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マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
法
の
概
念

─
経
験
科
学
的
法
概
念
の
再
構
成
に
向
け
て

高
橋

裕

Ⅰ　

経
験
科
学
的
法
概
念
の
今
日
的
課
題

　

我
々
が
〈
法
と
社
会
〉
の
経
験
科
学
的
観
察
を
行
な
う
際
に
は
、
そ
れ
が
社
会
学
的
視
角
か
ら
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
歴
史
学
的

視
角
か
ら
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
多
く
の
場
合
な
ん
ら
か
の
「
法
」
の
概
念
を
設
定
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
概
念
の

自
覚
的
検
討
の
作
業
が
一
部
の
論
者
に
よ
る
も
の
を
除
い
て
近
年
で
は
必
ず
し
も
積
極
的
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
一
方

で
、
現
実
の
法
状
況
と
〈
法
と
社
会
〉
へ
の
関
心
の
広
ま
り
と
は
、
法
の
概
念
の
再
精
錬
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

（
（

。

　

も
と
よ
り
経
験
科
学
的
な
法
概
念
は
研
究
目
的
・
研
究
視
角
に
応
じ
て
操
作
的
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
碧
海 

（（959

（: 47/ 

Cotterrell 

（20（6

（: 203

（
が
、
今
日
の
法
状
況
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
な
要
請
を
満
た
す
法
概
念
が
設
定
さ
れ
る
こ
と

が
有
益
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
国
家
法
以
外
に
さ
ま
ざ
ま
な
水
準
で
〈
法（

2
（

〉
が
あ
り
得
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
う
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

こ
の
よ
う
な
見
方
は
も
ち
ろ
ん
「
生
き
る
法
」
の
発
想
に
密
接
に
結
び
つ
き
、
法
社
会
学
の
ほ
と
ん
ど
出
発
点
に
位
置
す
る
も
の
で
あ

る
が
、‘international ’

と
は
区
別
さ
れ
る
意
味
で‘transnational ’

と
表
現
さ
れ
る
状
態
が
生
じ
、
ま
た
、‘universalisation ’

で
は
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な
く‘globalisation ’

と
呼
ば
れ
る
現
象
が
引
き
続
き
進
行
し
て
い
る
現
在
の
世
界
の
状
況
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
国
家
法
と
は
異
な

る
〈
法
〉
の
成
立
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
へ
の
要
請
は
強
い
。

　

第
二
に
、
い
わ
ゆ
る
西
欧
法
（
な
い
し
「
近
代
法
」（
を
〈
法
〉
の
範
型
と
す
る
こ
と
を
不
可
避
的
に
導
く
よ
う
な
概
念
を
避
け
る
こ

と
。
西
欧
法
・
近
代
法
を
範
型
と
す
る
よ
う
な
法
概
念
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、《
或
る
具
体
的
な
社
会
に
お
い
て
〈
法
〉
が
存
在
す
る

か
し
な
い
か
》、
と
い
う
二
分
法
的
思
考
に
結
び
つ
い
て
く
る
可
能
性
が
増
す
と
と
も
に
、
文
化
相
対
主
義
の
発
想
に
基
礎
づ
け
ら
れ

た
研
究
と
の
接
続
を
困
難
に
す
る
こ
と
と
な
り
、
適
切
で
は
な
い
。

　

第
三
に
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
思
考
の
潮
流（

3
（

が
行
な
っ
た
理
論
的
・
認
識
論
的
な
問
題
提
起
に
応
接
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
問
題
提
起

─
そ
れ
は
、
日
本
で
も
或
る
時
期
ま
で
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
た
社
会
学
的
法
概
念
の
自
覚
的

検
討（

4
（

を
停
滞
さ
せ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
ろ
う

─
の
う
ち
、
特
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
法
的
諸
制
度
の
客
観
性
・

自
明
性
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
批
判（

5
（

と
、
よ
り
一
般
的
に
、
社
会
現
象
を
客
観
的
に
観
察
す
る
地
位
を
法
社
会
学

者
が
占
め
う
る
と
考
え
る
根
拠
は
存
在
し
な
い（

6
（

と
い
う
批
判
で
あ
る（

7
（

。
別
言
す
れ
ば
、
経
験
科
学
的
視
角
か
ら
法
概
念
を
設
定
す
る
う

え
で
は
、
社
会
現
象
の
「
構
築
性
」
を
視
野
に
入
れ
る
べ
く
、
制
度
と
行
為
と
の
相
互
作
用
を
視
野
に
収
め
る
よ
う
な
構
成
に
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

　

第
四
に
、
で
き
る
限
り
、
過
去
の
法
社
会
学
研
究
の
成
果
と
の
接
続
を
容
易
に
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
要
請
は
、
法

概
念
の
根
本
的
な
改
鋳

─
そ
れ
を
試
み
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
必
要
で
も
あ
る

─
に
は
結
び
つ
き
に
く
い
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
を

伴
う
が
、
こ
れ
ま
で
の
知
的
遺
産
の
蓄
積
と
の
対
話
可
能
性
を
維
持
す
る
こ
と
は
そ
れ
を
補
う
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
筆

者
と
し
て
は
特
に
、
日
本
の
法
社
会
学
で
伝
統
的
に
検
討
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
主
題
で
あ
る
紛
争
過
程
研
究
へ
の
応
用
可
能
性
を

強
く
意
識
す
る
こ
と（

（
（

、
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に

─
紛
争
過
程
研
究
が
し
ば
し
ば
近
接
す
る
・
社
会
的
相
互
行
為
の
微
視
的
観
察
と
は

ア
プ
ロ
ー
チ
を
異
に
す
る

─
巨
視
的
な
法
過
程
研
究
に
も
接
続
で
き
る
よ
う
工
夫
を
す
る
こ
と
、
を
強
く
意
識
し
た
い
。
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以
上
の
よ
う
な
要
請
を
満
た
す
法
概
念
論
を
検
討
す
る
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
り
え
、
か
つ
、
そ
の
作
業
に
は
一
定
程
度

の
周
到
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
法
現
象
の
経
験
科
学
的
検
討
に
と
っ
て
適
切
な
法
概
念
と
し
て
こ
れ
ま
で
広
く
採
用
さ
れ
て
き
て
い
る
の

は
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
の
提
示
し
た
も
の
（
ハ
ー
ト 

［（96（

］ （20（4

（（
で
あ
り
、
過
去
の
法
社
会
学
の
蓄
積
と
の
接
続
を
重
視
す
る

べ
き
と
い
う
問
題
意
識
と
の
関
係
か
ら
し
て
も
彼
の
法
概
念
論
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
、
二
種
の
ル
ー
ル

の
結
合
と
し
て
法
を
捉
え
る
そ
の
概
念
構
成
か
ら
は
諸
主
体
の
行
為
の
側
面
が

─
無
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が

─
後
景

に
退
く
た
め
、
社
会
現
象
の
構
築
性
へ
の
留
意
と
い
う
要
請
を
容
易
に
は
満
た
さ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
ハ
ー
ト
の
法
概

念
と
内
容
的
に
親
近
性
を
持
ち
な
が
ら（

9
（

、
諸
主
体
の
行
為
と
い
う
要
素
も
視
野
に
収
め
、
さ
ら
に
は
社
会
現
象
理
解
に
お
け
る
主
観
性

と
い
う
問
題
に
も
強
い
関
心
を
払
っ
て
い
た
概
念
構
成
と
し
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
と
予
想
さ
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
、
マ
ッ
ク
ス
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
論
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
発
想
の
も
と
、
本
稿
で
は
、
上
述
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
導
か
れ
る
法
概
念
を
提
示
す
る
た
め
の
第
一
段
階
の
作
業
と

し
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
古
典
的
な
法
概
念
論
を
め
ぐ
る
検
討
を
行
な
う
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
今
日
的
な
経
験
科
学
的

法
概
念
へ
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
目
標
と
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
経
験
科
学
的
法
概
念
の
含
意
を
詳
細
に
検
討
し
よ

う
と
す
る
試
み
自
体
、
若
干
の
例
外
を
除
く
と
必
ず
し
も
多
く
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る（

（（
（

こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
本
稿
は
、
彼
の
法
概

念
論
の
理
解
自
体
に
対
し
て
も
一
定
の
寄
与
を
な
し
え
よ
う（

（（
（（
（（
（

。

Ⅱ　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
法

─
予
備
的
検
討

　

ま
ず
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
経
験
科
学
的
法
概
念
を
詳
し
く
検
討
す
る
た
め
の
予
備
的
作
業
と
し
て
、
そ
の
内
容
と
特
徴
と
を
確
認
し
て

お
こ
う
。
彼
の
法
概
念
は
強
制
・
強
行
の
要
素
を
中
核
と
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い（

（（
（

が
、
夙
に
六
本
佳
平
や



第１部　方法─法史学・法社会学・比較法学

74

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ト
ゥ
ル
ー
ベ
ッ
ク
ら
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
六
本 

（（97（

（: 43/ 

六
本 

（（972

（: （66/ 

六
本 

（（979-（9（3

（: （（

（4

お
よ

び
同7
（注

（3

（/ T
rubek 

（（972

（: 726-727

（、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
適
切
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
と
の
関
係
で
は
「
基
礎
概
念
」
の
な

か
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
示
し
た
法
概
念
の
定
義
的
叙
述（

（（
（

が
い
さ
さ
か
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
法
概
念
が
よ
り
多

く
の
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
（Gephart 

（20（0

（: 45

（
こ
と
は
「
法
社
会
学
」
の
中
の
次
の
簡
潔
な
フ
レ
ー
ズ
に
示
さ
れ
て
い
る
─

「「
法
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
そ
の
経
験
的
な
妥
当
の
可
能
性
の
た
め
に
一
定
の
特
殊
な
保
障
を
備
え
て
い
る
よ
う
な

「O
rdnung

」」
で
あ
る（

（（
（

」。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
経
験
科
学
的
接
近
を
試
み
る
対
象
と
し
て
の
〈
法
〉
に
お
い
て
は
、
⒜

‚O
rdnung ‘

が
鍵
概
念
で
あ
り
、
か
つ
、
⒝
そ
のO

rdnung

が
「
経
験
的
な
妥
当
」
の
見
込
み
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
、
⒞
当
該

O
rdnung

の
実
現
に
向
け
た
一
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

─
こ
れ
が
強
制
装
置
な
い
し
強
制
の
た
め
の
人
的
集
団
で
あ
る

─
が
備
わ
っ

て
い
る
こ
と
と
が
、〈
法
〉
の
存
立
に
と
っ
て
枢
要
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

こ
こ
で
あ
わ
せ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
経
験
科
学
的
観
点
か
ら
す
る
〈
法
〉
の
特
徴
と
し
て
述
べ
て
い
る
事
柄
も
、
確
認
し
て
お
こ
う
。

彼
は
、
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、「
法
社
会
学
」
の
な
か
でRechtsordnung

とW
irtschaftsordnung

と
を
分
け
た

う
え
で
、
前
者
に
関
し
て
さ
ら
に
方
法
論
的
な
区
別
を
行
な
う
。Rechtsordnung

は
、
法
学
的
観
点
か
ら
、《
妥
当
す
る
と
法
学
者

に
よ
り
観
念
さ
れ
る
法
命
題
な
い
し
法
規
範
の
・
論
理
的
に
構
成
さ
れ
た
体
系
》
と
し
て
現
前
す
る
場
合
と
、
経
験
科
学
的
観
点
か
ら

《ein

［en

］ K
om

plex von faktischen Bestim
m

ungsgründen realen m
enschlichen H

andelns

》
と
し
て
現
前
す
る
場
合
と

が
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
（『
法
社
会
学
』: 4-5

（W
eber 

（20（0
（: （9（-（93

（/ W
eber 

（（972

（: （（（

（。
こ
の
う
ち
、
我
々
の
関
心
の
対

象
と
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
後
者
、
す
な
わ
ち
〈
現
実
の
人
間
行
為
に
と
っ
て
の
、
実
際
上
の
決
定
根
拠
の
複
合
体
〉
と
扱
う
の
が
適
当

だ
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
、
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
か
か
わ
り
注
目
さ
れ
る
点
は
二
つ
─
一
つ
は
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
に
お
い
て
、
経
験
科
学
的
観
点
か
ら
の
〈
法
〉
は
、
法
学
的
観
点
か
ら
見
る
場
合
と
異
な
り
、「
規
範
」
と
い
う
形
象
と
明
確
に

切
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
繰
り
返
し
説
く
よ
う
に
《
現
実
の
人
間
行
為
に
と
っ
て
の
、
実
際
上
の
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決
定
根
拠
》
は
〈
法
〉
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
に
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
な
お
、
経
験
科
学
的
観
点
か
ら
す
る
〈
法
〉
の

作
用
と
は
《
行
為
を
決
定
す
る
際
に
根
拠
と
な
り
う
る
》
こ
と
で
あ
る
と
彼
が
明
示
し
て
い
る
こ
と
（
六
本 

（（979-（9（3

（: （（

（4

参
照
（、

で
あ
る
。
後
者
の
点
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、〈
法
〉
を
経
験
科
学
的
観
点
か
ら
理
解
す
る
う
え
で
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
態
様
で
行

為
決
定
の
根
拠
と
な
り
う
る
の
か
、
に
着
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
で
は
、
第
Ⅲ
節
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ
る
《「
経
験
的
な
妥
当
」
の
見
込
み
を
備
え

た,O
rdnung ‘

》
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
の
か
を
詳
し
く
検
討
し
、
続
く
第
Ⅳ
節
に
お
い
て
、
そ
れ
が
強
制
の
た
め
の
仕
組
み

を
備
え
て
い
る
こ
と
が
〈
法
〉
の
要
件
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
か
わ
り
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
め
ぐ
っ
て
検
討
・
指
摘
を
行

な
う
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
作
業
を
行
な
う
際
に
は
、
法
の
概
念
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
関
連
す
る
諸
概
念
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
ヴ

ェ
ー
バ
ー
自
身
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
を
心
が
け
よ
う
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

に
お
け
る
諸
概
念
の
定
義
は
、
あ
く
ま
で
（
第
一
次
的
に
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
研
究
関
心
か
ら
し
て
、
そ
し
て
、
よ
り
広
く
は
一
般
的
な
経
験
科
学

的
関
心
か
ら
し
て
（
目
的
合
理
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、《
経
験
科
学
的
観
点
か
ら
み
れ
ば
そ
の
よ
う
に
観
察
者
の
前

に
現
前
し
う
る
》
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
以
上
、〈
法
〉
お
よ
び
そ
れ
に
か
か
わ
る
諸
概
念
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
は
ど
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
見
え
た
の
か
、
を
読
者
が
適
切
に
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
経
験
科
学
的
法
概
念
を
エ
ラ
ボ
レ
イ
ト
す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
検
討
さ
れ
る
べ
き
論
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本

稿
の
具
体
的
目
的
の
一
つ
と
な
る
。
そ
し
て
最
終
節
に
お
い
て
、
今
日
の
経
験
科
学
的
法
概
念
に
向
け
ら
れ
た
要
請
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
法
概
念
が
ど
の
よ
う
に
応
え
う
る
か
に
つ
い
て
若
干
の
見
通
し
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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Ⅲ　

,O
rdnung ‘

と
そ
の
妥
当

１　

は
じ
め
に

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
的
検
討
に
お
い
て,O

rdnung ‘

と
い
う
形
象
に
対
し
て
重
要
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

『
経
済
と
社
会
』
の
第
２
部
第
１
章
（『
法
社
会
学
』: 3-65

（W
eber 

（20（0

（: （9（-247/ W
eber 

（（972

（: （（（-（9（

（
が
も
と
も
と
はD

ie 
W

irtschaft und die O
rdnungen

と
題
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、『
経
済
と
社
会
』
の
い
わ
ゆ
る
一
九
一
四
年
構
成
表
に
お
い
て

も
引
き
続
き
、
彼
の
担
当
部
分
の
タ
イ
ト
ル
がD
ie W

irtschaft und die gesellschaftlichen O
rdnungen

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
窺
わ
れ
る（

（（
（

。
し
か
る
に
、
近
年
の
水
林
彪
に
よ
る
問
題
提
起（

（（
（

に
至
る
ま
で
、
こ
の,O

rdnung ‘

を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
適
切

で
あ
る
の
か
を
め
ぐ
る
検
討
は
、
日
本
語
圏
で
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た（

（（
（

。
こ
の
こ
と
の
理
由
の
大
き
な
も
の

は
、,O

rdnung ‘

の
定
訳
と
し
て
「
秩
序
」
と
い
う
語
が
存
在
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
諸
著
作
の
翻
訳
に
際
し
て
も
ご
く
例
外
的
な
場
合

を
除
い
て
は
そ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
筆
者
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
を
理
解
す
る
う
え

で
、,O

rdnung ‘

の
訳
語
と
し
て
「
秩
序
」
を
当
て
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
具
体
例
で
示
そ

う
。

　

な
る
ほ
ど
、
前
節
で
も
触
れ
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ
る
法
学
的
意
味
に
お
け
る,Rechtsordnung ‘

、
す
な
わ
ち
「
諸
命
題
を
そ

の
論
理
的
に
正
し
い
意
味
に
し
た
が
っ
て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
［
構
成
さ
れ
る
］
…
…
論
理
的
に
内
的
矛
盾
を
含
ま
な
い
一
つ
の

体
系
」（『
法
社
会
学
』: 4

（W
eber 

（20（0

（: （92/ W
eber 

（（972

（: （（（

（
の
こ
と
を
「
法
秩
序
」
と
訳
し
て
も
、
大
き
な
問
題
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、「
法
秩
序
」
と
い
う
日
本
語
は
《
法
令
（
お
よ
び
場
合
に
よ
っ
て
は
判
例
（
が
階
層
的
に
形
成
す
る
複
合
体
》

と
い
う
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
、「
法
秩
序
」
の
一
般
的
用
法
か
ら
し
て
違
和
感
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
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し
か
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
同
じ
く
法
学
的
観
点
か
ら
の
〈
法
〉
に
つ
い
て
論
じ
る
次
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
み
ら
れ
た
い
─
「
法
学
的

な

─
よ
り
正
確
に
い
え
ば
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な

─
考
察
は
、
次
の
よ
う
な
課
題
を
立
て
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
内
容

が
人
び
と
…
…
の
行
態
に
つ
い
て
の
規
準
と
さ
れ
る
よ
う
な
一
つ
の
秩
序
を
表
示
し
て
い
る
諸
命
題
に
つ
い
て
、
そ
の
正
し
い
意
味
を
、

換
言
す
れ
ば
こ
の
秩
序
に
ど
の
よ
う
な
事
実
が
服
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
こ
れ
ら
の
事
実
の
こ
の
秩
序
へ
の
服
し
方
と
を
、
探
求
す

る
こ
と
を
そ
の
課
題
と
し
て
い
る
」（ibid.

（。
あ
る
い
は
、
や
は
り
「
法
社
会
学
」
の
中
に
見
ら
れ
る
次
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
─
「
法
命
題

に
含
ま
れ
て
い
る
秩
序
に
し
た
が
っ
て
い
る
人
び
と
が
、
主
と
し
て
、
あ
る
い
は
全
般
的
に
み
て
、（
上
述
し
た
意
味
で
の
（
強
制
装
置

が
そ
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
秩
序
に
服
従
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、「
法
命
題
」
の
妥
当
と
い
う
こ

の
通
常
の
意
味
に
お
け
る
概
念
に
は
、
ま
っ
た
く
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
」（『
法
社
会
学
』: 9

（W
eber 

（20（0

（: （99/ W
eber 

（（972

（: （（3

（。
こ
れ
ら
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
原
語
も
も
ち
ろ
ん,O

rdnung ‘

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
秩
序
」
と
訳
し
た
日
本
語
の
文

章
だ
け
を
読
ん
だ
と
き
に
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
の
は
お
よ
そ
困
難
で
は
な
い
か
？
（
水
林 

（20（5

（: （4（-（49

も
参
照
（。
実
の
と
こ

ろ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作

─
少
な
く
と
も
、『
経
済
と
社
会
』

─
の
な
か
でO

rdnung

を
「
秩
序
」
と
訳
し
て
円
滑
に
理
解
で
き

る
箇
所
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、
一
語
一
訳
主
義
的
にO

rdnung

に
「
秩
序
」
の
語
を
当
て

る
こ
と
は
い
た
ず
ら
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
行
論
の
理
解
を
困
難
に
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
問
題
意
識
と
し
て
抱
き
つ
つ
、
以
下
、,O

rdnung ‘

を
め
ぐ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
行
論
を
詳
し
く
検
討
し
て
い
こ
う
。

２　

,O
rdnung ‘

　

我
々
に
と
っ
て
関
心
の
対
象
と
な
る,O

rdnung ‘

─
さ
し
あ
た
り
、
経
験
科
学
的
な
観
点
か
ら
〈
法
〉
概
念
を
指
し
示
す
と
い
う

文
脈
に
お
い
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
用
い
る,O

rdnung ‘

─
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
が
適
切

か
？　

,O
rdnung ‘

の
語
は
「
旧
稿
」
の
部
分
で
も
頻
出
す
る（

（（
（

の
だ
が
、
管
見
の
限
り
で
は
そ
の
意
味
を
直
接
的
に
説
明
す
る
叙
述
は
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な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
定
義
的
に
説
明
す
る
「
基
礎
概
念
」
の
叙
述
に
目
を
転
じ
よ
う（

（（
（

。

　
「
基
礎
概
念
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、「
社
会
的
な
「
関
係
」」soziale ,Bezhiehung ‘

の
概
念
が
設
定
さ
れ
る
（『
基
礎
概
念
』: （（（-

（（9/ W
eber 

［（92（

］ （20（3

（: （77/ W
eber 

（（972

（: （3

（。
こ
れ
は
、
人
々
の
相
互
行
為
が
或
る
一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
な
さ
れ
る
場

合
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
複
数
の
行
為
主
体
の
間
で
・
そ
れ
ら
の
者
に
よ
っ
て
意
味
を
付
与
さ
れ
て
相
互
行
為
が
な
さ
れ
る
場
合
、
で

あ
る
（
以
下
の
検
討
も
含
め
て
、「
基
礎
概
念
」
に
お
け
る
「
意
味
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
行
為
者
が
付
与
す
る
（
と
考
え
ら
れ
る
（
も
の
で
あ
る
こ

と
に
留
意
せ
よ
（『
基
礎
概
念
』: （5-（6/ W

eber 

［（92（

］ （20（3

（: （49/ W
eber 

（（972

（: （

（。
そ
し
て
、
当
該
「
意
味
」
が
、「
関
係
」
の
内

容
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
「
関
係
」
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
支
配
」
や
「
闘
争
」、

「
友
愛
」、「
国
家
」
な
ど
だ
が
、
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、「
代
理
」
で
あ
る
と
か
「
債
権
者
─
債
務
者
」・「
被
害
者
─
加
害
者
」
と
い
っ
た

も
の
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
社
会
的
な
「
関
係
」
の
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
も
と
よ
り
、
関
与
す
る
行
為
主
体
た
ち
が
当
該

相
互
行
為
に
同
じ
意
味
を
付
与
す
る
と
は
限
ら
な
い
（。
続
い
て
、「
規
準
」,M

axim
en

（
（（
（

‘

─
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
こ
で
複
数
形
を
用
い
る

─
の
一
つ
の
機
能
が
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
関
係
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
互
行
為
に
行
為
者
が
付
与
す
る
意
味

は
短
期
的
な
も
の
や
継
続
的
な
も
の
、
そ
し
て
ま
た
感
覚
的
な
も
の
や
自
覚
的
、
目
的
合
理
的
な
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
う
る

が
、
規
準
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
反
復
的
に
多
く
の
行
為
主
体
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
う
る
（perennierend

（
意
味
（
す
な
わ
ち
、
一

定
程
度
明
確
な
「
関
係
」
を
継
続
的
に
、
か
つ
間
主
観
的
・
相
互
了
解
的
に
生
起
さ
せ
る
意
味
（
を
、
そ
う
し
た
規
準
が
定
め
う
る
と
い
う
の
で

あ
る
（『
基
礎
概
念
』: （2（/ W

eber ［（92（

］ （20（3

（: （79/ W
eber （（972

（: （4

（。

　

そ
の
う
え
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
特
定
可
能
な
「
諸
規
準
」
を
（
平
均
的
に
見
て
、
か
つ
、
近
似
的
に
（
志
向
し
て
行
為
が
な
さ
れ
る

場
合
に
、［
当
該
行
為
が
要
素
と
な
る
相
互
行
為
が
形
成
す
る
］
社
会
的
関
係
を
な
す
意
味
を,O

rdnung ‘

と
呼
ぶ
」
こ
と
に
す
る
、

と
提
案
す
る
（『
基
礎
概
念
』: （26-（27/ W

eber 

［（92（

］ （20（3

（: （（3/ W
eber 

（（972

（: （6

（。
こ
こ
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け

る,O
rdnung ‘

が
定
義
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、「
意
味
」Sinngehalt

の
こ
と
で
あ
る
と
、
い
さ
さ
か
ト
リ
ッ
キ
ー
に
説
明
さ
れ
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る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
行
為
が
一
群
の
規
準
を
志
向
し
て
（
す
な
わ
ち
、
指
針
に
し
て
（
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
の
「
意

味
」
と
し
て
行
為
者
が
付
与
す
る
も
の
（
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「
基
礎
概
念
」
で
定
義
す
る
「
意
味
」
と
は
、
行
為
者
が
抱
く

（
と
考
え
ら
れ
る
（
も
の
で
あ
る
（
水
林 

（20（5

（: 6-7

も
参
照
（（
は
、
当
該
諸
規
準
の
規
定
す
る
内
容
に
準
拠
し
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
で
の,O

rdnung ‘

と
は
要
す
る
に
、
諸
規
準
が
定
式
化
す
る
内
容
が
な
す
・
一
ま
と
ま
り
の
複
合
体

を
指
す
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る,O
rdnung ‘

と
は
「
規
準
」,M

axim
en ‘

と
非
常
に
密
接
な
関
係
に
立
つ

も
の
で
あ
る
。

３　

,O
rdnung ‘

の
「
妥
当
」

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
「
法
社
会
学
」
で
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、,O

rdnung ‘

の
「
妥
当
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
一

般
的
な
定
義
か
ら
す
れ
ば
、O

rdnung
の
「
妥
当
」
を
決
定
す
る
も
の
は
、
行
為
がO

rdnung

を
「
志
向
し
て
い
る
」
と
い
う
事

実
」
で
あ
っ
て
、「O

rdnung

が
「
遵
守
」
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
は
な
い
」（『
法
社
会
学
』: 6 

（W
eber 

（20（0

（: （94-（95/ W
eber 

（（972

（: （（2

（（。
こ
う
し
て
、
①
「
志
向
」,O

rientierung ‘

の
成
立
がO

rdnung

の
経
験
的
妥
当
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
さ
れ
、
か

つ
、
②O

rdnung

の
経
験
的
妥
当
がO

rdnung
の
「
遵
守
」
か
ら
切
断
さ
れ
る
。

　

で
は
、,O

rientierung ‘

と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
説
明
は
ト
ー
ト
ロ
ジ

カ
ル
で
、
た
と
え
ば
「
一
定
の
秩
序
を
妥
当
力
あ
る
も
の
と
主
観
的
に
み
な
し
、
ま
た
実
際
上
そ
の
よ
う
に
と
り
扱
う
」
こ
と
が
「
つ

ま
り
彼
ら
自
身
の
行
為
を
こ
の
秩
序
に
志
向
さ
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
（『
法
社
会
学
』: 3 

（W
eber 

（20（0

（: （9（/ W
eber 

（（972

（: （（（

（（、

等
と
述
べ
る
の
だ
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
再
び
「
妥
当
」
の
意
味
に
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
志
向
」
と
い
う
状
態
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、O

rdnung

の
経
験
的
妥
当
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
表
現
を
用
い
れ
ば
人
々
が
「
制
定
さ
れ
たO

rdnung

を
遵
守
す
る
こ
と
が
行
為
の
準
縄Richtschnur

で
あ
る
と
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受
け
と
め
て
い
る
「
か
の
よ
う
に
」
平
均
的
に
行
動
す
る
」
と
予
期
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
（『
カ
テ
ゴ
リ
ー
』: 53

（W
eber 

［（9（3

］ 
（（9（（
（: 443

（（、「
基
礎
概
念
」
の
表
現
を
用
い
れ
ば
「［
規
準
が
］
拘
束
的
で
あ
る
、
あ
る
い
は
範
例
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う

理
由
か
ら
」
当
該
規
準
を
顧
慮
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
う
る
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
（『
基
礎
概
念
』: （26-（27/ W

eber 

［（92（

］ 

（20（3

（: （（3/ W
eber 

（（972

（: （6

（。
か
く
し
て
、
規
準
の
経
験
的
妥
当
と
は
、O

rdnung

の
「
遵
守
」
す
な
わ
ちO

rdnung

の
内
容

に
合
致
す
る
と
い
う
よ
う
な
物
理
的
行
為
と
し
て
・
観
察
可
能
で
あ
る
一
定
の
行
態
の
発
生
を
指
す
の
で
は
な
く
、
行
為
者
の
内
面
で

な
さ
れ
る
（
と
考
え
ら
れ
る
（
意
味
付
与
の
一
定
の
状
態
を
指
す
（
六
本 

（（972

（: （67

（、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

状
態
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
行
為
を
決
定
す
る
際
に
根
拠
と
な
り
う
る
も
の
と
し
て
の
〈
法
〉
に
独
自
の
態
様
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
上
で
記
し
た
《「
拘
束
的
で
あ
る
、
あ
る
い
は
範
例
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
」
当
該
規
準
を
指
針
に

す
る
》
と
い
う
状
態
は
、
ハ
ー
ト
の
い
わ
ゆ
る
・
ル
ー
ル
使
用
に
伴
う
「
内
的
観
点
」（
ハ
ー
ト 

［（96（

］ （20（4

（: （70-（75

（
と
強
い
共

通
性
を
有
す
る
と
い
う
重
要
な
指
摘
が
、
六
本
に
よ
っ
て
か
ね
て
か
ら
な
さ
れ
て
お
り（

（（
（

、
ま
た
、
ハ
ー
ト
の
伝
記
的
研
究
に
よ
っ
て
も

そ
の
こ
と
は
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る（

（（
（

。
そ
の
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
慮
に
入
れ
る
と
、
我
々
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
〈
法
〉
概
念
に
か
か
わ
り

次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、《,O

rdnung ‘

、
別
言
す
れ
ば
「
規
準
」
の
内
容
の
複
合
体
が
、「
経
験
的

な
妥
当
」
の
見
込
み
を
備
え
て
い
る
》
と
い
う
状
態
は
、
端
的
に
、《
そ
れ
ら
の
規
準
群
が
（
ハ
ー
ト
が
説
明
し
た
意
味
で
の
（「
ル
ー

ル
」
と
し
て
作
用
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
》
と
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る（

（（
（（
（（
（

、
と
。

４　

小
括

　

以
上
を
要
す
る
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て,O

rdnung ‘

と
は
、
そ
れ
が
経
験
科
学
的
な
法
概
念
と
の
関
係
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場

合
に
は
、

─
ハ
ー
ト
が
そ
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
意
味
で
の

─
「
ル
ー
ル
／
準
則
」
の
複
合
体
の
こ
と
を
指
す
、
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る（

（（
（

。
ま
た
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
行
論
に
見
ら
れ
る
「
規
準
」
の
複
数
性
（,M

axim
en ‘

（／,O
rdnung ‘

の
単
数
性
（,eine 
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O
rdnung ‘

（
と
い
う
点（

（（
（

に
強
く
こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
が
許
さ
れ
る
文
脈
に
お
い
て
は
、（
妥
当
し
て
い
る
（,O

rdnung ‘

と
は（

（（
（

、
端
的
に

「
ル
ー
ル
」
と
も
理
解
で
き
よ
う（

（（
（

。

Ⅳ　

ル
ー
ル
を
強
行
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

１　

は
じ
め
に

　

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
ル
ー
ル
一
般
を
法
と
み
な
す
と
い
う
の
は
、〈
法
〉
の
一
般
的
・
現
実
的
理
解
か
ら
遠
い
こ
と
で
あ
る
し
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
自
身
も
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
ル
ー
ル
の
う
ち
で
〈
法
〉
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
特
徴
を
析
出
さ
せ
る
た
め
に
ヴ
ェ
ー

バ
ー
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ル
ー
ル
を
強
行
的
に
実
現
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
有
無
、
で
あ
る
。
念
の

た
め
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
説
明
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
「「
法
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
そ
の
経
験
的
な
妥
当
の
可
能
性
の
た
め
に
一
定
の
特
殊
な
保
障
を
備
え
て
い
る
よ
う
な
「
準

O
rd-

則

nung

」
な
の
で
あ
る
。
／
し
か
も
、「
保
障
さ
れ
た
客
観
的
な
法
」
と
い
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
場
合
を
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

保
障
が
…
…
「
強
制
装
置
」
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
形
で
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
と
く
に
そ
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
強

制
手
段
（
法
強
制
（
を
使
っ
て
準
則
を
実
現
す
る
よ
う
に
・
こ
の
目
的
の
た
め
に
と
く
に
用
意
を
整
え
た
一
人
ま
た
は
複
数
の
人
が
存
在
し

て
い
る
と
い
う
場
合
で
あ
る（

（（
（

。
／
…
…
一
つ
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
関
係
の
強
制
装
置
を
形
成
し
て
い
る
人
び
と
が
お
こ
な
う
組
織
的
な

「
機
関
行
為
」
も
、
そ
の
す
べ
て
が
法
強
制
に
向
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
行
為
の
妥
当
す
る
意
味

が
、
準
則
の
遵
守
を
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
自
体
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
機
関
行
為
だ
け
を
、
法
強
制
と
し
て
理
解
し
た

い
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ざ
と
な
れ
ば
「
そ
の
準
則
自
体
の
た
め
に
」
強
制

─
「
法
強
制
」

─
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
可
能
性
が

あ
る
場
合
に
か
ぎ
っ
て
、
そ
の
準
則
を
「
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
」（『
法
社
会
学
』: 6-7

（
（（
（

（W
eber 

（20（0

（: （95-（96/ W
eber 

（（972

（: （（2

（
（（
（

（（。
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法
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
一
つ
の
必
要
的
要
素
と
し
て
強
制
の
契
機
を
含
め
る
と
い
う
考
え
方
は
、
前
述

し
た
よ
う
に
全
く
珍
し
く
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
点
に
か
か
わ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
の
含
意
を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
試

み
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
経
験
科
学
的
法
概
念
論
に
お
け
る
「
強
制
」
の
位
置
づ
け
を

検
討
の
契
機
に
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
指
摘
を
行
な
お
う
。

２　
「
強
制
」
を
捉
え
る
視
点

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
〈
法
〉
の
必
要
的
要
素
と
し
て
ル
ー
ル
強
行
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
掲
げ
る
際
の
視
点
に
は
、
或
る
特
徴
が
見
い
だ
さ
れ

る
。
法
と
「
強
制
」
と
を
結
び
つ
け
る
見
解
の
一
つ
の
典
型
は
、
ハ
ー
ト
が
批
判
し
た
法
理
解
、
す
な
わ
ち
《
行
為
主
体
の
意
思
に
反

し
て
で
も
威
嚇
を
通
じ
て
そ
の
命
じ
る
内
容
が
強
い
ら
れ
る
》
と
い
う
意
味
に
お
い
て
法
を
「
強
制
」
的
な
も
の
と
考
え
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
り
（
ハ
ー
ト 

［（96（

］ （20（4
（: 47-59
（、
そ
こ
で
は
、《「
法
」
を
強
制
さ
れ
る
主
体
》
の
視
点
か
ら
、「
強
制
」
の
意
義
が
把
握

さ
れ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
そ
こ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、《「
法
」
に
従
う
／
従
わ
せ
ら
れ
る
主
体
》
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ー
バ

ー
が
〈
法
〉
に
お
い
て
ル
ー
ル
強
行
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
重
視
す
る
際
の
視
点
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身

の
次
の
よ
う
な
行
論
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
─
「
政
治
的
共
同
体
の
強
制
装
置
に
よ
る
実
力
的
な
法
強
制
は
、
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
、

他
の
諸
力

─
例
え
ば
宗
教
的
な
力

─
の
強
制
手
段
に
比
べ
て
劣
っ
て
お
り
、
そ
の
実
際
上
の
実
効
力
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
は
、
ま

っ
た
く
個
々
の
場
合
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
政
治
的
共
同
体
の
実
力
装
置
は
、
そ
れ
の
も
っ
て
い
る
実
力
手
段
が

社
会
的
に
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
や
は
り
社
会
学
的
現
実
に
お
い
て
「
法
強
制
」
と
し
て
の
存
在
を
保
っ
て
い
る
」（『
法

社
会
学
』: 20

（W
eber （20（0

（: 202/ W
eber （（972

（: （（4

（、
圏
点
は
高
橋
（。

　

こ
こ
で
、
そ
の
実
効
性
の
相
対
的
弱
さ
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
強
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
〈
法
〉
の
必
須
の
要
素
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
〈
法
〉
の
概
念
を
、《
法
を
発
動
す
る
主
体
》
と
い
う
視
点
か
ら
把
握
す
る
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
シ
ュ
タ
ム
ラ
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ー
批
判
」
に
お
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
─
「［
或
る
者
が
］
隣
の
煙
突
の
濃
い
煙
り
を
我
慢
し
な
い
と
き
は
、
か
れ
は
、
あ
る

特
定
の
場
所
（「
裁
判
所
」（
に
特
定
の
書
類
を
提
出
す
れ
ば
、「
裁
判
官
」
と
呼
ば
れ
る
あ
る
種
の
人
び
と
が
一
連
の
手
続
を
と
っ
た
の

ち
に
（「
判
決
」
と
呼
ば
れ
る
（
書
類
に
署
名
し
、
こ
の
書
類
に
「
適
合
す
る
」
結
果
と
し
て
、
あ
る
種
の
人
び
と
に
心
理
的
も
し
く
は

ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
物
理
的
な
強
制
が
加
え
ら
れ
、
当
該
か
ま
ど
に
こ
れ
以
上
火
を
つ
け
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う

こ
と
が
期
待
で
き
る
の
か
ど
う
か
を
自
分
自
身
の
経
験
的
知
識
も
し
く
は
他
人
の
（
た
と
え
ば
「
弁
護
士
」
の
（
経
験
的
知
識
に
照
ら
し

合
わ
せ
て
み
る
の
で
あ
る
」（『
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
』: 56-57 

（W
eber 

［（907

］ （（9（（

（: 350

（（。
こ
こ
で
も
〈
法
〉
は
、
ル
ー
ル
の
強
制

に
向
け
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
関
連
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
行
論
は
《
或
る
行
為
主
体
が
、〈
法
〉
を
用
い
る
こ
と

を
想
起
し
た
ら
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
こ
と
を
予
期
す
る
の
か
》
を
考
え
る
こ
と
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る（

（（
（

。

　

そ
し
て
強
制
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
把
握
は
、
彼
が
〈
法
〉
の
独
自
の
特
色
と
し
て
、
行
為
の
実
際
的
統
御
と
い
う
作
用
を
重
視
し

な
い
、
と
い
う
こ
と
と
も
整
合
す
る

─
「
一
定
の
種
類
の
行
態
を
す
る
…
…
大
多
数
の
人
が
、
い
わ
ん
や
す
べ
て
の
人
が
、［
そ
う

す
る
こ
と
が
法
命
題
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
い
う
］
動
機
か
ら
し
て
こ
の
行
態
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
的
準
則

の
発
効
や
存
続
の
た
め
の
本
質
的
な
要
因
で
は
な
い
」（『
法
社
会
学
』: 5

（W
eber 

（20（0

（: （93/ W
eber 

（（972

（: （（2

（（。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

に
お
い
て
、〈
法
〉
独
自
の
作
用
は
、
法
命
題
に
定
め
ら
れ
た
内
容
を
実
際
の
行
為
と
し
て
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
で
は
な
く
、《
一
定
の

手
順
を
踏
め
ば
然
る
べ
き
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
動
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
ル
ー
ル
の
内
容
が
強
行
さ
れ
る
蓋
然
性
が
あ
る
》、
と
い
う
こ
と

に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

。
こ
こ
か
ら
は
ま
た
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
〈
法
〉
の
範
型
と
し
て
、
第
一
次
的
に
刑
事
法
よ
り
も
民
事
法

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
（
石
村 （（9（3

（: （90

（
と
い
う
こ
と
も
示
唆
さ
れ
よ
う
。
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３　
「
と
く
に
そ
の
た
め
に
」
作
動
す
る
強
制
メ
カ
ニ
ズ
ム

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
に
お
い
て
強
制
の
側
面
が
注
目
さ
れ
る
際
の
、
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
そ
の
強
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
性
質
に

つ
い
て
或
る
一
定
の
限
定
が
付
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、〈
法
〉
に
お
け
る
強
制
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
と
は
「
い
ざ
と
な
れ
ば
「
そ
の
準
則
自
体
の
た
め
に
」」
作
動
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
点
は
１
で
引
用
し
た
パ
ッ
セ
ー
ジ
の
み
を
見
て
も
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
〈
法
〉
の
理
解
は
、
我
々
に
い
く

つ
か
の
論
点
を
提
示
す
る
。

　

ま
ず
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
の
趣
旨
を
今
一
度
確
認
し
よ
う
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
「
そ
の
準
則
自
体
の
た
め
に
」
強
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

作
動
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
状
態
を
次
の
よ
う
に
敷
衍
す
る
─
「［
強
制
装
置
を
構
成
す
る
者
た
ち
が
提
供
す
る
］
援
助
は
、
単
な
る
合

目
的
性
の
根
拠
か
ら
援
助
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
自
由
な
裁
量
に
し
た
が
っ
て
恩
恵
や
恣
意
か
ら

で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
［
法
命
題
が
］
こ
の
よ
う
に
「
妥
当
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
の
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
」
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（『
法
社
会
学
』: （9

（W
eber （20（0

（: 20（/ W
eber （（972

（: （（4

（。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
経
験
的
法
概
念
の
も
と
で
は
、

ル
ー
ル
の
強
制
の
場
面
に
お
い
て
合
目
的
的
考
慮
や
実
質
的
考
慮
な
ど
が
働
い
て
は
な
ら
な
い
し
、
恣
意
的
な
判
断
な
ど
が
な
さ
れ
て

も
い
け
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
用
語
法
に
従
う
な
ら
ば
、
法
強
行
に
際
し
て
そ
の
担
当
者
は
「
実
質

的
」
な
思
考
の
も
と
で
ル
ー
ル
の
操
作
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

　

こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
論
点
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
法
〉
の
理
解
を
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
法
社
会

学
的
議
論
全
体
と
ど
の
よ
う
に
整
合
さ
せ
る
か
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
法
〉
の
理
解
は
ど
の
よ
う
な
機
序
を
経
て
得
ら
れ
た

の
か
、
そ
し
て
最
後
の
一
つ
は
、
法
強
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
こ
の
よ
う
に
性
質
規
定
さ
れ
た
こ
と
は
法
専
門
家
論
と
ど
の
よ
う
な
関
係

を
有
す
る
か
、
で
あ
る
。

　

第
一
の
論
点
は
、
と
り
わ
け
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
示
し
た
法
発
見
・
法
創
造
の
類
型
論
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
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発
見
・
法
創
造
の
類
型
論
に
は
「
実
質
的
」
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
法
発
見
・
法
創
造
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

法
理
論
に
関
心
を
持
つ
者
の
あ
い
だ
で
ほ
ぼ
共
通
了
解
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い（

（（
（

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
強
行
の
場
面
で

ル
ー
ル
の
実
質
的
な
操
作
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
要
請
は
法
発
見
・
法
創
造
の
類
型
論
と
整
合
し
な
い
の

で
は
な
い
か
？　

こ
の
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
発
見
・
法
創
造
の
類
型
論
を
め
ぐ
っ
て
近
時
広
渡
清
吾
が
示
し
た
新

た
な
理
解
（
広
渡 
（20（6

（（
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
可
能
性
が
あ
る

─
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
実
質
的
な
判
断
（
の

み
（
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
決
定
の
仕
組
み
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
〈
法
〉
た
り
え
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い

か
（
（（
（

─
と
思
わ
れ
、
今
後
の
詳
細
な
検
討
が
期
待
さ
れ
る
。

　

第
二
の
論
点
は
、
法
強
制
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
理
解
が
、
な
ぜ
／
ど
の
よ
う
に
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
経
済
と
法
と
の
関
係
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
理
論
構
築
を
行
な
っ
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
る
の
で

（
六
本 

（（9（6

（: 63

（、〈
法
〉
の
重
要
な
作
用
と
し
て
法
利
用
者
に
と
っ
て
の
計
算
可
能
性
の
維
持
と
い
う
点
に
着
眼
が
及
ん
だ
こ
と
は

疑
い
な
い
（『
法
社
会
学
』: （（/ W

eber 

（20（0
（: 200/ W

eber 

（（972

（: （（4

（（。
た
し
か
に
経
済
行
為
と
の
関
係
で
は
、
法
強
制
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
、
他
の
考
慮
な
し
に
・
ル
ー
ル
自
体
の
尊
重
と
い
う
動
機
か
ら
そ
の
担
当
者
に
よ
っ
て
作
動
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
社
会
構

成
員
か
ら
す
れ
ば
高
い
計
算
可
能
性
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
重
要
で
あ
ろ
う
（
六
本 

（（972

（: （67

（。
し
か
し
そ
の
一
方
で
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
、
上
述
の
よ
う
に
〈
法
〉
に
よ
る
強
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
計
算
可
能
性
維
持
の
役
割
に

─
社
会
構
成
員
の
行
動
の
規
定
力

と
い
う
点
に
関
し
て
で
あ
る
が

─
留
保
を
つ
け
て
も
い
て（

（（
（

、
議
論
は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
な
ん
ら
か
の
一
定
の
明
確
な
意
図
を
も
っ
て
、
強
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
限
定
を
付
し
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
を
直
接
的
に
説
明
す
る
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
筆
者
は
彼
の
叙
述
中
に
見
い
だ
さ
な
い
。
団
体
そ
の
他
の
持
続
的
な
社

会
形
成
体
の
存
立
に
と
っ
て
の
強
制
装
置
・
ス
タ
ッ
フ
の
意
義
に
注
目
す
る
と
い
う
発
想
（
越
智 

（（994

（: （4-（5

。
関
連
し
て
『
カ
テ
ゴ
リ

ー
』: 66-67/ W

eber （（9（（

（: 449

も
参
照
（
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
指
摘
に
留
め
る
。
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第
三
の
論
点
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
行
論
の
内
在
的
整
合
性
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
含
意
を
問
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
官
僚
機
構
の
特
徴
を
目
的
合
理
的
性
格
・
技
術
的
合
理
性
に
求
め
た
。
し
か
る
に
、
先
に
確
認
し
た

よ
う
に
、
こ
と
法
強
制
の
担
当
者
に
対
し
て
は
目
的
合
理
的
な
性
質
を
求
め
ず
、
そ
れ
ら
を
む
し
ろ
価
値
合
理
的
に
任
務
に
当
た
る
も

の
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
一
方
で
「
法
社
会
学
」
に
お
い
て
き
わ
め
て
詳
細
に
法
専
門
家
の
発
達
史
を
辿

り
、
他
方
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
職
業
倫
理
論
を
説
い
て
い
る

─
我
々
は
た
だ
ち
に
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
や
「
職
業
と
し
て
の
学

問
」、
ま
た
、「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
『
精
神
』」
な
ど
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る

─
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
法
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
の
職
業
倫
理
的
側
面
に
つ
い
て
は
明
確
に
論
じ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
法
強
制
の
場
面
で

の
価
値
合
理
的
任
務
遂
行
と
い
う
想
定
か
ら
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
措
定
し
て
い
た
法
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
論
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い（

（（
（

。

　

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
具
体
的
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
論
点
の
摘
示
に
留
ま
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
経
験
的
法
概
念
論
に

か
か
わ
る
問
題
と
し
て
他
日
の
検
討
を
期
し
た
い
。

Ⅴ　

結
び
─
法
概
念
論
の
今
日
的
課
題
へ
の
応
接
に
向
け
て

　

以
上
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
に
関
す
る
検
討
を
終
え
る
。
本
稿
で
の
検
討
か
ら
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
経
験
科
学
的
な
法
概
念
が
、

⑴
規
準
と
、
⑵
そ
の
規
準
の
強
行
を
担
当
す
る
仕
組
み
（
具
体
的
に
は
、
そ
の
た
め
の

─
い
わ
ば
第
二
次
的
な

─
基
準
と
い
う
理
解
と
、

そ
の
た
め
の
人
員
と
い
う
理
解
と
が
あ
り
う
る
。
両
者
は
排
他
的
で
は
な
い
（
と
、
⑶
基
準
に
か
か
わ
る
・
社
会
構
成
員
の
一
定
の
内
的
態
度

（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
市
民
一
般
の
そ
れ
と
、
基
準
の
強
行
を
担
当
す
る
者
の
そ
れ
と
に
分
か
れ
う
る
（
を
伴
う
行
為
と
、
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
と
含
意
が
明
確
に
さ
れ
た
も
の
と
期
待
す
る
。
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最
後
に
、
そ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
が
、
経
験
科
学
的
法
概
念
の
今
日
的
課
題
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
う
る
か
、
に
つ

い
て
若
干
の
考
察
を
行
な
っ
て
本
稿
を
閉
じ
よ
う
。
ま
ず
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
が
国
家
法
以
外
に
も
〈
法
〉
が
あ
り
う
る
と
い
う

含
意
を
持
つ
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
明
確
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（『
法
社
会
学
』: 20/ W

eber 

（20（0

（: 202/ W
eber 

（（972

（: （（4
（。
そ
し
て
ま
た
、
彼
の
法
概
念
は
、
西
欧
法
の
諸
特
色
か
ら
も
相
当
程
度
切
り
離
さ
れ
た
、
そ
の
意
味
で
文
化
相
対
主
義

的
発
想
と
親
近
性
を
持
つ
も
の
と
評
し
え
よ
う（

（（
（

。
そ
も
そ
も
西
欧
法
以
外
の
も
の
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
〈
法
〉
の
あ
り
か
た
を
検

討
す
る
こ
と
が
、「
法
社
会
学
」（『
経
済
と
社
会
』
第
２
部
第
７
章
。
全
集
版
で
は
「
法
の
発
展
の
諸
条
件D

ie Entw
icklungsbedingungen 

des Rechts

」
と
題
さ
れ
る
（
の
主
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
だ
け
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
の
概
念
が
、《
法
の
強
行
は
形
式
的

に
行
な
わ
れ
る
べ
き
》
と
い
う
主
張
を
含
ん
で
い
る
の
か
、
は
一
つ
の
重
要
な
論
点
に
な
り
う
る
（
関
連
し
て
、
越
智 

（2007

（: （3-（4

参

照
（。
さ
ら
に
、
そ
の
法
概
念
が
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
な
《
法
命
題
の
束
と
そ
の
実
現
等
を
担
当
す
る
仕
組
み
と
の
複
合
》
と

い
う
形
で
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
を
用
い
る
／
法
に
か
か
わ
る
主
体
の
内
的
態
度
お
よ
び
行
態
の
あ
り
方
と
必
要
的
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
構
築
主
義
的
な
社
会
理
解
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
諸
制
度
と
行
為
と
の
相
互
作
用
を
視
野
に
収
め
る
こ
と
を

充
分
可
能
に
す
る
、
と
い
う
特
色
を
持
つ
。
以
上
の
点
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
は
、
経
験
科
学
的
法
概
念
の
今
日
的
課
題

に
応
じ
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
充
分
に
有
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
理
解
で
あ
る
。

　

し
か
し
ま
た
、
彼
の
法
概
念
に
は
、
我
々
の
関
心
か
ら
し
て
直
ち
に
は
順
接
的
で
な
い
点
も
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
は
、

〈
法
〉
を
他
の
社
会
形
象
（
と
り
わ
け
、
他
の
社
会
的
諸
準
則
（
か
ら
区
別
す
る
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意

味
で
は
、〈
法
〉
に
か
か
わ
る
微
視
的
過
程
よ
り
は
、〈
法
〉
の
あ
り
方
を
巨
視
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
過
去
の
法
社
会
学
的
研
究
の
成
果
と
の
接
続
可
能
性
と
い
う
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
歴
史
学
・
法
史
学

的
な
研
究
の
蓄
積
と
結
び
つ
け
る
こ
と
を
比
較
的
容
易
に
す
る
要
素
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
反
面
と
し
て
、
日
常
的
に
生
起
す
る
法

過
程
な
い
し
社
会
過
程
を
め
ぐ
る
ミ
ク
ロ
な
視
角
か
ら
の
検
討
と
の
連
結
を
難
し
く
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
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法
社
会
学
が
貴
重
な
知
見
を
積
み
重
ね
て
き
た
、
た
と
え
ば
紛
争
過
程
研
究
の
成
果
を
活
か
す
う
え
で
は
、
障
害
と
な
り
う
る
こ
と
で

あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
今
日
的
問
題
関
心
か
ら
経
験
的
な
法
現
象
の
研
究
を
遂
行
し
て
い
く
た
め
の
道
具
を
備
え
る
、
と
い
う
関
心
の
も

と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
に
お
い
て
な
お
精
錬
さ
れ
る
べ
き
は
、
次
の
点
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、《
規
準
へ
の
志
向
》
と
は
、

具
体
的
な
行
為
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
の
か
、
を
操
作
的
に
細
密
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
現
象
を
経
験
科

学
的
に
観
察
す
る
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
行
為
（
行
為
者
の
内
的
側
面
も
含
め
（
に
着
目
す
る
こ
と
が
、〈
法
〉
現
象
の
分
析
に
結
び
つ
く

の
か
、
は
実
の
と
こ
ろ
単
純
な
問
題
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
訴
訟
提
起
」
行
為
が
「〈
法
〉
的
な
行
為
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
抽

象
的
に
は
疑
い
な
い
が
、「
訴
訟
提
起
」
を
構
成
す
る
よ
り
具
体
的
な
諸
行
為
の
何
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
〈
法
〉
的
で
あ
る
の
か
、

は
実
は
明
ら
か
で
な
い
。《
裁
判
所
の
然
る
べ
き
窓
口
に
「
訴
状
」
を
提
出
す
る
と
い
う
行
為
》
の
み
で
は
お
そ
ら
く
あ
る
ま
い
が
、

し
か
し
そ
れ
で
は
他
に
な
に
が（

（（
（

？　

あ
る
い
は
ま
た
、《
裁
判
所
の
存
在
を
意
識
し
つ
つ
も
裁
判
所
以
外
の
紛
争
解
決
方
法
に
関
す
る

情
報
を
探
索
す
る
行
為
》
は
〈
法
〉
的
な
行
為
だ
ろ
う
か
？　

こ
の
こ
と
は
、
現
在
積
極
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
・
紛
争
過
程
の
微
分

的
検
討
（
た
と
え
ば
、
樫
村
・
武
士
俣 

（20（0

（
所
収
の
諸
論
考
を
参
照
（
と
の
関
係
で
も
重
要
な
論
点
と
な
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
志

向
」
の
概
念
の
み
で
は
、
こ
れ
に
直
ち
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る（

（（
（

。
他
方
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
か
、

に
か
か
る
的
確
な
操
作
化
に
成
功
す
れ
ば
、
国
家
法
で
は
な
い
〈
法
〉
が
ど
の
よ
う
に
生
成
し
・
維
持
さ
れ
る
か
、
を
《
行
為
と

〈
法
〉
と
の
相
互
的
構
築
過
程
》
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
法
的
行
為
」
の
概
念
の
操
作
化
を
図
る
こ
と

─
こ
れ
は
も
と
よ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
自

ら
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
。
そ
の
作
業
に
は
、
別
稿
が
用
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
１
（　

多
か
れ
少
な
か
れ
体
系
的
に
法
社
会
学
研
究
を
行
な
お
う
と
す
る
際
に
必
要
と
な
る
の
は
「
法
」
の
概
念
の
み
で
は
な
く
、「
社
会
」
概
念
も
同
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様
で
あ
る
（
コ
ト
レ
ル 

（20（5

（: （73-（75/ Cotterrell 

［2006

］ （20（0

（。
あ
わ
せ
てGalligan 

（2007

（
で
の‘social sphere ’

概
念
の
援
用
も
参

照
（
し
、
さ
ら
に
、
法
社
会
学
の
学
問
的
性
質
に
関
す
る
検
討
を
行
な
う
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
論
じ
ら
れ

な
い
（
後
者
の
作
業
に
つ
い
て
、
石
村 

（（966-（967

（/ 

馬
場 

（2000

（/ Liu 

（20（5

（/ 

阿
部 

（20（7

（
お
よ
び
そ
れ
を
含
む
日
本
法
社
会
学
会 

（20（7
（: （-（50

、
な
ど
を
参
照
（。

（
２
（　

本
稿
で
は
、
さ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
い
使
い
分
け
で
あ
る
が
、〈
法
〉
と
記
す
場
合
に
は
、「
法
」
の
概
念
に
よ
っ
て
そ
れ
と
判
定
さ
れ
る
形
象

（
概
念
がsignifiant

で
あ
る
と
す
れ
ば
、signifié

（
を
意
味
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
３
（　

法
社
会
学
の
文
脈
で
は
、
和
田
仁
孝
の
業
績
（
特
に
和
田 

（（996

（（
が
こ
の
潮
流
を
代
表
す
る
。
法
哲
学
・
法
思
想
に
お
け
る
状
況

─
法
社

会
学
的
視
角
と
截
然
と
切
り
離
せ
る
わ
け
で
は
な
い
が

─
を
め
ぐ
る
概
観
と
し
て
中
山 （2000

（: （27ff/ 

瀧
川
／
宇
佐
美
／
大
屋 （20（4

（: 299-323

参
照
。

（
４
（　

重
要
な
も
の
と
し
て
、
六
本
佳
平
の
一
連
の
研
究
（
六
本 

（（97（

（: 27-4（/ 

六
本 

（（974

（/ 

六
本 

（（979-（9（3

（/ 

六
本 

（（9（6

（: （3-（39/ 

六

本 

（（9（7

（（
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
哲
学
的
検
討
・
経
験
的
検
討
（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
法
社
会
学
」
を
含
む
（
の
い
ず
れ
も
広
く
視
野
に
入
れ
た

も
の
と
し
て
加
藤 

（（976

（: 2（7-427
も
あ
わ
せ
て
参
照
。
日
本
で
の
近
年
の
独
創
的
な
試
み
と
し
て
は
越
智 

（2007

（: 3-（7

が
あ
り
、
ま
た
、N

asu 

（20（7

（
は
、
日
本
の
近
時
の
法
哲
学
・
法
社
会
学
研
究
者
が
法
概
念
論
に
ど
の
よ
う
に
接
近
す
る
か
を
示
す
協
働
的
研
究
の
成
果
と
し
て
興
味
深
い
。

欧
語
圏
で
の
研
究
状
況
を
め
ぐ
っ
て
はD

onlan &
 U

rscheler （20（4

（
が
参
考
に
な
る
。

（
５
（　

社
会
現
象
へ
の
接
近
方
法
と
し
て
の
経
験
主
義
が
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
方
法
論
的
諸
潮
流
の
台
頭
に
よ
り
動
揺
し
て
い
っ
た
様
子
に
つ
い

て
は
、
盛
山 （2006

（
が
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
描
写
す
る
。

（
６
（　

た
だ
し
こ
の
点
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
ま
た
自
覚
的
で
あ
っ
た
（
ヴ
ェ
ー
バ
ー 

［（904

］ （（99（

（: 46-47

お
よ
び
折
原 （（99（

（: 3（9-32（

、
さ
ら
に
関
連
し
て
隅
谷
ほ
か （（965

（: 373 （
丸
山
眞
男
発
言
（
な
ど
参
照
（。

（
７
（　

こ
の
よ
う
な
批
判
的
視
点
を
徹
底
し
て
い
け
ば
、
社
会
現
象
の
経
験
的
観
察
と
い
う
作
業
自
体
が
ほ
と
ん
ど
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ

れ
る
（
も
し
経
験
的
検
討
・
客
観
的
観
察
が
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
社
会
現
象
へ
の
接
近
と
い
う
営
為
は
、
他
者
と
の
了
解
を
期
待
し

な
い
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
な
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
ろ
う
（。
筆
者
は
そ
の
よ
う
な
立
場
は
と
ら
な
い
。
研
究
と
い
う
作
業
が
純
個
人
的
営
為
で
は
な
い
と

考
え
な
が
ら
そ
れ
に
従
事
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
畢
竟
こ
の
よ
う
な
批
判
と
の
間
で
妥
協
点
を
見
い
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
現
象
の
経
験
的
検
討
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
法
概
念
を
措
定
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
論
拠
と
し
て
は
も
う
一
つ
、《
法
現
象
は
、
観
察
の

対
象
で
は
な
く
、
実
践
と
し
て
の
み
成
立
す
る
》
と
い
う
主
張
が
あ
り
う
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
法
現
象
に
接
近
す
る
た
め
に
は
、
法
の
概
念
を
設
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定
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
諸
行
為
主
体
に
よ
る
行
為
実
践
の
叙
述
を
行
な
う
こ
と
し
か
適
切
な
方
法
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
橋
爪
大

三
郎
に
よ
る
ハ
ー
ト
の
法
概
念
の
言
語
ゲ
ー
ム
論
的
理
解
は
そ
の
よ
う
な
理
解
を
明
示
し
（
橋
爪 

（20（6

（: 23（-240

（、
ま
た
、
二
つ
の
ル
ー
ル
概
念

を
分
節
化
し
た
う
え
で
《
ル
ー
ル
と
は
実
践
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
適
切
で
あ
る
》
と
論
じ
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
古
典
的
ル
ー
ル
理
解

（
ロ
ー
ル
ズ 

［（955

］ （（979

（（
も
こ
の
よ
う
な
発
想
と
親
縁
性
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
近
年
の
法
社
会
学
研
究
の
文
脈
を
踏
ま
え
て
同
旨
の
主
張
を

行
な
う
も
の
と
し
て
、
山
田 

（20（7

（
が
あ
る
（
た
だ
し
山
田
の
同
論
考
で
の
主
張
は
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
方
法
論
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
法
理
論
的
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
（。
筆
者
は
、〈
法
〉
を
ル
ー
ル
に
結
び
つ
け
る
見
方
に
は
賛
成
し
、
し
か
し

〈
法
〉
現
象
を
行
為
主
体
一
般
に
よ
る
ル
ー
ル
利
用
の
実
践
と
同
一
視
す
る
理
解
に
は
与
せ
ず
、
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
法
現
象
は
観
察
の
対
象
た
る

形
象
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
の
詳
論
は
他
日
を
期
す
。

（
８
（　

な
お
、Cotterrell 
［（9（3

］ （（995

（: 3（

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、〈
法
〉
過
程
と
紛
争
過
程
と
を
直
ち
に
同
視
し
え
な
い
こ
と
に
は
常
に
注
意
を

払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
９
（　

後
出
（
注
23
（
お
よ
び
（
注
24
（
を
参
照
。

（
（0
（　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
こ
こ
で
も
六
本
佳
平
の
い
く
つ
か
の
業
績
（
六
本 

（（97（

（: 4（-44/ 

六
本 

（（972

（/ 

六
本 

（（9（6

（: 55-（2

な
ど
（
は
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
持
ち
、
本
稿
も
そ
の
成
果
に
多
く
を
負
う
。
そ
の
他
の
先
行
研
究
と
し
て
、T

rubek 

（（972

（: 725-73（/ K
ronm

an 

（（9（3

（: 2（-3（/ 
名
和
田 

（（9（4

（/ 

吉
田 

（（9（4-（990

（: （（

（-（4

（/ H
erm

es 

（2004

（/ Gephart 

（20（0

（: 42-54/ 

水
林 （20（5

（
も
参
照
。

（
（（
（　

筆
者
は
既
に
高
橋 

（20（5

（: 56-57 

（注
45

（
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
論
に
関
し
て
若
干
の
私
見
を
示
し
た
が
、
本
稿
は
そ
れ
を
詳

述
す
る
も
の
で
あ
る
（
そ
の
際
、
見
解
を
若
干
修
正
し
た
点
が
あ
る
（。

（
（2
（　

本
稿
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
を
引
用
等
す
る
場
合
の
方
式
は
以
下
の
通
り
：

　

① 　

本
稿
で
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
く
つ
か
の
業
績
を
以
下
の
要
領
に
従
っ
て
略
記
す
る
。

　
　

・ 

邦
訳
で
あ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー 

［（907

］ （（96（

（
を
指
す
場
合
に
は
『
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
』
と
記
し
、
翻
訳
に
か
か
わ
ら
ず
論
考
と
し
て
の

W
eber ［（907

］ （（9（（

（
を
指
す
場
合
に
は
「
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
」
と
記
す
。

　
　

・ 

邦
訳
で
あ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー 

［（9（3

］ （（990

（
を
指
す
場
合
に
は
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
』
と
記
し
、
翻
訳
に
か
か
わ
ら
ず
論
考
と
し
て
のW

eber 

［（9（3

］ （（9（（

（
を
指
す
場
合
に
は
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
記
す
。

　
　

・ 

邦
訳
で
あ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー 

［（92（

］ （（97（

（
を
指
す
場
合
に
は
『
基
礎
概
念
』
と
記
し
、
翻
訳
に
か
か
わ
ら
ず
論
考
と
し
て
のW

eber 

［（92（

］ 
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（20（3

（
を
指
す
場
合
に
は
「
基
礎
概
念
」
と
記
す
。

　
　

・ 

邦
訳
で
あ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー 

［（922

］ （（974

（
を
指
す
場
合
に
は
『
法
社
会
学
』
と
記
し
、
翻
訳
に
か
か
わ
ら
ず
論
考
と
し
て
のW

eber 

（（967

（

/ W
eber （20（0

（
を
指
す
場
合
に
は
「
法
社
会
学
」
と
記
す
。

　

② 　

本
稿
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
の
邦
訳
か
ら
の
引
用
を
行
な
う
場
合
、
以
下
の
要
領
に
従
う
：

　
　

⒤ 　

改
行
は
、
依
拠
し
た
翻
訳
に
お
け
る
そ
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
文
に
則
す
（
た
だ
し
翻
訳
に
お
け
る
改
行
位
置
を
ス
ラ
ッ
シ
ュ
で
示
す
（。

　
　

ⅱ 　

依
拠
し
た
翻
訳
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
記
号
（
た
と
え
ば
二
重
括
弧
（
を
、
断
り
な
く
別
の
記
号
（
た
と
え
ば
単
括
弧
（
に
変
更
す
る
場
合

が
あ
る
。

　
　

ⅲ 　

原
語
の
添
書
は
、
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
依
拠
し
た
翻
訳
に
お
け
る
そ
の
有
無
と
無
関
係
に
行
な
い
、
ま
た
、
依
拠
し
た
翻
訳
で
採
用
さ
れ

た
訳
語
が
適
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
原
語
の
み
を
記
す
場
合
が
あ
る
。

　
　

ⅳ 　

依
拠
し
た
翻
訳
に
お
け
る
訳
者
の
付
加
部
分
は
断
り
な
く
省
略
す
る
。

　
　

ⅴ 　

強
調
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
に
よ
る
も
の
も
含
め
、
全
て
省
略
す
る
（
圏
点
に
よ
る
強
調
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
全
て
筆
者
に
よ
る

も
の
で
あ
る
（。

　
　

ⅵ 　

翻
訳
者
に
よ
り
訳
語
が
異
な
る
い
く
つ
か
の
語
に
つ
い
て
、
統
一
を
行
な
う
た
め
、
断
わ
り
な
く
訳
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
場
合
が
あ

る
。
該
当
す
る
語
は
以
下
の
通
り
： Chance

：「
可
能
性
」/ faktisch

：「
実
際
上
の
」/ Geltung

な
い
し geltend

：「
妥
当
」
な
い
し
「
妥
当

す
る
」/ Gem

einschaft

：「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」/ Gesellschaft

：「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」/ M

axim
e

：「
規
準
」/ V

erhalten

：「
行
態
」。
ま

た
、「
保
証
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
「
保
障
」
に
変
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
　

ⅶ 　

引
用
に
あ
た
っ
て
、
刊
本
上
の
明
ら
か
な
誤
植
は
断
り
な
く
修
正
し
、
筆
者
が
付
記
・
補
足
を
行
な
う
場
合
に
は
角
括
弧
［　

］
内
に
記
す
。

　
　

ⅷ 　

引
用
に
あ
た
っ
て
、
漢
字
は
当
用
の
も
の
に
改
め
る
。

　
　

ⅸ 　

省
略
箇
所
は
「
…
…
」
と
記
す
。

（
（3
（　

た
と
え
ばRehbinder 

（（963

（: 4（5

は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
を
、
強
制
理
論
的
法
把
握
（
こ
れ
は
、
承
認
理
論
的
法
把
握
・
機
能
理
論
的

法
把
握
と
並
立
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
の
一
例
と
見
な
し
、Cotterrell 

［（9（3

］ （（995

（: 3（

は
、
法
強
行
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
中
核
に

据
え
た
法
把
握
（
こ
れ
は
、
紛
争
処
理
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
中
核
に
据
え
た
法
把
握
・
法
解
釈
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
中
核
に
据
え
た
法
把
握
と
並
立
す
る

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
の
一
例
と
み
な
す
。
棚
瀬 （（994

（: 4

な
ど
も
参
照
。

（
（4
（　
「［O

rdnung

の
う
ち
で
、］
と
く
に
そ
の
た
め
に
も
う
け
ら
れ
た
人
間
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
遵
守
す
る
よ
う
強
要
す
る
と
か
、
侵
害
す
れ
ば
懲
罰
を
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く
わ
え
る
と
い
っ
た
こ
と
を
め
ざ
し
て
行
為
し
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
物
的
ま
た
は
心
的
な
強
制
を
行
な
う
可
能
性
に
よ
っ
てO

rdnung

が
外
的
に
保

障
さ
れ
て
い
る
と
き
、
法
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
く
。
…
…
「
法
」
と
い
う
概
念
…
…
を
考
え
る
う
え
で
、
強
制
ス
タ
ッ
フ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
」（『
基
礎
概
念
』: （3（-（32

（W
eber ［（92（

］ （20（3

（: （（6/ W
eber （（972

（: （7-（（

（。
原
文
に
な
い
語
が
付
加
さ
れ

て
い
た
箇
所
を
修
正
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、,O

rdnung ‘

の
語
の
扱
い
に
つ
き
次
注
参
照
。

（
（5
（　
『
法
社
会
学
』: 6

（W
eber 

（20（0

（: （94/ W
eber 

（（972

（: （（2

（。
原
文
で,O

rdnung ‘

と
な
っ
て
い
る
箇
所
は
そ
の
意
味
が
問
題
と
な
る
の

で
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
原
語
の
ま
ま
と
し
、
後
で
詳
論
す
る
。
以
下
で
も
、「
秩
序
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
箇
所
を,O

rdnung ‘

に
戻
し
た
場
合

が
あ
る
。

（
（6
（　

し
た
が
っ
て
、「
強
制
・
強
行
」
の
要
素
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
こ
で
考
え
る
〈
法
〉
の
、
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
十
分
条
件
で
は
な
い
。
な
お
、

そ
の
強
制
の
た
め
に
特
別
に
備
え
ら
れ
た
装
置
な
い
し
人
的
集
団
の
存
在
が
〈
法
〉
の
一
つ
の
徴
表
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
疑
い
な
く
、
同
旨
の
叙
述
は
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
』: 59

（W
eber 

［（9（3

］ （（9（（

（: 445

（/ 

『
法
社
会
学
』: 6-7

（W
eber 

（20（0

（: （93-（96/ 
W

eber （（972

（: （（2

（
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

（
（7
（　
「
法
社
会
学
」
と
現
在
呼
ば
れ
て
い
る
論
考
の
成
立
史
を
め
ぐ
っ
て
は
、W

eber 

（20（0

（: （76-（（（, 249-270

お
よ
び
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
／
折
原 

（2000

（（
特
に
シ
ュ
ル
フ
タ
ー ［（99（
］ （2000

（（
を
参
照
。

（
（（
（　

以
下
の
議
論
は
、
水
林
彪
が
近
年
示
し
た,O

rdnung ‘

理
解
へ
の
異
説
の
提
起
と
い
う
性
格
を
有
す
る
。
そ
の
こ
と
に
か
か
わ
り
本
稿
の
成
立

過
程
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
本
稿
で
示
す
理
解
、
す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
論
の
文
脈
に
お
い
て,O

rdnung ‘

を
「
ル
ー
ル
（
準

則
（
の
複
合
体
」
と
理
解
す
る
考
え
方
を
、
筆
者
は
、
端
緒
的
に
は
二
〇
一
五
年
九
月
一
九
日
に
開
催
さ
れ
た
「
比
較
歴
史
社
会
学
研
究
会
」
に
お

け
る
報
告
の
な
か
で
示
し
（
そ
の
際
に
は
折
原
浩
・
中
野
敏
男
ら
と
議
論
を
行
な
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
一
定
の
示
唆
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す

る
（、
続
い
て
、
同
年
一
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
高
橋 

（20（5
（: 56-57
（注

45

（
に
お
い
て
ご
く
簡
潔
な
見
通
し
の
形
で
公
表
し
た
。
本
節
は
、
比
較
歴

史
社
会
学
研
究
会
で
の
報
告
内
容
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
大
幅
な
改
訂
を
加
え
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
（
他
方
、
水
林
は
、
二
〇
一
四
年
一

二
月
七
日
に
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
戦
後
日
本
の
社
会
科
学
と
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
」
で
の
報
告
内
容
を
基
礎
と
す
る
水
林 

（20（6

（: 
（4（-（50

に
お
い
て
、
新
た
に
付
さ
れ
た
「
補
考
」
と
し
て,O

rdnung ‘
を
「
規
律
」
と
理
解
す
る
見
方
を
示
し
た
う
え
で
、
水
林 

（20（5

（: 5-（（

に

お
い
て
そ
の
理
解
を
敷
衍
し,O

rdnung ‘

に
「
規
律
」
な
い
し
「
範
例
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
（
両
者
の
刊
行
時
期
は
、

執
筆
時
期
と
逆
転
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（。
本
稿
は
、
執
筆
時
期
の
関
係
か
ら
、
そ
れ
ら
の
議
論
、
特
に
水
林 

（20（5

（: 5-（（

へ
の
論
評

と
い
う
形
を
と
る
（
後
出
（
注
25
（（
が
、
時
系
列
を
辿
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
の
形
成
は
同
時
並
行
的
に
な
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
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（
な
お
、
水
林
は
「
比
較
歴
史
社
会
学
研
究
会
」
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
が
、
先
述
の
研
究
会
に
は
欠
席
し
た
た
め
、
同
会
は
そ
れ
ぞ
れ
の 

,O
rdnung ‘

理
解
を
直
接
突
き
合
わ
せ
る
機
会
と
な
ら
な
か
っ
た
（（。

（
（9
（　

た
と
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
を
詳
細
に
検
討
し
つ
つ
、
そ
の
際
に
「
法
秩
序
」
の
概
念
に
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
る
吉
田 

（（9（4-
（990

（
に
お
い
て
、「
秩
序
」
と
は
な
に
か
（
そ
し
て
ま
た
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る,O

rdnung ‘

と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
（
と
い
う
問
題
自
体

は
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
社
会
学
の
領
域
の
先
行
研
究
を
見
て
も
、
た
と
え
ば
ヴ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
概
念
の
意
義
を
重

く
見
る
厚
東 
（（977

（: （29-（75

や
中
野 

［（9（3

］ （20（3

（: （94-204

な
ど
で
も
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
秩
序
」
な
い
し,O

rdnung ‘

の
概
念
そ

の
も
の
の
意
味
を
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
作
業
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

　
　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
水
林
の
問
題
提
起
の
・
日
本
語
圏
で
の
議
論
に
お
け
る
先
蹤
と
し
て
は
林 

（（970

（/ 

林 

（（972

（
が
あ
り
、
そ
こ
で
の

提
案
に
は
、
本
稿
で
後
に
述
べ
る
理
解
と
の
共
通
点
も
あ
る
。
先
行
的
検
討
の
状
況
に
つ
い
て
は
後
出
（
注
25
（
参
照
。

（
20
（　

林 

（（972

（: （6

は
、
特
に
一
九
一
〇
年
頃
か
ら
一
九
一
五
年
頃
ま
で
の
間
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
論
考
に
お
い
て,O

rdnung ‘

の
語
が
頻
出
す
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
2（
（　

本
節
で
の
「
基
礎
概
念
」
の
諸
パ
ッ
セ
ー
ジ
は
い
ず
れ
も
筆
者
の
訳
に
よ
る
（
た
だ
し
、
便
宜
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
『
基
礎
概
念
』（
す
な

わ
ち
邦
訳
（
に
お
け
る
該
当
箇
所
も
記
し
て
お
く
（。
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
「
旧
稿
」
の
理
解
の
た
め
に
「
基
礎
概
念
」
を
結
び
つ
け
る
こ
と
の
根
拠
に

つ
い
て
は
後
出
（
注
27
（
を
参
照
。
な
お
、「
旧
稿
」
部
分
で,O

rdnung ‘

自
体
の
概
念
を
説
明
す
る
箇
所
が
見
当
た
ら
な
い
の
は
、
概
念
の
分
節

化
・
細
密
化
を
図
り
つ
つ
検
討
を
進
め
る
こ
と
を
常
と
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
行
論
の
ス
タ
イ
ル
に
照
ら
す
と
不
可
解
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
一
九
一
二
年
な
い
し
一
三
年
頃
に
「
旧
稿
」
の
総
論
に
あ
た
る
部
分
を
い
っ
た
ん

─
そ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
は

─
破
棄
し
（
そ
し
て
そ
の
一
部
を
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
発
表
し
（、
し
か
し
「
一
九
一
四
年
八
月
に
は
、［
旧
稿
］
の
た
め
の
新
た
な
導
入
部

を
書
い
て
い
な
」
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
理
解
（
シ
ュ
ル
フ
タ
ー 

［（99（

］ （2000

（: 64

（
は
、
そ
の
こ
と
と
の
関
係
で
整
合
的
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

（
22
（　M
axim

e

は
「
格
率
」
と
訳
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
日
本
語
の
概
念
と
し
て
こ
な
れ
ず
、
意
味
も
分
か
り
に
く
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

六
本
佳
平
が,M

axim
e ‘

に
対
し
て
当
て
た
「
規
準
」
と
い
う
訳
語
（
六
本 
（（9（6

（: 57

（
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
上
出
（
注
（2
（
で
述
べ

た
と
お
り
、
既
存
訳
を
引
用
す
る
場
合
も
、「
格
率
」
の
語
は
原
則
と
し
て
「
規
準
」
に
置
き
換
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。M

axim
e

の
概
念
自
体
を
め

ぐ
る
検
討
と
し
て
、
水
林 （20（5

（: （-9/ 

中
野 ［（9（3

］ （20（3

（: （54-（57, （（5
を
参
照
。

（
23
（　

六
本 

（（9（7

（: 4（0-4（（ 

（注
（2

（。
あ
わ
せ
て
、
六
本 

（（97（

（: 43/ Rokum
oto 

（（994

（: xvii-xviii

お
よ
び
（n.23

（
も
参
照
。
加
藤
新
平
も
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比
較
的
早
い
時
期
に
同
様
の
洞
察
を
示
し
て
お
り
（
加
藤 

（（976

（: 2（4-2（5 

（注
（6

（（、
ま
た
、K

ronm
an 

（（9（3

（: 30-3（

も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概

念
を
論
じ
る
文
脈
で
ハ
ー
ト
の
法
理
論
に
言
及
す
る
。
近
時
の
検
討
と
し
てH

asegaw
a （20（7

（: 6（-69

も
参
照
。

（
24
（　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
発
想
が
ハ
ー
ト
の
法
概
念
論
に
実
際
に
影
響
を
与
え
た
か
（
す
な
わ
ち
、
ハ
ー
ト
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
か
ら
示
唆
を
得
て
、

そ
の
う
え
で
自
己
の
法
概
念
を
構
築
し
た
の
か
（
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
は
見
解
の
対
立
が
あ
り
、
ニ
コ
ラ
・
レ
イ
シ
ー
に
よ
る
ハ
ー
ト
の
伝
記
的
研

究
は
、
彼
の
蔵
書
中
に
含
ま
れ
た
「
法
社
会
学
」
英
訳
版

─
の
少
な
く
と
も
冒
頭
（「
基
礎
概
念
」
の
抄
訳
で
あ
る
（

─
に
残
さ
れ
た
熟
読
の
痕

跡
を
紹
介
し
な
が
ら
、
影
響
の
存
在
を
示
唆
す
る
（Lacey 

（2004

（: 230-23（

（
の
に
対
し
て
、
ニ
ー
ル
・
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
は
、T

he Concept of 
Law

執
筆
時
に
は
ハ
ー
ト
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
に
関
心
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
を
示
す
（M

acCorm
ick 

（200（

（: 
43

（（。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
レ
イ
シ
ー
が
明
ら
か
に
し
た
事
項
か
ら
、
い
ず
れ
か
の
時
点
で
ハ
ー
ト
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
理
解
に
賛
同
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
高
い
確
度
で
推
察
で
き
る
。

（
25
（　

水
林
彪
は,O

rdnung ‘
に
「
範
例
」
な
い
し
「
規
律
」
の
語
を
当
て
る
こ
と
を
提
案
し
て
お
り
（
水
林 

（20（5

（: 9 

（注
５

（。
水
林 

（20（6

（: 
（4（-（49

も
参
照
（、
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
「
ル
ー
ル
」
と
し
て
の,O

rdnung ‘

理
解
は
、
少
な
く
と
も
「
範
例
」
と

い
う
語
と
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
こ
れ
に
か
か
わ
り
、
六
本 

（（9（6

（: 57

に
お
け
る
「
規
準
」
の
理
解
も
参
照
（。
し
か
し

ま
た
、
水
林
と
筆
者
と
の
間
で
は
検
討
の
進
め
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
い,O

rdnung ‘

理
解
に
か
か
る
一
定
の
相
違
も
生
じ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

水
林
の
検
討
は
、
ⅰ
ま
ず,O

rdnung ‘

の
辞
書
的
定
義
を
確
認
し
た
上
で
、
ⅱ
そ
の
辞
書
的
定
義
に
添
い
つ
つ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
に

適
合
的
な
邦
語
を
探
す
、
と
い
う
順
序
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、,O

rdnung ‘

の
概
念
に
集
中
的
に
注
目
し
な
が
ら
そ
の
概
念
の
意
味
が
探
索
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
①,O

rdnung ‘

の
数
あ
る
語
義
の
中
か
ら
、
な
ぜ„das O

rdnen, Regeln “

の
み
に
着
目
す
る
か
の
説
明
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と

（
水
林
は
、
こ
れ
が,O

rdnung ‘

の
基
本
的
語
義
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
挙
げ
る
（
水
林 

（20（6

（: （4（

（
が
、
そ
れ
は
さ
ほ
ど
強
い
根
拠

に
は
な
る
ま
い
。
ま
た
、
こ
の
語
義
は
単
数
形
の
み
で
用
い
ら
れ
る
も
の
だ
と
水
林
自
身
が
明
記
し
て
い
る
一
方
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
し
ば
し

ば,O
rdnungen ‘

と
複
数
形
で
こ
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て
も
、
そ
の
選
択
は
説
得
的
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
（、
②
「
秩
序
を
作
り
出
す

も
の
」
を
表
現
す
る
日
本
語
と
し
て
「
範
例
」
な
い
し
「
規
律
」
の
語
が
選
ば
れ
た
理
由
が
明
確
で
な
い
こ
と
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、
本
稿
で
の
筆
者
の
検
討
は
、「
ル
ー
ル
（
の
複
合
体
（」
と
い
う
意
味
理
解
に
到
達
す
る
筋
道
と
根
拠
を
明
確
に
示
そ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
そ
の
検
討
に
際
し
て
は
、
で
き
る
限
り
関
連
す
る
諸
概
念
（,M

axim
e ‘

・「
志
向
」・「
妥
当
」
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等
（
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て,O

rdnung ‘

の
意
味
を
探
っ
て
い
る
点
で
も
、
水
林
の
接
近
法
と
の
違
い
が
あ
る
。

　
　

な
お
、
念
の
た
め
に
辞
書
的
定
義
を
見
て
み
る
な
ら
ば
、
水
林
が
依
拠
す
るD

W
D

S （D
igitales W

örterbuch der deutschen Sprache

（
上
の

語
義
と
の
関
係
で
は
、
筆
者
は
、„V

orschrift, V
erordnung, Gesetz “

の
系
列
の
意
味
で,O

rdnung ‘

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
こ

れ
は
、
法
学
者
に
は
馴
染
み
の
あ
る,O

rdnung ‘

の
意
味
で
あ
る
（。
ま
た
、
参
考
ま
で
に
、
独
英
辞
書
に
も
目
を
向
け
る
と
、
た
と
え
ばT

he 
O

xford-H
arrap Standard G

erm
an-E

nglish D
ictionary 

［3 V
ols.

］ （Clarendon Press, （977

（
で
は
、,O

rdnung ‘

の
英
語
で
の
語
義
と
し

て“law
; code; regulations; rules ”

を
掲
げ
、
ま
た
、T

he O
xford D

uden G
erm

an D
ictionary 

（Clarendon Press, （990

（
で
は
、

„System
 von N

orm
en “

の
系
列
の
意
味
で‘order ’

を
挙
げ
た
う
え
で
、„die O

rdnung einer Gesellschaft “

の
訳
と
し
て“T

he rules of 
a com

m
unity ”

と
い
う
も
の
を
示
す
。

　
　

水
林
と
筆
者
と
で
見
解
が
一
致
す
る
点
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
第
一
に
、
水
林
の
主
張
す
る
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る,O

rdnung ‘

と
は
日
本
語
で

い
う
と
こ
ろ
の
「
秩
序
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
秩
序
を
作
り
出
す
も
の
」
を
指
す
、
と
い
う
理
解
に

─
少
な
く
と
も,O

rdnung ‘

が
「
秩
序
」

と
日
本
語
で
表
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
点
で

─
筆
者
は
賛
成
で
あ
り
（
た
だ
し
そ
の
う
え
で
さ
ら
に
、
日
本
語
で
の
「
秩
序
」
の
概

念
か
ら
自
覚
的
に
離
れ
て
こ
そ
、
経
験
科
学
的
法
概
念
を
論
じ
る
文
脈
で
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る,O

rdnung ‘

は
適
切
に
理
解
で
き
る
、
と
筆
者

は
考
え
る
が
（、
第
二
に
、
そ
し
て
第
一
の
点
に
も
増
し
て
、
諸
概
念
の
既
存
の
定
訳
を
い
っ
た
ん
疑
問
に
付
し
、
改
め
て
そ
の
意
味
を
検
討
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
に
は
、
完
全
に
賛
同
す
る
。

　
　

こ
こ
で
、,O

rdnung ‘

の
概
念
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た
指
摘
・
訳
業
も
見
て
お
こ
う
。
管
見
の
限
り
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の,O
rdnung ‘

概
念
を
「
秩
序
」
と
い
う
概
念
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
明
確
な
主
張
は
、
林
道
義
の
研
究
に
見
い
だ
さ
れ
、
ま
ず
林 

（（970

（: 3（ 

（注
69

（
に
お
い
て
「
定
律
」
と
い
う
訳
語
が
提
唱
さ
れ
、
続
い
て
、
林 

（（972

（: （6-（7

に
お
い
て
は
「
規
則
」
と
い
う
語
を
当
て
ら
れ
る
（
後
者

は
、
後
述
す
る
中
村
貞
二
の
論
考
と
も
か
か
わ
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
（。
い
ず
れ
も
、
本
稿
の,O

rdnung ‘

理
解
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
注
目

さ
れ
る
（
た
だ
し
、「
形
式
合
理
的
な
規
範
を
総
称
し
た
も
の
」
と
い
う
理
解
（
林 （（972

（: （7

（
は
、
習
律K

onvention

も
ま
た,O

rdnung ‘

の
一

種
で
あ
る
と
い
う
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
叙
述
（
た
と
え
ばW

eber 

（20（0
（: 225/ W

eber 

（（972

（: （9（

（
に
合
致
し
な
い
。
中
野 

［（9（3

］ （20（3

（: （94 

（注
7

（
で
の
林
へ
の
批
判
も
参
照
（
が
、
そ
れ
ら
の
語
が
選
ば
れ
る
明
確
な
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
行
な
っ
た
政
策
論

的
発
言
を
検
討
す
る
な
か
で
、
中
村
貞
二
が,O

rdnung ‘

に
「
規
則
」、,O

rdnungm
enschen ‘

に
「
規
則
人
」
の
訳
語
を
当
て
た
例
が
あ
る
（
中
村 

［（970

］ （（972

（: 3（3

。
な
お
、
論
文
初
出
時
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
秩
序
」・「
秩
序
人
」
と
さ
れ
て
お
り
、
意
識
的
な
改
訳
が
な
さ
れ
た
と
思
し
い
。
関

連
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー 

［（924

］ （（9（2

（: （02

も
参
照
（。
さ
ら
に
、
六
本 

（（9（9

（: （7
で
は
「
秩
序
」
の
語
に
つ
い
て
「
行
為
の
あ
る
規
準
」
と
、
折
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原 

（2007

（: 40

で
は
「
行
為
準
則
・
格
率
の
シ
ス
テ
ム
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
言
い
替
え
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
本
稿
で
の
理

解
と
共
通
な
い
し
一
致
す
る
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
欧
語
圏
で
の
研
究
で
は
、
管
見
の
限
り
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
オ
ル
ブ
ロ
ウ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
論
に

お
い
て,O

rdnung ‘

を“a set of obligations w
hich are held by the participants to govern their relationships ”

と
み
な
す
と
い
う
理
解

が
あ
る
（A

lbrow
 

（（990

（: 2（5

。
あ
わ
せ
てibid.: （62

も
参
照
（。
他
方
、
近
時
の
検
討
で
あ
るH

erm
es 

（2004

（
に
お
い
て
は
、

《,O
rdnung ‘

は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
法
を
下
位
種
に
含
む
類
概
念
で
あ
る
》
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
の
み
（ibid.: 222 

（Fn. （（（

（（
で
、
そ

の
具
体
的
な
意
味
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。

（
26
（　

そ
し
て
こ
れ
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
経
験
科
学
的
法
概
念
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
「
規
範
」
と
い
う
形
象
か
ら
の
切
断
と
い
う

点
と
も
、
適
合
的
で
あ
る
（
こ
の
点
で
筆
者
の
見
解
は
、,legitim

e O
rdnung ‘

を
「
規
範
」
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
水
林
の
理
解
（
水
林 

（20（5

（: 
（（ 

（注
6

（（
と
相
違
す
る
（。
日
本
に
お
い
て
は
、
法
理
論
的
文
脈
に
お
い
て
「
規
範
」
と
「
ル
ー
ル
」（
準
則
（
と
の
区
別
を
行
な
わ
な
い
こ
と
が

通
例
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
我
々
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
け
るlaw

とrule

の
用
法
の
精
査
を
通
じ
て
、「
規
範
」

と
「
ル
ー
ル
」（
準
則
（
と
を
区
別
し
て
理
解
す
る
べ
き
文
脈
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
内
田
力
蔵
の
洞
察
を
想
起
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
内
田

は
言
う
─
「rule

と
い
う
語
に
、social
と
か
、m

oral

と
か
い
う
形
容
詞
が
つ
く
ば
あ
い
に
、
社
会
「
規
範
」、
道
徳
「
規
範
」
と
訳
す
の
が
適
切

で
あ
る
よ
う
に
、
一
応
感
ぜ
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
もrules

が
あ
る
と
い
う
と
き
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
も
規
範
が
あ
る
と
は
、
い

い
き
る
こ
と
を
許
さ
な
い
も
の
が
、
規
範
と
い
う
日
本
語
に
［
は
］
ふ
く
ま
れ
る
」（
内
田 ［（960

］ （2004

（: 94-95

（。

（
27
（　

な
お
、「
旧
稿
」
部
分
と
「
新
稿
」
部
分
と
を
直
結
さ
せ
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
だ
が
、
こ
と
法
・O

rdnung

・M
axim

e

の
諸
概
念
と

の
関
係
で
は
、「
基
礎
概
念
」
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
そ
れ
以
前
の
諸
論
考
と
の
間
で
論
理
的
・
概
念
的
連
続
性
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
手

が
か
り
と
な
る
の
は
、「
旧
稿
」
に
さ
ら
に
先
立
っ
て
も
の
さ
れ
た
「
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
」
で
あ
る
。

　
　

ま
ず
、
外
形
的
な
根
拠
と
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」・「
法
社
会
学
」
お
よ
び
「
基
礎
概
念
」
で
繰
り
返
し
ル
ー
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ

ム
ラ
ー
の
著
作
に
つ
い
て
批
判
的
に
論
じ
、
ま
た
「
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
」
へ
の
参
照
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
関
連
箇
所
を
邦
訳

で
の
み
掲
げ
る
。『
カ
テ
ゴ
リ
ー
』: 6/ 

『
法
社
会
学
』: 43ff/ 

『
基
礎
概
念
』: （5, （29, （3（

（。
次
に
、
議
論
内
在
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
注
目

し
て
よ
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
「
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
─
「「
社
会
生
活
」
を
経
験
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
論
議
し

よ
う
と
す
る
…
…
［
際
に
］
は
、
わ
れ
わ
れ
の
例
に
お
け
る
あ
の
「
規
則
」Regel
は
、
二
人
の
交
換
当
事
者
の
、
因
果
的
に
説
明
し
う
る
ま
た
因
果

的
に
作
用
す
る
よ
う
な
、
経
験
的
な
「
規
準
」M

axim
e

と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
」（『
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
』: 45-46/ W

eber 

［（907

］ （（9（（

（: 336

（。
経
験
科
学
的
観
点
か
ら
「
規
則
」
を
検
討
す
る
際
に
は
、
あ
く
ま
で
も
「
規
準
」
の
意
味
に
お
い
て
、
か
つ
、
行
為
に
因
果
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的
影
響
を
与
え
う
る
要
素
た
り
う
る
も
の
と
し
て
、
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、

法
的
な
規
則Rechtsregel

も
ま
た
「
規
則
」
の
一
種
で
あ
る
（『
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
』: 46/ W

eber 

［（907

］ （（9（（

（: 337

（。
し
た
が
っ
て
、
法

的
規
則
は
、
経
験
科
学
的
観
点
か
ら
検
討
す
る
に
際
し
て
は
、「
規
準
」
の
意
味
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
（『
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
』: 

54-55/ W
eber 

［（907

］ （（9（（

（: 347-34（

（。
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
一
九
〇
七
年
の
時
点
で
既
に
、
経
験
的
な
観
点
か
ら
観
察
・
考
察

さ
れ
る
際
の
〈
法
〉
と
は
、
行
為
の
可
能
的
決
定
要
因
た
る
「
規
準
」M

axim
e

（
の
う
ち
の
或
る
種
の
も
の
（
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ

る
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
は
「
基
礎
概
念
」
で
の
論
述
と
も
整
合
的
で
あ
る
（
以
上
に
関
連
し
て
シ
ュ
ル
フ
タ
ー 

［（99（

］ 

（2000

（: 62-64
も
参
照
（。
な
お
、
近
時
の
検
討
は
、『
経
済
と
社
会
』
第
２
部
第
１
章
（『
法
社
会
学
』: 3-65/ W

eber 

（20（0

（: （9（-247/ W
eber 

（（972

（: （（（-（9（
（
の
部
分
に
つ
き
、「
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
」
か
ら
ほ
ど
な
い
、
一
九
一
〇
年
頃
ま
で
に
執
筆
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測

を
導
い
て
い
る
（W

eber （20（0

（: （（7-（（（

（。

　
　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
と
の
関
係
一
般
を
め
ぐ
っ
て
は
牧
野 

（2007

（
参
照
（
特
に
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
に
お
け
る,Regel ‘

概
念
の
援
用
の
さ

れ
方
に
つ
い
て
は
同: （57-（67
を
参
照
（。

（
2（
（　

こ
れ
は
、
前
出
（
注
25
（
で
見
た,O
rdnung ‘

の
辞
書
的
語
義
に
も
共
通
す
る
事
柄
で
あ
る
。

（
29
（　

な
お
、
本
文
で
見
た
と
お
り
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
「
基
礎
概
念
」
に
お
い
て
慎
重
に
、,O

rdnung ‘

自
体
と
《
妥
当
し
て
い
るO

rdnung

》
と
を
区
別

す
る
が
、
実
際
に
彼
が
展
開
す
る
議
論
に
お
い
て
経
験
科
学
的
観
点
か
ら,O

rdnung ‘

と
し
て
扱
わ
れ
る
も
の
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
妥
当
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば,O

rdnung ‘

と
い
う
概
念
が
経
験
科
学
的
法
概
念
と
の
関
連
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
用
い

ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
仮
に
「
妥
当
し
て
い
る
」
と
い
う
条
件
を
明
示
的
に
付
さ
れ
な
く
て
も
実
際
上
、
ル
ー
ル
と
し
て
作
用
し
て
い
る
も
の
を
指

す
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
30
（　

そ
の
う
え
で
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
と
、
ど
の
よ
う
に
訳
す
か
、
と
は
独
立
の
問
題
で
あ
っ
て
、,O

rdnung ‘

の
訳
語
と
し
て
た
と
え
ば

「
ル
ー
ル
の
複
合
体
」
を
当
て
る
の
は
、
日
本
語
表
現
と
し
て
の
問
題
を
引
き
起
こ
そ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
訳
語
と
し
て
は
「
準
則
」
と

す
る
の
が
適
当
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
検
討
は
、
た
と
え
ば
、「
経
済
と
社
会
」
に
お
け
る
従
来
の
第
２
部
第
１
章
の
タ
イ
ト
ル

D
ie W

irtschaft und die O
rdnungen

を
、「
経
済
と
諸
種
の
準
則
」
な
ど
と
訳
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
提
案
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

　
　

し
か
し
ま
た
、
以
上
か
ら
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
用
い
る,O

rdnung ‘

全
て
に
「
ル
ー
ル
（
の
複
合
体
（」
と
い
う
意
味
を
（
そ
し
て
ま
た
「
準
則
」

と
い
う
訳
語
を
（
与
え
る
べ
き
、
と
い
う
主
張
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば ,W

irtschaftsordnung ‘

（『
法
社
会
学
』: 4/ W

eber 

（20（0

（: （92-（93/ W
eber 

（（972

（: （（（

（（
を
「
経
済
的
準
則
」
な
ど
と
訳
す
の
は
適
当
で
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
の
検
討
は
さ
し
あ
た
り
、
あ
く
ま
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で
経
験
科
学
的
法
概
念
に
か
か
わ
る
（
ま
た
、
そ
の
範
囲
で
、
習
律K

onvention

や
習
俗 Sitte

に
関
連
す
る
（
も
の
と
し
て
の,O

rdnung ‘

に
つ

い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
文
脈
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る,O

rdnung ‘

の
理
解
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
に
委
ね
ら

れ
る
。

（
3（
（　

な
お
、
こ
の
直
後
に
「
こ
れ
ら
の
準
則
の
体
系
が
、
当
該
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
関
係
の„Rechtsordnungen “

な
の
で
あ
る
」（
斜
字
に
よ
る

強
調
は
高
橋
（
と
い
う
パ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
視
角
は
法
多
元
主
義
と
近
接
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

（
32
（　

世
良
晃
志
郎
に
よ
る
訳
で
あ
る
が
、,O

rdnung ‘

に
つ
い
て
は

─
こ
こ
で
は
「
ル
ー
ル
の
複
合
体
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

煩
瑣
を
避
け
る
た
め
単
純
に

─
「
準
則
」
の
語
に
置
き
換
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
33
（　

こ
の
よ
う
な
〈
法
〉
の
把
握
が
「
基
礎
概
念
」
で
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
前
出
（
注
（4
（
で
見
た
。

（
34
（　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
〈
法
〉
の
把
握
が
ど
の
よ
う
な
発
想
の
も
と
で
得
ら
れ
た
か
、
は
一
つ
の
論
点
と
な
り
う
る
。
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
は

こ
の
点
に
関
し
て
、《
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
照
ら
し
て
の
便
宜
か
ら
、
ル
ー
ル
強
行
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
重
視
す
る
法
概
念
が
提
示

さ
れ
た
》
と
理
解
す
る
（
た
と
え
ば
石
部 

（（973

（: （4

や
加
藤 

（（963

（: 50-5（

参
照
（。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
経
験
科
学
的
概
念

の
操
作
主
義
的
性
質
を
強
調
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
整
合
的
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
自
己
の
法
概
念
（
お
よ
び
い
く
つ
も
の
社
会

学
的
な
基
礎
的
概
念
（
を
形
成
し
て
い
た
一
九
一
〇
年
前
後
と
い
う
の
は
、
同
時
に
、
彼
が
因
果
関
係
帰
属
の
「
客
観
的
」
方
法
（「
適
合
的
」
な
い

し
「
相
当
」
因
果
関
係
論
（
や
「
理
解
社
会
学
」
の
方
法
な
ど
を
生
成
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
両
者
に
方
法
論
的

連
関
が
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
実
際
、
法
の
概
念
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
」
で
の
叙
述

（
本
文
に
引
用
し
た
も
の
に
加
え
て
、『
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
』: 53-54/ W

eber 

［（907

］ （（9（（

（: 345-347

も
参
照
（
を
通
じ
て
提
示
さ
れ
て
い
る

の
は
《「
一
定
の
状
況
に
置
か
れ
た
行
為
者
に
お
い
て
は
、
確
率
論
的
に
い
っ
て
、〈
法
〉
の
存
在
が
も
た
ら
す
・
人
々
の
行
為
の
目
的
合
理
的
な
因

果
的
連
鎖
が
こ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
（
行
為
者
内
属
的
な
（「
意
味
」
を
、（
第
三
者
の
観
点
か
ら
（
把
握
す
る
》、
と
い
う
思

考
の
帰
結
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
こ
に
は
、
一
方
で
は
相
当
因
果
関
係
論
に
お
け
る
確
率
論
的
思
考
と
の
連
結
を
、
他
方
で
は
「
理
解
」
の
方
法
の

萌
芽
を
、
読
み
取
り
う
る
（。
し
か
し
こ
の
可
能
性
は
、
よ
り
周
到
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
可
能
性
の
指
摘
に
留
め
る
。
ヴ
ェ
ー
バ

ー
に
お
け
る
相
当
（
適
合
的
（
因
果
関
係
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
法
学
か
ら
の
議
論
と
し
て
水
野 

（2000

（: 200-2（4

を
、
社
会
学
か
ら
の
議
論
と
し
て

佐
藤 （20（7

（
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

（
35
（　

六
本 （（9（0-（9（（

（: （（

（ 4

、
お
よ
び
同
ペ
ー
ジ
の
（注

（3

（
が
こ
の
こ
と
を
明
確
に
指
摘
す
る
。

（
36
（　

こ
の
強
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
⒜
《
ル
ー
ル
強
制
に
お
け
る
非
・
実
質
的
な
取
扱
い
の
要
請
を
含
意
し
て
い
る
》
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と
い
う
理
解
以
外
に
、
⒝
強
制
力
の
適
用
の
手
続
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
存
在
を
含
意
し
て
い
る
と
い
う
理
解
（
六
本 

（（972

（: 43

。K
ronm

an 

（（9（3

（: 3（

も
参
照
（
と
、
⒞
強
制
の
た
め
の
人
員
の
分
出
の
必
要
性
を
含
意
し
て
い
る
と
い
う
理
解
（
川
島 

［（977

］ （（9（2

（: 350

（
と
が
あ
る

（
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
理
解
が
現
れ
る
背
景
に
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
行
論
の
変
化

─
「
法
社
会
学
」
で
は
「
強
制
装
置

Zw
angsapparat

」
の
概
念
が
用
い
ら
れ
（W

eber 

（20（0

（: （94

な
ど/ W

eber 

（（972

（: （（2

な
ど
（、「
基
礎
概
念
」
で
は
《
強
制
の
た
め
の

「
人
的
ス
タ
ッ
フStabes von M

enschen

」》
の
概
念
が
用
い
ら
れ
る
（W

eber 

［（92（

］ （20（3

（: （（6

（（

─
も
か
か
わ
っ
て
い
る
（。
も
と
よ
り

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
か
つ
重
畳
的
に
、
可
能
な
解
釈
で
あ
る
。

（
37
（　

例
が
多
い
が
、
さ
し
あ
た
りW

inckelm
ann 

（（967

（: 40-4（

を
挙
げ
て
お
く
。
さ
ら
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
発
見
・
法
創
造
の
類
型
論
に
お
い

て
は
〈
形
式
性
─
実
質
性
〉
と
い
う
対
比
が
一
本
の
軸
を
な
す
、
と
い
う
理
解
と
し
て
、
た
と
え
ばT

rubek 

（（972

（: 729/ Schluchter 

（（979

（: 
（3（/ 

六
本 （（9（6

（: 66
な
ど
を
参
照
。

（
3（
（　

こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
、
現
時
点
で
の
筆
者
の
理
解
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

　
　

広
渡
が
、
水
林
彪
か
ら
の
問
題
提
起
を
受
け
て
示
し
た
の
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
発
見
・
法
創
造
類
型
論
に
お
い
て
、,form

al ‘

と,form
ell ‘

と
の

間
で
、
お
よ
び,m

aterial ‘

と,m
ateriell ‘

と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
区
別
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
（
広
渡
（20（6

（: 55-6（

（。

す
な
わ
ち
、
一
方
で
、,form

al ‘
は
「
形
式
的
」
／,m

aterial ‘

は
「
実
質
的
」
と
、
従
来
ど
お
り
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
が
、
他
方

で
、,form

ell ‘

は
手
続
に
か
か
わ
る
次
元
を
指
し
、,m

ateriell ‘

は
内
容
に
か
か
わ
る
次
元
を
指
す
概
念
と
理
解
す
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
（
広

渡
が
後
者
に
つ
い
て
試
案
と
し
て
示
す
訳
語
は
、,form

ell ‘

に
つ
い
て
は
「
手
続
形
式
的
」、,m

ateriell ‘

に
つ
い
て
は
「
実
体
的
」、
と
い
う
も
の
で

あ
る
（。

　
　

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
叙
述
の
整
合
的
な
理
解
を
容
易
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
筆
者
と
し
て
は
賛
成
し
た
い
（
そ
れ
で
も
な
お
、

か
ね
て
か
ら
パ
ズ
ル
と
さ
れ
て
い
る„Form

ell m
indestens relativ rational ist jedes form

ale Recht “ 

（『
法
社
会
学
』: （04/ W

eber 

（20（0

（: 304/ W
eber 

（（972

（: 396

（
の
一
文
は
容
易
に
理
解
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
（。
そ
の
う
え
で
、
法
発
見
・
法
創
造
類
型
論
を
述
べ

る
箇
所
を
注
意
深
く
読
む
と
、
そ
こ
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
実
質
的
なm

aterial

法
発
見
・
法
創
造
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（「
法
創
造
と
法
発
見
と
は
、
あ
る
い
は
合
理
的
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
い
は
非
合
理
的
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。」
と
い
う
文
章
か
ら
始
ま
る
の
は
、

あ
く
ま
で
も
手
続
形
式
的form

ell

な
い
し
実
体
的m

ateriell

観
点
か
ら
の
議
論
で
あ
り
、
実
質
的m

aterial

性
質
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
る
の
は

〈
法
〉
の
形
式
主
義
が
「
実
質
的
合
理
性
」
と
対
立
す
る
、
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
質
的
合
理
性
の
要
請
を
直
接
的
に
〈
法
〉

が
満
た
す
と
い
う
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
（。
ま
た
、
か
つ
て
広
中
俊
雄
は
、
裁
判
類
型
論
と
の
関
係
で
、「
実
質
的
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な
」
裁
判
が
た
と
え
ば
カ
ー
デ
ィ
裁
判
な
ど
を
例
と
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
（
広
中 

［（972

］ 

（2004

（: （27-（2（

（
が
、
そ
こ
で
広
中
が
参
照
す
る
箇
所
（
ウ
ェ
ー
バ
ー 

［（922

］ （（960

（: 94/ W
eber 

（2005

（/ W
eber 

（（972

（: 563

（
も
、
広

中
の
読
解
と
は
別
様
に
、（
実
質
的
裁
判
に
つ
い
て
で
は
な
く
あ
く
ま
で
（
形
式
的
裁
判
の
諸
類
型
論
と
し
て
、
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　
　

も
ち
ろ
ん
、
法
発
見
・
法
創
造
・
裁
判
が
実
質
的
性
質
を
帯
び
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
視
野
に
入
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

（「
法
社
会
学
」
中
に
は„Form

ale und m
ateriale Rationalisierung des Rechts “

と
題
さ
れ
た
節
も
あ
る
（。
し
か
し
、
法
発
見
・
法
創
造
お
よ

び
裁
判
が
も
っ
ぱ
ら
実
質
的
に

4

4

4

4

4

4

4

4

な
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
と
い
う
の
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う

な
場
合
に
は
、
行
政
に
帰
一
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
現
時
点
で
の
筆
者
の
理
解
で
あ
る
（
こ
れ
に
関
連
し
て
名
和

田 

（（9（4

（: 209

も
参
照
。
た
だ
し
、
名
和
田
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
法
」
と
は
「「
秩
序
」
即
ち
「
社
会
関
係
」
の
一
形
態
と
し
て
考
察
さ
れ

て
い
る
」
と
い
う
理
解
を
示
し
て
お
り
（
同: 202

（、
本
稿
と
は
前
提
を
大
き
く
異
に
す
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
（。
し
か
し
こ
の
点
は
、

「
法
社
会
学
」
を
初
め
と
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
諸
論
稿
を
い
っ
そ
う
注
意
深
く
読
解
し
、
先
行
研
究
（
た
と
え
ば
、form

ell/ m
ateriell

の
理
解
を
め

ぐ
っ
て
は
、
広
渡 （20（6

（
に
加
え
て
、Schluchter （（979

（: （29-（36/ 

中
野 （（993

（: 43-47

な
ど
（
と
も
対
話
を
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
検
討
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
強
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
付
し
た
限
定
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
は
、
越
智
啓
三
に
よ
る
先
行
研
究
（
越
智 

（（993

（: 
（4-（5

（
も
参
照
の
こ
と
。
越
智
は
筆
者
と
は
違
う
角
度
か
ら
こ
の
問
題
に
接
近
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
理
解
に
達
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ー
バ

ー
に
お
い
て
は
、
広
義
の
意
味
で
は
法
と
行
政
と
が
一
致
し
、
そ
れ
ら
が
、
形
式
的
に
「
秩
序
」
を
実
現
す
る
（
狭
義
の
（
法
と
、
実
質
的
な
諸
目

的
を
考
慮
し
つ
つ
「
秩
序
」
を
実
現
す
る
（
狭
義
の
（
行
政
に
分
け
う
る
、
と
（
越
智 （（993

（: 93

（注
42

（（。

（
39
（　
『
法
社
会
学
』: 20/ W

eber 

（20（0

（: 202/ W
eber 

（（972
（: （（4

に
加
え
てW

eber 

［（92（

］ ［（975

］: 304/ W
eber 

［（92（

］ （20（3

（: 2（9

参
照
。
後
者
で
は
、（
国
家
（
法
的
強
制
に
基
づ
く
保
障
が
経
済
活
動
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
認
め
つ
つ
も
、
し
か
し
そ
れ

は
あ
く
ま
で
近
代
的
経
済
に
つ
い
て
で
あ
る
、
と
限
定
さ
れ
る
。

（
40
（　

周
知
の
と
お
り
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
目
的
合
理
的
な
官
僚
機
構
の
作
動
を
無
条
件
で
肯
定
は
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
機
構
の
支
配
が
い
ず
れ
閉
塞
へ

と
逢
着
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
の
打
破
の
可
能
性
を
カ
リ
ス
マ
の
持
ち
主
に
委
ね
る
（Gerth &

 M
ills 

（（946

（: 5（-55

（。
他
方
、
法

発
見
・
法
創
造
と
の
関
係
で
も
、
彼
は
カ
リ
ス
マ
的
資
質
を
持
つ
者
が
行
な
う
啓
示
的
な
宣
言
の
意
義
を
高
く
評
価
し
て
お
り
（『
法
社
会
学
』: 

2（6/ W
eber 

（20（0

（: 446-447/ W
eber 

（（972

（: 446

（、
そ
こ
に
法
専
門
家
の
一
つ
の
理
想
的
な
姿
を
見
い
だ
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
（『
法
社
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会
学
』: 509/ W

eber （20（0

（: 6（7-6（（/ W
eber （（972

（: 505

で
の
「
予
言
者
」
へ
の
さ
し
あ
た
り
高
い
評
価
も
見
よ
。
法
律
家
と
官
僚
と
の
対
比

的
な
描
写
と
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー 

［（9（9

］ （（9（0

（: 37-40

も
参
照
（。
し
か
し
ま
た
、
政
治
の
領
域
に
お
い
て
カ
リ
ス
マ
的
資
質
が
無
条
件
に
礼
賛

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
ソ
ー
ン
ヒ
ル 

（2004 

［2000

］: 6（-69

（（
の
と
同
様
、
少
な
く
と
も
20
世
紀
初
頭
の
法
状
況
と
の
関
係
で
は

─

そ
も
そ
も
「
官
僚
制
的
な
裁
判
官
」
が
法
を
予
言
者
的
に
創
造
で
き
る
か
、
に
つ
い
て
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て

─
予
言
者
的
法
創

造
の
実
践
の
意
義
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
低
く
評
価
さ
れ
て
お
り
（『
法
社
会
学
』: 533/ W

eber （20（0

（: 64（/ W
eber （（972

（: 5（2

（、
こ
こ
で

も
彼
の
議
論
は
単
純
化
が
許
さ
れ
な
い
。

（
4（
（　

た
だ
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
あ
り
え
よ
う
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
Ｚ
・
タ
マ
ナ
ハ
が
掲
げ
る
法
の
「
定
義
」
は“Law

 is w
hatever people 

identify and treat through their social practices as ‘law
’ 

（or recht, or droit, etc.

（”

と
い
う
も
の
だ
が
（T

am
anaha 

（200（

（: （94

（、

彼
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
用
す
る
の
は
、《
ハ
ー
ト
の
も
の
を
代
表
と
す
る
実
証
主
義
的
な
法
概
念
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
西
欧
的
か
つ
近
代
的
な

国
家
法
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
る
》
と
い
う
批
判
的
理
解
を
前
提
に
、
多
様
な
〈
法
〉
が
過
去
お
よ
び
現
在
に
・
さ
ま
ざ
ま
な
地
点
に
お
い
て

実
際
に
存
在
し
た
／
す
る
、
こ
と
を
適
切
に
視
野
に
収
め
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
（T

am
anaha 

（20（7a

（/ T
am

anaha 

（20（7b

（
参
照
（。
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
法
概
念
も

─
後
述
す
る
「
形
式
性
」
の
点
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
視
角
自
体
か
ら
し
て

─
《
西
欧

／
近
代
》
の
刻
印
を
深
く
打
た
れ
た
も
の
と
評
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
筆
者
の
見
方
は
い
わ
ば
楽
観
的
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
タ
マ
ナ
ハ
の
法
理

論
に
対
す
る
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、N

asu （20（7

（: 49-（32

所
収
の
諸
論
稿
を
参
照
。

（
42
（　

和
田 

（（996

（: 2（9-222

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
例
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
重
要
な
回
答
と
し
て
、
六

本 

（（97（

（: 46-4（

が
あ
る
。
た
だ
し
、
近
時
の
紛
争
過
程
研
究
の
視
角
と
実
施
状
況
と
は
、「
法
的
行
為
」
の
概
念
の
い
っ
そ
う
の
細
密
化
を
要
請
し

て
い
る
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
理
解
で
あ
る
。

（
43
（　

関
連
し
て
、K

ronm
an 

（（9（3

（: 3（-34

参
照
（
た
だ
し
ク
ロ
ン
マ
ン
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
に
拠
る
な
ら
ば
法
現
象
な
い
し
法
的
行
為legal 

behaviour

の
経
験
科
学
的
画
定
は
困
難
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
（。

＊
次
頁
以
降
に【
文
献
一
覧
】を
付
す
。

（
た
か
は
し
・
ひ
ろ
し
　
神
戸
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
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