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一

比
較
の
対
象
と
な
る
法
の
間
の
類
似
点
を
強
調
す
る
か
そ
れ
と
も
相
違
点
を
強
調
す
る
か
？

文
化
研
究
に
お
け
る
比
較
法
の
役
割
は
、
そ
し
て
、
比
較
法
に
お
け
る
文
化
の
役
割
も
ま
た
、
困
難
か
つ
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
比

較
法
の
目
的
は
、
伝
統
的
に
は
、
異
な
る
法
文
化
間
に
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
、
た
と
え
ば
、
国
際
的
に
共
通
す
る
商

取
引
規
則
の
作
成
と
い
っ
た
実
利
的
な
目
的
の
た
め
に
と
ら
れ
た
調
整
的
立
場
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
文

化
の
相
違
が
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
い
か
な
る
程
度
か
、
と
い
う
問
題
を
扱
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

多
く
の
点
に
お
い
て
、
比
較
法
の
運
命
は
、
比
較
宗
教
と
共
通
す
る
。
し
か
し
、
比
較
宗
教
や
比
較
人
類
学
の
場
合
と
は
反
対
に
、

翻

訳比
較
法
の
目
的
は
何
か
？

Ｅ
Ｕ
内
に
お
け
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法
の
統
一
の
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力

―
―
法
の
統
一
は
最
良
の
解
決
な
の
か
？
―
―エ

レ
ニ
・
ム
ス
タ
イ
ラ

松

田

岳

士
／
訳

（阪大法学）５５（２―２２９）４９５〔２００５．８〕



比
較
法
に
お
い
て
は
、
外
国
の
法
文
化
を
特
徴
づ
け
、
分
析
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
方
法
の
重
要
性
が
過
小
評
価
さ
れ
る
危
険
が
存

在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
比
較
法
に
お
い
て
は
、
異
な
る
法
文
化
間
に
あ
る
豊
か
な
哲
学
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
差
異
に
対
す
る
無
関
心

と
、
実
務
に
お
け
る
そ
の
結
果
の
単
一
性
の
強
調
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
質
的
に
、
差
異
を
包
み
隠
す
こ
と
を
目
指
す

思
考
様
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
目
標
は
、
そ
れ
自
体
、
自
ら
の
目
的
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の

結
果
は
、
現
実
と
合
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
展
望
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
が
判
断
を
行
う
た
め
に
必
要
な
条
件
を
描
く
の

は
、
伝
統
―
―
歴
史
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
我
々
の
住
処
、
あ
る
い
は
、
我
々
の
「
先
祖
の
館
」
―
―
な
の
で
あ
る
。

現
実
―
―
物
質
的
な
現
実
で
あ
れ
、
文
化
的
現
実
で
あ
れ
―
―
の
一
つ
の
性
格
と
し
て
、
多
様
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
多
様
性
は
、
差

異
、
そ
し
て
変
化
の
結
果
で
あ
る
。
多
様
性
は
、
非
互
換
性
、
紛
争
、
と
き
に
は
死
を
も
た
ら
す
よ
う
な
紛
争
を
も
た
ら
し
う
る
。
差

異
は
、
部
分
的
に
は
自
ら
の
手
に
よ
り
、
自
己
破
壊
を
も
引
き
起
こ
し
う
る
。
し
か
し
、
差
異
な
し
で
は
進
歩
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
進
歩
は
、
ま
さ
に
多
様
性
と
同
義
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
差
異
は
、
そ
れ
が
達
成
す
る
一
つ
一
つ
の
目
的
に
お
い
て
停
止
す
る

も
の
で
は
な
く
、
進
歩
の
目
的
は
静
的
で
最
終
的
な
均
衡
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
反
対
に
、「
到
達
」
が
あ
る
ご
と
に
新
た
な

不
均
衡
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
が
、
ま
た
、
さ
ら
な
る
革
新
を
も
た
ら
す
に
ふ
さ
わ
し
い
状
況
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
西
洋
の
）
法
律
家
が
、
西
洋
法
の
主
権
お
よ
び
国
民
国
家
中
心
的
な
（
こ
れ
ら
の
用
語
が
西
洋
法
の
す
べ
て
の
特
徴
を
言
い
尽
く

す
も
の
で
あ
る
と
し
て
）
日
常
か
ら
「
逃
亡
す
る
努
力
」
は
、
比
較
法
学
者
が
、
彼
ら
の
日
常
が
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て

「
優
勢
な
」
文
化
が
法
律
研
究
に
お
い
て
従
わ
れ
る
べ
き
規
則
を
個
々
の
研
究
者
に
強
制
す
る
よ
う
な
コ
ン
セ
プ
ト
、
研
究
技
術
、
職

業
倫
理
、
政
策
等
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
い
限
り
、
失
敗
に
終
わ
る
運
命
に
あ
る
と
し
て
、

悲
観
的
に
表
現
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
、
比
較
法
学
者
と
外
国
法
と
の
関
係
が
間
接
的
で
あ
る
と
い
う

事
実
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
複
雑
に
な
る
。

翻 訳
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
定
の
法
の
統
一
の
達
成
を
目
的
と
す
る
「
よ
り
妥
協
的
な
」
立
場
を
支
持
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、「
西
洋
の
間

文
化
的
な
傲
慢
」、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
誤
解
の
大
き
さ
は
計
り
知
れ
ず
、
ま
た
、
そ
れ
が
比
較
法
の
権
威
を
脅

か
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
す
べ
て
の
法
体
系
が
独
自
の
「
雰
囲
気
」
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
一
つ
の
法
体
系
内
部

の
法
的
問
題
の
多
く
が
、
そ
の
雰
囲
気
に
慣
れ
親
し
ん
だ
者
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
細
か
な
色
合
い
に
い
た
る
ま
で
理
解
し
よ
う
と

多
く
の
時
間
と
労
力
を
さ
い
た
者
に
よ
っ
て
し
か
正
確
に
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
も
、
国
家
の
伝
統
、

異
な
る
文
化
お
よ
び
習
俗
、
多
様
性
の
尊
重
が
、
い
ま
で
も
、
比
較
法
学
者
の
出
発
点
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
彼

ら
は
、
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
議
論
ま
た
は
変
容
を
超
え
た
絶
対
的
な
命
題
と
し
て
の
多
様
性
の
尊
重
は
、
消
滅
す
る
運
命
に
あ
る
、
あ

る
い
は
す
で
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
文
化
が
、
進
化
論
の
重
要
な
原
則
、
す
な
わ
ち
、
変
化
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
安
定
し
た
状
況
に
お
い
て
は
当

該
組
織
体
を
持
続
す
る
た
め
に
起
こ
る
も
の
で
あ
る
と
の
原
則
に
従
う
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
差
異
を
価
値
と
考
え
る
こ

と
、
あ
る
い
は
、
差
異
を
そ
の
枝
葉
末
節
ま
で
認
め
、
尊
重
し
、
そ
し
て
適
用
す
る
た
め
に
戦
う
こ
と
は
、
変
化
や
協
働
の
拒
否
を
意

味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

法
の
差
異
を
尊
重
す
る
―
―
そ
の
結
果
、
人
々
お
よ
び
文
化
の
差
異
を
尊
重
す
る
―
―
者
に
よ
る
最
も
興
味
深
い
言
辞
は
、
お
そ
ら

く
、
比
較
法
学
者
は
、「
自
ら
の
世
界
に
関
す
る
自
ら
の
見
方
」
を
、
他
の
者
に
悟
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

比
較
は
、
し
た
が
っ
て
、
結
果
と
し
て
統
一
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
多
様
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
な
形
成
（
教
育
）
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
言
説
の
差
異
を
組
織
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、「
統

一
性
を
好
む
人
間
精
神
の
生
来
的
な
傾
向
」
に
抗
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
比
較
は
、「
差

異
の
初
歩
的
か
つ
基
本
的
な
研
究
」
を
、
結
果
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
条
件
と
し
て
も
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

比較法の目的は何か？ ＥＵ内における法の統一の努力
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二

統
一
法
―
―
新
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
？

国
家
法
の
改
革
は
、
独
立
の
学
問
分
野
と
し
て
の
比
較
法
の
重
要
な
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
の
立
法
は
、
国
家
的
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
超
国
家
的
で
も
あ
り
う
る
。
こ
の
現
象
は
、
と
り
わ
け
欧
州
共
同
体
を
構
成
す
る
国
々
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
超
国
家
的
な
立
法
や
モ
デ
ル
法
を
用
い
て
、
比
較
法
は
、
そ
の
適
用
に
お
い
て
も
解
釈
に
お
い
て
も
、
国
家
的
な
も
の
で
は

な
い
法
律
を
生
み
出
す
こ
と
を
導
き
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
家
の
な
か
に
は
、
国
家
の
法
制
度
と
欧
州
共
同
体
の
法
制
度
の
あ
い

だ
の
対
立
は
回
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
発
達
に
関
す
る
方
法
論
的
・
理
論
的
な
思
索
の
た
め

の
国
家
法
の
自
己
変
容
の
帰
結
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
う
る
か
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
者
さ
え
い
る
。

そ
こ
で
は
、
文
化
的
な
自
己
満
足
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
文
化
的
な
遅
れ
に
対
す
る
言
い
訳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

法
は
、
静
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
解
決
は
流
通
し
、
外
国
に
拡
散
し
、
模
倣
を
生
み
出
す
。
他
方
、
模
倣
は
、
統
一
の
主
要
な
要

因
と
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
統
一
性
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
国
際
的
な
合
意
ま
た

は
超
国
家
的
な
規
制
に
よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
た
統
一
は
発
展
お
よ
び
進
歩
に
対
す
る
重
大
な
障
害
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の

障
害
は
、
統
一
が
、
非
常
に
非
合
理
的
で
退
行
的
な
も
の
を
含
む
す
べ
て
の
加
盟
国
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
全
会
一
致
の
決
定
が
な
い
限

り
将
来
的
に
変
更
の
可
能
性
の
な
い
よ
う
な
広
範
な
合
意
の
結
果
で
あ
る
と
き
に
は
、
よ
り
重
大
な
も
の
と
な
る
。

�

法
学
お
よ
び
法
学
教
育
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
創
出

統
一
私
法
を
創
出
す
る
た
め
の
効
果
的
な
方
法
は
、
法
学
お
よ
び
法
学
教
育
を
「
利
用
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
の
主
張
の
根
拠
と
し

て
、
中
世
後
期
お
よ
び
近
代
初
期
に
お
け
る
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ(ju

s
com

m
u

n
e)

の
例
を
持
ち
出
す
法
律
家
が
い
る
。

翻 訳
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紀
元
後
一
二
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
は
、
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
イ

タ
リ
ア
の
法
律
家
カ
ラ
ッ
ソ(C

alasso)

に
よ
れ
ば
、
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
の
歴
史
に
は
、
三
つ
の
時
期
が
あ
っ
た
。
第
一
期
は
、
一
二

世
紀
か
ら
一
三
世
紀
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
カ
ラ
ッ
ソ
に
よ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
共
通
の
も
の
で
あ
っ

た
―
―
と
仮
定
さ
れ
る
―
―
法
が
、
同
時
に
し
か
し
補
充
的
に
効
果
を
持
っ
て
い
た
他
の
す
べ
て
の
法
源
に
絶
対
的
に
優
越
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
第
二
期
は
、
一
四
世
紀
お
よ
び
一
五
世
紀
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
、
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
は
、
第
二
次
的
な
地
位
を
も

つ
に
す
ぎ
ず
、
主
と
し
て
第
一
の
法
源
と
し
て
の
ユ
ス
・
プ
ロ
プ
リ
ウ
ム(ju

s
propriu

m
)

の
間
隙(lacu

n
ae)

を
埋
め
る
た
め
に
役

立
っ
た
。
一
六
世
紀
以
降
の
第
三
期
に
お
い
て
は
、
カ
ラ
ッ
ソ
に
よ
れ
ば
、
王
や
絶
対
君
主
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
立
法
は
、
ユ
ス
・
コ

ム
ー
ネ
の
重
要
性
を
さ
ら
に
低
下
さ
せ
、
そ
の
効
果
は
、
絶
対
君
主
が
そ
れ
を
認
め
た
と
き
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
は
、
主
と
し
て
ロ
ー
マ
法
に
基
礎
を
お
き
、
学
生
た
ち
を
教
え
て
い
た
法
学
者
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ

た
「
法
制
度
」
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
そ
の
著
書
に
お
い
て
、
当
時
有
効
で
あ
っ
た
法
制
度
を
比
較
し
、
そ
れ
ら
の
法
の
類
似
点
と
相

違
点
を
研
究
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
思
考
方
式
を
基
礎
に
学
生
を
教
育
し
た
。
学
生
た
ち
は
、
後
に
実
務
家

に
な
る
場
合
に
は
、
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
実
質
的
に
は
学
者
ら
が
作
り
出
し
た
共
通
法
を
適
用
し
た
。
こ
う
し
て
、
ユ

ス
・
コ
ム
ー
ネ
は
、
理
論
か
ら
実
践
へ
と
姿
を
変
え
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
新
た
な
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
を
、
同
様
の
方
法
に
よ
り
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
の
主
張
が
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
と
新
た
に
提
示
さ
れ
た
そ
れ
と
の
あ
い
だ
の
類
似
点
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
か
つ

て
は
、
法
学
に
は
、
ラ
テ
ン
語
と
い
う
共
通
の
言
語
と
、
二
次
的
に
適
用
可
能
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
法
と
い
う
共
通
の
基
礎
が
あ
っ
た
が
、

現
在
で
は
そ
れ
は
存
在
し
な
い
、
と
の
批
判
が
な
さ
れ
た
。

比較法の目的は何か？ ＥＵ内における法の統一の努力
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か
つ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
―
―
お
そ
ら
く
は
、
一
定
の
程
度
に
お
い
て
―
―
存
在
し
て
い
た
法
的
な
統
一
状
態
は
、
次
の
よ

う
な
五
つ
の
特
徴
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

・
ロ
ー
マ
法
と
い
う
、
ど
こ
に
い
っ
て
も
権
威
を
持
つ
一
つ
の
法
源
が
あ
っ
た
。

・
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
学
生
を
法
学
に
い
ざ
な
う
た
め
の
同
一
の
教
材
お
よ
び
方
法
を
用
い
た
単
一
の
法
学
教
育
が
あ
っ

た
。

・
単
一
の
言
語
お
よ
び
同
一
の
概
念
枠
組
を
用
い
た
共
通
の
法
言
語
が
存
在
し
た
。

・
大
学
教
育
を
受
け
た
法
律
家
と
い
う
具
体
的
な
社
会
集
団
が
、
自
ら
が
学
ん
だ
こ
と
を
実
際
に
展
開
さ
せ
て
い
く
地
位
に
あ
っ

た
た
め
、
理
論
と
実
践
の
あ
い
だ
に
齟
齬
が
生
じ
な
か
っ
た
。

・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
広
い
範
囲
で
、
法
が
、
ほ
と
ん
ど
同
一
の
文
化
の
な
か
で
「
生
き
て
」
い
た
。

こ
の
よ
う
な
見
解
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
性
格
が
、
一
つ
と
し
て
現
在
で
は
存
在
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
か
つ
て
の
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
―
―
そ
の
よ
う
な
も
の
が
本
当
に
存
在
し
て
い
た
と
し
て
―
―
は
、
新
た
な

ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
の
創
造
の
た
め
の
模
範
例
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
過
去
に
関
す
る
客
観
的
な
研
究
は
そ

も
そ
も
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

原
則
と
し
て
、
過
去
と
い
う
も
の
を
絶
対
的
に
客
観
的
な
方
法
で
研
究
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
目
的
が
、
現
代
の
何
ら
か
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
出
す
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と

は
、
必
ず
し
も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
過
去
の
誤
っ
た
利
用
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
実
践
的
な
目
的
―
―
こ
こ

で
は
、
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
私
法
の
統
一
と
い
う
目
的
―
―
を
実
現
す
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
場
合
に
は
、
非
常
に
有
益
で

あ
り
う
る
と
の
極
端
な
見
解
も
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

翻 訳
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た
と
え
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
提
示
さ
れ
う
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
新
た
な
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
の
展
開

は
、
か
つ
て
の
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
の
よ
う
に
、
法
学
を
通
じ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
可
能
性
を
信
ず
る
者
は
、
イ
ギ
リ

ス
法
が
そ
の
よ
う
な
学
問
的
伝
統
に
属
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
過
去
に
お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
基
本
的
に
裁
判

官
た
ち
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
状
況
は
、
か
な
り
変
化
を
被
り
つ
つ
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
い
て
も
、
現
在
で
は
、
立
法
が
非
常
に
活
発
に
な
さ
れ
て
お
り
、
重
要
な
法
源
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
論
の

役
割
は
、
大
陸
の
法
律
家
の
そ
れ
ほ
ど
に
は
重
要
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
か
つ
て
の
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
は
、
主
と
し
て
法
源
を
扱
う
方
法
と
し
て
の
み
、
将
来
の
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
の
た
め
の
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
に
な
り
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
採
ら
れ
て
い
た
方
法
も
、
法
源
が
作
ら
れ
た
国
や
時
期
に
か
か
わ
り
な

く
紛
争
解
決
の
た
め
に
役
立
つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
源
を
用
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
学
の
創
出
は
可
能
か
？

比
較
法
に
関
す
る
多
く
の
著
作
が
公
に
さ
れ
、
ま
た
、
多
く
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
法
学
者
の
な
か
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
の
法
の
共
通
の
基
礎
や
共
通
の
発
展
の
可
能
性
を
示
す
た
め
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
者
も
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

法
学
の
発
展
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
楽
天
的
な
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
認

め
ざ
る
を
得
な
い
。

司
法
面
で
の
統
一
の
一
方
法
と
し
て
提
示
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
学
の
概
念
を
支
持
す
る
法
学
者
も
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の

法
律
家
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
理
論
が
法
実
務
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
反
対
に
、
彼
ら
が
警

戒
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
実
務
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
非
常
に
限
定
的
に
し
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

比較法の目的は何か？ ＥＵ内における法の統一の努力
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し
か
し
、
実
務
家
が
国
家
的
に
振
舞
っ
て
い
る
以
上
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
学
は
、
せ
い
ぜ
い
一
学
問
領
域
の
域
を
抜
け
出
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
理
論
と
実
践
の
あ
い
だ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
よ
り
大
き
く
な
り
、
―
―
創
出
さ
れ
た
と

さ
れ
る
―
―
ユ
ス
・
コ
ム
ー
ネ
は
、
各
国
の
法
実
務
に
な
ん
ら
の
影
響
も
持
た
な
い
理
論
上
の
遊
び
に
堕
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
理
論
を
提
示
す
る
法
律
家
が
望
む
よ
う
に
、「
共
通
の
法
が
均
衡
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
そ
の
と
き

か
ら
、
共
通
の
核
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
様
な
法
制
度
の
間
に
共
通
す
る
特
徴
を
確
定
す
る
可
能
性
も
、
か

な
り
あ
や
し
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
共
通
の
言
語
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
学
の
発

展
に
と
っ
て
の
障
害
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

共
通
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
発
展
を
究
極
の
目
的
と
し
、
様
々
な
国
で
用
い
ら
れ
た
方
法
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究
に
主
眼
を
お
い

た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
な
か
で
、
こ
こ
数
年
で
展
開
さ
れ
た
最
も
重
要
な
も
の
は
、
次
の
二
つ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
欧
州
私
法
の

共
通
の
核(T

h
e

C
om

m
on

C
ore

of
E

u
ropean

P
rivate

L
aw

)

」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
お
よ
び
「
欧
州
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト(E
u

ropean
case-books

project)

」
で
あ
る
。
他
方
、
欧
州
諸
国
に
共
通
の
規
則
を
創
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
長
期
的
な
射

程
を
も
つ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
と
し
て
は
、
国
際
的
な
商
取
引
に
関
す
る
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
諸
原
則
や
、（
委
員
長
を
務
め
る
デ
ン
マ
ー
ク
の

法
学
者
オ
レ
・
ラ
ン
ド(O

le
L

an
do)

の
名
に
由
来
す
る
）
欧
州
契
約
法
の
諸
原
則
に
関
す
る
ラ
ン
ド
委
員
会
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
そ

し
て
、
ド
イ
ツ
人
学
者
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル(C

h
ristian

von
B

ar)

に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
て
い
る
欧
州
民
法
典
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
る
。

�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
共
通
の
核

一
九
九
五
年
に
は
、
Ｅ
Ｕ
の
枠
組
内
で
の
司
法
の
統
一
に
関
し
て
活
発
に
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
同
時
に
、
構
成
国
の
国
家
法
の
間

翻 訳
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に
は
非
常
に
多
く
の
差
異
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、「
欧
州
私
法
の
共
通
の
核
」
と
い
う
名
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
開
始
さ
れ
た
。
そ

の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
っ
た
の
は
、
マ
リ
オ
・
ブ
ッ
サ
ー
ニ(M

ario
B

u
ssan

i)

と
ウ
ー
ゴ
・
マ
テ
イ(U

go
M

attei)

で
あ
る
。

百
人
を
超
え
る
法
律
家
が
、
主
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
も
、
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
積
極
的
に
参
加
し
た
。
そ
の
基
本
的
な
目
的
は
Ｅ
Ｕ
構
成
国
の
私
法
、
と
り
わ
け
契
約
法
、
不
法
行
為
法
、
物
権
法
の
―

―
存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
た
―
―
共
通
の
核
を
発
見
す
る
こ
と
に
お
か
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
Ｅ
Ｕ
の
構
成
国
の
法
制
度
の
も
つ
様
々
な

側
面
の
背
後
に
あ
る
、
相
違
お
よ
び
共
通
の
要
素
の
探
求
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
鍵
と
な
る
方
法
論
は
、
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
レ
ン
ジ
ン
ガ
ー(R

u
dolf

S
ch

len
sin

ger)

が
コ
ー
ネ
ル
大
学

(C
orn

ell
U

n
iversity)

で
主
催
し
た
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
実
施
し
た
よ
う
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
法
律
の
「
地
図
」
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
地
図
を
描
い
た
「
地
図
製
作
者
」
に
と
っ
て
、
こ
れ
が
い
か
に
し
て
用
い
ら
れ
る

か
、
そ
し
て
何
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
は
、
そ
の
関
心
の
外
に
あ
っ
た
。

こ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
私
法
の
共
通
の
核
の
発
見
の
基
本
的
性
格
は
、
何
ら
か
の
統
一
的
な
解
決
を

提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
現
状
の
分
析
を
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
研
究
の
目
的
は
、
で
き
る
限
り
正
確
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
々
な
法
制
度
を
特
徴
づ
け
る
要
素
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
研
究
に
お
い
て
は
、
比
較
法
の
方
法
や
技
術
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
伝
統
的
な
分
析
よ
り
も
正
確
か
つ
精
密
な

分
析
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
複
数
の
法
制
度
に
共
通
す
る
多
く
の
性
格
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
さ
れ

る
。
こ
う
し
て
、
共
通
の
核
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
司
法
の
統
一
の
進
展
な
い
し
齟
齬
（
差
異
）
の
縮
減
に
間
接
的
に
つ
な
が
る
も
の

と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
、
法
の
調
和
に
と
っ
て
も
有
益
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

新
た
な
共
通
の
解
決
の
確
立
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
信
頼
に
た
る
デ
ー
タ
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

比較法の目的は何か？ ＥＵ内における法の統一の努力
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こ
れ
は
す
べ
て
、
共
通
の
核
に
関
す
る
研
究
の
真
の
目
的
と
は
関
係
の
な
い
副
作
用
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
共
通
の
核
に
関
す
る
研
究

は
、
信
頼
に
足
る
情
報
の
提
供
に
主
眼
を
置
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
私
法
の
共
通
の
核
に
関
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
、
一
連
の
規
則
の
創
出
の
声
明
や
プ
ラ
ン
の
類

と
の
間
に
は
基
本
的
な
差
異
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
の
一
連
の
規
則
は
、
合
理
性
、
調
和
、
そ
し
て
改
革
の
理

念
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
は
、
法
規
定
の
選
択
、
そ
し
て
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
理
念
の
実
現
に
寄

与
し
う
る
素
材
の
選
択
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
内
に
入
っ
て
こ
な
い
も
の
は
、
切
り
捨
て
ら
れ
、
却
下
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
反
対
に
、
複
数
国
に
お
け
る
法
制
度
の
共
通
の
核
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
法
制
度
の
性
格

が
、
そ
の
作
業
の
過
程
に
お
い
て
常
に
重
視
さ
れ
、
そ
れ
が
最
終
的
な
「
地
図
」
の
一
部
と
な
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

�

欧
州
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
―
―
存
在
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
―
―
共
通
法
に
つ
い
て
一
連
の
教
科
書
を
書
く
と
い
う
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
共
通
法
お
よ
び
法
学
教
育
の
将
来
」
と
い
う
名
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
一
九
九
一
年
に
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
大
学
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ

た
会
議
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
管
理
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
、
フ
ァ
ン
・
ゲ
ル
フ
ェ
ン(W

.V
an

G
erven

)

、
デ
・
ヴ
ィ
ッ
テ(B

.de
W

itte)

、
コ
ー
プ
マ
ン
ス(T

.K
oopm

an
s)

、
ケ
ッ
ツ(H

.K
ötz)

が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
教
科
書
の
目
的
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
生
き
た
法
の
な
か
に
す
で
に
存
在
す
る
共
通
の
一
般
諸
原
則
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
」、
そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
学
部
―
―
そ
の
よ
う
な
大
学
が
で
き
る
と
し
て
―
―
あ
る
い
は
、
そ
の
ほ
か
の
法
学
部
に
お

い
て
用
い
ら
れ
う
る
よ
う
な
教
材
や
、
裁
判
官
に
よ
る
事
件
の
解
決
に
有
益
な
原
則
や
規
則
を
探
求
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
裁
判
所

翻 訳

（阪大法学）５５（２―２３８）５０４〔２００５．８〕



に
お
い
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
教
材
を
作
る
こ
と
に
お
か
れ
た
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
主
と
し
て
、
法
学
を
学
ぶ
学
生
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
学
生
が
自
分
の
国
の
法
制
度
と

異
な
る
法
制
度
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
に
、
そ
の
要
素
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
現
存
の
教
材
の
慎
重

な
選
別
を
行
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
選
別
は
、
大
学
の
教
官
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
念
は
、
判
例
、

法
律
お
よ
び
理
論
を
、
学
生
た
ち
に
、
共
通
の
法
学
教
育
を
提
供
し
な
が
ら
、
外
国
法
の
諸
要
素
を
提
示
す
る
目
的
の
も
と
に
用
い
る

こ
と
に
あ
る
。

そ
の
た
め
に
選
択
さ
れ
た
科
目
は
、
憲
法
、
行
政
法
、
不
法
行
為
法
、
契
約
法
、
会
社
法
、
経
済
法
、
国
際
私
法
、
刑
法
お
よ
び
社

会
保
障
法
で
あ
る
。
現
在
出
版
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
あ
る
い
は
出
版
さ
れ
る
予
定
の
教
科
書
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ド
イ
ツ

の
法
制
度
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
科
書
に
は
、
独
自
の
解
決
法
を
提
供
す
る
と
い
う
要
請
の
も
と
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
の
法
制
度
に
関
す
る
資
料
も
含
ま
れ
て
い
る
。

�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
諸
原
則

一
九
八
〇
年
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
委
員
会(C

om
m

ission
on

E
u

ropean
C

on
tract

L
aw

)

が
、
オ
レ
・
ラ
ン
ド
教
授
の

主
催
の
も
と
で
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
諸
原
則
」
の
草
案
作
成
を
開
始
し
た
。
そ
の
第
一
部
は
、
一
九
九
五
年
に
公
に
さ
れ
た
が
、

そ
こ
に
は
、
契
約
に
関
す
る
総
則
、
契
約
の
内
容
お
よ
び
執
行
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
二
部
は
二
〇
〇
〇
年
に
、
第
一
部
の
改
訂
版
と

と
も
に
、
公
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
三
年
二
月
に
は
、
第
三
部
が
公
に
さ
れ
た
。

「
諸
原
則
」
に
は
、
一
三
一
の
条
文
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
注
釈
や
比
較
法
的
な
情
報
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
起
草
者
の

意
図
は
、
各
国
の
法
制
度
が
提
供
す
る
最
善
の
解
決
を
集
め
る
こ
と
に
く
わ
え
、
伝
統
的
な
法
制
度
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
解
決
と
比

比較法の目的は何か？ ＥＵ内における法の統一の努力
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べ
て
よ
り
「
進
歩
的
」
と
思
わ
れ
る
解
決
を
提
示
す
る
こ
と
に
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
諸
原
則
」
の
適
用
領
域
は
、
す
べ
て
の
契
約
に

及
び
、
そ
れ
が
商
業
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
国
家
的
な
も
の
で
あ
る
か
国
際
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。
そ
の
主
た
る
目

的
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
典
の
基
礎
を
作
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
「
諸
原
則
」
は
、
そ
の
よ
う
な
目
的
の
達
成
に
向
け
て
の
第
一
段

階
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
諸
原
則
」
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
契
約
に
関
す
る
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト(R

estatem
en

t
on

C
on

tracts)

」
と
多
く
の
点
で
類

似
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
と
も
に
、
そ
の
基
本
理
念
が
、
新
た
な
法
を
創
出
す
る
こ
と
に
あ
り
、
単
な
る
現
存
の
法
の
分
析
に
求
め

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
基
本
的
差
異
は
、「
諸
原
則
」
に
お
い
て
は
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方

が
と
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
所
与
の
法
制
度
の
中
に
現
存
す
る
解
決
法
の
な
か
か
ら
の
単
な
る
選
択
で
は
な
い
。
と

き
に
、
彼
ら
は
、
異
な
る
法
環
境
に
実
践
的
な
解
決
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
ず
れ
の
国
の
法
制

度
に
も
存
在
し
な
い
規
則
を
提
供
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

�

国
際
商
取
引
に
関
す
る
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
諸
原
則

一
九
七
一
年
に
は
、
す
で
に
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
「
私
法
統
一
国
際
協
会(In

tern
ation

al
In

stitu
te

for
th

e
U

n
ification

of

P
rivate

L
aw

;
U

N
ID

R
O

IT
)

」
が
、
国
際
的
な
商
契
約
に
関
す
る
諸
原
則
に
つ
い
て
の
単
一
の
（
統
一
的
）
規
定
を
作
る
と
い
う

理
念
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
一
九
八
〇
年
に
は
、
ボ
ネ
ル(M

.B
on

ell)

の
主
催
の
も
と
、
ワ
ー
ク
・
グ
ル
ー
プ
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、

草
案
を
作
成
し
た
。
最
終
的
に
は
、
一
九
九
四
年
に
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
諸
原
則
の
第
一
部
が
公
に
さ
れ
、
一
九
九
九
年
に
は
第
二
部
が
、
二

〇
〇
三
年
に
は
第
三
部
が
公
刊
さ
れ
た
。

ユ
ニ
ド
ロ
ワ
諸
原
則
の
適
用
領
域
は
、
国
際
的
な
商
契
約
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
規
制
的
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
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「
野
望
」
を
持
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
そ
の
源
が
国
で
は
な
い
た
め
に
、
拘
束
力
の
な
い
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
目
的
は
、
共
通
の
法
的
環
境
の
創
出
を
推
し
進
め
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
立
法
に
よ
っ
て
そ
れ
を
強
行
的
な
も
の
と
す
る
こ
と

に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
制
度
間
の
差
異
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
義
務
づ
け
の
努
力
は
失
敗
す
る
可
能
性
が
高
い
、

と
い
う
の
が
起
草
者
の
意
見
で
あ
る
。

起
草
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
諸
原
則
」
の
適
用
に
は
、
五
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
こ
れ
ら
の
諸
原
則
は
、
当
事
者

が
自
ら
の
契
約
に
そ
の
旨
記
載
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
う
る
。
こ
れ
は
、
和
解
の
場
合
に
の
み
可
能
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
が

国
の
裁
判
所
に
訴
え
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
そ
の
国
の
国
際
私
法
に
関
す
る
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
当

該
契
約
の
準
拠
法
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、「
諸
原
則
」
は
、
当
事
者
が
、
自
ら
の
契
約
が
「
法
の
一
般
原
則
」
ま
た
は
「
国
際
商
慣
習
法(lex

m
ercatoria)

」
に

服
す
る
こ
と
に
合
意
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
似
の
表
現
を
用
い
た
場
合
に
、
適
用
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
契
約
の
当
事
者
が

こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、「
諸
原
則
」
は
、
準
拠
法
の
具
体
的
規
定
を
決
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
そ
の
決
定
の
た
め
に
多

く
の
労
力
や
時
間
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
、
解
決
策
を
提
供
す
る
可
能
性
が
あ
る
。「
諸
原
則
」
の
起
草
者
は
、
彼
ら
が
提

供
す
る
解
決
は
、
通
常
の
法
廷
地
法(lex

fori)

の
援
用
よ
り
も
よ
い
も
の
で
あ
り
う
る
と
考
え
て
い
る
。

第
四
に
、「
諸
原
則
」
は
、
国
際
条
約
に
よ
っ
て
成
立
し
た
国
際
的
な
統
一
規
則
の
解
釈
ま
た
は
補
完
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
国
際
条
約
が
自
律
的
な
解
釈
を
予
定
し
、
要
求
し
て
い
る
場
合
に
問
題
と
な
る
。
こ

の
場
合
に
は
、
国
内
の
裁
判
所
お
よ
び
仲
裁
者
は
、
国
内
の
法
制
度
の
解
釈
を
援
用
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、「
諸
原
則
」

の
力
を
借
り
て
判
断
を
下
す
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

比較法の目的は何か？ ＥＵ内における法の統一の努力
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第
五
に
、「
諸
原
則
」
は
、
国
内
の
新
立
法
の
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
国
際
条
約
等
の
モ
デ
ル
と
し
て
も
用
い
ら
れ

う
る
。

�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
と
い
う
統
一
法
制
の
創
出
の
発
想
は
、
最
初
か
ら
、
法
律
家
の
世
界
に
お
い
て
多
く
の
議
論
と
批
判
を
生
み
出

し
た
。
共
通
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
形
成
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
法
制
を
創
出
す
る
必
要
は
本
当
に
あ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う

な
も
の
を
作
る
こ
と
は
可
能
か
。
あ
る
い
は
、
法
の
調
和
は
他
の
方
法
に
よ
っ
て
達
成
可
能
で
あ
る
の
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
作
り

出
す
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
か
。
さ
ら
に
、
統
一
民
法
典
が
必
要
か
否
か
を
誰
が
決
め
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
規
定
が
そ
こ

に
含
ま
れ
る
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
が
提
示
さ
れ
た
。

一
九
八
九
年
五
月
二
六
日
お
よ
び
一
九
九
四
年
五
月
六
日
に
は
、
欧
州
議
会
は
、
二
つ
の
「
決
定
」
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
典

の
創
出
の
提
案
を
採
択
し
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
お
よ
び
二
〇
〇
一
年
一
一
月
に
も
、
二
〇
〇
一
年
七
月
一
一
日
に
も
、
欧

州
委
員
会
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
。

こ
の
法
典
の
研
究
お
よ
び
起
草
に
従
事
し
た
法
学
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
作
業
を
進
め
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ

ツ
の
法
学
者
、
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル
が
議
長
を
務
め
る
指
導
委
員
会(directory

com
m

ittee)

と
、
調
整
グ
ル
ー
プ(coordin

atin
g

grou
p)

と
、
作
業
グ
ル
ー
プ(w

orkin
g

grou
ps)

で
あ
る
。
指
導
委
員
会
は
オ
ー
ガ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当
す
る
の
に
対
し
、
調

整
グ
ル
ー
プ
は
、
大
学
の
研
究
者
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
作
業
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
草
案
に
つ
い
て
の
議
論
を
担
当

す
る
。
そ
し
て
、
作
業
グ
ル
ー
プ
は
、
若
手
の
法
律
家
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
監
督
者
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
委
員
会

お
よ
び
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル
と
い
う
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
」
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
共
通
の

翻 訳
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言
語
と
し
て
英
語
が
用
い
ら
れ
た
。
二
〇
〇
一
年
に
は
、
議
長
か
ら
、
最
終
的
な
版
に
は
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
お
よ
び
イ
タ
リ

ア
語
の
翻
訳
が
つ
け
ら
れ
る
旨
報
告
さ
れ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
の
発
想
の
指
導
者
と
な
っ
た
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
統
一
的
な
全
体
と
見
る
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
は
、
奇
妙
な
も
の
に
は
見
え
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法

典
の
起
草
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
従
事
し
た
委
員
会
お
よ
び
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
議
論
の
統
合
や
単
一
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
シ
ス
テ
ム

の
提
示
―
―
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
や
新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
提
示
―
―
ほ
ど
に
は
、
法
の
比
較
に
は
関

心
を
払
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、
バ
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
―
―
そ
の
実
現
が
言
葉
で
言
う
ほ
ど
簡
単
で
な
い
こ
と
は
知
り
つ

つ
も
―
―
議
論
の
場
の
拡
大
で
あ
り
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
学
問
的
な
ネ
ッ
ト
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
法
典
が
ど
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
の
か
は
不
透
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
共
通
の
法
的
枠
組
の
創
出
の
た
め
の
諸
措
置
の

実
行
の
可
能
性
が
、
法
の
施
行
に
ま
で
及
ぶ
の
か
否
か
も
疑
わ
し
い
。

法
律
家
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
反
対
に
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
定
め
ら
れ
た
「
補
充
原
則
」
は
、
こ
の
よ

う
な
法
典
の
施
行
を
許
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｅ
Ｕ
は
、
排
他
的
な
権
限
を
持
た
な
い
分
野
―
―
私
法
分
野
も

そ
の
一
つ
で
あ
る
―
―
に
お
い
て
は
、
追
求
さ
れ
る
べ
き
目
的
が
国
家
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
は
達
成
不
可
能
で
あ
る
と
き
に

限
っ
て
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
法
の
選
択
的
調
整
は
、
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
選
択
的
な

も
の
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
中
心
的
な
権
限
の
掌
握
は
、
そ
の
任
務
の
外
に
あ
る
の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
を
「
強
行
す
る
」
権
限
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
加
え
て
、
そ
の
よ
う
な
計
画
そ
れ
自

体
に
つ
い
て
の
正
当
性
な
い
し
意
義
に
つ
い
て
も
、
疑
義
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

私
法
の
法
典
化
は
、
法
実
証
主
義
と
も
関
連
が
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
、
多
く
の
西
洋
諸
国
に
お
い
て
、
法
実
証
主
義
は
主
導
的
な

比較法の目的は何か？ ＥＵ内における法の統一の努力
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イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
中
心
的
な
政
治
的
権
威
の
発
現
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民

法
典
は
、
時
代
精
神
に
適
合
し
な
い
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
中
央
・

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
法
典
主
義
の
発
想
が
再
び
興
隆
を
見
て
い
る
国
も
あ
る
と
の
反
論
も
あ
る
。

ま
た
、
統
一
的
な
規
則
の
創
出
は
、
必
ず
し
も
統
一
法
の
創
出
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
主
張
も
あ
る
。
各
規
則
の
持
つ
意

味
は
、
そ
れ
が
施
行
さ
れ
る
法
文
化
的
な
枠
組
に
大
き
く
依
存
す
る
。
そ
の
結
果
、
同
一
の
規
則
は
、
言
語
が
関
係
し
て
く
る
こ
と
に

な
る
以
上
、
異
な
る
国
の
法
的
枠
組
に
お
い
て
は
、
異
な
る
形
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
異
な
る
解
釈
は
、
伝
統
的

に
異
な
る
「
法
系
」、
す
な
わ
ち
、
大
陸
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
あ
い
だ
で
は
よ
り
明
確
な
も
の
と
な
る
。

さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
一
法
典
の
目
的
は
、
大
陸
諸
国
の
法
律
家
の
「
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
」
を
、
最
善
の
も
の
と
し
て
コ
モ
ン

・
ロ
ー
の
法
律
家
に
押
し
つ
け
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
非
常
識
な
も
の
と
理
解
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
実
際
に
は
、
こ
の

よ
う
な
法
典
作
成
構
想
に
お
い
て
は
―
―
他
の
同
種
の
構
想
と
同
様
に
―
―
、
そ
こ
で
目
的
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
文
化
的
な
差
異

を
、
経
済
的
目
標
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
目
的
は
、
つ
ね
に
、
域
内
市
場
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
市
場
の
発
展
に

あ
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
が
国
家
法
に
と
っ
て
代
わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
採
択
す
る
国
に
と
っ
て
、
個
別
の
分
野
に
お
い

て
適
正
な
法
規
制
を
行
う
こ
と
が
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
立
法
者
は
、
裁
判
官
に
紛
争

解
決
の
た
め
の
指
針
を
提
示
す
る
よ
う
な
具
体
的
な
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
種
の
具
体
的
な
規
則

の
施
行
に
関
し
て
合
意
が
得
ら
れ
る
可
能
性
は
非
常
に
小
さ
い
の
で
あ
る
。

一
般
的
な
諸
原
則
の
創
出
の
ほ
う
が
よ
り
好
ま
し
い
解
決
に
な
り
う
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に

も
、
各
国
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
諸
原
則
に
つ
い
て
異
な
る
解
釈
が
な
さ
れ
る
と
い
う
―
―
非
常
に
そ
の
生
起
の
蓋
然
性
の
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高
い
―
―
問
題
が
生
ず
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
法
の
統
一
の
幻
想
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
の
創
出
に
対
し
て
は
、
統
一
法
の
創
出
は
、「
必
要
以
上
の
も
の
を
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
の

批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
私
法
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
規
則
の
統
一
と
い
う
当
初
の
目
的
は
、
統
一
市
場
の
中
で
の
取
引
の
促
進
に
あ

る
と
す
れ
ば
、
統
一
民
法
典
の
必
要
は
な
い
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
の
も
と
で
法
の
統
一
を
行
う
こ
と
を
最
良
と
信
ず
る

者
で
あ
っ
て
も
、
Ｅ
Ｕ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
の
起
草
を
行
う
こ
と
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
法
的
基
礎
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
民
事
立
法
権
は
、
伝
統
的
に
各
構
成
国
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

私
法
の
分
野
が
、
主
と
し
て
、「
文
化
、
同
一
性
、
集
団
心
理
、
各
民
衆
の
日
常
生
活
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
れ
が
各
国
の
権
限
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
各
構
成
国
の
現
行
民
法
典
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
は
、
各
国
の
権
限
の
「
強
奪
行
為
、
剥
奪
行
為
と
し
て
、
市
民
の
頭
の
上
か
ら
降
っ
て
く
る
」
も

の
で
あ
る
。
各
国
の
民
法
典
は
、
歴
史
を
通
じ
て
、
そ
の
国
の
特
徴
に
統
合
さ
れ
て
き
た
。「
昨
日
は
書
か
れ
た
法
で
あ
っ
た
も
の
が
、

今
日
は
生
け
る
法
と
な
る
。
…
…
法
典
は
博
物
館
で
は
な
く
、
民
家
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が
訪
れ
る
べ
き
塔
で
は
な
く
、

我
々
が
住
み
着
く
べ
き
住
居
な
の
で
あ
る
」。

よ
り
一
般
的
に
は
、
異
な
る
法
シ
ス
テ
ム
に
属
す
る
法
律
家
―
―
研
究
者
、
言
語
学
者
、
翻
訳
家
、
そ
し
て
実
務
家
―
―
た
ち
の
学

術
的
な
会
合
は
、
国
家
法
の
発
展
に
関
す
る
限
り
で
有
益
か
つ
実
益
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
大
学
間
の
研
究
者
や
学
生
の
交
換
も
、
外

国
の
司
法
制
度
や
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
を
理
解
す
る
た
め
の
最
良
の
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
法
の
人
工
的
統
一
が
な
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
無
益
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
統
一
は
、
必
ず
し
も
人
々

の
調
和
的
な
強
制
に
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
強
制
さ
れ
た
類
似
性
は
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
す
な
わ
ち
、

人
間
の
疑
い
の
な
い
目
的
で
あ
る
個
別
的
な
発
展
を
守
る
た
め
に
、
敵
対
心
を
助
長
し
、
積
極
的
な
離
反
を
も
生
み
出
す
こ
と
が
多
い

比較法の目的は何か？ ＥＵ内における法の統一の努力
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か
ら
で
あ
る
。

比
較
法
が
自
由
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
由
は
、
と
き
に
、
そ
の
目
的
に
よ
っ
て

は
、
一
定
の
外
国
の
法
的
規
則
を
借
用
す
る
こ
と
を
、
国
家
法
に
勧
め
る
こ
と
も
あ
る
。

訳
者
あ
と
が
き

本
稿
は
、
エ
レ
ニ
・
ム
ス
タ
イ
ラ(Ε

λένη
Μ
ου

σ
τα΅ ιρα

)

助
教
授
に
よ
り
、
二
〇
〇
五
年
二
月
二
一
日
に
、「
市
民
生
活
基
盤
の
法

お
よ
び
行
政
に
関
す
る
日
米
欧
間
の
比
較
検
証
」
平
成
一
四
―
一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ａ
）
の
第
二
ユ
ニ
ッ
ト

研
究
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
報
告
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

エ
レ
ニ
・
ム
ス
タ
イ
ラ
助
教
授
は
、
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
ア
テ
ネ
大
学
の
法
学
部
で
、
比
較
法
を
担
当
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
著
作

と
し
て
は
、T

h
e

equ
ality

of
creditors

in
private

in
tern

ation
allaw

of
ban

kru
ptcies

[in
G

reek
],A

th
en

s

―K
om

otin
i

1992
;

F
oru

m
N

on
C

on
ven

ien
s.T

h
e

equ
ity

in
th

e
fram

e
of

legality
[in

G
reek

],
A

th
en

s

―K
om

otin
i

1995
;

T
h

e

evolu
tion

of
private

in
tern

ation
al

law
in

U
n

ited
S

tates
of

A
m

erica
.

T
radition

―

R
evolu

tion

―

C
ou

n
ter

―

revolu
tion

[in
G

reek
],A

th
en

s
1996

;
M

ileston
es

in
th

e
C

ou
rse

of
C

om
parative

L
aw

.
T

h
esis

an
d

A
n

tith
esis

[in

G
reek

],A
th

en
s-K

om
otin

i2003
;

C
om

parative
law

.U
n

iversity
cou

rses
[in

G
reek

],A
th

en
s

―K
om

otin
i2004

等
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ム
ス
タ
イ
ラ
助
教
授
に
は
、
本
研
究
会
に
お
い
て
、
比
較
法
学
の
観
点
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た

「
法
の
統
合
」
の
試
み
に
つ
い
て
、
批
判
的
に
検
討
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
後
、
Ｅ
Ｕ
統
合
が
進
む
な
か
で
、
各
構
成
国
の
文
化
的
・

制
度
的
な
多
様
性
を
い
か
に
し
て
維
持
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
参
加
者
の
間
で
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。
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