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説

の
対
象
及
び
対
象
範
囲
を
把
え
、
併
せ
て
そ
れ
を
規
律
す
る
独
自
の
指
導
原
理
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

そ
の
作
業
の
基
礎
的
前
提
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
若
し
そ
の
基
礎
的
前
提
が
な
け
れ
ば
、
学
説
史
の
検
討
は
、
た

論

か
だ
か
各
時
代
の
学
説
の
単
な
る
羅
列
に
終
止
し
、
各
学
説
が
い
か
な
る
学
説
の
流
れ
に
属
し
、

又
各
学
説
、
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
解
決

し
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
に
残
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
経
済
法
学
説
の
学

説
史
的
検
討
に
お
い
て
も
、
右
の
一
般
原
則
は
妥
当
す
る
o

し
か
し
、
他
の
法
分
科
に
お
け
る
程
経
済
法
に
つ
い
て
の
概
念
規
定
が
、
一

義
的
な
明
確
さ
を
も
っ
て
学
会
の
共
有
財
産
と
な
り
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
経
済
法
の
概
念
規
定
の
幅
の
広
さ
に
比
例
し
て
、
学
説

史
の
取
扱
い
方
の
視
角
も
多
様
と
な
る
こ
と
は
避
け
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
稿
は
、
学
説
史
的
検
討
の
一
試
論
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
各
学
説
の
学
説
史
的
把
握
に
際
し
て
は
、
先
づ
各
学
説
の
把
え
た
経
済
法
学
説
の
内
容
が
正
し
く
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
o

そ
の
た
め
に
は
、
経
済
法
概
念
の
重
要
な
内
容
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
各
学
説
の
把

え
た
固
有
の
対
象
、

そ
れ
を
規
律
す
る
独
自
の
指
導
原
理
並
び
に
そ
れ
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
る
対
象
範
囲
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、

最
少
限
度
要
請
さ
れ
る
作
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
o
し
か
し
本
稿
で
は
、
各
学
説
の
把
え
た
経
済
法
概
念
の
中
、
主
と
し
て
対
象
及
び
指

導
原
理
を
中
心
に
(
多
少
対
象
範
囲
に
つ
い
て
も
考
慮
は
す
る
が
)
検
討
を
進
め
て
行
き
た
い
と
思
う
(
一
日
鍛
吋
一
諸

d
J
l
)。
か
よ
う
に
学

説
構
成
諸
要
素
の
中
の
二
要
素
の
み
を
主
と
し
て
取
り
出
し
て
検
討
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
学
説
そ
の
も
の
を
代
表
せ
し
め
、
学
説
史
の
中

に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
正
鵠
を
失
す
る
こ
と
も
あ
る
と
思
う
が
、
小
稿
を
も
っ
て
学
説
史
の
記
述
を
行
な
う
場
合
に
は
、
か
よ

う
な
官
険
も
或
る
程
度
止
む
を
え
な
レ
。
と
い
う
の
は
、
右
の
二
つ
の
学
説
構
成
要
素
の
み
を
基
に
し
た
学
説
史
で
も
、
経
済
法
理
論
の

系
譜
、
各
学
説
の
各
系
譜
へ
の
位
置
づ
け
、
久
口
系
譜
の
学
説
に
含
ま
れ
る
法
律
上
の
主
要
な
問
題
点
、
久
口
系
譜
の
学
説
の
長
短
等
々
を
或

る
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、

今
後
経
済
法
理
論
を
構
築
し
発
展
さ
せ
る
上
に

北法19(2・2)228



そ
れ
な
り
に
意
義
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
試
み
ら
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
経
済
法
の
学
説
な
い
し
学
説

史
的
検
討
は
、

一
部
の
も
の
を
除
い
て
は
、

へ
l
デ
マ

γ
の
経
済
法
学
説
分
類
に
依
拠
し
た
も
の
か
、
或
は
単
な
る
学
説
の
紹
介
羅
列
に

す
ぎ
な
い
も
の
が
多
く
、
今
日
に
お
け
る
経
済
法
理
論
構
成
の
問
題
視
角
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

ヲ

Q

。p 

ド
イ
ツ
で
は
第
一
次
大
戦
頃
か
ら
、
法
律
学
の
中
に
既
存
の
民
・
商
法
や
行
政
法
理
論
で
律
し
切
れ
な
い
生
活
現
象

l
「
エ
ト
パ
ア

ス
」
が
現
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
「
エ
ト
ヴ
ア
ス
」
の
正
体
を
追
っ
て
そ
れ
を
法
律
学
的
認
識
の
面
に
も
た
ら
そ
う
と
し
た
の
が
、
後
述
す
る
幾

多
の
経
済
法
学
説
で
あ
っ
た
。
独
自
の
対
象
と
そ
れ
を
支
配
す
る
独
自
の
原
理
を
探
究
し
、
そ
れ
を
経
済
法
学
と
し
て
新
し
い
学
問
体
系

に
構
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
第
一
次
大
戦
以
後
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
今
日
に
お
い
て
も

な
お
引
続
き
多
く
の
経
済
法
研
究
者
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
今
日
な
お
一
義
的
に
明
確
な
経
済
法
概
念
が

確
立
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
第
二
次
大
戦
後
の
学
説
を
見
て
も
、
あ
る
経
済
法
学
者
は
、
経
済
法
を
「
市
場
経
済
の
価

格
操
作
に
よ
る
規
制
の
た
め
の
法
規
を
中
心
と
す
る
も
の
」

B
c
r
B
)
と
規
定
し
、
他
の
経
済
法
学
者
は
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
説

を
継
承
し
て
、
経
済
法
を
「
拘
束
力
あ
る
組
織
経
済
或
は
団
体
の
法
」
(
の
・
開
門
戸
市
門
)
と
規
定
す
る
o

ま
た
他
の
経
済
法
学
者
は
、
経
済
法

ドイツ経済法学説史略考

自
由
と
拘
束
と
の
抵
触
を
調
整
す
る
た
め
の
法
」
(
開
・
同
州
-
Zロ
ゲ
巾
円
)
と
し
、

或
は
経
済
行
政
法
に
重
点
を
お
く
等
々
、
経
済
法
の
規
定
と
そ
の
対
象
な
い
し
対
象
範
囲
の
差
異
は
ま
さ
に
各
人
各
様
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
経
済
法
の
多
様
さ
に
反
し
て
、
日
本
で
は
む
し
ろ
独
禁
法
を
中
核
と
す
る
経
済
法
概
念
は
、
今
日
多
く
の
経
済
法
学
者
に
よ
っ

て
概
ね
承
認
さ
れ
た
学
説
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
独
禁
法
を
中
心
に
経
済
法
を
構
成
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
重
点
の
置
き
方
は

学
者
に
よ
り
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
し
、
独
禁
法
を
ど
の
よ
う
に
句
評
価
す
る
か
に
よ
り
、
そ
れ
の
経
済
法
体
系
へ
の
位
置
づ
け
が
異
ら
ざ

北法19(2・3)229

を
「
個
人
と
共
同
体
、

そ
の
調
節
機
能
と
し
て
経
済
統
制
法

る
を
え
な
い
こ
と
も
当
然
で
、

そ
の
意
味
で
の
経
済
法
学
説
の
多
様
さ
は
な
お
存
在
す
る
。
し
か
も
今
日
持
株
会
社
の
復
活
論
や
富
士
・



説

八
幡
両
製
鉄
会
社
の
令
併
を
め
ぐ
っ
て
、

独
禁
法
の
骨
抜
き
攻
勢
が
財
界
側
か
ら
激
し
く
加
え
ら
れ
て
い
る
。
最
近
問
題
に
な
っ
て
い

論

る
富
士
・
八
幡
両
製
鉄
会
社
の
令
併
の
よ
う
な
大
型
合
併
が
、

経
済
法
理
論
も
、
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
等
の
問
題
の
詳
細
は
別
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、
本
稿

独
禁
法
の
制
限
を
突
破
し
た
場
合
に
は
、

独
禁
法
理
論
を
中
核
と
し
た

北法19(2・4)230

で
は
第
二
次
大
戦
終
了
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
経
済
法
学
説
の
検
討
を
通
し
て
、
第
一
次
大
戦
以
後
法
現
象
の
中
に
新
た
に
登
場
し
て
き
た

「
エ
ト
ヴ
ア
ス
に
」
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
経
済
法
学
者
達
が
、
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今

日
の
経
済
法
理
論
形
成
の
た
め
に
い
か
な
る
点
を
学
び
う
る
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
o

し
か
ら
ば
、
ド
イ
ツ
の
経
済
法
学
説
を
辿
る

こ
と
は
、

ど
の
よ
う
な
意
味
で
今
日
の
経
済
法
理
論
の
構
成
或
は
展
開
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、

か
つ
有
益
で
あ
る
の
か
。
第
一
の
点
は

経
済
法
学
説
史
の
中
で
、
ワ
イ
マ

l
ル
の
経
済
法
学
説
が
最
も
多
彩
で
あ
り
、
か
つ
多
彩
な
学
説
の
中
に
す
ぐ
れ
た
経
済
法
の
原
形
な
り

理
論
が
示
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
経
済
法
学
説
史
の
上
で
も
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
る
た
め
で
あ
る
。
第
二
点
は
、

昭
和
二
一
・
一
二
年
以
降
日
本
で
唱
え
ら
れ
た
経
済
法
な
い
し
経
済
統
制
法
理
論
は
そ
の
多
く
が
、
直
接
間
接
に
で
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
経

済
法
理
論
の
影
響
を
か
な
り
強
く
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
o

い
い
か
え
れ
ば
、
日
本
の
経
済
法
学
説
史
を
辿
る
場
合
で

も
、
少
く
と
も
ワ
イ
マ

1
ル
期
の
経
済
法
学
説
の
検
討
は
、
必
要
不
可
欠
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

私
は
か
つ
て
、
経
済
法
を
「
市
場
支
配
を
国
家
的
に
規
制
す
る
法
!
一
と
規
定
し
た
。
そ
こ
に
い
う
市
場
と
は
、
独
禁
法
に
い
う
一

H
W
 

定
の
取
引
分
野
即
ち
有
効
な
競
争
が
行
な
わ
れ
る
た
め
の
場
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
競
争
市
場
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
国
家
的
に

、、

規
制
す
る
法
が
経
済
法
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
有
効
な
競
争
を
制
限
す
る
市
場
支
配
形
態
と
し
て
は
、
私
的
独
占
、

コ
ソ
ツ
エ
ル

γ
、
カ

不
公
正
な
取
引
方
法
等
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
か
よ
う
な
市
場
支
配
を
抑
制
す
る
い
わ
ゆ
る
独
占
禁
止
政
策
は
、
第
二
次
大
戦
後

ア
メ
リ
カ
か
ら
取
り
入
れ
た
経
済
政
策
原
理
で
あ
っ
て
、
敗
戦
前
の
日
本
や
ド
イ
ツ
で
は
、
私
的
独
占
や
カ
ル
テ
ル
は
、
国
家
的
に
助
長

ル
テ
ル
、

さ
れ
こ
そ
す
れ
、
違
法
な
も
の
と
し
て
禁
止
の
対
象
と
さ
れ
る
と
い
う
法
意
識
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
独
禁
法
の
導
入
に
よ



る
経
済
民
主
主
義
思
想
に
よ
っ
て
、
法
価
値
観
の
転
換

国
際
競
争
力
の
強
化
と
い
う
名
目
に
籍
口
し
て
富
士
・
八
幡
両
製
鉄
会
社
の
合
併
や
持
株
会
社
復
活
論
に
よ
っ
て
再
度
転
換

(
少
く
と
も
建
前
上
は
)

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
o

と
こ
ろ
が
そ
れ
は
、

今
日

(
復
元
)

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
o

そ
れ
ら
の
当
否
は
こ
こ
で
は
お
く
と
し
て
、
市
場
支
配
を
助
長
す
る
に
せ
よ
違
法
の
対
象
と
す
る
に
せ
よ
私
的

カ
ル
テ
ル
等
の
生
活
事
実
が
、
伝
統
的
な
民
・
商
法
や
行
政
法
理
論
で
は
も
は
や
把
え
え
な
く
な
っ
た
も
の
で

独
占
や
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
、

あ
っ
て
、

そ
れ
故
に
こ
そ
日
本
や
ド
イ
ツ
で
、
経
済
法
理
論
と
し
て
新
し
い
法
理
論
の
構
成
が
試
み
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、

ま
た
ア
メ

リ
カ
で
反
ト
ラ
ス
ト
法
と
し
て
独
自
の
法
理
論
が
発
展
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

日
本
や
西
ド
イ
ツ
の
経
済
政
策
原
理
は
、

敗
戦
を
契
機
に
、

独
禁
政
策
を
取
り
入
れ
た

正
に
一
八

O
度
の
転
回
を
と
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、

主
と
し
て
私
的
独
占
や
コ

γ
ツ
エ
ル

γ
、
カ
ル
テ
ル
等
を
対
象
と
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
、
両
者
は

単
に
そ
の
規
制
原
理
(
欝
)
を
異
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
泌

(EFM贈
与
話
役
四
許
認
玲
設
内
、
去
五
区

一
転
…
話
臥
日
引
い
お
か
刊
誌
一
話
γ
法
強
制
措
h
h
)

。
右
に
の
ベ
た
よ
う
な
私
の
経
済
法
理
論
に
た
っ
て
、
敗
戦
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
経
済
法
学
説
を
検

討
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
本
稿
は
独
禁
法
原
理
を
知
ら
な
か
っ
た
時
代
の
学
説
を
対
象
と
す
る
の
で
、
勢
い
既
成
の
民
・
商
法
や
行

敗
戦
前
の
そ
れ
に
対
し
、

し
か
し
敗
戦
前

の
経
済
法
も
戦
後
の
そ
れ
も
、

政
法
理
論
で
律
し
切
れ
な
い
「
エ
ト
バ
ア
ス
」
が
、
経
済
法
と
し
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
理
論
構
成
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
点
が
考
察

ドイツ経済法学説史略考

の
中
心
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
か
よ
う
な
観
点
か
ら
ド
イ
ツ
経
済
法
の
学
説
史
を
辿
る
場
合
、

ワ
イ
マ

I
ル
時
代
、

一
九
三

O
年
以
降
殊
に
ナ
チ
ス
原
理
で
お
お
わ
れ
た
時
代
及
び
敗
戦
後
の
時
代
の
三
期
に
分
け
て
考
察
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
o

と
い
う
の
は
、
表
見
上
は
余
り
差
異
の
な
い
よ
う
に
見
え
る
各
時
代
の
経
済
法
の
学
説
も
、
仔
細
に
考
察
す
れ
ば
、
各
時
期
の
経
済
政
策

上
の
原
理
的
差
異
が
微
妙
に
反
映
し
て
い
て
、
そ
の
理
論
構
成
土
も
多
か
れ
少
か
れ
差
異
を
一
示
し
て
き
で
い
る
か
ら
で
あ
る
o

し
か
し
本
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ナ
チ
ス
が
-
崩
壊
す
る
ま
で
の
間
の
経
済
法
学
説
を
考
察
の
対
象
と
し
、
第
二
次
大
戦
後
の
経
済
法
学
説
の
検
討
は
別
稿
に
ゆ
づ

る
こ
と
に
す
る
o

と
こ
ろ
で
学
説
史
の
記
述
方
法
と
し
て
は
、
ワ
イ
マ
l
ル
期
の
経
済
法
学
説
と
ナ
チ
ス
期
の
経
済
法
学
説
に
分
っ
て
フ

稿
で
は
、



説

オ
ロ
ー
す
る
方
が
良
い
か
と
も
考
え
た
が
、
本
稿
は
、
各
学
説
の
長
短
を
考
察
し
、
現
代
経
済
法
理
論
を
構
築
展
開
す
る
た
め
の
基
礎
回

め
と
す
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
す
る
の
で
、

論

考
察
の
方
法
と
し
て
は
、
時
間
の
系
列
の
中
に
お
け
る
学
説
の
変
化
や
そ
の
時
代
的
特

色
を
描
く
よ
り
は
、
学
者
の
属
し
た
各
法
分
科
(
k
t
ぷ
山
野
一
九
一
心
銀
ト
)
の
観
点
に
た
っ
て
構
築
さ
れ
た
(
と
思
わ
れ
る
)
経
済
法
概
念
の
性

格
と
そ
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
く
方
法
を
と
り
た
い
と
考
え
た
。
そ
の
意
味
で
、
私
法
的
観
点
に
た
っ
た
経
済
法
学

説
(
地
…
均
一
問
一
羽
一
日
比
一
…
一
混
同
雌

J34一地知山叫ん
m
u旬
肝
心
い
れ
に
可
伽

U
間
一
四
)
、
社
会
法
的
観
点
に
た
っ
た
経
済
法
学
説
、
行
政
法
的
観
点
に
た
っ
た

経
済
法
学
説
の
三
つ
に
分
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
加
右
の
三
つ
の
観
点
に
た
っ
て
経
済
法
学
説
の
分
類
を
試
み
る
場
合
は
、
次
の

利
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
ド
イ
ツ
経
済
法
学
説
の
紹
介
な
い
し
検
討
の
殆
ん
ど
は
、
蒐
集
説
、
対
象
説
、
方
法
論
説
、
世
界

観
説
と
い
っ
た
分
類
(
つ
デ
)
に
依
拠
し
て
、

エ
ト

V
ア
λ

「
何
か
」
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
殆
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
o
こ
れ
に
対
し
て
、
右
の
三
つ
の
観
点
に
分
っ
て
各
学
説
を
検
討
す

そ
こ
で
は
た
か
だ
か
学
説
羅
列
が
な
さ
れ
る
以
上
に
積
極
的
に
経
済
法
理
論
構
築
の
た
め
の

る
場
合
に
は
、
各
観
点
に
た
っ
て
の
経
済
法
の
理
論
構
成
の
特
色
と
そ
の
限
界
、
各
観
点
が
重
点
を
お
く
法
律
上
の
問
題
点
等
が
明
ら
か
に

な
り
、

し
た
が
っ
て
新
し
く
構
成
さ
れ
る
べ
き
経
済
法
の
方
向
と
法
律
上
の
問
題
点
が
漠
然
な
が
ら
示
さ
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
独

自
の
法
分
科
と
し
て
の
経
済
法
学
の
方
向
と
し
て
は
、

そ
れ
が
民
・
商
法
、
行
政
法
、
労
働
法
の
何
れ
と
も
異
な
る
独
自
の
対
象
と
法
原
理

を
有
し
、
何
れ
の
法
分
科
に
も
還
元
解
消
さ
れ
え
な
い
固
有
の
分
科
で
あ
る
こ
と
の
論
証
が
な
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
経
済
法
学

説
の
検
討
は
、
各
学
説
が
ど
こ
ま
で
そ
の
目
標
に
近
づ
い
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
作
業
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視

角
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
学
説
を
、
学
説
史
の
系
譜
(
良
町
枇
)
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
視
角
で
あ
る
。

〔註〕(

1

)

日
本
で
も
こ
れ
ま
で
経
済
法
学
説
の
学
説
史
的
検
討
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
論
文
は
幾
つ
か
あ
る
が
、
著
者
独
自
の
経
済
法
理
論
に
た
っ
て

諸
学
説
批
判
的
に
取
扱
っ
た
も
の
の
代
表
と
し
て
は
、
福
光
家
庭
「
経
済
法
の
概
念
」
〔
神
戸
法
学
雑
法
=
一
巻
二
号
(
一
九
五
三
年
十
月
)
三
巻
三
号
(
同
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ドイツ経済法学説史略考

年
十
二
月
)
掲
載
〕
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
福
光
論
文
と
共
に
、
学
説
史
的
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
学
説
を
扱
っ
た

も
の
と
し
て
は
金
子
発
「
経
済
法
概
念
の
成
立
と
発
展
」
|
|
第
二
次
大
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
学
説
を
中
心
と
し
て
|
|
(
法
学
研
究
三
九
巻
十
二
号
掲
載
)

が
あ
る
。
敗
戦
前
に
は
橋
文
雄
教
授
、
黒
板
駿
策
氏
、
吉
永
栄
助
教
授
、
北
村
五
良
教
授
等
の
ド
イ
ツ
経
済
法
学
説
を
紹
介
導
入
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
何

、、

れ
も
学
説
史
的
扱
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
う

(
2〉
"
経
済
法
u

と
い
う
語
を
始
め
て
法
律
上
用
い
た
の
は
、
へ

l
デ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
カ

l
ン

(
E
n
r
R仏
穴
印
}
百
)
で
あ
っ
た
と
い

う
(
出
色

g
gロ
ロ
巧
可
仲
間
与
え

5
2
Z
-
庄

司

S
L
2
0司件。吋
E
n
r
ι
2
列

2
Z
Z
V
4
5口
}
百
三
。
一
九
一
八
年
カ
1

ン
が
、
"
戦
争
経
済
の
法
律
概
念
μ

と
い

、
、
、
、
、

う
論
文
の
サ
、
フ
・
タ
イ
ト
ル
と
し
て
「
戦
時
経
済
法
の
基
磯
づ
け
の
試
み
」
(
田
口
〈
母
国
口
口

y
ι
2
0
コH
E
r
mロ
ロ
明
宏
切
欠
己
認

ω三三
mnyω

『

33nzm)
と

し
て
用
い
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

H

経
済
法
μ

な
る
観
念
は
、
第
一
次
大
戦
後
急
激
に
普
及
し
、
殊
に
一
九
二

O
年
か

ら
一
九
二
五
年
に
至
る
五
年
間
は
、
正
に
そ
の
絶
頂
で
あ
っ
て
、
い
や
し
く
も
法
律
家
に
し
て
経
済
法
を
口
に
せ
ぬ
学
者
は
時
代
お
く
れ
と
さ
れ
た
と
い

う
。
か
く
て
「
プ
ロ
イ
セ
ン
州
の
大
学
に
お
い
て
は
、
民
法
商
法
労
働
法
の
講
義
と
並
ん
で
経
済
法
の
講
義
が
行
わ
れ
、
ま
た
プ
ロ
イ
セ

γ
州
、
チ
ユ
リ
ン

ゲ
ン
刈
等
の
法
律
試
験
令
は
経
済
法
を
そ
の
一
課
目
に
加
え
る
に
至
っ
た
」
(
黒
板
駿
策
「
経
済
法
の
基
礎
的
考
察
」
早
稲
田
法
学
十
三
巻
二
|
三
頁
参
照
)

因
み
に
一
九
二

0
年
代
に
お
い
て
、
経
済
法
論
議
に
参
加
し
た
者
に
は
、
ヌ
ス
パ
ウ
ム
、
カ
ス
ケ
ル
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
へ

l
デ
マ
ン
、
ウ
エ
ス
ト

ホ
フ
、
ニ
ツ
パ
ダ
イ
、
ル
ン
プ
フ
、
ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
l
等
が
あ
っ
た
。

(

3

)

経
済
法
概
念
の
多
義
性
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
済
法
学
説
、
か
経
済
法
学
者
の
数
だ
け
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
、
と
へ
1
デ
マ

γ
が

い
っ
た
(
同
・
当
・
出

O
L
3
5
R
U
2
5
y
g
名
古
ω与
え

5
2
r
y
5
ω
タ

ω
ω
-
E
1
5
)
が
、
今
日
も
状
況
は
全
く
変
ら
な
い
。
開
・
河
口

r
R
t司
E
R
Z
D田・

諸
君
乙
吉
口
問
問
。
ロ

E
-
N
〉口町
7

・
E
H
呂
田

-a叶

llHN

日
本
で
も
同
じ
。

(4)
岡
山

g
r
s
-
J
ヨ
H
E
E
g
L
Eロ
m
E
L
ω
g
z
s
p
a
s同・

5
8・
ω・
5
・

(
5〉
。
・
尽

-
F
O
E
E寄
与

-oE。
ι
g
H
E
R
E同
F
O
E
-
g
認
可
広
与
え
同
耳
目
。

r
z・
金
沢
教
授
が
東
大
の
大
学
院
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
使
用
さ
れ
.
プ
リ
ン

ト
(
五
頁
〉
に
よ
っ
た
。

(
6
〉
何
・
同

-
E
z
r
p
J弓
E
m
n
z
r
2
0
2と
Z
口
問
司

2
E・
E
-
H
(忌印
ω)ω-g-

(

7

)

目
。

Z
R
g
E
R
E言
B

E・
5
g・
ω・
自
・

(

8

)

近
年
次
第
に
独
禁
法
の
経
済
法
の
中
に
お
け
る
中
心
的
地
位
が
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
次
に
あ
げ
る
著
書
論
文
を
参
照
さ
れ
る
と
明
ら
か
で

あ
る
う
。
金
沢
良
雄
・
経
済
法
(
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
昭
三
六
・
六
)
一
五
、
四
五
頁
以
下
、
今
村
成
和
・
独
占
禁
止
法
(
有
斐
閣
法
律
学
全
集
臼
昭
三
六
・
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八、

説

八
〉
九
、
一

O
頁
、
田
中
誠
二
・
経
湾
法
概
論
(
千
倉
喜
一
一
房
附
三
七
・
丘
)
二
二
頁
以
下
、
正
田
彬
・
経
済
法
(
日
本
評
論
社
昭
三
八
・
八
)
、
三
津
田
松

吉
・
経
済
法
概
論
(
昭
三
八
・
九
)
、
丹
宗
昭
信
「
経
済
法
(
学
)
の
独
自
性
」
経
済
法
一
号
(
経
済
法
学
会
誌
昭
三
一
二
)
二
二
頁
等
々
。
勿
論
独
禁
法
の

評
価
の
仕
方
と
、
経
済
法
理
論
の
た
て
方
に
よ
り
、
そ
の
扱
い
方
に
ほ
い
ろ
い
ろ
相
違
が
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
村
成
和
「
経
済
法
に
つ
い
て
」

北
大
法
学
論
集
十
八
巻
二
号
(
昭
四
二
年
)
は
参
考
と
な
ろ
う
。

(

9

)

丹
宗
前
掲
論
文
一
八
頁
。

(
日
目
)
か
よ
う
な
見
解
に
た
っ
て
昭
和
三
三
年
の
経
済
法
学
会
で
私
の
試
論
を
発
表
し
た
。
そ
の
後
、
田
中
誠
一
六
金
沢
良
雄
、
今
村
成
和
、
正
回
彬
の

諸
教
授
か
ら
、
直
接
間
接
の
御
批
判
を
い
た
だ
い
た
。
し
か
し
私
自
身
は
、
そ
れ
を
余
り
崩
す
必
要
を
感
じ
て
い
な
い
の
で
、
本
稿
で
も
そ
の
ま
ま
踏
同
調
し

た
。
し
か
し
私
自
身
未
解
決
の
問
題
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
諸
批
判
に
対
し
て
は
未
だ
に
回
答
を
ひ
き
の
ば
し
て
い
る
。
「
現
代
経
済
法
理
論
の
検
討
」
と

い
う
形
で
、
敗
戦
後
の
日
本
の
経
済
法
学
説
の
検
討
を
考
え
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
で
上
述
し
た
諸
先
生
方
の
御
批
判
に
答
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
次
第
で

あ
る
。

(
口
〉
か
よ
う
な
観
点
に
た
っ
て
、
敗
戦
迄
の
日
本
の
経
済
(
統
制
)
法
学
説
を
学
説
史
的
に
検
討
し
た
の
が
、
学
説
百
年
史
「
経
済
法
」
(
ジ
ユ
リ
九

ト
四

O
O号
掲
載
の
論
説
)
で
あ
る
。
本
稿
は
、
数
年
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ろ
い
ろ
の
都
合
で
発
表
が
お
く
れ
て
い
た
。
ジ
ユ
リ
ス
ト
四

0
0

号
掲
載
の
学
説
史
「
経
済
法
」
の
一
部
と
い
さ
さ
か
重
複
し
て
い
る
の
は
、
本
来
本
稿
が
前
に
発
表
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
後
れ
た
た
め
で
あ
る
。

尚
、
ジ
ユ
リ
ス
ト
四

O
O号
で
は
、
ワ
イ
マ

l
ル
経
済
法
学
説
と
ナ
チ
ス
経
済
法
学
説
の
社
会
経
済
的
背
景
の
差
異
に
い
さ
さ
か
触
れ
て
、
両
期
の
経
済
法

学
説
の
性
格
的
差
異
に
も
い
さ
さ
か
言
及
し
て
お
い
た
つ
も
り
で
あ
る
〈
日
本
の
経
済
(
統
制
)
法
と
の
対
比
の
た
め
に
)
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
手

法
は
避
け
た
の
で
、
本
稿
と
併
せ
参
照
い
た
だ
く
と
、
各
学
説
の
も
つ
社
会
経
済
的
意
義
は
一
一
照
明
ら
か
に
な
る
と
共
に
、
ジ
ユ
リ
ス
ト
四

O
O号
で
簡
略

に
し
か
述
べ
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
の
経
済
法
学
説
が
、
本
稿
に
よ
っ
て
多
少
は
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。

(
ロ
)
こ
の
コ
一
分
法
は
、
ド
イ
ツ
の
経
済
法
の
学
説
史
的
検
討
に
お
け
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
日
本
の
経
済
法
の
学
説
史
的
検
討
に
、
よ
り
有
効
な
方
法
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
戦
時
中
の
日
本
の
経
済
法
な
い
し
経
済
統
制
法
に
つ
い
て
の
論
説
は
、
法
哲
学
者
か
ら
憲
法
学
者
、
行
政
法
学
者
、
私
法
学
者
、
社

会
法
学
者
(
?
〉
に
至
る
凡
て
の
法
分
野
の
学
者
に
よ
っ
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
整
理
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
か
よ
う
な
三
分
法

に
よ
る
類
型
化
が
最
も
よ
く
、
そ
の
傾
向
を
示
し
う
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
三
分
法
で
は
、
刑
事
法
的
観
点
か
ら
の
経
済
(
統

制
)
法
論
は
故
意
に
省
略
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
刑
事
法
的
観
点
か
ら
の
経
済
(
統
制
〉
法
理
論
は
、
経
済
法
解
釈
論
上
は
重
要
な
問
題
を
提
供
す
る

で
あ
ろ
う
が
、
経
済
法
理
論
の
体
系
的
構
築
上
に
お
い
て
は
、
余
り
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

論
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〔
補
註
〕

、
、
、
、
、

題
名
を
ド
イ
ツ
経
済
法
学
説
史
略
考
と
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
学
説
の
年
代
的
順
位
に
必
ず
し
も
余
り
拘
束
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
ワ
イ
マ

l
ル
経
済

法
学
説
と
ナ
チ
ス
経
済
法
学
説
と
の
学
説
史
的
な
区
別
に
も
余
り
ウ
エ
イ
ト
を
置
い
て
説
か
な
か
っ
た
の
は
、
註

ωで
述
べ
た
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
や
日
本

の
経
済
法
学
説
の
傾
向
を
知
り
、
そ
こ
に
お
け
る
長
所
と
欠
陥
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
い
か
に
経
済
法
理
論
を
構
築
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
主
要
な
問
題

意
識
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
葉
の

E
し
い
意
味
で
の
尚
子
説
史
を
書
く
た
め
に
は
、
別
の
構
成
に
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

る。

尚
、
ド
イ
ツ
の
学
説
史
略
考
と
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
時
折
日
本
の
学
説
の
問
題
に
言
及
し
た
の
も
、
専
ら
註

ωに
お
い
て
述
べ
た
私
の
問
題
意
識
か
ら

で
、
題
名
に
純
粋
に
そ
っ
た
も
の
で
な
い
点
も
お
断
り
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
結
局
本
稿
は
、
学
説
の
歴
史
と
法
律
学
的
観
点
の
問
題
を
同
時
に
も
り
こ

も
う
と
し
た
の
で
、
一
兎
を
も
得
な
い
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
第
二
次
大
戦
後
の
学
説
を
こ
れ
と
同
じ
手
法
で
整
理
す
れ
ば
、

学
説
史
の
感
じ
は
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

第
一
節

私
法
的
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
経
済
法
学
説

本
節
で
は
、
方
法
論
的
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
学
説
と
企
業
者
法
説
な
い
し
企
業
法
説
に
分
っ
て
考
察
し
た
い
。

第
一
項

方
法
論
的
観
点
に
重
点
を
お
い
た
経
済
法
学
説

ドイツ経済法学説史略考

蒐
集
説

(ω出
H
H
M
E
m
-
5
2
5
)
l
l
h
こ
の
説
は
、

第
一
次
大
戦
時
及
び
大
戦
後
に
現
わ
れ
た
危
機
の
経
済
法
規
の
全
体
を
も
っ
て
経
済

ヌ
ス
バ
ウ
ム
(
〉

-
z
c
g
g
E
H
M
)
が
こ
の
説
の
主
唱
者
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
著
。
新
ド
イ
ツ
経
済
法

6
3
8
Z
2巾

ロ
gzz当
吉
田
口
『
え

g
m
n
z
-
E
N
S
-
!「
世
界
大
戦
勃
発
以
来
の
私
法
及
び
隣
接
法
域
の
発
展
に
関
す
る
体
系
的
展
望
」
(
回
日
目
苦
手

B
2広
円
『
巾
己
ず
角
田
町
ロ
ゲ
同

c
r
2
門
出
巾
阿
山
口
神
話
片
付
己
ロ
コ
ぬ
ふ

g
H
V巳
4
白神『巾口}】仲田

E
丘
仏
2
r
m
gロ
ゲ
ゲ
田
三
巾
ロ
列
2
y
g
m巾
r-2巾
混
同
件
〉
己
印
可
ロ
ロ
ゲ

法
と
す
る
見
解
で
、

ふ

g
t司巾
F
F
5唱
)
と
い
う
副
題
を
伴
っ
た
o
1
1
1
に
お
い
て
、

一
直
接
個
人
の
生
活
を
規
制
対
象
と
す
る
法
規
(
民
・
商
法
)
に
対
し
て
、
国

北法19(2・9)235



説

か
か
る
経
済
法
的
な
も
の
は
凡
ゆ
る
法
の
領
域
に

存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
法
な
る
も
の
が
理
論
的
に
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
甚
だ
疑
わ
し
い
」

民
経
済
に
直
接
影
響
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
規
範
が
経
済
法
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

と
自
問
し
な
が
ら
、

「
戦
争
は
経

北法19(2・10)236

論

済
的
課
題
を
広
汎
に
国
家
の
権
力
に
移
譲
し
、
圧
倒
的
に
個
人
の
経
済
的
自
由
の
制
限
を
も
た
ら
し
た
。
:
:
:
す
で
に
広
義
に
お
け
る
社

会
化

(ω
白
山
由
町
田
町
四
円
ロ
ロ
ぬ
)
は
静
ま
っ
た
が
、

め
行
く
で
あ
ろ
う
」
と
の
ベ
、
か
よ
う
な
経
済
構
造
の
変
化
の
も
た
ら
し
た
新
し
い
無
数
の
法
規
と
、
戦
時
経
済
以
来
の
新
し
い
経
済
関

円

n
d
J

係
法
規
と
を
蒐
集
し
て
、
こ
れ
ら
を
「
経
済
法
」
と
い
う
集
合
概
念
(
烈
♀

grzzm丘
町
)
の
下
に
一
括
総
称
し
た
。
彼
の
ん
ゲ
新
ド
イ
ツ

経
済
法
。
は
、
貨
幣
及
び
資
本
流
通
、
商
品
取
引
及
び
供
給
契
約
、
公
経
済
の
拡
大
、
土
地
法
、
労
働
法
、
債
務
者
保
護
及
び
権
利
保
護

の
六
章
に
分
っ
て
新
し
い
経
済
関
係
法
規
を
整
理
す
れ
o

そ
の
中
で
彼
が
最
も
関
心
を
寄
せ
た
の
は
、
公
法
行
為
に
よ
る
拡
的
債
務
関
係

の
根
拠
づ
け
と
そ
の
変
更
で
あ
っ
た
r

殊
に
公
法
と
私
法
と
の
無
数
の
混
合
現
象
を
見
る
に
及
ん
で
、
彼
は
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
法
学
の
主

し
か
し
戦
争
の
残
し
た
経
済
的
課
題
は
、

今
後
も
法
の
基
盤
の
上
に
新
し
い
層
を
沈
澱
せ
し

流
で
あ
っ
た
概
念
法
学
の
無
力
さ
を
痛
感
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
|

l
へ
l
デ
マ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
|
|
何
よ

り
も
ま
ず
、
「
法
律
事
実
の
探
究
」

(
u
w
m
R
r
z
g
g
R
Z巳
CHRrgm)
が
か
よ
う
な
新
し
い
経
済
現
象
の
解
明
の
た
め
に
は
必
要
で
あ

る
と
考
え
た
。
こ
の
「
法
律
事
実
の
探
究
」
と
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二

O
世
紀
に
か
け
て
の
急
激
な
社
会
経
済
的
変
動
に
対
応
し
き
れ

な
く
な
っ
た
概
念
法
学
の
形
式
論
理
主
義
を
克
服
し
、
生
き
た
法
律
学
を
確
立
し
て
新
し
い
時
代
の
要
請
に
副
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ

同

位

同

者

5
3聞
の
毘
同
ロ
ロ
仏

C
E
2ユ
n
F
E
E
)
と
い
う
彼
の
有
名
な
著
書
に
お
い
て
、

た
。
そ
の
最
も
真
剣
な
提
唱
者
で
あ
っ
た
ヌ
ス
パ
ウ
ム
は
、
ク
法
律
事
実
の
探
究
ψ

(
口
広

m
R
E丘
三
g
n
r
g
r
a口
r
g
m
L
Y
B
白
色

2
Z口
問

単
に
哲
学
と
の
内
面

「
お
よ
そ
法
学
の
革
新
は
、

的
結
合
に
よ
っ
て
の
み
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
殊
に
新
カ
ン
ト
派
流
の
極
度
に
方
法
論
的
な
思
惟
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
、
新
し

い
法
学
の
研
究
は
不
可
能
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
真
の
新
し
い
法
学
研
究
の
方
向
は
、

こ
う
し
た
観
念
的

哲
学
的
基
礎
の
み
に
よ
ら
ん
と
す
る
法
学
者
よ
り
も
、
む
し
ろ
司
法
行
政
や
法
学
教
育
の
体
験
を
通
じ
て
現
実
に
対
決
し
て
い
る
実
務
家



(
6
v
 

に
よ
っ
て
な
し
遂
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
」
と
説
き
、
真
に
時
代
の
要
請
に
合
致
し
た
新
し
い
法
学
の
創
設
は
、
か
よ
う
な
素
材
と
し
て
の
新

し
い
法
律
事
実
の
綜
合
的
体
系
的
研
究
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
o

と
こ
ろ
で
彼
の
い
う
「
法
律
事
実
」
の
大
部
分
は
、
国
民
経
済
分
野
の
う
ち
か
ら
選
ば
れ
た
素
材
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
必
ず
し
も
国

民
経
済
理
論
と
法
学
理
論
と
の
素
材
的
結
合
を
必
要
と
し
な
い
。
新
し
い
法
律
現
象
を
正
当
に
理
解
す
る
た
め
の
「
法
律
事
実
」
は
、
単

な
る
経
済
的
思
惟
の
所
産
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
経
済
的
・
政
治
的
・
社
会
的
・
心
理
的
諸
事
実
を
法
律
学
的
観
点
か
ら
再
検
討
し
た
あ

く
ま
で
も
「
法
的
事
実
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
「
法
律
事
実
の
探
究
」
を
新
し
い
法
学
の
研
究
及
び
教
育
の
実
際

に
応
用
す
る
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
。

ωこ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
法
学
が
取
扱
わ
な
か
っ
た
よ
う
な
法
素
材
を
新
し
い
見
地
か
ら
み
な

お
す
こ
と
が
で
き
る
。

ω従
来
形
式
的
整
合
性
の
み
を
こ
と
と
し
た
概
念
法
学
の
空
理
空
論
に
代
っ
て
、
法
律
学
を
一
層
実
用
的
な
ら
し

め
う
る
。
ゆ
圏
内
の
統
一
法
典
(
民
・
商
法
典
)
の
理
解
の
み
な
ら
ず
圏
内
各
地
の
特
殊
法
形
態
を
も
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

ω法
生

活
の
内
容
と
し
て
単
に
成
文
法
規
の
み
な
ら
ず
、
事
実
上
の
慣
行
や
慣
習
法
を
も
重
要
視
す
る
こ
と
と
な
る
:
:
:
等
の
特
徴
が
あ
げ
ら
れ

fイツ経済法学説史略考

る
。
か
よ
う
な
意
義
を
も
っ
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
「
法
律
事
実
の
探
究
」
の
強
い
提
唱
は
、
新
し
く
出
現
し
た
経
済
関
係
法
規
の
研
究
の
た
め

の
一
つ
の
方
法
論
を
提
唱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
確
か
に
新
し
い
法
分
科
の
創
設
は
、
既
成
法
律
学
の
原
理
と

限
界
づ
け
を
も
っ
て
は
到
底
処
理
し
え
な
い
新
し
い
法
的
事
象
を
蒐
集
し
、
そ
の
中
か
ら
新
た
な
統
一
原
理
(
寸
引
い
統
)
を
抽
出
す
る
と
い

う
手
続
を
経
て
初
め
て
達
成
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
新
し
い
法
分
科
と
し
て
の
経
済
法
も
こ
の
よ
う
な
学
問
的
操
作
の
例
外
で
は
あ
り

ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
「
法
的
事
実
の
探
究
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
既
成
法
律
学
の
形
式
論
理
主
義
に
対
す
る
方

え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
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法
的
抗
議
で
は
あ
り
え
て
も
、
新
し
い
法
分
科
を
成
立
せ
し
め
る
た
め
の
綜
合
化
の
原
理
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
彼
は
経

済
法
を
独
立
の
法
分
科
と
し
て
認
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
概
念
法
学
に
対
し
て
、
法
規
の
み
を
出
発
点
と
せ
ず
生
活
事

実
を
出
発
点
と
す
る
観
察
方
法
が
、
公
法
・
私
法
の
混
合
せ
る
新
し
い
経
済
法
的
現
象
の
探
究
に
は
絶
対
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
に
す



説

ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
経
済
法
を
一
個
の
理
論
的
な
法
概
念
或
は
独
自
の
法
領
域
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
す
る
意
図

(
8〉

は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
ヌ
ス
バ
ウ
ム
を
し
て
、
「
経
済
法
的
な
も
の
は
凡
ゆ
る
法
の
領
域
に
存
在
す
る
故
、
新

た
に
経
済
法
と
い
う
観
念
が
理
論
的
に
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
甚
だ
疑
わ
し
い
」
と
反
問
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ヌ
ス
バ

ウ
ム
と
い
え
ど
'
も
、

た
だ
単
に
経
済
法
規
の
蒐
集
に
終
始
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
あ
る
程
度
の
理
論
的
体
系
づ
け
を
念
頭
に
お
い

し
た
が
っ
て
、
「
法
律
事
実
の
探
究
」
者
と
し
て
の
彼
の
立
場
は
、
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論

て
蒐
集
作
業
を
試
み
た
の
で
あ
り
、

結
局
経
済
法
を
経
済
法
的
研
究

方
法
と
み
な
す
立
場
と
解
釈
さ
れ
よ
う
。
か
く
て
経
済
法
を
経
済
関
係
法
規
の
蒐
集
或
は
経
済
法
的
研
究
方
法
と
な
す
本
説
の
立
場
で
は

ま
た
他
の
法
分
科
に
対
す
る
経
済
法
独
自
の
対
象
範
囲
の
確
定
の
試
み
も
、
論
理
必
然
的
に
は

と
も
あ
れ
、
伝
統
的
な
概
念
法
学
の
形
式
論
理
主
義
に
対
抗
し
て
、

経
済
法
の
統
一
概
念
の
探
究
の
試
み
も
、

な
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

「
法
律
事
実

の
探
究
」
を
基
調
と
し
た
新
し
い
法
律
学
的
考
察
方
法
を
提
唱
し
た
こ
と
は
、
経
済
法
学
の
樹
立
の
た
め
の
方
法
論
上
の
礎
石
を
置
い
た

も
の
と
し
て
、

そ
の
意
義
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

世
界
観
説
(
者
岳
B
R
E
己
主
活

、H，
Z
3
巾
)
|
|
経
済
法
の
独
立
法
分
科
性
を
否
定
し
た
へ
l
デ
マ

γ
(
』
・
耳
-
E
E
巾

B
Eロ
)
の
世

ド
イ
ツ
経
済
法
学
史
上
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
へ

l
デ
マ
ン
は
、
ク
ド
イ
ツ
経
済
法
ψ

(

己
巾
E
R
r
g
巧
吉
田
口
E

宮
H
R
Z・

{

g

u

-

-

j

F

 

Sω
匂
)
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
経
済
法
学
上
に
お
け
る
経
済
法
の
本
質
な
い
し
概
念
規
定
を
三
つ
に
分
つ
。
第
一
は
蒐
集
説
(
哨
叩
札
此
わ
れ
て

第
二
は
対
象
説
(
の
巾

m
g田

S
E
-
-
n
Z
吋
Z
2
F
φ
|
|
後
述
す
る
カ
ス
ケ
ル
等
の
説
が
こ
れ
に
入
れ
ら
れ
る
)
、
第
三
は
世
界
観
説
(
へ

1
デ

マ
ン
)
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
へ

l
デ
マ
ン
の
世
界
観
説
は
、
い
か
な
る
内
容
の
法
を
経
済
法
と
し
て
把
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

へ
l
デ
マ

γ
は
い
う
。
「
現
代
は
凡
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
タ
経
済
性
L

V

(

宅
玄
汚
}
民
岳
ロ
F
Z
)
、
か
惨
透
し
て
い
る
時
代
で
あ
り
、
古
い

学
問
領
域
の
限
界
が

z
巧
王
将
E

E
片

r
z
ミ
の
圧
迫
の
下
に
動
揺
し
て
い
る
時
代
で
あ
る
o
」
そ
れ
は
「
あ
た
か
も
一
七
・
八
世
紀
の

頃
、
当
時
勃
興
せ
る
自
然
科
学
の
結
果
と
し
て
凡
て
の
も
の
が
自
然
化
さ
れ
、
自
然
宗
教
、
自
然
哲
学
と
並
ん
で
自
然
法
が
唱
導
さ
れ
、
自

界
観
説
は
、



然
法
w

」
そ
当
時
の
精
神
的
基
調
或
は
時
代
精
神
と
さ
れ
た
よ
う
に
、

m
a
J

ヨ
丘
町
与
え
壬
ロ
r
r
X
3
も
ま
た
現
代
生
活
の
基
調
を
な
す
に
至
つ

た
の
で
あ
る
o
こ
の

2

君
主
将
宮
内
岳
口

yrs・
-
は
、
ま
さ
に
今
世
紀
の
一
切
を
規
定
す
る
一
つ
の
相
で
あ
り
、
近
代
法
的
思
惟
の
特
性
で
あ

り
、
さ
ら
に
一
般
的
に
い
え
ば
、
法
の
凡
て
の
分
野
を
染
め
ぬ
く
一
つ
の
音
調
(
吋
O
ロ
Em)
で
あ
る
o
」
経
済
法
は
、
か
よ
う
な
時
代
精

神
の
し
る
し
と
し
て
の

z
巧
吉
田
口
一
民
主
主
持
主
遣
を
時
代
思
潮

(
N
a
同国可

csgm)
の
標
徴
と
し
て
受
け
と
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

て
か
よ
う
な
2

巧
王
将
}
戸
田
吉
一
円
r
w巾
三
の
渉
透
の
法
律
学
に
も
た
ら
し
た
「
新
し
い
転
換
は
、
従
来
の
論
理
主
義
、
概
念
構
成
主
義
、
典

拠
引
用
主
義
等
を
基
調
と
し
た
観
念
的
論
議
を
徹
底
的
に
排
撃
し
て
、
凡
て
を
実
際
的
成
果
よ
り
割
り
出
し
て
考
え
、
論
理
の
一
貫
性
よ

り
も
目
的
性
を
、
典
拠
の
正
当
性
よ
り
も
実
益
の
大
な
る
結
論
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
。
」

へ
1
Jア
マ

γ
は、

れ
を
利
益
法
学
の
時
期
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
こ
の
「
目
的
性
」
と
「
有
用
性
ー
」
と
の
強
調
が
、
或
種
の
利
己
主
義
的
・

経
験
主
義
的
動
向
を
法
律
学
に
導
入
し
た
こ
と
、
及
び
「
時
代
の
一
般
的
標
徴
と
し
て
の
素
材
第
一
主
義
を
も
た
ら
し
た
こ
と
と
を
指
摘

し
、
経
済
が
王
座
を
占
め
る
時
代
た
る
以
上
当
然
の
こ
と
と
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
。
か
く
て
、
世
界
観
説
の
い
う
経
済
法
は
、
か
よ
う

な
時
代
精
神
の
表
現
と
し
て
の

z
巧
町
片
山
岳
民
己
戸
市
r
r
X
3
の
法
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
規
定
さ
れ
る
o

か
よ
う
な
経
済
法
は
、
戦
争
と

ドイツ経済法学説史略考

れ革
て命
きiiVこ
た)そ

のの
で根
あ源
るを
。も

ィコ

7こ
と
は.
L 、

え

そ
の
後
も
必
然
的
な
時
代
的
現
象
と
し
て
、
独
自
の
経
済
裁
判
所
を
伴
っ
て
国
民
の
前
に
現
わ

し
か
ら
ば
、
世
界
観
説
の
い
う
経
済
法
は
、
独
立
の
法
分
科
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
独
自
の
対
象
範
域
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
か
?

へ
l
デ
マ
ン
は
、
タ
経
済
法
綱
要
ψ
(
O
Z三

E
m巾
門
官
巧
吉
田
口
プ
田
町
Z
R
7
2・
5
N
N
)

に
お
い
て
、
親
族
法
、
相
続
法
、
国
家
法
、
教
会
法

国
際
法
と
並
ん
で
経
済
法
と
い
う
独
自
の
法
分
科
を
認
め
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
」
と
明
確
な
口
調
で
否
定
し
て
い
る
し
、
ま
た
ん
ゲ
ド
イ

ツ
経
済
法
。
(
ト
帥
肥
七
)
に
お
い
て
も
、
「
過
去
の
経
済
法
の
本
質
規
定
或
は
概
念
規
定
は
、

を
も
っ
た
規
定
に
は
到
達
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
o
」
そ
し
て
ナ
チ
ス
時
代
に
お
い
て
へ

1
デ
マ

γ
は
、
「
こ
れ
ら
の
経
済
法
の
独
自
性
に

細
心
の
研
究
に
も
拘
ら
ず
、

何
れ
も
完
結
性

そ
しv 

」

北法19(2・13)239



説

つ
い
て
の
規
定
に
関
す
る
諸
学
説
は
今
日
で
は
必
要
で
な
い
。
今
日
(
j
r
H
一
と
で
は
、
講
義
用
の
概
念
の
限
界
づ
け
を
断
念
し
、

保
持
し
な
が
ら
、
大
胆
か
つ
自
由
に
素
材
に
接
近
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
の
ベ
て
、
経
済
法
の
独
自
性
の
否
定
は
お
ろ
か
、
著
者

自
身
が
か
つ
て
採
っ
た
世
界
観
説
さ
え
も
放
棄
す
る
の
で
あ
る
。
」
し
か
し
、

冷
静
さ
を

北法19(2・14)240

論

だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
は
、

経
済
法
の
体
系
化
を
全
一
く
否
定

し
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
く
「
大
学
に
お
け
る
学
説
の
講
義
は
、
経
済
法
の
素
材
領
域
に
つ
い
て
の
講
義
に
際
し
て
、
素
材
の
選
択

や
秩
序
づ
け
を
多
種
多
様
な
ら
し
め
る
o

も
し
も
人
が
、
困
難
な
素
材
を
実
際
に
支
配
し
よ
う
と
欲
す
る
お
ら
ば
、
何
ら
か
の
体
系
は
不

可
欠
で
あ
れ
〉
」
と
し
て
、
自
ら
は
経
済
活
動
の
源
泉
と
し
て
の
人
間
の
本
性
に
基
く
二
つ
の
生
活
原
動
力
|

l
一
は
自
己
か
ら
出
発
し
て

団
体
の
構
成
に
向
う
そ
れ
、
他
は
団
体
か
ら
出
発
し
て
自
己
に
帰
る
そ
れ
ー
ー
を
出
発
点
と
す
べ
し
と
説
い
て
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
よ
う
な
職
能
団
的
構
成
(
出
芯

E
5
Z
2
5ぜ
5m)
に
こ
の
体
系
の
基
礎
を
求
め
る
こ
と
を
排
除
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ア

イ
ヒ
ラ

l
(出
・
田
口

rgH)
が、

へ
l
デ
マ
ン
の
世
界
観
説
は
、
「
法
体
系
的
観
点
に
つ
い
て
は
少
く
と
も
理
解
し
う
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

た
だ
そ
の
力
点
は
，
d
z
N
F
L
E
B位
。
広
巾
〉
σ
m
B
Eロ
ロ
ヘ
に
よ
り
も
、

む
し
ろ

J
1出
立
。
自
由
江
印
円
ゲ
巾

h
T
白吋白}広巾円山岳山町
ZHMm.-

に
お
か
れ
た

に
す
、
き
な
い
よ
と
い
っ
て
い
る
の
は
全
く
正
当
で
あ
る
(
こ
の
点
、

一
九
三
九
年
の
タ
ド
イ
ツ
経
済
法
。
に
お
い
て
も
、

果
し
て
へ

l

経
済
法
を
体

デ
マ
ン
が

z
t
司
王
国
各
阻
止
日
町
内

y
r
s・
-
と
い
う
若
宮
。

B
E田口
Z
(
u
z
s
r
E∞
-25m
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

系
化
し
う
る
と
考
え
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
)
0

と
も
あ
れ
、

張
す
べ
き
統
一
概
念
或
は
仏
仲
間
目
立

E
g
g
w
o
〉

E同

gNCロ
ね
を
、
真
面
目
な
研
究
対
象
と
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、

E
-
n
r
E
%
と
い
う
時
代
精
神
ゃ
。
人
間
の
本
性
に
基
く
生
活
原
動
力
。
(
心
一
諸
問
一
日
ι

初
)
と
い
う
よ
う
な
一
種
の
世
界
観
に
よ
っ
て
体
系

化
し
よ
う
と
し
尚
一
尽
に
起
因
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
o

要
す
る
に
世
界
観
説
は
、
経
済
法
を
も
っ
て
、
世
界
観
に
基
く
法
規
の
蒐
集
及
び

し
か
も
経
済
法
に
独
立
の
法
分
科
性
を
認
め
ぬ
点
よ
り
し
て
も
、
結
局
彼
の
い
う
経

へ
l
デ
マ

γ
、が、

経
済
法
の
既
成
法
学
に
対
す
る
独
立
法
分
科
性
を
主

m
m
J
M
『
町
片
山
門
}
出
・

そ
の
体
系
づ
け
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

済
法
と
は
、
経
済
関
係
法
規
の
便
宜
的
な
総
括
的
名
称
な
い
し
は
経
済
法
的
研
究
方
法
に
附
与
さ
れ
た
方
法
論
的
名
称
に
す
ぎ
な
か
っ
た



と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
説
に
も
ま
た
、

ヌ
ス
パ
ウ
ム
の
蒐
集
説
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
と
同
じ
批
判
が
妥
当
す
る
の
で
あ
る
o

素
材

え
の
自
由
に
し
て
大
胆
な
接
近
は
、
社
会
学
的
研
究
方
法
と
し
て
、
ヌ
ス
パ
ウ
ム
の
「
法
律
事
実
の
探
究
」
に
通
ず
る
面
を
も
っ
て
い
る

し
、
ま
た
独
自
の
法
分
科
性
を
否
定
す
る
点
に
お
い
て
、
両
者
は
、
経
済
法
を
単
に
特
定
経
済
関
係
法
規
の
蒐
集
整
理
に
す
ぎ
な
い
と
す

る
共
通
の
宿
命
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
o

し
か
ら
ば
へ

l
デ
マ

γ
が、

か
よ
う
な
帰
結
に
到
達
し
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
思
う
に
そ
れ
は
、
彼
が

μ
経
済
性
μ

や

H

人
間
の
本
性
μ

と
い
う
漠
然
た
る
観
念
を
経
済
法
構
成
の
中
心
に
据
え
て
、
現
実
の
経

済
諸
法
の
中
か
ら
統
一
的
実
体
概
念
を
見
出
し
え
な
か
っ
た
点
に
、
最
も
重
大
な
欠
陥
が
あ
っ
た
と
い
え
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
も
彼
は

自
ら
主
張
す
る
社
会
学
的
研
究
方
法
を
無
視
し
て
、

局
向

d
J刊
-
丘
団
円
}
戸
山
町
門

]Fnrraぺw

と
い
う
漠
然
た
る
観
念
を
中
心
と
し
て
経
済
法
を
体
系
化

し
よ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
、
二
重
の
矛
盾
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
o

要
す
る
に
へ

i
デ
マ
ン
の
世
界
観
説
は
、
彼
の
著
書
百
H

ド
イ
ツ

経
済
法
μ

の
壮
大
な
体
系
と
そ
の
体
系
の
包
括
性
・
周
密
性
に
も
拘
ら
ず
、
経
済
法
の
独
自
性
の
確
保
の
た
め
の
理
論
と
し
て
は
消
極
的

な
意
義
し
か
も
ち
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
o

方
法
論
的
把
握
を
試
み
た
学
説
と
し
て
位
置
づ
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

ドイツ剥済法学説史略考

(
1
)
 

(

2

)

 

(

3

)

 

〉

-
z
c
S
E
E
-
0
5
2
m
E
ロ
E
Z
Z

ヨュ
2
E『

E
R
E
-
S
N
N・
ω-a・

己
巾
同
日
。
一

r
p
国-白・

0
・∞
-
N
・

HWHmvv-。♂
t
J『

HHHMunrmw『
仲
間
同
角
川

nF?HmE日
0・
ω-HU・

Z
E
P
E
E
-
F
P
C
-
r
r主
君
耳
目
目
「
口
町
・

(

4

)

 

(
5〉

(
6
)
 

《
同
巾
円
閉
山
内
}
ゲ
♂

F
P
C
-
ω
-
N
-

z
z
E
E
C
R
ロ
H
o
m
R
r
z
g
Z
E
r
o口『
2
g
n
rロロ四一

H
r
z
F
ι
2
2
m
E円
当
5
2
2
z
r
c
E
C口
広
三
口

E
・
g
-品
・
∞

-N0・
経
済
法
の
研
究

に
と
っ
て
は
、
法
律
事
実
の
探
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
巴
&
伶
2同吋

方
法
に
つ
い
て
ば
、
士
吉
日
、
永
永
氷
氷
一
栄
助
「
経
済
諮
秩
序
と
経
済
法
」
法
学
研
究
伺
(
東
京
商
科
大
学
研
究
年
却
報
祁
)
一
二
七
頁
以
下
。

ハ
7
〉
菊
地
春
雄
・
経
済
法
入
門
(
昭
和
十
八
年
)
四
六
頁
参
照
。

北法19(2・15)241 



(

8

)

菊
地
春
機
・
前
掲
書
七
六
頁
参
照
。

(

9

)

』
・
者

-
F
P
E
E
P
F
E
R
E
m
巧

E
E
E
E
B
n
E・
号
泣
・

ω
-
E
-

〈

ω)
へ
i
デ
マ
ン
の
経
済
法
に
関
す
る
著
述
と
し
て
は
、
経
済
法
綱
要
(
の
E
E
N
E問。

L
2
4〈
可
仲
間
口
}
岡
山
町
神
田
百
円
宮
ω
・

5NN)・
n経
済
法
と
は
何
ぞ
や
μ

(
巧

a

E
巧
吉
田

nr阻
止
問

R
Z・
巴

N斗
)
・
(
法
律
週
報
一
号
所
載
)
、

H

法
分
科
及
び
教
科
目
と
し
て
の
経
済
法
μ
(
巧

5
2
E
E同
月
宮
田
}
出
河
内
口

r
g《H
H
E
-
-ロ

E
L
問
、
与
え

E
r
H
S叶
)
(
法
律
週
報
十
三
号
所
載
)
、
ド
イ
ツ
大
審
院
と
経
済
法
(
月
色
円

7
m
m
q
E
E
S
L
当
E
R
E
r向
。
口
宮
・

S
M申
)
、
ド
イ
ツ
経
済
法

(ロ
E
仲間

n
r
g
巧

E
m
n
r山内仲間
R
Z・
5ω
申
)
等
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
げ
経
済
法
綱
要
μ

と

H

ド
イ
ツ
経
済
法
μ

を
中
心
と
し
て
彼
の
見
解
を
要
約
し
た
。

一
七
年
間
に
お
け
る
著
者
の
学
説
の
変
化
を
十
分
に
と
ら
え
え
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

(
日
〉
出

a
g
d
B
P
の『

E
L
N口
mp
∞-N0・

(
ロ
)
《

r
a巳『
P
F
P
C
-
∞
ω・由
-
H
0・
へ
l
デ
マ
ン
は
、
「
今
日
我
々
は
、
経
済
哲
学
、
経
済
政
策
、
経
済
史
、
経
涛
地
理
、
経
済
官
庁
等
を
も
ち
、

か
つ
ま
た
独
自
の
経
済
閣
僚
会
議
を
も
っ
」
と
い
っ
た
風
に

H

経
済
μ

と
い
う
時
代
思
潮
に
貫
か
れ
て
い
る
(
白
・
白
・

0
・
ω・
5)0
ま
た
「
今
日
経
済
性
と
い

う
こ
と
は
、
高
度
の
緊
張
、
比
類
の
な
い
不
安
、
現
象
の
流
動
、
最
大
効
果
の
標
語
及
び
最
大
利
用
の
理
念
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
:
:
:
か
よ
う
な

経
済
性
と
い
う
特
徴
に
よ
っ
て
、
法
が
影
響
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
か
く
て
固
有
の
法
体
系
は
自
ら
そ
の
渦
中
に
ま
き
こ
ま
れ
、
そ
の
絶
対
性
を
喪
失

す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
」

(
P
白・

0
・
ωω
・叶

HN)
と
い
う
。

(
日
)
菊
地
春
雄
・
前
掲
害
八
一
頁
参
照
。

(

U

)

《凶作『

2
5
m
w
F
P
C
-
∞・

5
・

(
日
)
《
ぜ
問
。

-
r
p
p・同
-c-
∞
-Mc--
同
趣
旨

U
2
2
n
r
g
d司
王
将

Z
2
5
n
r・
ω・
5
・

(
日
山
)
仏
命
日

]
F
u
g
g
n
r
g
巧
・
戸
田
・

5
i
z
-

(
げ

)
ι
ぬ町田巳

rp
同・白・

0
・∞
-

H

印・

(
叩
日
)
《
日
常
的
。
一

r
p
p
m
-
c・
m-H印・

(
m
U
)

百
円

E
R
巧
吉
田
口
『
『
丹
羽
目

n
Z・
お
印
。
・

ω
Z
-

(

初

)

出

a
g
g
p
p
z
g口
y
g
t司
-
H
p
g
-
E・
5
・

説ョ/A.
員同
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口
出
血
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匡
宮
田
・
由
1
1
ロ・



第
二
項

企
業
者
法
説
及
ひ
企
業
法
説

蒐
集
説
や
世
界
観
説
が
、
独
自
の
法
分
科
性
を
主
張
し
う
べ
き
統
一
的
実
体
概
念
を
有
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
経
済
法
の
独
立
法
分
科

性
を
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
本
項
で
の
ベ
る
「
企
業
者
法
説
」
な
い
し
企
業
法
説
は
、
各
々
経
済
法
を
「
企
業
者
」
な

が
統
一
的
実
体
概
念
と
し
て
経
済
法
の
中

い
し
「
企
業
」
に
関
す
る
法
と
し
て
規
定
し
た
。

そ
こ
で
は
、
「
企
業
者
」
な
い
し
「
企
業
」

核
を
な
す
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
経
済
法
の
独
立
法
分
科
性
が
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
諸
説
法
、
果
し
て
経
済
法

固
有
の
対
象
を
把
握
し
、
統
一
的
な
指
導
原
理
を
確
定
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

企
業
者
法
説
(
司
王
∞
口

zt均
月
宮
山
r
m
R
Z
ι
g
d
E
2
5
7
B
R印
)
|
|
什
カ
ス
ケ
ル

が
本
説
の
主
張
者
で
あ
る
。
カ
ス
ケ
ル
は
、

(訳出由}向島

や
ハ
ウ
ス
マ

γ

(
同
国
己
目
白
血
ロ
ロ
田
)

ゴ
ー
ル
ド
ミ
ユ
ミ
ッ
ト
、

へ
l
Jア
マ

γ
、
ド
ニ
ス
ト
リ
ヤ

γ
ス
キ
l
等
と
殆
ん
ど
同
じ
時

代
に
、
同
じ
段
階
の
経
済
現
象
(
ワ
イ
マ

l
ル
の
カ
ル
テ
ル
法
〉
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
経
済
法
を
経
済
的
企
業
者
の
法
と
し
て
把
握
し

た
。
ど
の
よ
う
な
理
論
が
彼
を
企
業
者
法
説
に
導
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

ドイツ経済法学説史略考

カ
ス
ケ
ル
は
、
独
自
の
法
分
科
は
、
何
れ
の
法
分
科
に
も
属
さ
な
い
多
数
の
法
規
の
単
な
る
寄
せ
集
め
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
は

一
個
の
中
心
的
統
一
概
念
に
よ
っ
て
内
面
的
論
理
的
統
一
性
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
独
自
の
法
分
科
を
成
り
立
た
し
め

る
根
拠
な
い
し
中
心
概
念
を
考
え
る
場
合
、
素
材
を
も
っ
て
す
る
か
人
を
も
っ
て
す
る
か
が
常
に
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
い
う
。

彼
に
よ
れ
ぽ
、
刑
法
・
行
政
法
・
訴
訟
法
な
ど
は
前
者
す
な
わ
ち
素
材
を
根
拠
と
し
た
法
分
科
で
あ
り
、
商
法
・
労
働
法
は
商
人
或
は
被

傭
者
の
特
別
法
と
し
て
人
を
根
拠
と
し
た
法
分
科
で
あ
る
。
経
済
法
の
場
合
は
、
素
材
を
も
っ
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
を
え
ず
、
人
に
よ
っ

て
経
済
法
概
念
を
定
立
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。
し
か
ら
ば
、
い
か
な
る
人
を
経
済
法
の
中
心
概
念
と
す
べ
き
か
。
彼
は
い
う
。
経
済
法
は
任

な
く
、

北法19(2・1η243



説

意
の
一
般
人
相
互
間
の
外
部
的
行
為
を
規
制
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
企
業
者
(
考
古
田
ロ
Z
E
-
n
r
R
C
E
2
2
Y
5
2
)

(
呂
)

に
の
み
妥
当
す
る
特
別
法
で
あ
る
。
経
済
法
が
経
済
的
企
業
者
の
特
別
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
経
済
的
企
業
者
の
総
て
の
法
律
関
係

が
経
済
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
の
か
、
或
は
一
部
の
法
律
関
係
の
み
が
規
律
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
カ
ス
ケ
ル
は
、
経
済
法
は
経

北法19(2・18)244 

論

済
的
企
業
者
の
法
律
関
係
の
一
部
の
み
を
規
制
対
象
と
す
る
と
考
え
る
。
第
一
に
経
済
法
は
、
経
済
的
企
業
者
の
婚
姻
や
相
続
の
よ
う
な

身
分
法
上
の
問
題
ま
で
は
規
制
し
え
な
い
。
第
二
に
、
経
済
的
企
業
者
が
消
費
者
に
対
し
て
、
売
買
契
約
、
請
負
契
約
、
賃
貸
借
契
約
等
を

通
し
て
形
成
す
る
法
律
関
係
は
、
民
法
や
商
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
(
芯
れ
M
M
一
一
山
一
明
国
…
ぷ
一
刊
誌
時
一
品
叩
一
昨
…
町
下
町

rp…
政
側
臨
時
川
村
山
)
。

第
三
に
、
経
済
的
企
業
者
と
そ
の
被
傭
者
た
る
労
働
者
と
の
法
律
関
係
も
経
済
法
に
は
入
ら
な
い
。
被
傭
者
の
特
別
法
た
る
労
働
法
が
独

自
の
法
分
科
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
。
か
く
て
、
経
済
的
企
業
者
が
経
済
法
に
よ
っ
て
規
制
を
う
け
る
も
の
と
し
て
残
る
の
は
、
も

(
6
)
 

つ
ば
ら
企
業
管
理
な
い
し
経
済
的
企
業
の
遂
行
よ
り
生
ず
る
関
係
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
を
要
約
す
る
と
、

企
業
者
法
説
に
い
う
経
済
法
と
は
、

「
経
済
的
企
業
者
の
経
済
的
企
業
遂
行
活
動
よ
り
生
ず
る
法
律
上
の
地
位

を
規
制
す
る
特
別
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
o

と
こ
ろ
で
果
し
て
こ
の
説
に
よ
っ
て
、
民
・
商
法
と
は
異
る
経
済
法
の
性
格
規
定
や
対
象

規
定
が
明
確
に
な
さ
れ
え
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

亡3

(
批
判
〉

ωカ
ス
ケ
ル
は
、
被
傭
者
の
特
別
法
た
る
労
働
法
に
対
立
せ
し
め
る
意
味
で
、
経
済
的
企
業
者
の
法
律
上
の
地
位
を
規
制

す
る
特
別
法
規
範
の
総
体
と
し
て
経
済
法
を
規
定
し
た
け
れ
ど
も
、
既
成
の
法
分
科
た
る
民
・
商
法
や
行
政
法
に
対
し
、
新
し
い
法
分
科

ペ
a
h

ゾ
1
シ

性
を
主
張
し
う
る
中
心
観
念
と
し
て
は
、
甚
だ
粗
雑
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
何
敢
な
ら
、
従
来
経
済
的
企
業
者
は
人
或
は
商

人
と
し
て
す
で
に
民
・
商
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

そ
れ
と
は
別
に
、
経
済
的
企
業
者
に
特
有
な
法
と
し
て
新
し

い
経
済
法
を
樹
立
し
て
ま
で
規
律
さ
れ
る
べ
き
経
済
的
企
業
者
の
特
別
な
企
業
活
動
類
型
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
も
カ
ス
ケ
ル
は
、
経
済
法
を
経
済
的
企
業
者
の
法
と
し
て
規
定
し
な
が
ら
、
別
に
商
法
は
商
人
の
法
と
し
て
そ
の
存
続
を
認
め
て
い



つ
ま
り
経
済
法
と
商
法
と
の
区
別
が
そ
こ
で
は
明
確
で
な
い
の
で
あ
る
o

殊
に
、

る
。
経
済
的
企
業
者
と
商
人
と
の
区
別
、

(Fゎ
一
や
西
原
教
師
〉
の
よ
う
に
、
商
法
を
企
業
法
と
し
て
把
え
、
経
済
法
を
も
企
業
法
の
一
部
と
す
る
有
力
な
見
解
が
存
在
す
る
時
、

ク

ラ

ウ

ゼ

商
法
と
経
済
法
と
の
関
連
な
り
区
別
な
り
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
経
済
法
の
独
立
法
分
科
性
の
主
張
に
と
っ
て
は
最
も
重
要
な
点
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
商
人
の
法
l
商
法
と
経
済
的
企
業
者
の
法
l
経
済
法
と
の
限
界
づ
け
の
不
明
確
さ
は
、
本
説
の
致
命
的
欠
陥
と
い
わ

〈

9
〉

ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
o

ア
イ
ヒ
ラ
ー
も
い
う
よ
う
に
、
法
主
体
と
し
て
の
「
企
業
者
」
概
念
自
体
か
ら
は
、
多
く
の
私
法
的
性
格
の
も
の
が
予
想
さ
れ
て
、

っ“
国
民
経
済
過
程
の
中
に
現
わ
れ
る
市
場
支
配
の
国
家
的
規
制
の
よ
う
な
全
体
的
・
国
家
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
が
、
果
し
て
法
理
論
的

に
も
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
包
摂
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
o

殊
に
、
戦
時
経
済
統
制
期
に
み
ら
れ
る
統
制
行
政
の
よ
う
な
国
家
の

直
接
的
な
市
場
支
配
へ
の
介
入
行
為
は
、
経
済
的
企
業
者
の
企
業
遂
行
に
関
す
る
特
別
法
と
い
う
規
定
か
ら
は
、
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
o

ω
カ
ス
ケ
ル
に
よ
れ
ば
、
経
済
法
は
経
済
的
企
業
者
と
い
う
特
定
階
層
の
人
々
を
規
制
す
る
法
の
全
体
で
あ
る
が
、
今
日
の
経
済
法

は
、
企
業
家
階
層
と
い
う
特
定
の
階
層
の
み
の
規
制
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
例
え
ば
協
同
組
合
法
に
お
け
る
組
合

の
よ
う
な
も
の
の
規
制
や
特
許
取
得
者
の
如
き
個
人
も
経
済
法
の
規
制
対
象
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
。

ドイツ経済法学説史略考

企
業
自
体

(
C
E
2
5
7
g
g
出
口
日
正
J
)

の
思
想
や
企
業
の
客
観
化
現
象
が
指
摘
さ
れ
、
商
法
が
商
人
の
法
か
ら
物
化
し
客
観
化

し
た
企
業
の
法
に
転
化
し
た
と
説
か
れ
る
今
日
、
経
済
法
を
経
済
的
企
業
者
の
法
と
す
る
こ
と
は
、
か
よ
う
な
商
法
の
一
般
的
趨
勢
に
も

主
寸
ヂ
}
、

4
t
 

北法19(2・19)245

反
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
企
業
者
法
説
の
欠
陥
を
指
摘
し
、
企
業
者
法
説
が
経
済
法
の
統
一
抗
体
系
化
の
た
め
の
理
論
と
し
て
は

採
用
し
え
な
い
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
に
企
業
法
説
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

企
業
法
説
(
宅

E
R
E
P
E円
2
7門
戸

r
m
m
n
Z
仏
巾
出
口

E
2
5
Y
2
2阿部
)
1
1
1
経
済
法
を
「
企
業
の
法
」
と
す
る
見
解
を
と
る
者
に
は

W
・



説

経
済
法
を
企
業
の
法
た
る
商

フ
ウ
グ
(
者
白
吉
岡
民
話
)
や
グ
ラ
ウ
ゼ
(
穴
H
2
8
)
等
が
い
る
。
こ
の
説
の
主
張
者
は
、

大
体
に
お
い
て
、

法
の
発
展
し
た
も
の
と
し
、
商
法
と
経
済
法
と
の
融
合
統
一
を
説
く
。
し
た
が
っ
て
経
済
法
を
企
業
法
に
吸
収
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い

3命

て
、
経
済
法
の
独
立
法
分
科
性
を
否
定
す
る
見
解
と
も
い
え
る
が
、
他
面
ま
た
企
業
法
の
一
部
分
と
し
て
、
従
来
の
商
法
に
対
し
経
済
法

の
独
自
性
を
認
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
経
済
法
の
独
立
法
分
科
性
を
肯
定
す
る
見
解
と
も
い
え
よ
う
。

U

w
・
フ
ウ
ク
の
説
|
|
フ
ウ
ク
は
い
う
。
蒐
集
説
や
世
界
観
説
は
、
経
済
法
に
そ
の
体
系
的
把
握
を
不
可
能
に
す
る
概
念
的
拡
が

り
(
巳

zzm片足
F
Z
巧
忠
巾
)
を
与
え
、
さ
ら
に
、
従
来
の
法
体
系
の
中
に
お
い
て
は
処
理
し
え
な
い
一
定
の
規
範
複
合
が
生
じ
る
と

い
う
事
実
を
看
過
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
法
に
と
っ
て
は
一
定
の
法
域
を
特
色
づ
け
る
対
象
理
論
の
み
が
正
当
で
あ
る
と
。
彼
の
企

一
定
の
外
的
事
態
を
秩
序
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
法
的
意
味
に

業
法
説
の
理
論
構
成
の
概
略
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
法
の
任
務
は
、

お
け
る
経
済
(
島
町
巧
王
将
宮
町
二
B
H
N
R吉
田
氏
ロ
ロ
巾
)
の
概
念
は
、
経
済
的
な
活
動
を
対
象
と
し
て
も
っ
と
こ
ろ
の
外
的
な
生
活
対
象

(
宮
ロ
巾
同
ニ
与
巾

5
5
5
2
E巾
)
と
結
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
寸
o

と

こ

ろ

で

、

資

本

主

義

経

済

経
済
法
が
規
制
す
る
外
的
生
活
対
象
は
、

に
お
け
る
営
利
経
済
企
業
と
そ
の
企
業
活
動
の
総
体
の
把
握
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
経
済
法
は
、
法
秩
序
全
体
の
中
に
お
い

て
営
利
的
な
企
業
の
形
成
と
存
続
と
活
動
を
規
制
す
る
任
務
を
有
七
日
。
こ
の
任
務
は
ま
た
私
法
の
体
系
の
下
に
あ
る
商
法
に
も
属
し
て

い
る
。

そ
の
統
一
的
対
象
と
し
て
企
業

し
か
し
、

商
法
は
す
で
に
以
前
に
、
狭
義
に
お
け
る
白
血
旦
己
認

3
2『
宮
の
枠
を
打
破
っ
て
、

(
C旦
2
5
F
5
3
)
を
出
現
さ
せ
た
。
そ
し
て
企
業
の
法
た
る
商
法
は
、
新
し
い
公
法
的
な
規
範
関
係
を
附
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経

済
法
へ
と
発
展
し
た
と
考
え
る
。
か
く
て
フ
ウ
ク
は
、
経
済
法
を
営
利
企
業
と
そ
の
活
動
を
規
制
す
る
法
規
の
全
体
(
公
法
法
規
を
含
む
)

と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、

伝
統
的
な
商
法
の
個
々
の
構
成
要
素
と
公
的

「
こ
の
法
域
の
対
象
的
な
限
界
づ
け
と
そ
の
構
成
は
、

種
類
の
新
し
い
規
範
や
制
度
と
が
結
合
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
い
白
と
い
う
。
さ
ら
に
彼
は
、
商
法
の
経
済
法
へ
の
発
展
に
よ
っ
て
、
株
式

会
社
(
出
向
同
丘
四
日
目

m
g己
-
R
r阻止
g)
や
組
合
(
の

g
gお
ロ
∞
ロ
ゲ
え
芯
ロ
)

の
法
は
経
済
組
織
法
へ
と
拡
大
さ
れ
、

商
行
為
法
は
経
済
取
引
法
と
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な
り
、
荷
物
権
法

(
Z
S
E
g
R
Z
2
2
E
)
は
経
済
物
権
法
と
な
っ
た
。
そ
し
て
労
働
法
も
ま
た
企
業
法
に
入
れ
ら
れ
る
る
に
至
つ
(
問
、

と
主
張
し
た
。

か
よ
う
な
フ
ウ
ク
の
説
は
、
経
済
法
を
企
業
法
と
し
て
理
解
す
る
見
解
と
し
て
甚
だ
興
味
深
い
が
、
経
済
法
の
独
立
法
分
科
性
の
考
察

の
た
め
の
素
材
と
し
て
は
適
当
で
な
い
。
経
済
法
の
独
立
法
分
科
性
を
論
ず
る
場
合
の
難
点
の
一
つ
で
あ
る
商
法
と
経
済
法
と
の
関
係
、

或
は
商
法
と
経
済
法
と
を
企
業
法
と
し
て
統
一
す
る
場
合
の
綜
合
の
論
理
、
或
は
ま
た
企
業
法
内
に
お
け
る
経
済
法
の
位
置
づ
け
等
々
の

説
明
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
一
層
明
ら
か
に
し
た
学
説
と
し
て
(
ド
イ
ツ
の
経
済
法
学
説
で
は
な
い
の
で
必
ず
し

も
適
当
で
は
な
い
が
)
、
西
原
教
授
の
企
業
法
説
を
簡
単
に
紹
介
し
て
、

ド
イ
ツ
の
企
業
法
説
の
補
足
を
し
て
お
き
た
い
と
思
う
o

ドイツ経済法学説史略考

町
西
原
教
授
の
説
|
|
企
業
法
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
|
|
商
法
の
観
点
か
ら
で
あ
れ
経
済
法
の
観
点
か
ら
で
あ
れ
|
|
西
原
教
授
の
見
解
を
顧
み
る
こ

と
な
し
に
は
す
ま
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
教
授
は
、
商
人
法
で
あ
っ
た
商
法
は
、
資
本
主
義
経
済
の
発
展
と
共
に
企
業
の
法
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
が
さ
ら

に
、
独
占
経
済
の
進
行
と
大
戦
の
勃
発
と
に
よ
り
、
自
由
主
義
的
資
本
主
義
制
度
は
行
詰
り
を
き
た
し
、
漸
く
国
家
の
権
力
に
よ
る
経
済
の
指
導
調
整
が
行
な

わ
れ
る
に
至
っ
て
、
民
・
商
法
の
体
系
の
外
で
、
い
わ
ゆ
」
拾
済
法
と
し
て
一
括
さ
れ
る
経
済
立
法
が
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
経
済
法
は
国
民
経

済
4
+
一
体
な
い
し
企
業
の
公
共
性
の
高
調
と
共
に
出
現
し
て
き
た
。
か
よ
う
な
企
業
の
点

μし
て
の
商
法
と
経
済
法
と
は
同
じ
発
展
線
上
に
あ
る
も
の
と
し

て
、
対
象
を
全
く
異
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
規
制
原
理
を
異
に
す
る
も
の
で
も
な
い
、
と
説
か
れ
る
。

ω
「
両
法
は
対
象
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な

い
」
と
い
う
の
は
、
ク
ラ
ウ
ジ
ン
ク
も
正
当
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
在
に
お
い
て
も
経
済
の
基
本
は
依
然
と
し
て
私
的
営
利
企
楽
で
あ
り
、
商
品
生
産
及
び

流
通
の
資
本
主
義
的
機
構
か
ら
離
脱
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
商
法
も
経
済
法
も
共
に
企
業
の
法
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
が
、
た
だ
商

法
は
旧
い
企
業
の
法
で
あ
り
、
経
済
法
は
経
済
の
新
し
い
発
展
に
即
応
し
た
新
し
い
企
業
の
法
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
帥
「
両
法
共
に

規
制
原
理
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
経
済
法
と
商
法
と
は
一
見
別
々
の
法
域
を
形
作
り
、
両
法
は

「
到
底
融
和
し
難
い
原
理
の
上
に
た
っ
て
い
る
」
よ
う
に
み
え
る
が
、
何
故
か
。
そ
れ
は
、
社
会
の
「
生
活
変
遷
が
急
激
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
自
覚
を
伴

う
場
合
に
は
、
一
方
に
お
い
て
は
法
的
安
定
感
の
過
度
の
動
揺
防
止
の
た
め
、
他
方
に
お
い
て
は
従
来
の
法
体
系
そ
の
も
の
の
早
急
な
改
造
に
対
す
る
理
論
的

ま
た
は
技
術
的
車
備
不
足
の
た
め
、
新
た
に
定
立
さ
れ
た
法
は
従
来
の
法
体
系
の
外
に
お
き
、
実
質
的
に
従
来
の
法
体
系
内
に
存
す
る
法
律
状
態
に
影
響
せ
し
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説

め
る
方
策
を
と
る
こ
と
が
稀
で
は
な
い
」
が
、
経
済
法
の
民
・
商
法
に
対
す
る
関
係
も
正
に
そ
の
例
で
あ
る
。
「
そ
し
て
こ
の
種
の
立
法
の
動
機
が
、
自
由
経

済
の
弊
害
の
矯
正
に
あ
る
当
然
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
目
標
は
各
個
の
企
業
に
超
越
す
る
全
体
的
計
画
調
整
に
お
か
れ
、
そ
の
実
現
の
手
段
と
し
て
多
様
の
国

家
権
力
が
背
景
と
な
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
志
向
と
態
度
と
を
伝
統
的
な
商
法
の
そ
れ
ら
と
対
比
さ
せ
、
そ
こ
に
一
つ
の
法
城
を
設
定
し
よ
う
と
す

る
こ
と
は
発
展
史
的
に
み
て
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
河
ご
か
よ
う
な
理
由
か
ら
、
一
見
両
法
は
法
域
を
異
に
し
法
原
理
を
異
に
す
る
融
和
し
難
い
法
体

系
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
な
い
。
何
故
な
ら
、
本
来
私
人
間
の
利
益
調
整
の
法
と
さ
れ
た
商
法
に
お
い
て
も
、
「
商
法
自
体
の
社
会
化
的
発

展
|

i
例
え
ば
商
法
に
お
け
る
経
済
的
強
者
の
勢
力
濫
用
の
阻
止
や
一
般
公
衆
保
護
の
精
神
の
如
き
l

a
が
存
在
す
る
し
、
ま
た
国
民
経
済
全
体
な
い
し
企
業

の
公
共
性
か
ら
生
れ
た
答
の
経
済
法
も
、
個
別
資
本
た
る
企
業
の
存
続
と
調
和
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
商
法
と
経
済
法
と
を
原
理
的
に
全
く
異
質

の
も
の
と
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
」
と
。
結
局
、
商
法
自
体
の
社
会
化
的
発
展
に
よ
っ
て
「
経
済
法
の
標
携
す
る
原
理
の
独
自
性
は
自
然
に
禄
品
託
、
両
者
は

や
が
て
一
大
綜
合
化
を
み
る
べ
き
」
も
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
経
済
、
法
は
商
法
の
内
在
的
発
展
を
待
機
す
る
過
渡
的
性
格
の
法
で
あ
る
と
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
、
と
。

論

経
済
法
を
後
述
す
る
組
織
経
済
の
法
と
し
て
把
え
な
が
ら
、
商
法
が
拡
大
発
展
し
て
経
済
法
と
融
合
す
る
と
説
く
も
の
に
グ
ラ
ウ
ジ
ン

ク

(
m
U
5
5
m
)
が
あ
る
。
し
か
し
彼
は
経
済
法
を
組
織
経
済
の
法
と
規
定
し
、

商
法
・
経
済
法
の
融

合
を
説
く
立
場
と
は
呉
る
の
で
、
企
業
法
説
と
し
て
経
済
法
理
論
を
展
開
さ
れ
た
西
原
教
授
の
学
説
を
も
っ
て
補
足
し
た
わ
け
で
あ
る
。

企
業
法
と
し
て
経
済
法
を
把
え
、

(
批
判
)
商
法
と
経
済
法
と
の
融
令
を
説
く
企
業
法
説
は
、
左
の
二
点
に
つ
い
て
批
判
す
る
こ
と
で
必
要
か
つ
十
分
で
あ
ろ
う
。

ω

商
法
と
経
済
法
と
は
規
制
原
理
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ω両
法
は
同
じ
企
業
の
発
展
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
対
象
を
全
く
異
に

す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
点
一
同
一
段
明
判
明
岨
ほ
ゅ
は
け
)
か
ら
。
経
済
法
は
自
由
主
義
経
済
の
行
詰
り
に
対
し
、

国
民
経
済
全
体
或
は
企
業
の
公
共
性
の
観
点
か
ら
生
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
商
法
も
ま
た
単
純
に
私
益
を
保
護
調

~ 
整
す
る
の
み
で
は
な
く
て
、

そ
れ
は
根
本
に
は
や
は
り
国
民
経
済
全
体
の
立
場
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
個
人
の

利
益
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
価
値
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
結
局
に
お
い
て
そ
れ
が
全
体
に
貢
献
し
う
る
た
め
に
そ
の
限
度
で
承
認
さ

れ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
o

企
業
に
つ
い
て
も
そ
の
営
利
性
に
着
目
し
、
そ
れ
が
商
法
の
基
盤
と
せ
ら
れ
た
が
、
企
業
の
営
利
性
も
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か
っ
こ
れ
を
促
進
し
う
る
た
め
に
そ
の
限
度
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
く
、
結
局
は
企
業
の
公
共

性
に
包
摂
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
o

か
か
る
国
民
経
済
全
体
の
要
請
な
い
し
企
業
の
公
共
性
の
高
調
と
い
う
点
に
、
商
法
及
び
経
済

法
の
両
者
を
合
一
的
に
把
握
す
る
理
論
的
基
礎
が
え
ら
れ
る
」
と
考
え
る
o

か
よ
う
に
融
合
説
は
、

ま
た
全
体
の
利
益
に
適
合
し
、

一
企
業
の
公
共
性
」

に
両
法
融
合
の

原
理
的
根
拠
を
求
め
、
両
法
は
規
制
原
理
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
結
論
す
る
。

「
企
業
の
公
共
性
L

を

し
か
し
な
が
ら
果
し
て

両
法
の
規
制
原
理
と
看
倣
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
必
然
的
に
商
法
と
経
済
(
統
制
)
法
と
が
合
一
す
る
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
う
る
で

あ
ろ
う
か
。

「
経
済
(
統
制
〉
法
に
お
い
て
は
国
民
経
済
全
体
の
要
請
な
い
し
企
業
の
公
共
性

鈴
木
(
竹
)
教
授
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

が
法
形
成
の
直
接
の
原
因
を
な
す
の
に
対
し
、
商
法
に
お
い
て
は
各
経
済
主
体
に
容
認
さ
れ
た
私
益
の
調
整
が
法
形
成
の
直
接
の
要
因
を

し
か
し
て
そ
れ
が
、
国
民
経
済
全
体
の
要
請
に
合
致
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
に
止
ま
る
も
の
と
す
れ
ば
、
両
者
を
同
一
の
平
面
に

お
い
て
把
握
す
る
こ
と
は
し
か
く
簡
単
に
肯
定
さ
れ
え
な
い
」
し
、
さ
ら
に
ま
た
法
理
論
的
に
も
、
両
法
の
安
易
な
合
一
は
導
き
出
さ
れ

な
し
、

え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

資
本
の
展
開
過
程

(
G
l
w
l
G
)
に
お
い
て
、

自
由
主
義
経
済
が
、

自
由
競
争
と
矛
盾
す
る
市
場
支
配
を
醸
成
し
て
き
た
の
で
、

そ

ドイツ経済法学説史略考

の
矛
盾
を
調
節
す
る
た
め
に
、
市
場
支
配
現
象
に
対
し
て
国
家
が
規
制
(
判
耕
一
M
)
す
る
に
至
っ
て
初
め
て
経
済
法
が
現
わ
れ
た
こ
と
は
、
序

論
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
由
主
義
経
済
機
構
そ
の
も
の
を
構
成
し
て
い
る
民
・
商
法
(
腎
訪
日
制
加
原
)
に
お
い
て
、
い
か
に
公

共
性
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
に
せ
よ
、
市
場
支
配
を
規
制
す
る
経
済
法
(
腕
時
一
…
剛
一
四
一
忠
一
糊
糊
初
祉
制
)
と
商
法
と
が
規
制
原
理
を
同
じ
う
す
る
と

は
い
い
え
な
い
し
、
ま
た
「
企
業
の
公
共
性
」
を
媒
介
と
し
て
、
両
法
が
融
合
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
妥
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
(
冊
仙
鮮

の
公
共
性
」
と
い
う
意
味
で
、
両
法
が
リ
ン
ク
す
る
面
の
あ

Jo

る
こ
と
は
認
め
る
が
、
両
法
が
融
合
す
る
と
は
考
え
え
な
い
」

次
に
、
第
二
点
(
両
法
は
新
し
い
企
業
法
と
旧
い
企
業
法
と
し
て
の
発
展
段
階
の
差
異
は
あ
る
に
し
て
も
、
同
じ
公
共
性
の
原
理
の
上
に
立
ち
、
同
じ
発
展

そ
の
対
象
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
)
と
い
う
点
に
つ
い
て
。
私
的
所
有
権
の
上
に
た
つ
資
本
主
義
経
済
構
造
が
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に
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る
も
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と
し
て
、



説

変
ら
な
い
限
り
、
資
本
主
義
経
済
活
動
の
最
も
基
本
的
法
形
態
で
あ
る
企
業
の
形
態
な
り
機
能
な
り
が
、
経
済
発
展
の
段
階
に
応
じ
て
多

少
の
差
異
は
生
じ
て
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
展
開
線
上
に
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

企
業
の
い
か
な
る
側
面
を
法
的

論

規
制
の
対
象
と
し
て
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
、
全
く
別
個
の
視
角
の
問
題
で
あ
っ
て
、
異
っ
た
側
面
を
規
制
す
る
法
は
、
異
っ
た

法
分
科
を
形
作
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ウ
グ
や
西
原
教
授
と
同
じ
く
、
商
法
と
経
済
法
と
は
同
じ
企
業
に
関
す
る
法
で
あ
る
こ
と
は
承

認
す
る
こ
と
に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
が
、
民
・
商
法
は
、
資
本
主
義
経
済
機
構
を
構
成
し
て
い
る
基
礎
法
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
市
民
法
的
自

由
(
帥
比
一
肌
ぷ
…
吋
)
を
媒
介
と
し
て
資
本
の
流
通
過
程
を
保
証
し
て
い
る
法
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
経
済
法
は
、
市
民
法
的
自
由
を
て
こ
と

し
て
展
開
さ
れ
る
企
業
活
動
に
不
可
避
的
に
伴
う
市
場
支
配
(
印
日
抑
制
問
肘
不
)
現
象
を
規
制
す
る
法
と
し
て
発
生
し
て
き
た
も
の
で
、
商
法

と
は
異
っ
た
側
面
を
規
制
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
法
が
企
業
の
異
っ
た
側
面
を

規
制
対
象
と
し
、
異
っ
た
指
導
原
閣
内
に
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
両
法
は
む
し
ろ
異
っ
た
法
分
科
と
し
て
形
作
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
o

企
業
法
説
の
立
場
か
ら
の
経
済
法
理
論
の
欠
陥
は
、
結
局
企
業
と
い
う
経
済
的
対
象
の
同
一
性
に
着
目
す
る
余
り
、
同
じ
企
業
を
規
制

す
る
法
律
学
的
対
象
把
握
の
方
法
に
も
異
る
観
点
と
異
る
規
制
原
理
の
あ
る
こ
と
を
看
過
し
た
点
に
あ
る
と
い
え
る
よ
う
。
た
だ
対
象
と

指
導
原
理
の
両
面
よ
り
経
済
法
の
独
自
性
を
確
定
す
る
作
業
を
、
方
法
論
的
自
覚
を
も
っ
て
試
み
た
説
と
し
て
、

西
原
教
援
の
企
業
法
説

と
し
て
の
経
済
法
理
論
は
、
経
済
法
学
説
史
上
高
く
-
評
価
さ
れ
る
べ
き
学
説
で
あ
る
。

(
1
)
F件。
f
F
mユ
ロ
ロ
ロ
仏
国
内
丸
山

D
L
H
Z
L
g
t
ヨ円円
m
n
E『

Z
H
R
E
m
-
-
S
H
J
p
m
g
m
Z
E
E
L
ω
可

m
Z
E
g
n
r
g
〉
三
g
z
ι
2
5
2
ω
各自

民

2
3
n
r仲
間

ω-mHNonZ色
白

N
H
1
5
5
ι
r
r
p口
戸
』
巧
・
巴

N品
・
が
あ
る
が
、
何
れ
も
入
手
出
来
ず
、
先
人
の
紹
介
等
に
よ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
も
、

こ
の
説
の
部
分
、
は
右
二
著
を
読
む
機
会
を
う
れ
ば
書
き
改
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
参
照
し
た
著
書
と
し
て
は
、
楽
村
光
郎
・
経
済
法
(
昭
二
八
)
一
九

頁
、
菊
池
春
雄
・
前
掲
来
日
六
三
頁
、
福
光
家
庭
「
経
済
法
の
概
念
」
神
戸
法
学
三
巻
三
三
九
頁
、
何
回
円

E
2
F
P
C
-
伊
】
日
・
・
出

E
aヨ
g
p
河

R
E
E
Z
E

E
込
者
三
円
「
え

E
E
Eロ
m
E
ω
∞
・
が
あ
る
。

(

2

)

菊
池
春
雄
・
前
掲
許
六
三
頁
引
用
、
山
市
村
・
前
掲
害
一
九
頁
、
福
光
・
前
掲
論
文
二
三
九
頁
。
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(

3

)

福
光
家
庭
・
前
掲
論
文
二
=
一
九
頁
、
菊
池
春
雄
・
前
掲
書
六
三
頁
。

〈

4
)

茶
村
光
郎
・
前
掲
童
日
四
六
頁
参
照
、
菊
池
春
雄
・
前
掲
書
六
三
頁
参
照
。

(

5

)

架
村
・
前
掲
書
二
十
頁
参
照
。

(
6
)
E・
0
0広
告
「
ヨ
戸
L
F
P
P
D
-
∞-
E
-

(

7

)

関
門
戸

g
p
阿
内
田
正
吉
田
口
口
凹

Z
n
r門
己
ロ

ι
C
Z
R
2
r
B
R
ω
円

2
z
w
r
2
N
O
H門
凹
円

7
2『
門
『
口
同
色
白
田
岡
白
田

B
門

司

Eι

。-mE口
-
M
片

ロ

ロ

仏

関
C
ロ

rロ
R
R
E・
ω
L
-
H
O日

同

liN
国
民
叶
・

ω
ω
-
B
I
H
S
-

法
律
上
「
商
人
」
と
「
企
業
者
」
を
分
離
し
て
考
え
る
か
統
一
さ
る
べ
き
も
の
と
す
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

(

8

)

西
原
教
授
は
、
商
法
総
論
に
お
い
て
「
経
済
法
を
も
っ
て
経
済
的
企
業
者
の
企
業
経
営
に
関
す
る
特
別
法
と
す
る
カ
ス
ケ
ル
の
所
説
を
考
え
る

に
、
商
法
の
中
心
概
念
を
企
業
に
お
く
現
時
の
)
般
的
理
解
よ
り
す
れ
ば
、
経
済
法
は
結
局
商
法
と
一
致
す
る
か
、
ま
た
少
く
と
も
そ
の
拡
充
に
外
な
ら
な

い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
彼
は
商
法
を
商
人
の
特
別
法
と
解
し
た
た
め
、
こ
の
結
論
に
達
し
な
」
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
(
日
本
商
法
総
論
一
巻
六
五
頁
)
。

(
9
〉
カ
ス
ケ
ル
自
身
は
、
商
法
の
本
質
を
現
時
の
有
力
説
の
よ
う
に
企
業
に
お
い
て
み
ず
、
商
人
と
い
う
特
定
人
物
の
特
別
法
と
み
る
か
ら
、
経
済
法

の
独
立
に
よ
る
商
法
の
解
消
は
考
え
な
い
。
そ
し
て
彼
自
身
は
、
商
人
の
法
と
企
業
者
の
法
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
法
を
別
異
な
も
の
と
考
え

る
。
例
え
ば
、
契
約
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
基
礎
を
民
・
商
法
の
上
に
お
き
、
た
だ
企
業
経
営
に
つ
き
、
経
済
的
企
業
者
と
し
て
の
特
性
に
基
づ
く
特
別
規
定

に
関
し
て
の
み
経
済
法
が
問
題
と
な
る
と
考
え
る
。
か
よ
う
な
経
済
法
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
営
業
法
の
全
体
、
不
正
競
争
防
止
法
、
外
国
貿
易
法
、

カ
ル
テ
ル
法
、
商
工
会
議
所
法
、
各
種
社
会
化
法
等
を
あ
げ
て
お
り
、
全
体
的
に
は
公
法
的
色
彩
の
も
の
が
強
い
と
い
わ
れ
る
。

(
叩
)
阿
佐

2
2・
F

m・
o-
∞-
H

斗・

(

U

)

巧
・
出
口
m
w
E
o
胃
c
r
r
E
E
r
ι
。
問
者

E
m与
え

Z

E
号
・

5
8・∞
-
N
H・

(
ロ
)
内
目
。
門
百
一
σ
p
p
p
・c-
∞-
N
O
ロ・

(
日
)
《
]
号
問
。
一

Z
・
2
・
mW・
D
-
ω
-
N
H
・

(

M

H

)

《
凶

R
Z
-
r
p
p
m
w・
c-
∞-Nω
・

(
t
u
)
ι
q
ω
巾

g
p
F
P
C
-
∞∞
-
N
N・
ωω
・

(
日
山
〉
西
原
克
一
・
日
本
商
法
論
六
七
、
六
八
頁
参
照
。

(
刀
)
西
原
・
前
掲
書
六
八
頁
。

(
日
目
)
西
原
・
前
掲
室
田
六
九
頁
、
西
原
・
「
企
業
」
法
哲
学
講
座
八
巻
二
十
瓦
。
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(
刊
日
)
西
原
・
「
企
業
」
法
哲
議
座
八
巻
二
十
頁
参
照
。

(
却
)
何
回
ハ

-23口
m
-
m
-
F
G・
ωω
・

5
・
N
H
・
:
・
ク
ラ
ウ
ジ
ン
タ
は
、
「
j
i
-
-
-
例
え
ば
戦
時
経
済
に
関
す
る
諸
法
、
ヵ
リ
経
済
、
石
炭
経
済
、
鉄
道
経

済
に
関
す
る
諸
法
等
の
如
き
は
、
在
来
の
民
法
・
商
法
・
行
政
法
等
の
法
律
分
科
の
概
念
及
び
用
語
を
も
っ
て
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
把
握
し
分
類
し
ざ
る

が
故
に
、
こ
れ
に
適
当
な
体
系
的
地
位
を
与
え
る
必
要
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
」
こ
の
場
合
、
そ
れ
ら
を
独
立
の
新
し
い
法
分
科
と
し
て
の
経
済
法
と
し
て

取
扱
う
か
、
又
は
拡
張
し
て
商
法
と
し
て
取
扱
う
か
問
題
で
あ
る
。
そ
の
場
合
経
済
法
を
独
立
の
法
分
科
た
ら
し
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
こ
れ
を
組

織
経
済
の
法
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は

F

コ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
等
の
著
述
に
よ
っ
て
も
知
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
自
由
主
義
経
済
生
活
、

特
に
商
人
的
企
業
家
の
法
た
る
「
商
法
」
は
、
一
見
こ
れ
と
矛
盾
せ
る
経
済
法
と
い
か
な
る
関
係
に
た
っ
か
。
彼
は
組
織
経
済
の
法
と
し
て
の
経
済
法
は
、

鉱
大
さ
れ
た
商
法
に
融
合
化
さ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
「
古
い
」
経
済
法
と
し
て
の
商
法
と
「
新
な
」
経
済
法
と
が
単
一
の
法
律
分
科
に
融
合
す
へ

き
も
の
と
し
、
こ
の
全
領
域
に
対
じ
て
経
済
法
な
る
上
位
名
称
を
要
求
し
う
る
の
で
あ
る
と
す
る
。

(
幻
)
大
隅
健
一
郎
・
「
企
業
法
の
動
向
」
民
商
法
雑
誌
一
五
巻
三
号
二
一
七
頁
以
下
、
同
・
株
式
会
社
法
変
遷
論
(
昭
二
八
)
そ
の
他
法
学
論
双
中
の

論
文
参
照
。
米
谷
隆
三
「
企
業
法
よ
り
経
済
法
へ
」
法
学
研
究
(
東
京
商
大
研
究
年
報
一
九
四
一
年
)

0

(
辺
)
西
原
・
前
掲
書
六
七
頁
以
下
、
同
旨
大
隅
健
一
郎
「
企
業
法
の
動
向
」
民
商
法
雑
誌
一
五
三
号
二
二
頁
。

(
お
)
鈴
木
竹
雄
「
経
済
統
制
法
と
商
法
」
国
家
学
会
雑
誌
五
七
巻
一
号
八

O
頁
引
用
、
同
「
経
済
の
変
遷
と
経
済
」
杉
山
還
暦
記
念
論
文
集
五
頁
以

下
、
同
「
現
代
商
法
の
基
礎
理
論
」
日
本
国
家
学
体
系
二
二
九
頁
、
二
四

O
頁
参
照
。

(
討
)
商
原
・
前
掲
書
六
六
頁
、
六
七
頁
参
照
。

論

第
二
節

行
政
法
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
経
済
法
学
説

本
説
で
考
察
す
る
経
済
行
政
法
な
い
し
経
済
統
制
法
説
は
、
経
済
法
理
論
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
行
政
法
理
論
の
一
環
と
し
て
構
成
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
経
済
学
説
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
異
論
も
あ
る
こ
と
と
思
う
。
し
か
し
、
敗
戦
前
に
お
け
る
わ
が

へ1
d

(

2

〉

国
の
経
済
統
制
法
説
、
(
時
前
判
官
札

F
J
P
3
は
、
い
わ
ゆ
る
経
済
法
の
対
象
把
握
と
法
理
論
の
展
開
に
お
い
て
1

i
行
政
法
的
側
面
か
ら

で
あ
れ
|
|
、
敗
戦
前
の
経
済
法
理
論
の
最
高
水
準
に
達
し
て
い
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
o

そ
の
意
味
で
も
1
i
i美
濃
部
・
田
中
両
博
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士
は
、
当
時
の
経
済
法
概
念
及
び
理
論
の
暖
昧
さ
に
あ
き
た
ら
ず
、
経
済
法
概
念
を
否
定
さ
れ
た
け
れ
ど
も
1
1
1
経
済
統
制
法
説
を
経
済

法
学
説
史
の
中
か
ら
除
外
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

そ
れ
と
同
時
に
、
敗
戦
後
(
昭
和
三

0
年
代
に
お
い
て
で
あ
る
が
)
わ
が
国
で
は
、
経
済
法
理
論
が
経
済
統
制
法
理
論
(
広
義
の
)
に

と
っ
て
代
っ
た
の
に
対
し
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
む
し
ろ
第
二
次
大
戦
後
経
済
法
を
経
済
統
制
法
(
巧
可

Z
E
E
-
g
E括
同
月
}
ユ
)
と
し
て

行
政
作
用
法
的
観
点
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
o

例
え
ぽ
、
フ

1
バ
l
の
H

経
済
行
政
両

μ

を
始
め
と
し
て
、
ハ
マ
ン
の

H

法
治
国
家
と
経
済
札
彬

υ

、
ア
イ
ヒ
ラ
l

の
H

経
九
一
昨
ヘ
マ
ウ

γ
ツ
の

H

経
品
説

H

、
ジ
グ
ル
の

H

経
済

行
政
法
入
門
f

等
は
何
れ
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
示
し
て
い
た
(
一
味
一
院
帥
帥
酔
仕
組
れ
わ
け
の
一
日
一
一
一
一
一
一
得
…
州
の
)
0

経
済
法
を
か
よ
う
な
経
済
行

政
法
な
い
し
経
済
統
制
法
と
し
て
把
え
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
ワ
イ
マ

l
ル
時
代
の
経
済
法
学
説
に
は
殆
ん
ど
見
出
さ
れ
え
な
か
っ
た
現

ドイツ経済法学説史略考

象
で
あ
る
o

ナ
チ
ス
時
代
に
入
り
、
わ
ず
か
に
フ
l
バ
l
の

w
経
済
行
政
法
μ

(

一
一
一
制
一
一
一
)
が
そ
の
方
向
を
志
向
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
い

【

8
4

え
よ
う
o

フ
I
バ
l
自
身
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
「
経
済
法
は
最
初
そ
の
法
形
式
に
お
い
て
は
私
法
で
あ
っ
た
し
、
又
今

日
も
な
お
私
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
並
ん
で
経
済
行
政
法
が
発
展
し
て
き
た
し
の
で
払
が
o

か
よ
う
な
経
済
行
政
法
を
素
材
と
し
て
、
フ

1
バ
l
は
経
済
行
政
法
理
論
を
構
成
す
る
。
本
説
は
、
敗
戦
後
の
経
済
統
制
法
理
論
の
初
期
的
形
態
と
し
て
、
ま
た
経
済
統
制
法
的
観
点

か
ら
の
経
済
法
学
説
と
し
て
も
、
省
略
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
フ
l
パ
l
の
い
う
経
済
行
政
法
と
は
、
「
経
済
的
企
業
者

の
国
家
、
他
の
諸
企
業
、
所
属
財
貨
、
被
傭
者
に
対
す
る
関
係
を
規
制
す
る
法
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
フ

l
バ
l
の
見
解
は
、

コ

ノレ

ド

「
経
済
的
企
業
者
の
法
律
上
の
地
位
を
規

と
い
う
狭
い
対
象
を
把
え
る
の
で
は
な
く
、

、
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
う
「
組
織
経
済
に
関
す
る
法
」
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制
す
る
特
殊
法
規
範
の
総
体
で
あ
る
」
と
す
る
カ
ス
ケ
ル
の
経
済
法
概
念
に
近
い
。
経
済
法
の
中
に
労
働
法
を
も
包
含
せ
し
め
る
点
で
両

者
の
説
は
異
っ
て
い
る
。
フ
!
バ

l
は
、
経
済
に
対
す
る
国
家
の
権
力
的
干
渉
の
法
形
式
の
分
析
に
力
を
注
ぎ
、
団
結
形
成
、
公
法
上
の

権
利
義
務
の
形
成
、
私
法
上
の
権
利
及
び
法
律
関
係
の
形
成
に
分
っ
て
説
明
す
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
経
済
統
制
概
念
は
採
用
し
な
か
っ



説

第
二
次
大
戦
後
唱
え
ら
れ
た
経
済
統
制
法

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
よ
う
で
あ
る
、
か
、

(戸員、-江田口}戸田町仲田}巾ロ}内ロロ何回同巾円}忌)

の
内
容
と
実
質
的
に
大
き
な
差
異
は

統
制
概
念
の
内
容
把
握
に
お
い
て
、
経
済
法
の
独
自
性
を
確
定
し
う
る
よ
う
な
内
容
把
握
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

の
統
制
概
念
の
域
を
出
て
い
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
o

し
た
が
っ
て
、
戦
後
の
説
で
は
あ
る
が
、
フ

l
バ
l
の
統
制
(
巧
吉
田
口

Z
宮
-2・

FEロ
m)
概
念
を
説
明
し
て
、
行
政
法
的
観
点
か
ら
の
経
済
(
統
制
)
法
学
説
の
内
容
を
補
足
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。 フ

l
バ
ー
や
ハ
マ

γ
等
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百貨

と
も
あ
れ
経
済
法
の
統
一
概
念
と
し
て
の
統
制
概
念
は
、
第
二
次
大
戦
後
ア
イ
ヒ
ラ

l
等
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
問
、

フ
l
バ
l
は
、
宅
用

Z
E
E
-巾ロ
rgm
概
念
を
明
ら
か
に
行
政
法
学
の
対
象
と
し
て
の
み
理
解
す
る
o

フ
l
バ
l
の
規
定
を
引
用
し
て

み
よ
う
。
経
済
統
制
と
は
、
「
公
的
行
政
が
、
私
的
経
済
活
動
及
び
私
的
経
済
所
有
権
を
原
則
的
に
認
め
た
上
で
法
律
上
の
権
限
に
基
き
、

高
権
的
あ
る
い
は
非
高
権
的
行
為
に
よ
り
需
要
充
足
の
目
的
で
:
:
:
経
済
的
財
貨
の
生
産
・
販
売
並
び
に
消
費
に
対
し
て
、
直
接
間
接
に

干
渉
す
る
措
置
の
体
系
で
あ
る
」
と
。
彼
の
規
定
で
は
、
経
済
統
制
と
は
私
的
所
有
権
と
契
約
自
由
の
原
則
の
上
に
た
つ
資
本
主
義
経
済

に
対
し
、
国
家
が
、
経
済
社
会
の
安
定
的
運
営
と
需
要
充
足
の
た
め
、
生
産
・
販
売
・
消
費
活
動
を
国
家
的
に
規
制
す
る
措
置
の
体
系
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

か
よ
う
に
「
行
政
措
置
の
体
系
」
と
い
う
点
の
み
が
強
く
打
出
さ
れ
て
、
生
産
・
販
売
・
消
費
等
の
経
済
活
動
の
中

で
い
か
な
る
経
済
活
動
が
、
経
済
法
固
有
の
規
制
対
象
と
し
て
、
民
・
商
法
や
固
有
の
行
政
法
の
規
制
対
象
と
異
る
か
に
つ
い
て
の
認
識

は
殆
ん
ど
な
さ
れ
て
い
ず
、
し
た
が
っ
て
独
自
の
指
導
原
理
の
認
識
も
現
わ
れ
る
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
(
伊
川
一
ぶ
初
日
日
℃
四
時
前
一
間
航
札
口

肌
忠
誠
一
町
村
M
M
刊
訂
引
い
う
)
。
か
よ
う
な
フ
l
バ
l
の
経
済
統
制
法
理
論
に
対
比
す
る
と
、
敗
戦
前
に
唱
え
ら
れ
た
美
濃
部
・
田
中
両
博
士
の
経

済
統
制
法
理
論
は
、
そ
の
対
象
認
識
に
お
い
て
、
フ

1
バ
!
の
そ
れ
よ
り
は
は
る
か
に
高
い
理
論
的
水
準
に
達
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

問
中
博
士
は
、
経
済
統
制
法
に
お
け
る
統
制
方
式
を
自
治
的
統
制
、
自
治
的
統
制
の
国
家
的
補
強
と
国
家
の
権
力
的
統
制
と
に
分
た
れ
る
。

自
治
的
統
制
の
国
家
的
補
強
と
は
、
カ
ル
テ
ル
や
組
合
に
よ
る
共
同
行
為
の
国
家
的
助
長
で
あ
り
、
国
家
の
権
力
的
統
制
と
は
、
物
資
や



物
価
等
に
対
す
る
国
家
の
直
接
的
規
制
や
国
家
の
特
殊
企
業
形
態
に
よ
る
市
場
規
制
を
意
味
し
て
い
た
。
か
よ
う
に
本
説
は
、

カ
ル
テ
ル

や
組
合
の
共
同
行
為
の
国
家
的
助
長
や
特
殊
公
企
業
に
よ
る
市
場
支
配
等
を
、
経
済
統
制
法
の
独
自
の
対
象
と
し
て
明
瞭
に
把
え
て
い
た

の
で
あ
る
o

し
か
も
か
よ
う
な
種
々
の
形
態
で
の
市
場
支
配
の
助
長
が
、
国
家
の
権
力
内
用
を
バ
ッ
ク
と
し
て
行
な
わ
れ
た
と
い
う
意
味

で
も
、
行
政
法
理
論
の
最
も
妥
当
す
る
領
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
統
制
法
規
の
羅
列
に
終
っ
た
多
く
の
経
済

対
象
論
的
に
も
法
理
論
的
に
も
高
い
水
準
に
あ
り
え
た
こ
と
が
肯
か
れ
う
る
の
で
あ

統
制
法
理
論
に
較
べ
て
、

美
濃
部
・
問
中
説
は
、

一
九
一
二

0
年
代
に
お
け
る
フ

l
バ
l
の
経
済
行
政
法
理
論
に
は
、
対
象
論
的
に
は
み
る
べ
き
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
経
済
に
対
す
る

国
家
の
権
力
的
干
渉
行
為
の
法
形
態
の
体
系
構
成
に
お
い
て
は
、
す
ぐ
れ
た
分
析
を
示
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
o

し
か
し
私
の
経
済
法
理

ヲ
くD。論

か
ら
み
た
場
合
、
経
済
法
の
背
景
に
横
た
わ
る
法
律
問
題
に
つ
い
て
の
行
政
作
用
法
的
側
面
か
ら
の
分
析
と
し
て
は
す
ぐ
れ
て
い
た
と

し
て
も
、

経
済
法
の
基
本
構
造
の
把
握
に
お
い
て
は
、

組
織
経
済
法
説
や
社
会
法
説
の
右
に
出
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
た
の
で
あ
っ

る
。
そ
の
意
味
で
、

フ
l
パ
l
の
行
政
法
的
観
点
に
た
っ
た
経
済
統
制
法
理
論
は
、
経
済
法
学
説
史
上
へ
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
、
必
ず

し
も
高
い
評
価
を
与
え
る
こ
と
は
出
来
た
い
で
あ
ろ
う
(
第
二
次
大
戦
後
の
フ
l
パ

l
の
経
済
統
制
法
理
論
を
も
っ
て
、
一
九
三

0
年
代
の
彼
の
経
済

行
政
法
の
内
容
を
補
足
し
た
の
は
、
い
さ
さ
か
当
を
え
な
い
点
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
行
政
法
的
観
点
か
ら
の
経
済
法
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
点
を
一
不
す

た
め
に
、
あ
え
て
右
の
よ
う
な
操
作
も
加
え
た
次
第
で
あ
る
。
)
。

ドイツ経済法学説史略考

(
1
〉
わ
が
国
の
経
済
(
統
制
)
法
理
論
に
は
種
々
の
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
た
。
私
法
的
観
点
か
ら
の
も
の
と
し
て
は
、
未
川
、
我
妻
、
津

曲
、
吾
妻
、
高
田
、
川
島
博
士
等
の
業
績
が
あ
り
、
行
政
法
的
観
点
か
ら
の
も
の
と
し
て
は
、
佐
々
木
、
美
濃
部
、
田
中
、
杉
村
、
原
の
諸
博
士
の
業
績
が

あ
げ
ら
れ
る
し
、
ま
た
社
会
法
・
経
済
法
的
観
点
か
ら
の
も
の
と
し
て
は
、
菊
池
、
北
村
、
山
市
村
博
士
等
の
業
績
が
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
の

経
済
統
制
法
(
老
町
宮
岳
民
主
巾
口
宮
口
問
ω『
o
n
E
)

が
殆
ん
ど
行
政
法
的
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
著
る
し
い
対
照
を
な
す
と

い
え
よ
う
。

(

2

)

経
済
統
制
法
を
カ
ル
テ
ル
、
協
同
組
合
、
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ト
ラ
ス
ト
等
の
独
占
体
と
し
て
始
め
て
分
析
し
た
の
は
、

法
律
学
的
に
は
、

美
濃
部
達
吉
「
統
制
経



説

済
の
法
律
形
態
」
国
家
学
会
雑
誌
五
二
巻
十
二
号
四
頁
以
下
、
そ
れ
を
う
け
つ
ぎ
一
層
詳
細
な
理
論
展
開
を
し
た
問
中
二
郎
「
経
済
統
制
法
」
国
家
学
会
雑

誌
五
三
巻
十
号
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
美
濃
部
博
士
と
殆
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
出
さ
れ
た
、
菊
池
勇
夫
・
経
済
統
制
法
(
昭
一
四
・
了
新
法
学
金
集
)

も
経
済
統
制
法
の
独
占
経
済
的
性
格
(
カ
ル
テ
ル
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
、
ト
ラ
ス
ト
、
同
業
組
合
)
を
明
瞭
に
打
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
美
濃
部
・
回
中
説

は
、
カ
ル
テ
ル
、
ト
ラ
ス
ト
、
組
合
等
の
統
制
(
支
配
)
の
法
的
形
態
の
分
析
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
い
た
。
ま
た
経
済
統
制
法
を
単
な
る
行
政
法
理
論
(
警

察
理
論
)
と
は
異
る
特
殊
な
法
理
論
と
し
て
、
対
象
た
る
経
済
の
実
体
の
特
殊
性
の
分
析
か
ら
導
き
出
し
て
き
た
美
濃
部
博
士
の
理
論
は
特
に
す
ぐ
れ
て
い

た
と
い
う
ベ
き
で
あ
る
。

(3)HW-m-
民
ロ

ropt宅
問
『
仲
間

n
E
D
2
2
2白
-
Z口
mm円巾
n
z・
5
2・
回

(--r
口・

5
2・
こ
れ
は
二
冊
に
わ
た
る
大
部
の
も
の
で
資
料
的
に
は
極
め
て
有

役
で
あ
る
。
こ
こ
で
フ

l
パ
l
は
、
経
済
統
制
法
を
自
由
と
拘
束
、
個
人
と
共
同
体
問
の
衝
突
を
調
整
す
る
た
め
の
法
と
し
て
把
え
て
い
る
。

(

4

)

〉

-
F
g
g
p
F
n
y
g
g
;邑
ヨ

E
n
E吉
一

g
宮
口
問
、
呂
田
-
ヨ

H
Z
Z
E
s
r
E
m
ロ
E
p
g
t
3
5
5
f
F
Z
E任
問
ロ
ロ
四

『
巳
巧

E
m与
え

z
g
r
z口問
ωヨ
島
E
r
g
s
-
H甲
山

N・
等
か
な
り
徹
底
し
て
経
済
統
制
の
立
場
か
ら
説
い
て
い
る
。

(5)
阿
佐

r
r円
、
ポ
ヲ
円
Z
乙

EPω
目。

7
f
g
g
-
こ
こ
に
あ
げ
た
人
の
中
で
も
最
も
行
政
法
的
で
な
い
と
い
え
よ
う
。

(
6
〉
』
・
玄

E
ロN
U
J
名
目
円
切
与
え

E
2
7
f
s
a・
0
芯
〈
司
君
乙
宮
口
四
回
。

P
N
-
マ
ウ
ン
ツ
は
、
経
済
法
を
私
経
済
法
と
公
経
済
法
に
分
っ
て
、
そ
れ
を

烈
何
回
一
己
口
口
問
や
円
、

g
rロ
ロ
聞
と
の
関
連
で
説
い
て
ゆ
く
。

(
7
)
H
N・
ω
在
日
正
E
r
E口問

5
L
5
5
2
ω
ロ
Z
2
5
5
E品
-gum-

ジ
グ
ル
は
、
行
政
を

rp一旦円一
E
5
3
Z乙
E
戸
間
と
ご

m
E
R
r
o

〈
司
君
同
一
門
戸
口
聞
に
分
ち
、
経
済
行
政
法
は
、
『

Er主
回
目
口
「
ぬ
〈

22m一
g
ロ
間
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(

8

)

7

l
パ
!
の
一
九
三
七
年
版
、
げ
経
済
行
政
法
υ
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
須
具
修
一
『
フ
ウ
パ
ア
「
経
法
行
政
法
」
』
法
学
論
双

三
一
巻
二
号
の
紹
介
に
よ
っ
た
(
二
五
九
頁
参
照
)

0

(

9

)

何

-
M
P
Eロゲ
2・

J

ヨ
H
g
n
E
P
2
2
3
-
E口問
2
2
E・
E
・
-
・
(
戸
田
ω)・
ω・
ロ
・

(
日
山
)
須
具
修
一
・
フ

l
パ
i
前
掲
紹
介
二
五
九
頁
参
照
。

(
日
)
こ
の
点
、
一
九
三
七
年
版
を
読
む
こ
と
が
出
来
ず
、
須
具
教
授
の
紹
介
に
よ
っ
て
の
印
象
で
あ
る
の
で
、
私
の
理
解
が
正
し
い
か
ど
う
か
疑
わ
し

い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

(
ロ
)
出
・
何
百
三

2
・
ω
-
F
C・
ω
-
N
H

・

(
日
)
《
目
。
E
己

g・
p
・
p
・
-
-
∞
・

N
h
F
・

ミb-
u聞
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(

凶

)

(

日

)

開
-
H
N
・出ロゲ巾同地

p
m・
o-

∞L
・口・(呂町一凶)・

ω・
5
叶・

田
中
二
郎
「
経
済
統
制
」
国
家
学
会
雑
誌
五
三
巻
十
号
、
同
・
行
政
法
講
義
案
(
下
)
(
昭
二
六
年
有
斐
閣
)
一
二
一
三
頁
参
照
。

第
三
節

社
会
法
問
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
経
済
法
学
説

こ
れ
に
属
す
る
主
要
な
学
説
と
し
て
は
、
組
織
経
済
法
説
と
社
会
法
説
を
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思
う
o

組
織
経
済
法
説
(
ヨ
立
与
え
仲
間
巾
口
一
見
出

Z
F
E

牛

2
2
2
2
-
R窓
口
ヨ
江
田
円

E
E
l
-最
初
に
経
済
法
を
組
織
経
済
(
島
問
。
諸
国
ロ
ケ

回一
R
g
J司
王
月
プ
阻
止
)
或
は
拘
束
経
済
注
目
巾
肉
巾

E
E
g巾
者
吉
田
口

Z
H同
)
の
法
と
す
る
，
コ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト

(
2
)

〔

3
)

記
を
検
討
し
て
み
よ
う
o

こ
の
説
の
支
持
者
と
し
て
は
、
ク
ラ
ウ
ジ

γ
グ
(
明

-
E
E包
括
)
や
エ
ル
ラ

l
(
0・

E2)
等
が
あ
げ
ら
れ
る

〈

4
)

が
、
日
本
で
は
本
説
の
支
持
者
は
他
の
ど
の
経
済
法
学
説
に
つ
い
て
よ
り
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
巳
・
の
o
E
R
r
B広
件
)
の

ドイツ経済法学説史略考

ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
経
済
法
の
対
象
は
「
組
織
経
済
」
で
あ
る
と
い
う
。
彼
の
い
う
「
組
織
経
済
」
の
概
念
を
、
彼
の
著

書
H

帝
国
経
済
法
μ

(
河
内
三
弱
者
一
江
田
与
え
Z
R
Z・
E
N
ω
)
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

国
民
経
済
は
、
二
つ
の
経
済
原
理
|
|
l

「
規
制
さ
れ
た
取
引
経
済
」
(
仏

q
m
2指
己
芯
〈

q
r
r
i江田円
E
E
と
「
共
同
経
済
」
(
の
巾
B-

g
E
H
Z
E
E
-
-に
分
た
れ
る
が
、
こ
の
両
者
に
適
用
さ
れ
る
法
が
経
済
法
で
あ
る
。
「
規
制
さ
れ
た
取
引
経
済
」
と
は
、
「
取
引
経
済

独
立
の
経
済
単
位
、
か
通
常
私
経
済
人
と
し
て
相
互
に
財
貨
と
労
働
給
付
と
の
交
換
に
お
い
て
現
れ
る
と
き
、
こ
の
経
済
単
位

十j
に
お
い
て
、

の
取
引
が
規
制
さ
れ
る
場
合
の
経
済
」
を
い
い
、
「
共
同
経
済
」
と
は
、
「
共
同
体
が
統
一
体
と
し
て
共
同
の
財
貨
の
生
産
及
び
そ
の
共
同

北法19(2・31)257 

経
済
の
管
理
を
掌
握
す
る
時
に
与
え
ら
れ
る
形
態
で
あ
る
o
」

か
っ
「
共
同
経
済
」
が
そ
の
意
味
を
た
え
ず
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
特
色
が

こ
れ
を
規
律
す
る
の
が
経
済
法
で
あ
る
O
L

体
の
帰
属
者
相
互
間
に
お
け
る
財
貨
の
分
配
に
関
し
て
、

そ
し
て
現
代
の

経
済
の
発
展
は
、
取
引
経
済
が
益
々
広
汎
な
規
律
に
服
し
、そ

の
実
体
が
組
織
経
済
で
あ
り
、

あ
る
o

こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
経
済
の
組
織
化
で
あ
り
、

し



説

た
が
っ
て
、
経
済
法
の
内
容
を
一
一
層
正
確
に
限
定
す
れ
ば
、
仙
川
「
規
制
さ
れ
た
取
引
経
済
」
は
、
そ
れ
が
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
範
囲

論

内
に
お
い
て
の
み
経
済
法
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
や
道
徳
に
よ
る
規
律
は
経
済
法
に
は
含
ま
れ
な
い
。
一
例
経
済
的
強
者
に
対

し
て
経
済
的
弱
者
を
保
護
す
る
た
め
の
規
制
が
な
さ
れ
る
が
、
か
よ
う
な
社
会
政
策
の
観
念
の
下
に
総
括
さ
れ
る
よ
う
な
規
制
も
ま
た
経

済
法
に
は
属
さ
な
川
)
。
」

け
さ
ら
に
経
済
法
は
、
「
規
制
さ
れ
た
取
引
経
済
」
全
体
を
対
象
と
す
る
の
で
な
く
、
生
産
の
改
良
の
た
め
に

北法19(2・32)258 

行
な
わ
れ
る
規
制
の
み
を
経
済
法
の
対
象
と
す
る
。
要
約
す
れ
ば
、
「
生
産
改
良
の
た
め
に
規
制
さ
れ
た
取
引
経
済
及
び
共
同
経
済
に
特
有

(
8
)
、

な
法
」
が
経
済
法
と
い
う
こ
ζ

こ
な
る
つ
1
ル
ド

γ
?
ブ
ト
は
、
「
規
制
さ
れ
た
取
引
経
済
」
及
び
「
共
同
経
済
」
を
旦
。

y

I

f

織
経
済
と
い
う
名
称
で
一
括
し
、
経
済
法
を
組
織
経
済
に
特
有
な
法
と
規
定
す
る
」

か
よ
う
な
「
組
織
経
済
に
特
有
な
法
」
と
し
て
の
経
済
法
は
、
法
律
学
の
中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
。

亡j

経
済

法
の
概
念
を
確
立
す
る
に
際
し
て
は
、
新
し
い
概
念
の
樹
立
は
、
見
渡
し
難
い
法
の
全
体
が
こ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
紛
糾
を
続
け
る
よ
う

な
理
論
の
遊
戯
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
の
原
則
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
。
経
済
法
は
い
わ
ば
新
し
い
経
済
組
織
の
地
盤
の
上
に
自
ず

と
発
生
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
こ
の
概
念
は
発
明
さ
れ
た
す
忌
え

2)
も
の
で
は
な
く
、
発
見
さ
れ
た

(
g
E
2
F
E
)
も
の

で
あ
る
。
か
く
て
彼
に
よ
れ
ば
、
経
済
法
の
出
現
は
民
族
精
神
の
結
実
を
示
す
と
同
時
に
歴
史
学
派
の
正
し
さ
を
一
示
す
こ
よ
な
き
証
左
で

あ
る
。
か
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
経
済
法
は
、
戦
後
発
生
し
た
諸
法
規
以
外
に
従
来
他
の
法
素
材
例
え
ば
営
業
法
、
商
法
及
び
行
政
法
に

属
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
諸
法
規
を
も
包
含
す
る
。
そ
の
上
経
済
法
は
組
織
経
済
の
拡
大
に
照
応
し
て
他
の
法
素
材
の
中
か
ら
益
々
多
く
の

法
規
を
引
出
し
て
く
る
o

か
く
て
古
い
法
分
科
の
あ
る
も
の
は
抽
み
を
生
じ
て
遂
に
破
壊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
経
済
法
は
益
々
拡

大
さ
れ
て
停
止
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
諸
々
の
法
素
材
は
組
織
経
済
精
神
で
満
た
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
経
済
法
は
、

商
法
や
行
政
法
と
同
等
の
地
位
を
有
す
る
新
し
い
独
立
の
法
分
科
性
を
有
す
る
学
問
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

経
済
法
の
概
念
規
定
と
は
直
接
関
係
な
い
が
、
彼
の
社
会
学
的
考
察
方
法
は
、
経
済
法
を
経
済
政
策
と
の
関
連
で
把
握
す
る
ゴ
ー

ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
独
特
の
考
え
を
理
解
す
る
上
に
極
め
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
の
で
簡
単
に
附
説
し
て
お
こ
う
。
彼
は
組
織
経
済
と
関

同



連
し
て
国
民
階
級
を
三
つ
に
分
つ
o

第
一
は
指
導
的
階
級
、
第
二
は
労
働
階
級
及
び
官
吏
階
級
(
出
向
哨
耕
一
出
…
句
。
)
、
第
三
は
中
小
市
民
階

級
で
あ
る

L

第
一
の
層
は
、
事
実
上
経
済
を
支
配
し
う
る
支
配
階
級
で
あ
る
。
そ
の
階
級
の
権
力
の
基
礎
は
、
事
実
上
の
財
産
で
は
な
く

組
織
に
お
け
る
彼
ら
の
地
位
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
企
業
者
と
一
致
し
な
い
μ

第
二
は
生
産
分
野
に
お
い
て
労
働
を
行
な
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ

が
大
部
分
を
占
め
る
。
第
三
は
い
わ
ゆ
る
プ
チ
ブ
ル
、
中
間
層
と
い
わ
れ
る
層
で
数
的
に
は
多
い
が
組
織
力
に
よ
る
政
治
的
経
済
的
力
を

も
た
な
い
。

こ
の
こ
と
を
最
も
よ
く
示
す
も
の
が
ラ
イ
ヒ
の
経
済
会
議
(
河
巾

W
Z考
古
田
与
え
宮
門
主
で
あ
る
。

彼
は
ラ
イ
ヒ
の
経
済
会
議

の
構
成
員
三
二
六
名
の
選
出
母
体
を
調
査
し
、
そ
れ
を
構
成
す
る
一

O
の
グ
ル
ー
プ
を
各
経
済
部
門
別
に
分
類
点
検
し
、
そ
の
結
論
と
し
て

こ
の
経
済
会
議
ひ
い
て
ラ
イ
ヒ
経
済
に
お
い
て
主
導
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
は
、
第
一
、
第
二
の
階
級
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
こ
れ
ら

の
国
民
階
級
の
出
現
は
組
織
経
済
に
平
行
し
て
現
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
組
織
経
済
の
規
制
の
法
と
し
て
の
経
済
法
は
、
こ
の

人
口
階
級
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
経
済
法
と
経
済
政
策
と
の
関
連
を
次
の
よ
う
に
把
え
る
。
族

生
し
て
き
た
各
経
済
組
織
或
は
集
団
間
の
均
衡
を
は
か
り
、
経
済
的
弱
者
を
保
護
す
る
唯
一
の
機
闘
が
国
家
で
あ
る
o

し
た
が
っ
て
国
家

ドイツ経済法学説史略考

の
施
政
者
は
、
組
織
経
済
を
承
認
し
、
組
織
経
済
の
自
然
的
成
長
を
保
育
し
促
進
せ
し
め
る
よ
う
な
国
家
の
経
済
政
策
を
な
さ
ね
ば
な
ら

ず
、
ま
た
経
済
立
法
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
o

こ
こ
に
経
済
法
と
経
済
政
策
と
の
関
係
が
見
事
に
析
出
さ
れ
て
い
る
し
、
或

一
九
二

0
年
代
の
ド
イ
ツ
経
済
法
の
性
格
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
(
行
刊

h
U同
一
回
語
…
…
錦
町
一
一
郎

r
h性
一
明
日
一
浦

私
所
有
権
の
基
礎
の
上
に
た
っ
た
一
種
の
強
制
カ
ル
テ
ル
の
結
成

る
意
味
で
は
、

3
4…
っ
)
。
し
か
し
ワ
イ
マ

1
ル
憲
法
が
社
会
化
を
語
い
な
が
ら
、

(
幾
多
の
強
制
カ
ル
テ
ル
法
の
下
に
)
に
社
会
化
の
実
体
を
す
り
か
え
た
と
き
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
な
経
済
法
の
構
想
は
、
正
に

北法19(2・33)259 

社
会
民
主
党
的
矛
盾
を
内
包
し
た
法
律
理
論
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
彼
の
経
済
法
理
論
は
、
果
し
て
経
済
法
の
独
立

法
分
科
性
を
主
張
し
う
べ
き
対
象
と
原
理
を
見
出
し
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
?
。

回
(
批
判

)ω
経
済
法
を
組
織
経
済
の
法
と
規
定
す
る
場
合
、

組
織
経
済
の
概
念
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
こ
と
は
、

フ
ウ
ク
(
巧
・



説

出
口
ぬ
一
)
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
o

し
か
し
.
コ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
組
織
経
済
法
説
は
、

鋭
い
も
の
を
も
っ
て
い
た
。
殊
に
独
占
経
済
が
、
個
人
経
済
に
対
立
す
る
共
同
経
済
的
性
格
を
強
く
帯
び
て
登
場
し
て
き
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
カ
ル
テ
ル
、
ト
ラ
ス
ト
、
協
同
組
合
等
々
が
そ
れ
で
あ
る
o
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
究
極
に
は
経
済
の
組

織
化
は
国
家
自
ら
の
種
々
の
立
法
に
よ
る
経
済
の
国
家
的
組
織
化
に
ま
で
展
開
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
、
が
、
そ
の
立
法
例
と
し
て
挙
げ
て

一
面
社
会
的
事
実
の
洞
察
力
に
お
い
て
誠
に

北法19(2・34)260

論

ワ
イ
マ

l
ル
体
制
下
に
お
い
て
、

ケ

1
ト
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
彼
の
把
え
た
経
済
法
の
対
象
た
る
組
織
経
済
な
る
概
念
は
、
正
に
国
家
に
よ
り
保

い
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
社
会
化
の
名
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
た
カ
リ
業
法
や
石
炭
業
法
等
の
強
制
シ
ン
ジ

護
助
長
さ
れ
た
独
占
経
済
殊
に
一
九
二

0
年
代
の
ワ
イ
マ

1
ル
の
社
会
化
現
象
を
把
え
る
た
め
の
恰
好
の
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ

れ
よ
う
。
フ
ウ
グ
の
い
う
通
り
、
組
織
経
済
の
法
と
い
う
漠
然
た
る
概
念
で
は
、
民
・
商
法
や
行
政
法
に
対
し
て
明
確
な
法
分
科
性
を
主

張
し
う
る
統
一
概
念
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
が
、
新
し
い
経
済
法
学
の
対
象
を
カ
ル
テ
ル
、

ト
ラ
ス
ト
等
の
市
場
支
配
現
象
と
し
て
か

な
り
明
確
に
認
識
し
て
い
た
慧
眼
は
-
評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(2) 

「
規
制
さ
れ
た
取
引
経
済
」
の
中
、
経
済
上
の
強
者
に
対
す
る
弱
者
保
護
の
た
め
の
社
会
政
策
的
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
は
、

経
済
法
に
属
さ
な
い
と
い
う
見
解
は
、
今
日
の
経
済
法
の
社
会
法
的
性
格
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
o

し
か
し
独
占
禁
止
の
原
理
を

知
ら
ず
、
生
産
改
良
の
た
め
の
独
占
(
バ
瑚
崎
一
袋
一
む
を
経
済
法
の
主
た
る
対
象
と
認
識
し
た
組
織
経
済
法
説
と
し
て
は
当
然
の
結
論
で
あ

っ
た
ろ
う
。

ω
経
済
法
の
目
的
を
「
生
産
改
良
の
た
め
の
規
制
」
と
解
し
、
ま
た
国
家
は
組
織
経
済
を
承
認
し
、
「
組
織
経
済
」
の
「
自
然
成
長
」

を
保
育
し
促
進
せ
し
め
る
経
済
政
策
を
行
な
ね
ば
な
ら
ず
、
経
済
立
法
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
(
断
齢
制
)
、
と
い
う
彼
の
見
解
の
中
に
、
国

際
競
争
力
強
化
の
た
め
に
、
国
家
は
独
占
体
制
の
育
成
助
長
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
今
日
の
通
産
省
、
財
界
理
論
と
共
通

す
る
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
気
付
か
れ
よ
う
o

し
か
し
そ
こ
に
は
競
争
原
理
に
支
え
ら
れ
た
今
日
の
経
済
法
の
指
導
原
理
を
見
出
す
こ



と
は
で
き
な
い
。

「
生
産
改
良
の
た
め
の
規
制
」
と
か
組
織
経
済
の
促
進
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
経
済
法
の
目
的
な
り
原
則
な
り
と
し

た
場
合
、

そ
こ
に
民
・
商
法
や
行
政
法
か
ら
区
別
さ
れ
る
経
済
法
固
有
の
原
則
が
見
出
さ
れ
え
た
と
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
組

織
経
済
法
説
、
か
、
今
日
我
々
が
考
え
る
よ
う
な
固
有
の
経
済
法
理
論
と
し
て
現
わ
れ
え
な
か
っ
た
根
本
原
因
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
本

来
法
は
私
人
間
或
は
国
家
と
私
人
間
の
行
為
規
範
(
融
制
一
鉱
山
一
一
問
問
争
)
と
し
て
、
一
定
の
行
為
を
命
じ
た
り
禁
止
し
た
り
す
る
。
そ
こ
に
近

代
法
の
性
格
が
最
も
よ
く
現
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
組
織
経
済
法
の
対
象
と
な
っ
た
よ
う
な
カ
ル
テ
ル
防
長
法
は
、
独
占
助
長
法
と
し

て
経
済
行
為
者
間
の
利
益
衝
突
と
い
う
側
面
を
把
え
た
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
近
代
法
的
構
造
と
性
格
を
殆
ん
ど
持
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
o

何
れ
か
と
い
え
ば
掛
蜘
(
幡
)
法
的
性
格
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
組
織
経
済
法
説
が
、
経
済
法
独
自
の
対

象
と
し
て
組
織
経
済
(
し
り
U
U
M
r
一
七
一
む
一
畑
一
一
)
な
る
生
活
領
域
を
見
出
し
た
こ
と
は
、
他
の
諸
説
に
比
し
て
経
済
法
学
説
史
上
に
お
け
る

功
績
は
大
き
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
組
織
経
済
概
念
の
不
明
確
性
や
対
象
範
囲
の
不
確
定
性
、
就
中
組
織
経
済
を
規
制
す
る
法
原
理
の

暖
味
さ
が
、

い
わ
ゆ
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
明
確
な
法
律
学
的
構
成
を
困
難
な
ら
し
め
た
最
も
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

ドイツ経済法学説史略考

キ

経
済
法
を
社
会
に
お
け
る
共
同
経
済
の
法
と
す
る
見
解
で
、

百
三
洋
己
v
g
r
Z
)
が
こ
の
説
の
主
張
者
で
あ
る
。
ド
ニ
ス
ト
リ
ヤ
ン
ス
キ
ー
は
い
う
。

ド
ニ
ス
ト
リ
ヤ
ン
ス

社
会
法
説

(ωONE
刀
2
7円
)
1
1
1
け
本
説
は
、

近
代
に
至
る
と
個
人
と
国
家
と
の
独

自
の
領
域
の
聞
に
、
新
た
に
「
社
会
」
を
そ
の
ト
レ

l
ガ
!
と
す
る
他
の
独
自
の
法
領
域
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
発

展
こ
そ
す
で
に
経
済
法
の
領
域
に
属
す
る
、
と
。
例
え
ば
、
カ
ル
テ
ル
、

コ

γ
ツ
エ
ル
ソ
、

ト
ラ
ス
ト
、

シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
と
い
っ
た
も
の

北法19(2・35)261 

が
出
現
し
、
そ
ら
れ
は
法
的
に
は
全
く
新
た
な
構
造
を
も
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
、
法
律
家
は
こ
れ
ら
の
企
業
結
合
を
ど
こ
に
位
置
せ
し
め
る

べ
き
か
に
当
惑
し
た
o

が
よ
り
大
き
な
困
難
は
現
代
的
な
労
働
問
題
の
発
生
と
共
に
生
じ
た
。
け
だ
し
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
法
律
問
題
は

私
法
の
中
で
も
公
法
の
中
で
も
適
切
な
解
決
を
見
出
し
え
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
か
ら
o

「
い
た
る
処
に
社
会
が
事
実
上
そ
の
基
礎
に



説

し
か
も
そ
こ
に
私
法
の
領
域
も
公
法
の
領
域
も

こ
れ
ら
の
社
会
と
経
済
と
の
た
め
に
一
つ
の
新
し
い
法
域
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
学
問
の
任
務
と
な
り
、
こ
こ
に

現
代
の
経
済
法
、
か
生
れ
た
ご
と
こ
ろ
で
、
「
こ
の
経
済
法
の
分
化
を
見
な
い
聞
は
、
公
法
と
私
法
と
の
確
た
る
分
類
は
実
際
上
困
難
で
あ

っ
た
。
だ
が
こ
の
同
法
域
の
聞
に
経
済
法
を
位
置
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
経
済
法
の
発
達
を
阻
む
こ
と
な
く
し
て
八
ム
法
と
私
法

の
分
類
が
再
び
そ
の
確
然
性
を
回
復
し
た
の
で
あ
出
」
と
o

以
上
の
よ
う
に
、
ド
ニ
ス
ト
リ
ヤ
ン
ス
キ
ー
は
、
経
済
法
を
社
会
を
ト
レ
I

北法19(2・36)262

存
す
る
民
族
の
力
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
経
済
を
随
伴
し
て
出
現
し
、

届
か
な
か
っ
た
か
ら
、

論

ガ
ー
と
す
る
法
と
し
て
把
え
、
私
法
は
個
人
に
関
す
る
法
、
公
法
は
国
家
権
力
に
関
す
る
法
、
経
済
法
は
社
会
の
共
同
経
済
に
関
す
る
法

(糊一

K
M
叫
)
と
し
て
全
法
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
o

二
十
世
紀
に
入
り
、
市
民
社
会
に
お
け
る
活
動
単
位
が
個
人
か
ら
集
団
或
は
団
体
に
移
動
し
て
き
た
こ
と
は
、
ダ
イ

γ
ー
も
そ
の
名
著

H

法
と
輿
論
M

で
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
政
治
学
に
お
け
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
・
グ
ル
ー
プ
(
庄
力
団
体
)
や
社
会
学
に
お
け
る
小

集
団
な
い
し
団
体
の
問
題
が
こ
の
こ
と
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
。
*
コ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
組
織
経
済
の
単
位
と
し
て
の
共
同
(
団
)

体
の
経
済
は
、
ド
ニ
ス
ト
リ
ヤ
ン
ス
キ
l
の
社
会
に
お
け
る
共
同
経
済
と
大
体
に
お
い
て
同
じ
も
の
を
志
向
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
か

よ
う
な
観
点
か
ら
、
社
会
法
説
は
組
織
経
済
法
説
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
わ
が
国
の
経
済
法
学
者
に
よ
っ
て
も
同
視
さ

れ
た
り
混
同
さ
れ
た
り
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

H

H

(

批
判
)
経
済
法
を
社
会
の
法
と
し
、
公
法
私
法
に
対
立
す
る
第
三
の
法
域
と
す
る
ド
ニ
ス
ト
リ
ヤ
ン
ス
キ
l
の
見
解
は
(
認
話
時

制問符…
U
円
一
品
川
日
蝕
凶
)
、
組
織
経
済
法
説
と
類
似
な
い
し
親
縁
関
係
に
た
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
右
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
確
か
に

ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
組
織
経
済
」
の
主
た
る
内
容
が
カ
ル
テ
ル
や
ト
ラ
ス
ト
・
コ

γ
ツ
エ
ル
ン
等
を
指
し
て
い
た
よ
う
に
、
ド
ニ

対
象
的
に
は
非
常
に
共
通
し
た
も
の
を
把
え
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ス
ト
リ
ヤ

γ
ス
キ
l
の
「
社
会
」
も
ま
た
カ
ル
テ
ル
・
ト
ラ
ス
ト
・
コ

γ
ツ
エ
ル

γ
・
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
等
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
点
で
、

た
だ
経
済
法
を
社
会
の
法
或
は
共
同
経
済
の
法
と
規
定
す



る
ド
ニ
ス
ト
リ
ヤ

γ
ス
キ
l
の
社
会
法
説
は
、
社
会
概
念
に
つ
い
て
か
な
り
の
不
明
確
さ
と
幅
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

個
人
と
国
家
の
間
に
あ
る
も
の
を
社
会
と
い
う
場
合
、
今
日
そ
れ
は
一
般
に
市
民
社
会
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
、
ド
ニ
ス
ト
リ
ヤ
ン
ス
キ

ー
の
よ
う
に
カ
ル
テ
ル
ヤ
ト
ラ
ス
ト
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
社
会
と
は
い
わ
な
い
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
彼
の
社
会
概
念
に
は
、

市
民
社
会
的
意
味
も
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

か
よ
う
な
社
会
概
念
に
つ
い
て
の
混
乱
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
組
織
経

済
法
説
や
こ
の
社
会
法
説
ほ
と
民
・
商
法
や
行
政
法
の
対
象
と
は
異
る
経
済
法
独
自
の
対
象
を
明
確
に
把
え
え
た
学
説
は
存
在
し
な
か
っ

た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
た
経
済
法
の
対
象
的
側
面
に
見
ら
れ
る
公
法
・
私
法
の
混
合
現
象
を
明
確
に
(
一
尚
一
叫
一
伝
的
)
把
え
て
い
た

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
経
済
法
学
説
史
上
大
い
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
説
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ドイツ経済法学説史略考

(

1

)

出
・
の

c
E
R
rヨ
広
了
間
四

FnZさ
え
凹
円

}Epm『
2
Z・
5
N
ω
ω
-
H
N・
彼
は
経
済
法
を
組
織
経
済
に
限
定
さ
れ
た
法
領
域
と
い
う
o
"
コ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ

ッ
ト
の
組
織
経
済
法
説
に
言
及
し
た
も
の
に
は
、
国

&
o
s
g
p
D
E
H
m円
7
2
4弓・

HN4
∞
-
E
J
岡山・

z
z
r
F
J司
王
将

E
片
岡

2
Z
-
∞
L
・
-
s
a
-
ω
・市町・

(
2
)
可

-
E
g回目ロ
m
w
Fユ
み
向
。

Nロ
ヨ
者
同
江
田
ロ
宮
町

5
2
T
L
S
H・
ω∞・

ω
l
E
-
F
一
プ
ウ
ジ
ン
タ
に
よ
れ
ば
「
経
済
法
は
伝
統
的
に
そ
の
理
論
を
二
つ

或
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
で
き
る
。
第
一
が
組
織
さ
れ
た
経
済
法
で
あ
る
と
す
る
立
場
。

ω人
は
経
済
法
と
い
う
名
の
下
に
、
一
方
で
は
経
済
的
財
貨

の
生
産
(
開
口

2
開
口
口
問
)
利
用

(Z己
注
口
問
)
分
配
(
〈
内
2
2
r口
問
)
の
近
代
的
公
的
規
制
の
み
を
理
解
し
、
他
方
で
は
営
業
の
自
由
、
契
約
の
自
由
、
統
合
の

自
由
の
基
盤
の
上
に
成
長
し
た
穴
見
広
一
ア
欠
。
ロ

N
O
E
9
0
2
n
r
u
p
m
r
&
5
m
cコ間
E
等
に
よ
る
利
潤
経
済
(
開
門
君
。
円

F
5ユ
R
E
r
)
の
組
織
化
の
み
を
理
解
す

る
。
制
或
る
人
は
、
企
業
そ
の
も
の
を
小
集
団
と
し
て

E
ロ
Z
N
E
H
E
し
、
そ
れ
と
同
時
に
商
法
並
び
に
労
働
法
に
よ
っ
て
抱
え
ら
れ
た
対
象
と
関
連
づ

け
る
。
付
更
に
或
る
人
は
経
済
法
を
経
済
共
同
体
或
は
自
治
的
団
体
の
形
式
に
お
け
る
産
業
に
対
す
る
制
限
の
た
め
の
特
別
規
範
と
す
る
。
そ
れ
は
経
済

法
を
拘
束
経
済
の
法
(
河
宮
宮
内

H
R
E聞
各
戸
ロ
ハ

H
S
S
W
-
J司
王
お
宮
主
と
し
て
語
る
理
論
に
再
び
接
近
し
て
ゆ
く
o

」
以
上
の
よ
う
に
経
済
法
を
組
織
経
済

法
と
し
て
抱
え
る
説
の
中
に
も
、
か
な
り
ニ
ユ
ワ
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
。
彼
は
伺
の
立
場
に
た
つ
も
の
で
、
こ
こ
に

3

コ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
の
差
異
が

主
り
ヲ

Q

。
(
3〉

C
・
開
ユ

F

C
門戸口仏間

VHCEOE叩
(
前
出
向
，
プ
リ
ン
ト
五
頁
)
、
エ
ル
一
フ
l
は
、
「
ョ
コ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
経
済
法
の
概
念
の
決
定
的
な
標
準
を
拘
束

力
あ
る
機
関
の
中
に
み
、
経
済
法
を
経
済
的
組
織
の
法
と
し
て
規
定
し
た
の
は
正
当
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。

(

4

)

山
命
村
光
郎
・
経
済
法
の
基
本
問
題
一
一

O
頁
以
下
、
同
・
経
済
法
二
三
瓦
以
下
。
教
授
は
、
経
済
法
を
統
制
経
済
ま
た
は
独
占
経
済
に
間
有
な
法

~ti.去 19 (2・37)263 



説

と
さ
れ
て
、
早
く
か
ら
，
コ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ア
ト
の
説
に
近
い
見
解
を
一
不
さ
れ
て
い
た
。
「
経
済
法
は
統
制
経
済
法
に
固
有
な
法
」
で
、
統
制
経
済
の
重
点
は
、

国
家
行
政
の
協
力
に
あ
る
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
共
同
経
済
体
で
あ
る
国
民
経
済
自
体
の
調
整
お
よ
び
活
動
の
う
ち
に
あ
る
、
と
説
か
れ
た
あ
た
り
、
コ
ー

ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
共
通
し
た
点
で
あ
る
。
菊
池
勇
夫
・
経
済
法
制
法
(
昭
一
回
、
新
法
学
会
全
集
)
一

O
頁
に
も
こ
れ
に
近
い
見
解
が
み
ら
れ
る
。

(
5
)

巴
-
C
D
E
R
r
g
五件
-
F
P
C
-
ω
・∞・

(

6

)

仏
巾
号
一
F
O
L
-
白
-
o・

g・申
llH0・

(

7

)

門

r
a
m
-
r
p
白・白・

0・
ω・
∞
・
吉
永
栄
助
・
前
掲
論
文
一
二
八
頁
。

(
8
)
L
O
B
o
-
r
p
p
m・
o-ωω
・
叶
・
∞
-

(

9

)

仏
2
m
m
F
P
P
P
D
-
ω
・日
ω・

(日山

)
ι
q
m
m
F
0・
F
P
C
-
ω
・
2
・

(

U

)

門
由
自
己

F
田・白
-
o・

g-
怠
|
印
。
・

(ロ
)
ι
q
z
-
r
p
F
P
C
-
ω
ω
・
怠

-
h・

(

日

)

門

-
2田市一
F
F
P
C
-
ω
・
2
・

(

M

)

仏
耳
目
5
0・
P
P
D
-
∞・

2
・

(

M

M

)

牛
耳
目

-z-pp・
c-

∞-h-

(
日
山
〉
仏
再
開
-
r
p
h
y
p
o
-
∞
m-KFhvl日日・

(
口
)
巧
・
出
口
問
・

0
5
H
M
E
r
-
3
3
r

宮
言
5
n
E
{円
切
『

E
g
g
s
-
担
-
N
0・
NH・

(
m
m
)

巴
・
の
D}〔
目
的
口

r
g正門
-
F
P
C
-
∞-a-

(
印
)
ワ
イ
マ

l
ル
体
制
化
に
お
け
る
社
会
化
法
は
、
強
制
カ
ル
テ
ル
法
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
か
よ
う
な
新
し
い
法
形
態
を
前
に
し
て
、
一
九
二

C
年

代
の
ド
イ
ツ
で
は
経
済
法
が
流
行
し
、
民
・
商
法
や
行
政
法
と
異
る
経
済
法
を
も
っ
て
そ
れ
を
把
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
代
表
者
が
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(

m

山
〉
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
組
織
経
済
」
概
念
の
不
明
確
さ
を
つ
い
た
も
の
と
し
て
は
、
当
・
出
品
-
p
m・
o-ω
・

8
・

(
幻
〉
ド
ニ
ス
ト
リ
ヤ
ン
ス
キ

l(ω
・
口
三
浮
き
目
会
与
が
、
一
九
一
一
一
一
一
一
年
、
ロ
5
m
E
E品
仏
g
巧

言
ω
与
え
5
2
Z
1
5
H
N
R
E
盟
主
3
2
R
7
2

E
H
L
5
丘
三
ご
目
立
m
n
Z

同

VSHF目・回仏・

5J1・
5ωω
・
ω
ω
-
H
S
な
る
論
文
を
発
表
し
て
以
来
、
日
本
で
は
、
経
済
法
を
社
会
の
法
と
解
す
る
見
解
が
流
行

論
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し
た
と
い
わ
れ
る
。
彼
の
い
う
社
会
の
法
と
は
、
今
日
我
々
の
い
う
社
会
法
的
原
理
(
社
会
的
弱
者
保
護
)
に
指
導
さ
れ
る
社
会
法
で
な
か
っ
た
点
混
同
し

な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
私
は
前
記
論
文
を
入
手
出
来
ず
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
社
会
法
説
は
オ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
か
と
も
考
え
た
が
、
経
済

法
学
説
史
上
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
の
で
、
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
ド
ニ
ス
ト
リ
ヤ
ン
ス
キ

l
の
説
に
つ
い
て
は
、
橋
本
文
雄
・

社
会
法
研
究
一
四
九
頁
以
下
に
よ
っ
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

(
忽
〉
橋
本
文
夫
「
ド
ニ
ス
ト
リ
ヤ

γ
ス
キ

l
の
法
体
系
中
に
お
け
る
経
済
法
の
地
位
」
社
会
法
の
研
究
一
五
六
頁
参
照
。

(
お
)
橋
本
文
夫
・
前
掲
書
一
五
七
頁
引
用
。

(

U

)

橋
本
文
夫
・
前
掲
書
一
五
八
頁
引
用
。

結

び

第
二
次
大
戦
後
ド
イ
ツ
で
も
競
争
制
限
法
(
の
2
2
N
官
官
ロ
巧
巾
片
手
2
2
F
5
2円
Z
E
E
a
s
-
-
S
H
)
が
制
定
さ
れ
、

一
応
自
由
競

争
が
経
済
政
策
の
基
調
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
経
済
法
学
説
の
展
開
の
仕
方
は
、

日
本
の
そ
れ
と
大
分
違
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
が
ド
イ
ツ
の
競
争
制
限
法
と
日
本
の
独
禁
法
の
性
格
的
差
異
に
由
来
す
る
も
の
か
、
或
は
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
経
済
法
学
説
の
流

ドイツ経済法学説史略考

れ
の
上
に
た
つ
も
の
の
故
で
あ
る
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
私
に
は
明
ら
か
で
な
い
。

第
二
次
大
戦
後
の
経
済
法
学
説
を
綜
合
的
に
検
討
し
、
第
二
次
大
戦
終
了
前
の
学
説
と
の
関
連
を
辿
っ
て
み
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
問
題
へ

の
解
答
も
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
の
解
明
に
よ
り
、
日
本
の
経
済
法
と
ド
イ
ツ
経
済
法
の
異
同
も
ま
た
一
一
層
明
ら

か
に
さ
れ
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、

そ
の
た
め
の
作
業
の
第
一
段
階
に
過
、
ぎ
な
い
。
し
か
も
一
九
二

O
年
三

0
年
代
の
ド
イ
ツ
経
済
法
の
文
献
は
、
必
ず
し
も
入

手
が
容
易
で
な
い
。
読
む
べ
き
論
文
で
読
む
こ
と
を
え
な
い
も
の
も
多
い
ま
ま
、
敢
え
て
本
稿
を
書
い
た
の
は
、

日
本
の
経
済
法
学
説
史
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説

を
書
く
場
合
に
も
、

ま
た
日
本
と
ド
イ
ツ
の
戦
後
の
経
済
法
理
論
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
上
に
も
、

一
応
そ
れ
な
り
の
見
通
し
が
必
要

な
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
必
要
な
文
献
が
読
め
る
ま
で
の
暫
定
稿
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

論

尚
本
稿
に
使
用
し
た
ド
イ
ツ
経
済
法
の
文
献
は
、
東
大
の
研
究
室
時
代
に
御
指
導
い
た
だ
い
た
田
中
二
郎
先
生
か
ら
お
借
り
し
て
、

ー
ト
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
程
に
も
経
済
法
の
概
念
が
は
っ
き
り
つ
か
め
な
か
っ
た
頃
に
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
で
、
読
み
落
し
ゃ
理

解
不
充
分
な
点
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
。
そ
の
点
か
ら
も
本
稿
は
暫
定
稿
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
大
方
の
御
教
示
を
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
o

ノ
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8UMMARY OF ARTICLE8 

Kurze Zusammenfassung der Geschichte der 

deutschen Wirtschaftsrechtslehren 

一一Beautzeadals 8toff zur Diskussion die 

deutschea Wirtschaftsrech tslehrea bis 

Einleitung 

zum Ende des zweiten Weltkrieges-

Akinobu TANSO 

Professor fur Wirtschaftsrecht 

Juristische Fakultat 

Hokkaido Universitat 

一、 Die羽Tirtschaftsrechtslehren，die vom privatrecht1ichen Standpunkt aus 

aufgestel1t wurden. 

二、 DieWirtschaftsrechtslehre， die vom Standpunkt des Wirtschaftsverwaltu・

ngsrechts aus aufg田tel1twurde. 

三、 DieWirtschaftsrechtslehren， die vom Standpunkt des Sozialrechts aus auf-

gestel1t wurd巴R・

Schluβ 

In dieser Abhandlng b回 bsichtige ich die Geschichte der 

Wirtschaftsrechtslehren in Deutschland zu verfolgen. Hauptgegen-

stand dieser AbhandluI1g sind die Wirtschaftsrechtslehren von 

1920 bis zum Ende des zweiten Weltkrieges. Die Wirtschaftsre-

chtslehren wurden vielmehr nach problematischer Methode als 

nach geschichtlicher Methode geordnet. Wenn man die Wirtscha-

ftsrechtslehren bis heute nach problematischer Methode verfolgt， 

Summary 1 北法19(2・252)478
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kann man eine durchgehende Geschichte der Lehren in dieser 

Methode aufsteIlen. Ich denke， daβdie deutschen Wirtschaftsre-

chtslehren， wenn man sie nach problematischer Methode ordnet， 

in drei Standpunkte geteilt werden konnen in privatrecht1ichen， 

verwaltungsrecht1ichen und sozialrecht1ichen Standpunkt. Jede 

Gruppe der Lehren， die von je einem der obengenannten Stand-

punkte aus geordnet wurde， hat ihren eigenen Gegenstand， ein 

leitendes Prinzip， ihre eigenen rechtlichen Fragen und zeigt einen 

grundlegenden Charakter order eine Tendenz. 

1n den Wirtschaftsrechtslehren， die vom privatrechtlichen 

Standpunkt aus aufgesteIlt wurden， gibt es die Methodenlehre 

von J. ¥V. Hedemann und A Nussbaum， die Unternehmersrechts-

lehre von Kaskel und Hausmann und die Unternehmensrechtslehre 

von F. Klausing und "肌 Hug. Hier werden der 1nhalt dieser 

Theorien und die rechtlichen Fragen in Kurze erklart. Die 

Wirtschaftsrechtslehre von E. R. Huber ist die eiozige Wirtsc-

haftslehre， die vom verwaltungsrechtlichen Sral)dpunkt aus gebaut 

wurde. 1n den Wirtschaftsrecbslehren， die vom sozialrechtlichen 

Standpunkt aus aufgesteIlt wurden， gibt es die Theorie des 

Wirtschaftsrechts als Recht der organisierten Wirtschaft voo H. 

Golds:::hmidt und die Sozialrechtslehre von Dnistry託nski.

Was fur einen Vorteil und Nachteil hatten die versオliedenen

Lehren， die in den drei， oben erw忌hnten Standpunkten in 

Ordnung gebracht wurden? Und was fur Probleme soll man bei 

der Theorienbildung uber gegeowartiges Wirtschaftsrecht er吋-

gen ? 10 dieser Abhandlung beabsichtige ich die Probleme， die 

durch die Untersuchung der verschiedenen Lehreo hervorgetreten 

sind， zu erkl託ren.1n kurzer Zeit beabsichtige ich zu erkl忌ren，

in weichen Punkten die Wirtschaftsrechtslehren oach dem zweiten 

Weltkrieg die Lehren vor dem Ende des zweiten Weltkrieges 

ubernehmen und in weIchen Punkten sie sie umgestaltet habeo. 

Diese Abhandlung soll die erste Stufe dazu sein 
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