判
決
に
お
け
る
衡
平
の
使
用
を

研
究
す
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
可
能
で
は
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

（
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
情
報
提
供
義
務
の
例
の
よ
う
に
）
衡
平
と

い
う
言
葉
と
一
体
化
し
た
判
例
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

破
毀
院
だ
け
な
の
で
す
。

　

衡
平
は
、
判
例
上
の
規
範
を
通
し
て
し
か
、
規
範
と
い
う
本
体
に

は
組
み
込
ま
れ
得
な
い
の
で
す
か
ら
、
衡
平
や
衡
平
か
ら
着
想
さ
れ

た
諸
原
理
が
、
判
例
上
の
規
範
に
内
在
す
る
特
殊
個
別
的
な
規
範
の

範
疇
を
な
し
て
い
る
と
い
う
観
点
は
、
す
べ
て
斥
け
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
同
様
に
、
立
法
規
範
に
お
い
て
衡
平
を
謳
っ

て
い
る
条
文
と
、
例
え
ば
損
害
賠
償
額
の
評
価
の
よ
う
に
、
衡
平
と

い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
な
く
、
裁
判
官
に
大
き
な
決
定
の
自
由
を
認

め
て
い
る
条
文
を
区
別
す
る
理
由
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、

ミ
シ
ェ
ル
・
ト
ロ
ペ
ー
ル
の
提
唱
す
る
「
リ
ア
リ
ズ
ム
的
解
釈
理
論

théorie réaliste de lʼinterprétation

」
が
言
う
よ
う
に
、
ほ
ぼ

す
べ
て
の
規
範
は
、
予
め
決
定
さ
れ
た
意
味
を
欠
く
立
法
的
言
明
を

解
釈
す
る
も
の
と
し
て
の
判
決
に
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
、
す
べ
て

を
判
例
上
の
規
範
へ
と
還
元
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
判
例
上
の

規
範
と
立
法
的
言
明
の
相
関
的
な
緊
密
性
を
説
明
す
る
際
に
、
こ
う

し
た
理
論
が
直
面
す
る
問
題
（
即
ち
、
裁
判
官
は
気
ま
ぐ
れ
に
よ
っ

て
行
動
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
、
ミ
シ
ェ

ル
・
ト
ロ
ペ
ー
ル
は
種
々
の
強
制
に
関
す
る
理
論
を
練
り
上
げ
る
必

要
に
迫
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
）
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

考
え
方
は
、
法
規
範
の
創
造
に
お
い
て
立
法
的
言
明
が
持
つ
役
割
の

説
明
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
司
法
判
決
も
ま
た
、

裁
判
官
や
注
釈
者
に
よ
る
複
数
の
解
釈
の
余
地
が
あ
る
言
明
で
す
。

立
法
的
言
明
と
最
上
級
審
の
判
決
、
双
方
が
一
体
と
な
っ
て
、
恒
常

的
な
相
互
作
用
の
下
に
一
般
的
規
範
を
形
作
っ
て
い
る
と
考
え
る
方

が
、
よ
り
「
リ
ア
リ
ズ
ム
的
」
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

ぞ
れ
の
規
範
が
解
釈
可
能
性
の
領
域
に
あ
り
つ
つ
、
現
行
法
と
い
う

の
は
、
あ
る
一
定
の
瞬
間
に
お
け
る
、
立
法
規
範
と
判
例
上
の
規
範

の
間
の
危
う
い
力
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
私
法
に
お
い
て
、
そ
れ
単
体
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
い
、
衡
平
の
援
用
と
い
う
現
象
は
、
法
規
範
へ
の
科
学
的

認
識
論
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
い
か
に
難
し
い
か
を
よ
く
示
す

も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
有
効
な
（
即
ち
、
廃
止
さ
れ
て
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い
な
い
）（
命
令
や
指
令
と
い
っ
た
も
の
を
含
む
広
義
の
）
立
法
規

範
と
（
裁
判
官
に
よ
る
判
決
に
由
来
す
る
）
司
法
上
の
規
範
が
、
一

体
と
し
て
、
あ
る
一
定
の
時
に
、
経
験
的
法
秩
序
を
構
成
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
一
九
〇
七
年
の
論
文

「
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
と
史
的
唯
物
論
）
（（
（

」
で
指
摘
し
て
い
る

通
り
で
す
。
無
数
の
規
範
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
、
こ
の
経
験

的
法
秩
序
は
、
決
し
て
完
全
に
は
認
識
し
得
な
い
複
雑
な
外
観
を
呈

し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
、
判
例
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
個
別
的
な
規

範
に
と
ど
ま
る
、
本
案
の
裁
判
官
に
よ
る
判
決
も
組
み
入
れ
よ
う
と

思
う
な
ら
、
ひ
と
り
個
別
の
裁
判
機
関
に
関
す
る
ミ
ク
ロ
＝
社
会
学

的
な
研
究
の
み
が
、
衡
平
と
し
て
の
判
決
理
由
の
意
義
を
理
解
す
る

助
け
と
な
る
で
し
ょ
う
。
規
範
的
法
秩
序
の
方
は
、
一
般
的
規
範
だ

け
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
立
法
に
基
づ
く
も
の
（
即
ち
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
立
法
規
範
）
で
あ
っ
た
り
、
判
例
に
よ
る
も
の

（
即
ち
、
司
法
判
決
の
一
部
で
あ
り
、
最
上
級
審
の
判
決
で
あ
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
）
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

こ
の
規
範
的
秩
序
は
、
全
体
的
（
あ
る
い
は
マ
ク
ロ
＝
法
的
）
な
ア

プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
得
る
も
の
で
す
が
、
た
だ
し
独
力
で

は
、
こ
う
し
た
流
動
的
集
合
体
を
即
座
に
把
握
し
き
れ
る
も
の
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
レ
ジ
フ
ラ
ン
ス
」
は
、
ほ
ぼ
こ
れ
に
近
い
も
の
で

す
が
、
規
範
の
選
り
分
け
に
は
何
ら
か
の
介
在
を
要
す
る
と
い
う
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
我
々
は
第
三
の
位
相
た

る
、
教
育
・
研
究
の
目
的
で
「
整
理
さ
れ
た
」
法
秩
序
へ
と
導
か
れ

る
の
で
す
。
学
術
的
な
目
標
と
は
、
多
く
の
規
範
の
中
か
ら
、
最
も

重
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
諸
規
範
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
に
は
厳
密
か
つ
常
に
批
判
の
対
象
と
な
り
得
る
選
別
と
い
う
も

の
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
衡
平
の
意
義
と
い
う
の

は
、
学
生
に
フ
ラ
ン
ス
法
秩
序
の
機
能
を
理
解
さ
せ
る
う
え
で
は
、

取
る
に
足
ら
な
い
、
ほ
と
ん
ど
理
解
の
助
け
に
な
ら
な
い
も
の
の
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

科
学
的
な
探
求
と
い
う
の
は
、
殊
に
あ
る
時
期
か
ら
あ
る
時
期
に

か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
法
秩
序
の
変
遷
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
れ
程
堅
苦
し
い
も
の
で
な
く
、
選
択
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
に

し
得
る
も
の
で
す
。
衡
平
と
い
う
主
題
に
関
し
て
は
、
破
毀
院
判
決

の
使
用
を
数
量
化
し
て
、
事
案
ご
と
に
衡
平
と
い
う
言
葉
が
果
た
し

て
い
る
論
証
的
機
能
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、

こ
れ
ま
で
よ
り
も
、
は
る
か
に
破
毀
院
判
決
に
特
化
し
た
定
量
研
究

と
い
う
も
の
が
必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
判
例
上
の

規
範
に
お
い
て
衡
平
と
い
う
言
葉
に
出
く
わ
す
と
い
う
こ
と
を
説
明

す
る
に
際
し
て
、「
感
情
的
淵
源
」
を
参
照
す
る
必
要
は
一
切
な
く

せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
研
究
が
無
駄
と
は
思
え
ま
せ
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法の「感情的淵源」を科学的に認識するということ

ん
。
そ
れ
は
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
ろ
く
に
手
掛
か
り
も
見
出
せ
な

い
よ
う
な
直
感
と
で
も
言
う
べ
き
、
こ
こ
数
十
年
の
フ
ラ
ン
ス
法
に

お
け
る
「
衡
平
の
再
来regain dʼéquité

」
を
説
か
ん
と
す
る
印
象

論
か
ら
は
身
を
置
く
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う

な
主
観
的
感
想
か
ら
距
離
を
取
っ
た
と
し
て
も
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
や

日
本
の
よ
う
な
異
な
る
法
体
系
に
お
け
る
衡
平
の
位
置
づ
け
を
正
し

く
比
較
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
可
能
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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