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二
つ
の
伝
記

　
「
近
代
刑
法
学
の
父
」
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（Paul Johann A

nselm
 von Feuerbach, 1775-1833

）
と
「
近
代
民
法
学
の
父
」

サ
ヴ
ィ
ニ
ー（Friedrich Carl von Savigny, 1779-1861
）の
思
想
史
的
関
係
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、ま
ず
は
両
人
の
接
点
と
な
っ

た
三
つ
の
興
味
深
い
事
実
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
法
典
論
争
に
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
キ
ー
ル
大
学
の
テ
ィ
ボ
ー
は
イ
ェ
ー
ナ
大
学
に
移
籍
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
後
任
と
し
て
当
時
イ
ェ
ー
ナ
に
い
た
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
キ
ー
ル
に
推
薦
し
た
。

　

第
二
に
、
ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
で
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
住
ん
だ
家
に
、
数
年
後
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
も
住
ん
だ
。

　

第
三
に
、
テ
ィ
ボ
ー
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
あ
い
だ
に
民
法
典
論
争
が
始
ま
っ
た
の
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
編
纂
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法

典
が
完
成
し
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
ぞ
れ
は
偶
然
の
出
来
事
に
み
え
よ
う
が
、ド
イ
ツ
十
九
世
紀
初
頭
の
啓
蒙
主
義
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
へ
と
至
る
時
代
に
と
っ
て
は
、

け
っ
し
て
見
逃
し
得
な
い
事
件
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
関
係
も
、
た
と
え
ば
哲
学
的
法
学
と

歴
史
法
学
の
微
妙
な
絡
み
合
い
に
ま
で
着
目
し
な
け
れ
ば
、
刑
法
学
な
り
民
法
学
内
部
の
孤
立
し
た
学
説
史
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
。

　

本
稿
で
試
み
る
よ
う
な
思
想
史
的
研
究
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
き
わ
め
て
優
れ
た
研
究
が
先
行
し
て
い
る
。
一
つ
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

に
よ
る
『
一
法
律
家
の
生
涯
―
―
Ｐ
・
Ｊ
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
伝
―
―
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
没

後
百
周
年
を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
オ
イ
ゲ
ン
・
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
の
『
詩
人
法
律
家
』
に
収
録
さ
れ

た
二
篇
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
論
で
あ
る
。
奇
し
く
も
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
と
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
は
、
前
後
し
て
キ
ー
ル
大
学
に
赴
任
し
て

お
り
、ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
に
よ
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
伝
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
を
強
く
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
に
せ
よ
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
伝
に
せ
よ
、
各
々
の
刑
法
学
者
な
り
民
法
学
者
と
し
て
の
側
面
よ
り
は
、
彼
ら
の
家
族
関

係
や
と
り
わ
け
文
学
と
の
関
わ
り
に
多
く
の
頁
を
費
や
し
た
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
加
え
て
、
我
が
国
の
著
名
な
刑
法
学
者
で
あ
っ
た
瀧
川
幸
辰
の
業
績
を
挙
げ
な
い
わ
け
に
も
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
瀧
川
に
は

「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
」
と
い
う
、
本
論
稿
と
ま
っ
た
く
同
じ
標
題
の
論
文
が
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
論
文
に
即
し
つ
つ
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
お
き
た
い
。
こ
の
瀧
川
論
文
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
寄
り
の
き
ら
い
は

あ
る
が
、
全
体
と
し
て
二
人
の
法
学
者
の
業
績
の
み
な
ら
ず
性
格
描
写
に
ま
で
及
ん
だ
、
こ
れ
ま
た
優
れ
た
法
思
想
史
的
研
究
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
次
の
一
節
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　
　

 

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
及
び
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
十
九
世
紀
の
法
学
界
に
同
一
程
度
の
、
し
か
し
反
対
の
意
味
の
影
響
を
与
え
た
。
一
は

（
2
）
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カ
ン
ト
哲
学
に
啓
蒙
せ
ら
れ
、
他
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク
に
結
付
く
。
一
は
合
理
主
義
的
な
実
行
的
制
定
法
主
義
を
主
張
し
、
他
は

法
の
歴
史
的
生
成
を
尊
重
し
制
定
法
の
専
恣
を
排
斥
し
た
。
一
は
刑
法
学
者
で
あ
り
、
他
は
私
法
学
者
で
あ
る
。
両
人
共
に
現
在

の
法
律
状
態
、
専
擅
的
な
裁
判
、
神
秘
的
な
自
然
法
を
排
撃
す
る
点
に
お
い
て
意
見
の
一
致
を
見
出
し
た
。
異
な
る
は
そ
の
改
革

の
方
法
で
あ
る
。

　

瀧
川
の
こ
の
論
文
は
二
人
の
法
学
者
の
関
係
に
つ
い
て
核
心
を
衝
い
て
い
る
と
は
思
う
が
、
研
究
の
展
開
の
た
め
に
は
な
お
少
々
の

肉
付
け
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
は
、
カ
ン
ト
的
な
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク
的
な
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
対
比
で
あ
る
。
も
と
も
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
に
は
哲
学
志
向
が
あ
り
、イ
ェ
ー
ナ
大
学
で
は
カ
ン
ト
哲
学
の
継
承
者
と
し
て
名
高
い
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
か
ら
哲
学
史
な
ど
を
学
ん
だ
。

ま
た
若
き
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
も
「
法
学
の
カ
ン
ト
」
た
る
こ
と
を
志
し
て
い
た
こ
と
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
伝
記
的
叙
述
に
必
ず
見
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
の
転
換
期
に
青
年
時
代
を
送
っ
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
、
カ

ン
ト
哲
学
が
意
味
す
る
の
は
ド
イ
ツ
的
な
啓
蒙
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
啓
蒙
主
義
の
本
場
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
革
命

の
混
乱
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
そ
の
輸
出
を
経
験
す
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
的
な
啓
蒙
主
義
も
そ
の
継
承
か
訣
別
か
に
分
岐
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
道
主
義
は
啓
蒙
主
義
の
延
長
線
上
に
留
ま
っ
た
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
と
の
交
流

の
中
で
民
族
固
有
の
文
化
に
強
い
関
心
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
直
接
に
交
流
し
た
ロ
マ
ン
主
義
者
と
し
て

は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
兄
弟
や
ア
ヒ
ム
・
フ
ォ
ン
・
ア
ル
ニ
ム
や
グ
リ
ム
兄
弟
が
い
た
。

　

次
に
法
学
に
即
し
て
比
較
す
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
「
実
行
的
制
定
法
主
義
」、
つ
ま
り
法
実
証
主
義
に
立

脚
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
人
間
一
般
の
合
理
的
判
断
を
大
前
提
と
し
て
こ
そ
の
、
法
典
編
纂
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
だ
が
専
門
的

（
4
）

155

フォイエルバッハとサヴィニー（堅田）

― ―



訓
練
を
積
ん
だ
法
律
家
な
ら
と
も
か
く
、誰
も
が
合
理
的
判
断
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
と
い
う
の
は
大
い
な
る
擬
制
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
歴
史
主
義
は
民
族
の
個
別
性
と
法
の
生
成
過
程
と
を
結
び
付
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
を
非
合
理

的
な
存
在
と
解
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
建
前
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
法
律
家
た
ち
が
学
問
的

な
立
法
能
力
を
獲
得
す
る
ま
で
の
時
間
稼
ぎ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
に
せ
よ
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の

プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
に
せ
よ
、
国
王
の
専
制
お
よ
び
恣
意
的
な
裁
判
に
振
り
回
さ
れ
た
点
に
関
し
て
は
、
二
人
の
法
学
者
は
と
も
に
苦
い

経
験
を
味
わ
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
刑
法
学
者
で
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
民
法
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
自
明
の
事
実
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
学
位
論
文
は
刑
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
講
義
は
民
法
学
に
ま
で
及
ん
で

い
た
。
そ
の
う
え
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
法
典
編
纂
は
普
遍
的
な
人
道
主
義
に
馴
染
み
や
す
い
刑
法
か
ら
始
ま
り
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

の
歴
史
法
学
は
民
族
的
個
別
性
と
親
和
的
な
民
法
を
根
拠
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

瀧
川
の
い
う
「
神
秘
的
な
自
然
法
」
な
る
も
の
は
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
下
に
よ
る
も
の
で
、
自
然
法
論
そ
の
も
の
は
社
会
契
約

論
な
り
カ
ン
ト
哲
学
の
も
と
で
は
、
個
人
道
徳
を
核
と
す
る
近
代
自
然
法
論
に
変
質
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
の
刑
法
論
は
人
道
主
義
や
合
理
主
義
に
固
執
し
た
。
と
こ
ろ
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
歴
史
法
学
は
、
中
世
的
か
近
代
的
か
を
問
わ

ず
、
自
然
法
論
の
普
遍
主
義
そ
の
も
の
に
反
対
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
瀧
川
の
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
」
論
（
一
九
三
六
年
）
か
ら
は
多
く
の
疑
問
が
出
て
く
る
。
そ
れ
ら

を
検
証
し
よ
う
に
も
、
こ
の
瀧
川
論
文
に
は
注
が
な
い
た
め
に
手
が
か
り
を
捕
ら
え
よ
う
が
な
い
。
注
が
欠
落
し
た
論
文
は
論
文
た
り

え
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
困
惑
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
瀧
川
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
（
一
九
三
四
年
）
を
読
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
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の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
伝
は
戦
後
の
刊
行
で
あ
る
か
ら
無
理
だ
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
基
本
的
情
報
さ
え
確
認
で
き
な
い
以
上
、
瀧
川
論
文
か

ら
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
思
想
史
的
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
根
本
的
に
制
約
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

た
だ
し
、瀧
川
の
名
誉
の
た
め
に
急
い
で
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。そ
れ
は
、フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
の
相
違
に
関
わ
る
一
連
の
比
喩
的
表
現
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、「
シ
ル
ラ
ー（
シ
ラ
ー
）と
ゲ
ー
テ
」、「
闘
争
的
な
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
」
と
「
平
和
的
な
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
」、「
山
川
の
渦
巻
く
激
流
」
と
「
平
野
を
静
か
に
流
れ
る
大
川
」
と
い
っ
た
文
学
的
な
表
現
の
数
々

で
あ
る
。

　

実
は
こ
う
し
た
文
学
的
表
現
こ
そ
が
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
や
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
伝
に
お

い
て
も
最
大
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
は
、
学
説
史
的
な
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
文
字
通
り
の
人
物
伝
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

は
こ
れ
を
、「
迫
り
来
る
、
お
お
、
迫
り
来
る
、
高
貴
な
亡
霊
た
ち
の
列
が
」
な
ど
と
い
っ
た
、
過
度
な
文
学
的
表
現
で
も
っ
て
始
め

て
い
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
家
の
天
才
と
狂
気
の
系
譜
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
、
刑
法
学
者
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
そ
の
血
統
の
呪
い

の
中
で
出
生
し
た
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
伝
も
、「
詩
人
法
律
家
」
の
枠
組
み
の
中
で
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
兄
妹
の
家
族
的
交
流
を
主
題
と
し
て
い
る
。そ
こ
で
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
天
才
的
な
民
法
学
者
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、

む
し
ろ
ロ
マ
ン
主
義
的
な
文
学
運
動
の
支
援
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
視
点
に
立
つ
か
ぎ
り
、
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
の
筆
致

も
自
ず
と
文
学
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　

以
下
で
は
煩
わ
し
さ
を
避
け
る
た
め
に
、ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
を
単
に〈
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
〉、ヴ
ォ
ー

ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
に
よ
る
一
連
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
研
究
を
〈
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
伝
〉
と
表
記
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
過
大
な
表
記
と
の
印
象
は

（
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免
れ
な
い
の
だ
が
、〈
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
伝
〉
は
こ
れ
を
収
載
し
た
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
著
『
詩
人
法
律
家
』
の
公
刊
に
よ
っ
て
、
よ
う

や
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
情
が
背
景
に
あ
る
。

　
〈
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
〉の
訳
者
、宮
澤
浩
一
に
よ
れ
ば
、当
時
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
私
講
師
と
な
っ
て
い
た
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー

ト
ブ
ル
フ
は
、「
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
伝
記
の
準
備
」
の
た
め
に
、
一
九
一
〇
年
六
月
十
八
日
付
で
、
バ
ー
デ
ン
州

の
文
化
省
か
ら
五
百
マ
ル
ク
の
助
成
金
を
受
理
し
て
い
る
。
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
明
確
に
〈
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

伝
〉
の
執
筆
を
準
備
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
対
し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
遺
族
か
ら
は
、
草
稿
は
も
と
よ
り
手
紙

や
メ
モ
類
に
い
た
る
ま
で
の
膨
大
な
資
料
が
提
供
さ
れ
て
い
た
。
宮
澤
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
未
亡
人
か
ら
の
手
紙
に
基
づ
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
伝
に
つ
い
て
は
、
私
講
師
の
時
代
か
ら
山
程
の
メ
モ
を
た
め
て
居
ら
れ
た
が
、
そ
れ
等
は
何
等
系
統
立
た
な
い

素
材
の
累
積
の
状
態
で
あ
っ
た
。
夫
人
の
手
紙
に
よ
る
と
、
教
授
の
書
斎
に
は
、
十
数
年
間
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
家
に
伝
わ
る
草

稿
、
書
き
ち
ら
し
、
手
紙
、
メ
モ
類
が
一
ぱ
い
に
つ
ま
っ
た
木
製
の
大
き
な
物
入
れ
が
据
え
ら
れ
、
教
授
は
こ
れ
等
を
た
ん
ね
ん

に
読
ん
で
は
メ
モ
を
と
っ
て
居
ら
れ
、
決
し
て
単
な
る
セ
コ
ン
ド
ハ
ン
ド
の
抜
粋
な
ど
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
オ
リ
ジ

ナ
ル
を
用
い
て
居
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
特
権
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
教
授
が
私
講
師
の
時
代
か
ら
、
リ
ン
ダ
ウ
に
住
む

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
一
家
と
親
交
を
も
た
れ
た
こ
と
か
ら
、
貴
重
な
資
料
を
自
由
に
駆
使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

生な
ま

の
資
料
を
手
元
に
揃
え
る
と
い
っ
た
幸
運
な
環
境
に
あ
り
な
が
ら
、〈
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
〉
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
三
四

年
の
末
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
遅
筆
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
社
会
民
主
党
の
党
員
で
あ
っ
て
、
第
一

（
6
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次
大
戦
後
の
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
司
法
大
臣
も
務
め
た
の
で
、ナ
チ
ス
の
全
権
掌
握
後
は
大
学
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
〈
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
〉
を
ド
イ
ツ
で
公
表
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
な
ん
と
か
ウ
ィ
ー
ン
の
シ
ュ
プ
リ
ン
ガ
ー

書
店
か
ら
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

他
方
で
、
オ
イ
ゲ
ン
・
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
の
『
詩
人
法
律
家
』
も
、
す
ん
な
り
と
刊
行
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
ヴ
ォ
ー
ル
ハ

ウ
プ
タ
ー
は
、
法
学
を
学
び
な
が
ら
も
文
学
的
あ
る
い
は
芸
術
的
な
素
質
に
優
れ
て
い
た
者
た
ち
を
詩
人
法
律
家
（D

ichterjuristen

）

と
総
称
し
て
、
そ
の
枠
組
み
で
伝
記
的
な
論
文
を
数
多
く
書
き
溜
め
て
い
た
。
当
初
よ
り
こ
れ
ら
を
『
詩
人
法
律
家
』
な
る
標
題
の
も

と
に
刊
行
す
る
計
画
は
あ
っ
た
も
の
の
、
自
身
の
病
気
と
第
二
次
大
戦
の
た
め
に
、
生
存
中
の
出
版
は
適
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
、
戦

後
に
な
っ
て
弟
子
の
Ｈ
・
Ｇ
・
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
が
全
三
巻
の
『
詩
人
法
律
家
』
と
し
て
一
九
五
三
年
か
ら
刊
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
う
や
く
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

こ
の
中
に
は
既
発
表
の
論
文
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
多
く
は
未
発
表
の
論
文
で
あ
る
。〈
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
伝
〉
に
直
接
関
連
す
る
も
の

と
し
て
、
論
文
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
ク
レ
メ
ン
ス
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
」
は
一
九
四
四
年
に
バ
イ
エ

ル
ン
州
の
郷
土
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
ア
ヒ
ム
・
フ
ォ
ン
・
ア
ル
ニ
ム
」

は
未
発
表
か
つ
未
完
成
の
論
文
で
あ
る
。
こ
の
他
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
ベ
ッ
テ
ィ
ー
ナ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
と
の
関
係
を
主
題
と
し
た
論
文

も
予
定
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
の
病
死
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
〈
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
伝
〉
と
称
す
る
に
は
躊
躇
い
も
あ
る
も
の
の
、
し
か
し
ロ
マ
ン
主
義
者
と
の
人
的
交
流
を
描
い
た
伝
記
と
し
て
は
、
今
の
と

こ
ろ
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
。
し
か
も
こ
こ
に
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
比
較
が
頻
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
関
係
を
検
証
す
る
に
際
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
大
学
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
一
つ
に
キ
ー
ル

大
学
が
あ
る
。
か
つ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
教
壇
に
立
っ
た
こ
の
大
学
は
、
偶
然
に
も
戦
前
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
勤
務
先
で
あ
り
、
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彼
が
去
っ
た
数
年
後
に
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
が
や
っ
て
来
て
戦
後
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
キ
ー
ル
大
学
の
テ
ィ
ボ
ー
と
は
、
あ
た
か
も
勤
務
先
を
交
換
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
入
れ
替

わ
る
こ
と
に
な
る
。
法
典
論
争
の
伏
線
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
敷
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

二　

イ
ェ
ー
ナ
で
の
擦
れ
ち
が
い

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
生
ま
れ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
父
親
と
の
確
執
も
あ
っ
て
イ
ェ
ー
ナ
に
逃
亡
し
た
が
、
一
七
九
二
年
十
二
月

に
当
地
の
大
学
で
入
学
登
録
を
お
こ
な
っ
た
。
彼
は
も
と
も
と
哲
学
志
望
で
あ
り
、
イ
ェ
ー
ナ
大
学
に
は
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
と
い
う
カ
ン

ト
哲
学
の
有
力
な
継
承
者
が
い
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
こ
の
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
も
と
で
、
哲
学
史
、
論
理
学
、
形
而
上
学
、
美
学

の
講
義
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
一
七
九
五
年
九
月
に
は
、
哲
学
博
士
の
学
位
を
取
得
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
順
調
に
進
め
ば
、
彼
は
哲

学
者
と
し
て
大
成
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
な
お
イ
ェ
ー
ナ
に
留
ま
っ
て
、
一
七
九
六
年
の
夏
学
期
に
は
、
重
大
な
決
断
を
お
こ
な
っ
た
。
す

な
わ
ち
後
年
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、「
そ
こ
で
私
は
、
性
急
で
は
あ
る
が
、
確
固
と
し
た
決
意
で
も
っ
て
、
愛
す
る
哲
学
か
ら
嫌
な
法
学

へ
と
転
向
し
た
の
で
す
」。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
当
地
で
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ー
ネ
・
ト
レ
ス
タ
ー
な
る
女
性
と
知
り
合
い
、
子
供
を

授
か
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
に
よ
り
、
彼
は
「
パ
ン
の
た
め
の
学
問
」
と
し
て
の
法
学
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
蛇
足
な
が
ら
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ー
ネ
（
ミ
ー
ネ
）
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
ウ
グ
ス
ト
の
御
落
胤
で
あ
っ
た
と
い
う
。
要
す
る
に
、

ゲ
ー
テ
が
仕
え
た
ザ
ク
セ
ン
＝
ワ
イ
マ
ー
ル
公
の
隠
し
子
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
法
学
を
学
ぶ
こ
と
を
条
件

に
父
親
と
和
解
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
一
七
九
八
年
七
月
に
、
イ
ェ
ー
ナ
で
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ー
ネ
と
正
式
に
結
婚
し
て
い
る
。

（
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奇
妙
な
こ
と
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
法
学
の
研
究
を
嫌
々
な
が
ら
お
こ
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
哲
学
と
法
学
と
の
、
と
り
わ
け
刑
法
学
と
の
間
に
は
論
理
的
思
考
と
い
う
親
和
性
が
あ
る
の
で
、
こ
の
刑
法
学

に
お
い
て
哲
学
的
才
能
が
法
学
的
天
才
を
目
覚
め
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。彼
は
早
速
一
七
九
八
年
に
、反
逆
罪
に
関
す
る
哲
学
的
・

法
学
的
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
家
契
約
論
を
踏
ま
え
た
大
逆
罪
の
構
成
要
件
論
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
哲
学
と
法
学
と
を
架

橋
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
フ
ー
ゴ
ー
が
批
判
的
な
書
評
を
お
こ
な
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
国
家
契
約

論
と
構
成
要
件
論
と
い
っ
た
出
自
の
異
な
る
二
つ
の
原
理
を
安
直
に
結
合
す
る
、
と
い
う
趣
旨
の
批
判
で
あ
る
。
フ
ー
ゴ
ー
は
歴
史
法

学
の
先
駆
者
と
い
わ
れ
る
が
、
彼
の
方
法
論
か
ら
す
れ
ば
、
二
つ
の
原
理
を
繋
げ
る
た
め
に
は
、
法
の
歴
史
的
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
け
れ
ど
も
若
き
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
そ
れ
は
哲
学
と
法
学
の
架
橋
を
全
否
定
す
る
痛
烈
な

批
評
と
し
て
、
過
剰
に
受
け
止
め
た
。
二
十
年
後
に
な
っ
て
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
フ
ー
ゴ
ー
の
こ
と
を
、「
法
学
者
の
な
か
の

気
障
に
思
い
あ
が
っ
た
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
」
と
罵
倒
し
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
フ
ー
ゴ
ー
の
論
争
を
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
対
立

の
前
奏
曲
」
と
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
フ
ー
ゴ
ー
は
歴
史
法
学
の
先
駆
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
代
理
人
と
し
て
攻
撃

の
対
象
に
な
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
も
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
思
想
界
の
伝
統
を
守
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

肝
心
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
あ
と
に
検
討
す
る
。

　

さ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
勤
勉
に
も
、
一
七
九
九
年
一
月
に
は
法
学
博
士
の
学
位
も
取
得
し
た
。
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
学
位
論

文
の
標
題
は
、「
自
由
の
抑
圧
さ
れ
た
生
活
に
よ
る
減
刑
事
由
に
つ
い
て
」（D

e causis m
itigandi ex capite im

peditae 

libertatis

）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
十
六
世
紀
の
カ
ロ
リ
ー
ナ
法
典
に
み
ら
れ
る
過
酷
な
重
罰
主
義
を
超
実
定
法
的
に
軽
減
し
よ
う

（
9
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と
す
る
実
務
的
要
請
に
対
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
こ
れ
を
斥
け
て
い
る
。
哲
学
と
法
学
の
架
橋
を
志
向

し
な
が
ら
も
、
彼
は
安
直
な
人
道
主
義
が
法
学
に
介
入
す
る
こ
と
を
警
戒
す
る
の
で
あ
る
。

　

学
位
を
取
得
し
た
あ
と
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
私
講
師
と
し
て
、
一
七
九
九
年
の
夏
学
期
か
ら
講
義
を
開
始
し

た
。
も
と
よ
り
刑
法
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
一
般
法
学
、
自
然
法
、
解
釈
学
、
ロ
ー
マ
法
制
史
を
も
講
じ
て
い
る
。
一
八
〇
一
年
に
は
、

『
現
行
ド
イ
ツ
普
通
刑
法
教
科
書
』
を
出
版
し
た
。
こ
れ
は
十
九
世
紀
半
ば
に
い
た
る
ま
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
標
準
的
な
教
科
書
と

な
っ
た
。
刑
法
学
者
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
研
究
者
と
し
て
の
船
出
は
、
ま
こ
と
に
順
風
満
帆
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

　

こ
の
イ
ェ
ー
ナ
時
代
の
絶
頂
期
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
初
め
て
会
っ
た
よ
う
だ
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
マ
ー
ル
ブ

ル
ク
か
ら
中
部
ド
イ
ツ
へ
の
研
修
旅
行
に
出
た
の
だ
が
、
そ
の
途
上
、
一
七
九
九
年
の
夏
お
よ
び
一
八
〇
〇
年
の
春
と
夏
に
合
わ
せ
て

約
二
か
月
に
わ
た
っ
て
イ
ェ
ー
ナ
に
滞
在
し
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
い
う
同
時
代
の
二
人
の
法
学
者
に
つ
い
て
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
以
下
の
よ
う
に
比
較
し
て
い
る
。
遺
憾
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
、
二
人
の
間
に
友
情
は
生
ま
れ
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
少
々
長
い
が
引
用
す
る
。

　
　

 

最
初
の
出
会
い
に
際
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
が
如
何
に
互
い
に
影
響
し
あ
っ
た
か
に
着
目
す
る
こ
と
は
魅

力
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。
―
―
ド
イ
ツ
の
法
学
に
、
同
じ
程
度
に
で
は
あ
る
が
対
蹠
的
な
意
味
で
影
響
し
た
と
い
え
る
、
こ
の
二
人

の
正
反
対
の
人
物
。
一
人
は
カ
ン
ト
的
に
継
承
さ
れ
た
啓
蒙
主
義
に
根
ざ
し
、
他
の
一
人
は
ロ
マ
ン
主
義
と
密
接
に
結
び
つ
い
て

い
た
。
前
者
は
理
性
を
信
じ
行
動
を
喜
び
と
す
る
立
法
者
で
あ
り
、
後
者
は
歴
史
的
な
形
成
を
敬
意
を
も
っ
て
探
求
し
、
立
法
者

の
恣
意
に
は
対
立
す
る
人
で
あ
る
。
前
者
は
、
内
的
な
葛
藤
と
多
様
で
外
的
な
生
活
苦
か
ら
業
績
を
挙
げ
、
後
者
は
、
若
い
と
き

か
ら
驚
く
ほ
ど
均
衡
が
取
れ
、好
運
に
導
か
れ
て
大
成
し
た
。―
―
巨タ

イ
タ
ン人
と
偉オ
リ
ン
ピ
ア人だ
！　

だ
が
残
念
な
こ
と
に
、フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

（
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ハ
が
そ
の
時
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
か
ら
如
何
な
る
印
象
を
得
た
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
、
当
時

に
お
い
て
、
た
と
え
ば
ハ
イ
ゼ
と
共
に
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ト
の
家
で
一
緒
に
な
っ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
知
己
に
な
っ
て
い
た
か
ど
う

か
さ
え
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
遠
ざ
け
て
い
た
当
の
ロ
マ
ン
主
義
者
の

仲
間
と
交
際
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
四
歳
ほ
ど
年
少
者
〔
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
〕
の
真
面
目
で
格
式
ぶ
っ

た
生
活
様
式
に
対
し
て
、
た
と
え
冷
淡
な
敬
意
を
覚
え
た
と
し
て
も
、
け
っ
し
て
共
感
は
も
た
な
か
っ
た
、
と
推
測
す
る
こ
と
は

で
き
る
だ
ろ
う
。

　

十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
の
転
換
期
の
イ
ェ
ー
ナ
は
、
啓
蒙
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
共
通
の
牙
城
の
観
を
呈
し
て
い
た
。
そ
の
中

で
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
啓
蒙
主
義
の
ド
イ
ツ
版
た
る
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
法
哲
学
に
移
り
、
間
も
な
く
刑
法
学
に
最
適
の
居
場
所
を
見

出
し
た
。
他
方
「
法
学
の
カ
ン
ト
」
た
る
こ
と
を
目
指
し
た
は
ず
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
刑
法
学
の
領
域
で
学
位
を
取
得
し
た
あ
と
、
マ
ー

ル
ブ
ル
ク
大
学
で
法
学
方
法
論
の
講
義
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
周
囲
に
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
兄
妹
や
グ
リ
ム
兄
弟
な

ど
新
世
代
の
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
が
お
り
、
彼
自
身
も
啓
蒙
主
義
よ
り
は
ロ
マ
ン
主
義
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
。
彼
ら
の
微
妙
な
思
想

的
変
遷
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
詳
細
を
避
け
る
が
、
二
人
の
若
き
法
学
者
に
と
っ
て
、
反
自
然
法
論
の
立
場
こ
そ
は
こ
の
時
点
で
の
わ

ず
か
な
結
節
点
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
あ
ま
り
大
き
な
関
心
を
示
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、〈
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
〉
に
は
、
こ
の
時
期
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

の
見
解
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
八
〇
二
年
二
月
三
日
付
の
フ
リ
ー
ス
宛
の
手
紙
だ
が
、
そ
の
中
に
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

自
然
法
批
判
を
、
私
は
こ
の
時
期
の
最
も
理
解
し
や
す
い
本
と
考
え
ま
す
」
と
い
う
一
節
が
み
ら
れ
る
。
自
然
法
は
あ
ま
り
に
抽
象
的

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
実
定
法
に
組
み
込
ん
で
具
体
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

（
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の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
自
然
法
の
普
遍
性
は
超
歴
史
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
実
定
法
学
か
ら
は
斥
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、カ
ン
ト
的
な
自
然
法
批
判
を
乗
り
越
え
る
志
向
性
に
お
い
て
、若
き
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
若
き
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
は
、イ
ェ
ー

ナ
の
地
で
問
題
を
共
有
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。

　

し
か
し
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
旅
行
の
途
次
に
あ
っ
た
か
ら
当
然
で
あ
る
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
ま
た
イ
ェ
ー
ナ
か
ら
去
る
こ
と
に

な
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
一
八
〇
〇
年
九
月
に
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
員
外
教
授
と
な
っ
た
。
間
も
な
く
法
学
提
要
担
当
の
正
教
授

職
が
空
席
に
な
っ
た
の
で
、
法
学
部
は
三
名
の
候
補
者
に
順
位
を
付
し
て
推
薦
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
位
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、

第
二
位
が
キ
ー
ル
大
学
の
テ
ィ
ボ
ー
、
第
三
位
が
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
マ
ル
テ
ィ
ン
で
あ
っ
た
。
マ
ル
テ
ィ
ン
は
、
後
年
プ
ロ
イ

セ
ン
刑
法
典
の
制
定
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
質
的
に
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
テ
ィ
ボ
ー
の
争
い
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、

法
学
提
要
は
ロ
ー
マ
法
の
中
心
講
座
で
あ
る
か
ら
、
本
命
は
テ
ィ
ボ
ー
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
実
際
、
第
二
位
の
テ
ィ
ボ
ー
が
法

学
提
要
の
教
授
に
任
命
さ
れ
、
第
一
位
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
対
し
て
は
、
封
建
法
の
無
給
の
講
座
が
提
示
さ
れ
る
と
い
う
、
あ
る

意
味
で
不
名
誉
な
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

皮
肉
な
こ
と
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
天
才
性
を
見
抜
い
た
の
は
テ
ィ
ボ
ー
で
あ
っ
た
。
キ
ー
ル
大
学
の
テ
ィ
ボ
ー
は
、
自
ら
が

イ
ェ
ー
ナ
大
学
に
移
籍
す
る
こ
と
で
空
席
と
な
る
講
座
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
推
薦
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
直
後
に
他
の
大
学
か
ら

も
招
聘
さ
れ
た
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
キ
ー
ル
を
選
ん
だ
。
こ
う
し
て
、
結
果
的
に
は
キ
ー
ル
大
学
の
テ
ィ
ボ
ー
と
イ
ェ
ー
ナ
大

学
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
あ
た
か
も
交
換
さ
れ
る
よ
う
な
人
事
が
成
立
し
た
。

　

こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
イ
ェ
ー
ナ
在
住
の
ア
ウ
グ
ス
ト
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
夫
人
カ
ロ
リ
ー
ネ
は
名
言
を
残
し
て
い
る
。

　
　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
氏
は
、
法
学
者
の
テ
ィ
ボ
ー
を
運
ん
で
く
る
の
と
同
じ
馬
車
で
キ
ー
ル
に
去
っ
て
行
き
ま
す
。
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確
証
は
な
い
が
、
文
学
的
比
喩
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
こ
は
あ
え
て
文
字
通
り
に
解
し
て
お
こ
う
。
一
八
〇
二
年
の
三
月
末
に
テ
ィ

ボ
ー
は
キ
ー
ル
を
出
発
し
た
。
そ
し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
四
月
五
日
に
イ
ェ
ー
ナ
を
発
っ
た
。
カ
ロ
リ
ー
ネ
が
記
し
た
よ
う
に
、

テ
ィ
ボ
ー
を
乗
せ
て
き
た
馬
車
で
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
立
ち
去
っ
た
と
し
て
も
、
日
程
的
に
さ
ほ
ど
の
矛
盾
は
な
い
か
ら
だ
。

　

ア
ウ
グ
ス
ト
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
弟
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
と
と
も
に
、
イ
ェ
ー
ナ
の
ロ
マ
ン
主
義
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら

ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
は
、
け
っ
し
て
良
好
な
関
係
に
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
カ
ロ
リ
ー
ネ
の
言
葉
は
、
立
ち

去
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
惜
し
む
と
い
う
よ
り
は
、む
し
ろ
テ
ィ
ボ
ー
を
歓
迎
す
る
と
い
っ
た
趣
き
が
あ
る
。サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
イ
ェ
ー

ナ
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
に
交
流
し
た
の
は
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
を
は
じ
め
と
し
た
こ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
の
社
交
界
で

あ
っ
た
。

　

一
八
〇
二
年
二
月
の
旧
友
ハ
イ
ゼ
宛
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
カ
ロ
リ
ー
ネ
よ
り
も
さ
ら
に
テ
ィ
ボ
ー
の
側
に
立
っ
て

い
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
友
人
へ
の
手
紙
に
お
い
て
、「
テ
ィ
ボ
ー
は
、
思
う
に
、
イ
ェ
ー
ナ
で
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
以
上
に
大
き
な
成

功
を
収
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
書
い
て
い
る
か
ら
だ
。

　

オ
イ
ゲ
ン
・
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
の
〈
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
伝
〉
に
よ
れ
ば
、
中
部
ド
イ
ツ
へ
の
研
修
旅
行
に
お
け
る
若
き
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

の
最
大
の
成
果
は
、
イ
ェ
ー
ナ
の
地
で
ク
レ
メ
ン
ス
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
出
会
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
七
九
九
年
の
七
月
末
か

八
月
初
め
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、と
い
う
こ
と
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
の
出
会
い
に
先
行
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。ク
レ
メ
ン
ス
・

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
当
時
は
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
医
学
生
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
新
世
代
の
ロ
マ
ン
主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
一
歳
ほ
ど
年
長
の
ク
レ
メ
ン
ス
と
意
気
投
合
し
、
彼
ら
の
生
涯
に
わ
た
る
交
流
が
始
ま
っ
た
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
研
修
旅

行
か
ら
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
戻
る
際
に
は
、
ク
レ
メ
ン
ス
も
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
ま
で
同
行
し
て
い
る
。

　

と
い
う
の
は
、
両
人
と
も
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
出
身
で
あ
っ
た
か
ら
だ
が
、
当
地
の
「
金
頭
館
」
な
る
邸
宅
こ
そ
、
ク
レ
メ
ン
ス
と
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そ
の
妹
ク
ニ
グ
ン
デ
お
よ
び
ベ
ッ
テ
ィ
ー
ナ
の
生
家
で
あ
っ
た
。「
金
頭
館
」
は
、
裏
庭
を
通
じ
て
ゲ
ー
テ
の
生
家
に
隣
接
し
て
い
た
。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
一
家
の
交
際
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
ゲ
ー
テ
の
交
際
に
も
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。

　

ゲ
ー
テ
は
ザ
ク
セ
ン
＝
ワ
イ
マ
ー
ル
公
国
の
大
臣
と
し
て
教
育
や
文
化
部
門
を
担
当
し
て
お
り
、
イ
ェ
ー
ナ
大
学
も
彼
の
管
轄
下
に

あ
っ
た
。
だ
が
研
修
旅
行
の
際
に
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
ゲ
ー
テ
と
ま
だ
面
識
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
じ
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
出

身
で
あ
り
な
が
ら
、
若
き
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
は
、
ゲ
ー
テ
は
あ
ま
り
に
ま
ば
ゆ
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
イ
ェ
ー
ナ
で
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
交
際
圏
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
離
れ
た
位
置
に
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、

学
生
時
代
か
ら
十
年
ほ
ど
暮
ら
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
し
だ
い
に
孤
立
感
を
深
め
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
最
初
の
出
会
い
は
、
擦
れ
ち
が
い
に
終
わ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
と
テ
ィ
ボ
ー
と
が
同
じ
馬
車
に
乗
る
人
と
降
り
る
人
と
し
て
擦
れ
ち
が
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
。
こ
の
三
人
の
法
学
者
は
、
や
が
て
法

典
の
編
纂
や
法
の
歴
史
的
研
究
を
め
ぐ
っ
て
敵
と
味
方
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
、
も
う
少
し
あ
と
の
こ
と
で

あ
る
。
イ
ェ
ー
ナ
に
お
い
て
は
、
彼
ら
は
互
い
の
才
能
に
は
気
づ
き
な
が
ら
も
、
擦
れ
ち
が
う
に
留
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

一
八
〇
二
年
の
四
月
五
日
に
イ
ェ
ー
ナ
発
の
馬
車
に
乗
っ
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
十
七
日
に
キ
ー
ル
に
到
着
し
た
。
彼
の
日
記

に
は
、「
は
じ
め
て
キ
ー
ル
の
塔
を
眺
め
た
と
き
、
太
陽
の
光
が
射
し
て
き
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
憂
鬱
な
イ
ェ
ー
ナ
か
ら
、
彼
は
解

放
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
キ
ー
ル
で
成
功
を
収
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

三　

ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
の
家

　

イ
ェ
ー
ナ
か
ら
移
籍
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
、
キ
ー
ル
大
学
時
代
は
可
も
な
く
不
可
も
な
く
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
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ろ
う
か
。
イ
ェ
ー
ナ
の
社
交
界
に
お
け
る
人
間
関
係
の
煩
わ
し
さ
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
も
の
の
、
仕
事
の
面
で
は
と
く
に
大
き
な
業
績

を
挙
げ
た
わ
け
で
も
な
い
か
ら
だ
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
時
代
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、「
民
事
法
へ
の
転
換
」（auf Zivilrecht 

um
stellen

）が
挙
げ
ら
れ
る
。も
ち
ろ
ん
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、キ
ー
ル
で
は
刑
法
や
刑
事
訴
訟
法
な
ど
刑
事
法
の
講
義
も
お
こ
な
っ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
法
学
提
要
や
パ
ン
デ
ク
テ
ン
や
民
事
訴
訟
法
と
い
っ
た
民
事
法
の
講
義
も
担
当
し
て
い
る
の
で
あ

る
。「
そ
の
際
、
私
は
初
め
て
民
事
法
を
勉
強
し
ま
し
た
」
と
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
イ
ェ
ー
ナ
時
代
の
師
で
あ
る
法
哲
学
者
の
フ
ー

フ
ェ
ラ
ン
ト
へ
の
手
紙
の
中
で
述
懐
し
て
い
る
。

　
　

 

貴
方
は
も
う
、
占
有
に
つ
い
て
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
傑
作
を
お
読
み
に
な
り
ま
し
た
か
。〔
中
略
〕
ク
ラ
ー
メ
ル
は
、
二
十
年
来
、

民
事
法
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
本
は
書
か
れ
た
こ
と
が
な
い
、
と
言
い
ま
し
た
。
私
は
、
五
十
年
来
、
と
言
う
べ
き
だ
と
思
い
ま

し
た
し
、
彼
も
、
私
の
ほ
う
が
正
し
い
と
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

法
史
学
者
の
ク
ラ
ー
メ
ル
は
、
キ
ー
ル
大
学
の
年
長
の
同
僚
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
名
前
は
、
キ
ー
ル
に
も
イ
ェ
ー
ナ

に
も
す
で
に
轟
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
ら
の
話
題
に
な
っ
た
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
傑
作
」
と
は
、
一
八
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
占

有
権
論
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
イ
ェ
ー
ナ
か
ら
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
戻
っ
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
し
て
民
事
法
に
関

心
を
向
け
さ
せ
る
ほ
ど
に
、
民
法
学
者
と
し
て
大
き
く
飛
躍
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

念
の
た
め
に
い
え
ば
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
一
八
〇
〇
年
に
法
学
博
士
の
学
位
を
取
得
し
た
の
だ
が
、
学
位
論
文
の
標
題
は
「
犯
罪
の
観

念
的
競
合
に
つ
い
て
」（de concursu delictorum

 form
ali

）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
彼
は
刑
法
の
専
門
家
と
し
て
学
界
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に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
の
私
講
師
と
し
て
の
講
義
も
、
刑
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
ま
ま
刑
法
学
者
に
な
る
か
と
み
え
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
、
今
度
は
『
占
有
権
論
』
と
い
う
画
期
的
な
業
績
を
伴
っ
て
民
法
の
領
域

に
進
出
し
た
こ
と
は
、
と
り
わ
け
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
は
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を

し
て
「
民
事
法
へ
の
転
換
」
を
促
し
た
の
は
、
講
義
の
都
合
と
い
う
よ
り
は
、
彼
が
法
学
の
新
し
い
潮
流
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
た
た
め

で
あ
ろ
う
。

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、イ
ェ
ー
ナ
で
ク
レ
メ
ン
ス
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
出
会
っ
て
以
来
、ク
レ
メ
ン
ス
の
妹
の
ク
ニ
グ
ン
デ
や
ベ
ッ
テ
ィ
ー

ナ
ら
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
家
と
の
交
流
を
深
め
て
い
た
が
、
一
八
〇
四
年
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
ク
ニ
グ
ン
デ
と
結
婚
し
た
。
新
婚
旅
行
を
兼
ね

て
の
研
究
旅
行
は
、
途
中
か
ら
パ
リ
に
愛
弟
子
の
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
を
呼
び
寄
せ
た
り
も
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
旅
行
が
の
ち
に
『
中

世
ロ
ー
マ
法
史
』
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
研
究
の
資
料
蒐
集
を
グ
リ
ム
に
依
頼
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　

一
方
一
八
〇
四
年
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
や
は
り
画
期
的
な
著
作
と
な
っ
た
、『
プ
フ
ァ
ル
ツ
＝
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
国
刑
法

典
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ
ー
ト
草
案
批
判
』
を
公
表
し
た
。
い
わ
ゆ
る
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
編
纂
の
た
め
に
刑
法
学
者
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ
ー

ト
が
作
成
し
た
草
案
を
根
本
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
刑
法
学
者
お
よ
び
刑
法
典
起
草
者
と
し
て
自
ら

を
バ
イ
エ
ル
ン
の
マ
ッ
ク
ス
・
ヨ
ー
ゼ
フ
選
帝
侯
に
売
り
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は

一
八
〇
四
年
に
バ
イ
エ
ル
ン
の
ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
大
学
に
招
聘
さ
れ
た
。「
民
事
法
お
よ
び
刑
事
法
」
の
教
授
と
し
て
で
あ
る
。

　

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
〈
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
〉
は
、
キ
ー
ル
か
ら
ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
に
向
か
う
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
旅
程
を
詳
し
く

記
し
て
い
る
。彼
は
途
中
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
に
立
ち
寄
っ
た
の
だ
が
、当
地
に
は
新
婚
旅
行
も
し
く
は
研
究
旅
行
の
一
環
と
し
て
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
が
滞
在
し
て
い
た
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
旧
友
ハ
イ
ゼ
の
家
で
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
会
っ
て
い
る
。

イ
ェ
ー
ナ
で
の
擦
れ
ち
が
い
と
は
異
な
っ
て
、
こ
れ
が
「
二
人
の
偉
大
な
法
学
者
の
、
最
初
の
確
証
さ
れ
た
出
会
い
」
だ
と
い
う
。
さ
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ら
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
日
記
の
中
で
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
を
「
文
芸
の
英
雄
」
と
呼
ん
で
い
る
。
日
程
的
に
は
、
こ
の
出
会
い
は

一
八
〇
四
年
三
月
二
十
六
日
か
二
十
七
日
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
滞
在
中
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
も
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
も
フ
ー
ゴ
ー
の
面
識
を
得
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

　

ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
大
学
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
前
身
で
あ
っ
て
、
保
守
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
精
神
と
急
進
的
な
啓
蒙
主
義
と
が
奇
妙
に
同

居
し
て
い
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
に
と
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
な
い
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
他
国
か
ら
招
聘
さ
れ
た
初
め
て
の
大
学
教
授
で

あ
っ
た
。
こ
の
招
聘
の
中
心
に
な
っ
た
の
が
、
大
学
の
最
大
の
実
力
者
で
実
務
能
力
に
も
長
け
て
い
た
ゲ
ン
ナ
ー
で
あ
る
。
彼
は
の
ち

に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
招
聘
に
も
関
与
す
る
。

　

ゲ
ン
ナ
ー
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
向
き
も
あ
る
。「
利
己
心
か
ら
離
れ
て
、
彼
が
哲
学
・
医
学
・
神
学
、
さ
ら
に
は

法
学
の
有
名
教
員
た
ち
を
招
聘
す
べ
く
非
常
に
尽
力
し
た
の
は
明
か
だ
。
け
れ
ど
も
彼
は
自
分
の
精
神
力
な
る
直
感
か
ら
、
招
聘
し
た

者
の
誰
も
が
彼
自
身
を
越
え
て
よ
も
や
大
家
ぶ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
た
」。
わ
か
り
や
す
く
翻
訳
す
れ
ば
、
ゲ
ン
ナ
ー

は
自
ら
が
招
聘
し
た
教
授
た
ち
が
自
分
の
権
力
を
脅
か
す
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ゲ
ン
ナ
ー
が
、
穏
健
な

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
と
も
か
く
、
激
情
的
な
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
対
立
す
る
の
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　

ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
で
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
教
員
生
活
は
、
短
期
間
に
終
わ
っ
た
。
早
く
も
一
八
〇
五
年
の
九
月
に
決
定
的
な
破
局

が
訪
れ
た
。
博
士
試
験
の
口
頭
試
問
の
際
、
反
対
論
者
役
を
引
き
受
け
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
対
す
る
受
験
者
の
あ
ま
り
に
不
遜
な

態
度
に
対
し
て
、
こ
れ
を
同
席
し
た
ゲ
ン
ナ
ー
の
使
嗾
に
よ
る
も
の
と
解
し
て
癇
癪
を
爆
発
さ
せ
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
職
務
を
放

棄
し
て
講
堂
か
ら
飛
び
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
二
度
と
再
び
教
壇
に
立
た
な
い
と
誓
っ
た
。
結
局
、

彼
の
教
員
生
活
は
、
あ
っ
け
な
く
も
こ
の
事
件
で
終
了
し
た
。
以
後
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
選
帝
侯
の
温
情
も
あ
っ
て
、
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
の
司
法
省
に
勤
務
し
て
立
法
作
業
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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こ
う
し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
後
間
も
な
く
彼
と
同
じ
家
に
住
む
こ
と
に

な
っ
た
の
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
〇
八
年
の
五
月
に
な
っ
て
、
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ト
の
後
任
と
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

は
ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
大
学
に
招
聘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
残
念
な
が
ら
、
彼
ら
両
人
は
こ
こ
で
も
擦
れ
ち
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
一
家
が
住
ん
だ
の
は
二
階
部
分
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
一
家
が
住
ん
だ
の
は
三
階
部
分
で
あ
っ
た
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
浩

瀚
な
伝
記
を
書
い
た
シ
ュ
ト
ル
は
、
ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
の
こ
の
住
居
の
写
真
を
掲
載
し
た
う
え
で
、
こ
の
家
に
掲
げ
ら
れ
た
二
枚
の
記
念

銘
板
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
文
面
は
、
以
下
の
と
お
り
だ
。

　
　
〔
二
階
〕

　
　

 

一
八
〇
四
～
一
四
年
ま
で
、
著
名
な
ド
イ
ツ
刑
法
学
者
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
こ

こ
に
住
ん
だ
。
ま
た
こ
こ
で
彼
の
息
子
た
ち
、
著
名
な
哲
学
者
た
る
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
〇
四
年
六
月
十
八

日
に
、
そ
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
〇
六
年
九
月
二
十
一
日
に
生
ま
れ
た
。

　
　
〔
三
階
〕

　
　

 

一
八
〇
八
～
一
〇
年
ま
で
、
著
名
な
法
学
者
た
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
こ
こ
に
住
ん
だ
。

　

銘
板
に
記
さ
れ
た
文
言
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
家
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
家
は
数
年
間
同
じ
家
の
別
の
階
に
住
ん
だ
か
の
よ
う
だ

が
、
そ
れ
は
事
実
で
は
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
一
八
〇
五
年
の
九
月
に
は
ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
の
教
壇
を
去
り
、
翌
年
の
一
月
に
は

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
転
居
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
一
八
一
四
年
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
バ
ン
ベ
ル
ク
に
移
っ
た
年
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で
あ
る
か
ら
、
銘
板
に
は
彼
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
時
代
が
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

時
代
こ
そ
、
彼
の
最
大
の
業
績
た
る
刑
法
典
編
纂
事
業
に
費
や
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
単
純
な
誤
り
は
、
た
と
え
数
年
な
り
と
も
時
代
を
代
表
す
る
偉
大
な
刑
法
学
者
と
民
法
学
者
と
に
同
居
し
て
ほ
し
か
っ

た
と
い
う
、
バ
ン
ベ
ル
ク
市
民
の
願
望
の
表
れ
な
の
だ
ろ
う
が
、
誤
解
は
そ
れ
と
し
て
訂
正
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

さ
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
時
代
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ド
イ
ツ
侵
攻
と
い
う
激
動
の
時
代
に
重
な
っ
て
い
る
。
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
本
来
の
目
的
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
に
つ
い
て
の
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ
ー
ト
草
案
を
排
し
て
、
独
自
の
刑
法
典
を
編
纂

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
イ
ェ
ー
ナ
時
代
か
ら
構
想
さ
れ
、
キ
ー
ル
時
代
お
よ
び
ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
時
代
を
貫
い
て
、

非
公
式
に
も
公
式
に
も
進
め
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
引
き
つ
れ
て
き
た
軍
隊
と
法
典
と
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

計
画
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。

　

バ
イ
エ
ル
ン
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
進
出
と
と
も
に
、
ラ
イ
ン
同
盟
に
参
加
す
る
な
ど
、
親
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
親
フ
ラ
ン
ス
へ
と
舵
を

切
っ
て
い
た
が
、
一
八
〇
七
年
十
一
月
、
国
王
マ
ッ
ク
ス
・
ヨ
ー
ゼ
フ
は
直
接
ナ
ポ
レ
オ
ン
か
ら
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法

典
を
導
入
す
べ
し
と
の
命
令
を
受
け
た
。
そ
こ
で
国
王
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
を
基
礎
と
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
典
の
編
纂
を
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
に
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
こ
れ
を
好
機
と
し
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
を
近
代
的
な
法
治
国
家
に
改
革
し
よ

う
と
し
た
。「
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
来
た
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
新
時
代
、
新
世
界
、
新
国
家
が
生
ま
れ
る
」
と
は
、
当
時
の
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
の
言
葉
で
あ
る
。

　

バ
イ
エ
ル
ン
民
法
典
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
な
ん
と
か
一
八
〇
九
年
一
月
一
日
を
目
し
て
発
効
す
る
ま
で
に

こ
ぎ
着
け
た
。
と
こ
ろ
が
直
前
に
な
っ
て
、
旧
敵
ゲ
ン
ナ
ー
が
新
民
法
典
の
公
的
註コ

メ

釈ン
タ

書ー
ル

の
作
成
を
申
し
出
た
。
こ
れ
は
事
実
上
、
法

典
の
修
正
を
意
味
す
る
。
さ
す
が
に
ゲ
ン
ナ
ー
の
申
し
出
は
斥
け
ら
れ
た
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ゲ
ン
ナ
ー
に
対
す
る
反
論
が
興
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味
深
い
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
法
典
に
つ
い
て
の
註
釈
書
を
作
成
す
べ
き
と
す
る
な
ら
ば
、
今
ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
に
擁
し
て
い
る
著
名
で

博
識
な
民
法
学
者
、
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
以
上
の
適
任
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
だ
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
一
八
〇
八
年

か
ら
ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
大
学
に
移
籍
し
て
い
た
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
こ
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
を
楯
に
し
て
、
施
行
目
前
の
民
法
典
を
守

ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
続
く
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
論
評
も
面
白
い
。「
そ
う
な
っ
て
い
た
ら
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
危
う
く
こ
の
法
典
を
註
釈
す
る
羽
目
に

陥
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
が
数
年
後
に
『
使
命
』
の
中
で
、
完
膚
な
き
ま
で
に
切
り
刻
ん
だ
法
典
に
で
あ
る
！
」。
念
の
た
め
に
補

足
す
れ
ば
、『
使
命
』
と
は
、
例
の
『
立
法
お
よ
び
法
学
に
対
す
る
現
代
の
使
命
』（
一
八
一
四
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ゲ
ン
ナ
ー
は
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
大
学
の
上
司
で
あ
っ
た
こ
と
、サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
こ
の
立
法
を
め
ぐ
る
争
い
に
関
心
を
寄
せ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
、

そ
も
そ
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
親
し
い
関
係
に
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
本

気
で
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
民
法
典
の
註
釈
書
を
書
か
せ
よ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
さ
す
が
に
彼
も
、
ゲ
ン
ナ
ー
と
い
う
特

異
な
個
性
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
名
前
を
挙
げ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
典
の
構
想
は
、
主
と
し
て
国
内
の
政
治
的
対
立
に
よ
り
挫
折
し
た
。
そ
の
間
に
も
念

願
の
刑
法
典
編
纂
は
進
め
ら
れ
、
つ
い
に
一
八
一
三
年
五
月
に
公
布
さ
れ
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
刑
法

典
が
完
成
す
る
ま
で
の
込
み
入
っ
た
政
治
的
や
り
取
り
に
関
し
て
は
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
た
だ
し
、
刑
法
学
者
と
し
て
は
最
大
の
名

誉
で
あ
る
は
ず
の
自
ら
が
主
導
し
た
こ
の
刑
法
典
に
つ
い
て
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
は
大
き
な
不
満
が
残
っ
た
よ
う
だ
。
の
ち
に

彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

ご
覧
の
と
お
り
、
活
字
に
な
っ
た
私
の
法
典
と
そ
の
原
稿
段
階
で
の
相
違
は
、
お
よ
そ
、
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
の
夢
幻
的
作
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品
と
、
彼
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
時
代
の
調
書
記
録
と
の
相
違
に
似
て
い
ま
す
。

　

ホ
フ
マ
ン
は
裁
判
官
と
作
家
と
を
兼
業
し
た
「
詩
人
法
律
家
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
裁
判
官
と
し
て
の
彼
の
実
務
能
力
に
は

定
評
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
文
学
作
品
は
幻
想
的
で
い
か
に
も
浮
き
世
離
れ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ホ
フ
マ
ン
の

二
重
人
格
的
な
在
り
方
を
、
刑
法
典
の
原
稿
段
階
と
公
布
段
階
で
の
二
重
人
格
性
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
の
刑
法
草
案
は
、
枢
密
院
等
で
揉
ん
で
い
る
う
ち
に
変
質
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
彼
の
不
満
は
見
当
違

い
の
も
の
だ
。
た
と
え
草
案
が
ど
ん
な
に
優
れ
て
い
て
も
、
立
法
作
業
は
研
究
論
文
と
は
異
な
っ
て
、
そ
こ
に
政
治
的
な
介
入
が
あ
る

こ
と
は
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
だ
。

　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
さ
ら
に
気
の
毒
な
こ
と
に
、
刑
法
典
に
つ
い
て
も
再
び
ゲ
ン
ナ
ー
が
介
入
し
て
公
式
註
釈
書
の
作
成

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
如
何
に
完
全
な
法
典
で
あ
っ
て
も
、
条
文
の
解
釈
の
余
地
は
残
る
。
註
釈

と
は
条
文
理
解
に
対
す
る
補
助
的
手
段
で
あ
る
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
公
的
な
註
釈
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
条
文
と
註
釈
の
関

係
は
逆
転
し
て
、
む
し
ろ
註
釈
の
ほ
う
が
現
実
の
裁
判
の
指
針
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
を
自
ら
の
作
品
と
し
て
、
外
部
か
ら
の
政
治
的
介
入
を
嫌
っ
た
。
こ

こ
に
い
う
政
治
的
介
入
の
う
ち
に
は
、
国
王
の
命
令
ば
か
り
で
な
く
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
旧
体
制
や
、
ゲ
ン
ナ
ー
に
象
徴
さ
れ
る
法
学
お

よ
び
法
実
務
か
ら
の
批
判
ま
で
も
が
含
ま
れ
る
。
要
す
る
に
、
刑
法
典
は
立
法
者
と
し
て
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
そ
の
も
の
だ
っ
た
の

だ
。
だ
が
た
と
え
完
全
な
法
典
だ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
の
は
現
実
の
多
様
な
世
界
、
つ
ま
り
歴
史
的
な
世
界
で
あ
る
。

普
遍
的
な
立
法
論
に
対
し
て
は
、
早
く
も
歴
史
法
学
か
ら
の
根
本
的
批
判
が
迫
っ
て
い
た
。

（
26
）

173

フォイエルバッハとサヴィニー（堅田）

― ―



四　

完
全
な
る
法
典

　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
イ
ェ
ー
ナ
大
学
に
移
籍
し
た
テ
ィ
ボ
ー
は
、
一
八
〇
六
年
に
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク

大
学
に
招
聘
さ
れ
た
。
こ
の
招
聘
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
推
薦
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
接
近
す
る
か
に
み

え
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
大
学
に
は
二
年
足
ら
ず
し
か
勤
務
せ
ず
、
一
八
一
〇
年
に
新
設
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
か
ら
総

長
職
候
補
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
。

　

ま
た
一
八
一
三
年
に
全
四
百
五
十
九
条
よ
り
成
る
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
を
完
成
さ
せ
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
司

法
省
を
去
っ
て
、
翌
一
八
一
四
年
六
月
に
同
国
の
バ
ン
ベ
ル
ク
控
訴
院
第
二
院
長
と
し
て
赴
任
し
た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
煩
わ
し
い
宮
廷

政
治
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
彼
は
当
初
は
新
し
い
任
務
に
満
足
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
バ
ン
ベ
ル
ク
は
十
六

世
紀
初
頭
の
刑
事
裁
判
令
の
誕
生
の
地
で
あ
り
、
こ
れ
が
カ
ロ
リ
ナ
刑
事
法
典
の
前
身
と
な
っ
た
こ
と
を
振
り
返
る
と
き
、
刑
法
典
に

と
っ
て
由
緒
あ
る
都
市
に
赴
任
し
た
こ
と
が
立
法
者
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
は
と
り
わ
け
誇
ら
し
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
控
訴
院
の
第

二
院
長
と
い
う
職
位
が
実
質
的
に
は
権
限
を
伴
わ
な
い
閑
職
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
や
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
悶
々
と
し
て
日
々
を

過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

　

と
も
か
く
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
テ
ィ
ボ
ー
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
、
そ
し
て
バ
ン
ベ
ル
ク
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、

つ
ま
り
法
典
論
争
に
関
わ
る
い
ず
れ
も
大
物
の
法
学
者
た
ち
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
配
置
が
よ
う
や
く
定
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
時
あ
た

か
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
没
落
し
、
ウ
ィ
ー
ン
で
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
の
再
建
に
関
し
て
ウ
ィ
ー
ン
会
議
が
開
か
れ
て
い

た
。
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一
八
一
四
年
六
月
、ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
テ
ィ
ボ
ー
は
、『
ド
イ
ツ
一
般
民
法
典
の
必
要
性
に
つ
い
て
』と
題
す
る
論
文
を
公
表
し
た
。

こ
れ
は
直
接
に
は
、
同
年
に
出
版
さ
れ
た
レ
ー
ベ
ル
ク
の
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
法コ

ー
ド典
と
そ
の
ド
イ
ツ
へ
の
移
入
に
関
し
て
』
に
触
発
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
自
ら
編
纂
し
た
法
典
を
バ
イ
エ
ル
ン
公
国
等
に
押
し
つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
ハ

ノ
ー
フ
ァ
ー
王
国
の
レ
ー
ベ
ル
ク
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
へ
の
反
発
も
あ
り
、
い
っ
さ
い
の
法
典
編
纂
を
拒
絶
し
た
。
テ
ィ
ボ
ー
の
論
文
は
、

そ
の
両
極
端
を
避
け
て
、
ド
イ
ツ
自
前
の
民
法
典
の
編
纂
が
必
要
な
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
執
筆
動
機
に
関
し
て
、

テ
ィ
ボ
ー
は
後
年
に
な
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

一
八
一
四
年
、
パ
リ
に
進
軍
せ
ん
と
す
る
多
数
の
ド
イ
ツ
兵
を
喜
ば
し
い
希
望
を
も
っ
て
宿
営
さ
せ
た
と
き
、
私
の
精
神
は
頗
る

感
動
し
て
い
た
。
当
時
は
私
ば
か
り
で
な
く
我
が
祖
国
の
多
く
の
友
人
た
ち
が
、
我
々
の
法
的
状
態
の
根
本
的
な
改
善
の
可
能
性

に
関
す
る
見
解
を
め
ぐ
っ
て
尽
力
し
て
い
た
。
そ
こ
で
私
は
―
―
僅
々
十
四
日
間
で
―
―
、
ま
さ
に
我
が
心
の
ま
っ
た
き
熱
情
に

も
と
づ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
た
め
の
一
般
民
法
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
小
論
を
書
い
て
、
そ
の
中
で
次
の
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
実
定
法
、
と
く
に
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
的
な
実
定
法
は
、
実
体
的
に
も
形
式
的
に
も
今
日
の
諸
国

民
に
は
適
合
的
で
な
い
こ
と
、
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
、
最
も
学
識
あ
る
法
学
者
た
ち
の
能
力
を
活
用
し
て
編
纂
さ
れ
る
、
全
ド

イ
ツ
の
た
め
の
民
法
典
以
上
に
有
益
な
も
の
は
あ
り
え
な
い
こ
と
、
と
は
い
え
、
そ
の
場
合
に
も
各
領
邦
は
、
そ
の
地
方
性
が
求

め
る
若
干
の
も
の
の
た
め
に
そ
の
独
自
性
を
留
保
し
う
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　

若
干
の
留
保
を
残
し
つ
つ
も
、
一
八
一
四
年
当
時
の
テ
ィ
ボ
ー
の
提
案
が
各
領
邦
を
超
え
て
全
ド
イ
ツ
に
共
通
す
る
一
般
民
法
典
の

編
纂
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
つ
い
最
近
ま
で
ド
イ
ツ
を
占
領
し
て
い
た
旧
敵
国
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
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を
借
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
の
「
最
も
学
識
あ
る
法
学
者
た
ち
」
を
結
集
し
て
、
独
自
の
民
法
典
の
編
纂
を
提

案
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
民
法
典
の
編
纂
と
い
う
以
上
、
有
能
な
学
識
者
と
し
て
テ
ィ
ボ
ー
自
身
の
他
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
名
前
も
念
頭

に
置
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
立
法
者
と
し
て
の
経
験
を
買
う
な
ら
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
協
力
を
仰
ぐ
こ
と
も
想
定
さ
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
意
味
で
は
、
た
だ
ち
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
か
ら
反
駁
さ
れ
た
こ
と
は
、
テ
ィ
ボ
ー
に
と
っ
て
は
想
定
外
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
同
年
十
月
に
『
立
法
お
よ
び
法
学
に
対
す
る
現
代
の
使
命
に
つ
い
て
』
を
公
刊
し
て
、
性
急
な
立
法
論
を
批
判
し
、

立
法
の
前
提
と
な
る
べ
き
法
学
の
樹
立
こ
そ
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
彼
は
ま
さ
に
中
世
の
「
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
的
な
実
定
法
」
を
歴

史
的
・
体
系
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
的
な
ド
イ
ツ
民
法
学
を
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
公
的
な
反
論
は
、
き
わ
め
て
紳
士
的
な
も
の
で
あ
る
。『
立
法
お
よ
び
法
学
に
対
す
る
現
代
の
使
命
に
つ
い
て
』
の

結
論
部
に
お
い
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
「
法
典
の
友
」（Freunde eines Gesetzbuchs

）
と
の
共
通
点
と
相
違
点
を
要
約
し
て
い
る
。

こ
の
中
に
は
、
テ
ィ
ボ
ー
は
も
と
よ
り
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
に
対
し
て
、
国
民
の
統

一
を
目
指
す
目
的
は
共
通
し
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
今
は
ま
だ
法
典
編
纂
の
時
期
で
は
な
い
、
と
す
る
の
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
考

え
で
あ
っ
た
。

　

た
し
か
に
テ
ィ
ボ
ー
の
論
文
は
、
国
民
の
統
一
を
法
典
の
統
一
に
置
き
換
え
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
当
時
の
政
治
状
況
を
考
え
れ
ば
、

や
や
前
の
め
り
の
立
法
論
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
学
論
は
、
立
法
の
前
提
と
な
る
に
相
応
し
い
法
的
言
語
を
ロ
ー

マ
法
学
の
歴
史
的
研
究
に
委
ね
る
と
い
う
、
あ
ま
り
に
悠
長
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
テ
ィ
ボ
ー
へ
の
反
論
は
紳
士
的
だ
と
し
た
け
れ
ど
も
、
身
内
に
向
け
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
は
、
反
駁
論
文
を
グ
リ
ム
兄
弟
や
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
や
ア
ル
ニ
ム
に
送
っ
て
賛
同
を
求
め
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
一
八
一
四

（
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年
九
月
二
十
日
付
で
、
ア
ル
ニ
ム
に
当
て
て
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
ア
ヒ
ム
・
フ
ォ
ン
・
ア
ル
ニ
ム
は
、
ク
レ
メ
ン
ス
・

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
妹
ベ
ッ
テ
ィ
ー
ナ
と
結
婚
し
た
の
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
は
義
弟
に
当
た
る
。

　
　

 

テ
ィ
ボ
ー
が
怪
文
書
を
書
き
ま
し
た
。
一
般
民
法
典
の
提
案
で
す
。
私
は
と
り
わ
け
そ
れ
に
つ
い
て
怒
っ
て
い
ま
す
。
二
、三
週

間
の
う
ち
に
、
私
の
小
冊
子
が
印
刷
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、「
怪
文
書
」（Schandschrift

）
と
は
、
あ
ま
り
に
辛
辣
な
表
現
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
約
十
分
の
一

に
整
理
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
三
十
以
上
の
領
邦
に
分
立
し
て
い
た
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
、
統
一
的
な
民
法
典
を
編
纂
す
る
こ
と

が
如
何
に
難
事
業
で
あ
る
か
を
知
悉
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
怒
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

テ
ィ
ボ
ー
の
提
案
は
、
ド
イ
ツ
全
土
を
占
領
し
て
い
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軍
隊
を
パ
リ
に
追
撃
す
る
と
い
う
興
奮
の
中
で
書
か
れ
た
。

ま
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
反
論
も
ウ
ィ
ー
ン
会
議
の
最
中
に
執
筆
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
熱
狂
か
冷
静
か
と
い
っ
た
受
け
止
め
方
の
違
い
は
あ

れ
、
国ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

民
主
義
な
る
共
通
の
心
情
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
奇
妙
に
も
、
民
法
典
の
よ
う
な
大
法
典
を
編
纂
す
る
に
は
、
強
力
な
国
家

権
力
が
不
可
欠
な
こ
と
に
、
二
人
の
民
法
学
者
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
彼
ら
の
法
典
論
争
は
、
法
学
者
内
部
の
学
説
の
争

い
に
留
ま
っ
た
観
が
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
法
典
論
争
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
参
戦
し
た
こ
と
に
よ
り
、
論
争
の
性
格
に
少
々
の
変
質
が
も
た
ら
さ
れ
た
よ

う
に
も
思
え
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
法
典
論
争
に
介
入
し
た
の
は
や
や
遅
く
、
一
八
一
六
年
の
三
月
に
な
っ
て
か
ら
だ
。
そ
れ
も

独
立
し
た
論
文
と
し
て
で
は
な
く
、
バ
ン
ベ
ル
ク
の
市
裁
判
所
判
事
補
で
あ
っ
た
ボ
ル
ス
ト
の
著
書
『
民
事
訴
訟
に
お
け
る
挙
証
責
任

に
つ
い
て
』に
寄
せ
た
、「
歴
史
法
学
者
の
学
識
と
ド
イ
ツ
の
独
自
立
法
と
に
関
す
る
数
言
」と
題
す
る
序
文
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。フ
ォ

（
30
）

177

フォイエルバッハとサヴィニー（堅田）

― ―



イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
そ
の
中
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
歴
史
法
学
が
理
論
と
実
務
を
乖
離
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、

立
法
よ
り
法
学
を
優
先
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
立
法
と
法
学
の
弁
証
法
の
必
要
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

 
そ
の
学
問
の
育
成
に
有
能
な
法
学
者

0

0

0

は
、
大
量
か
つ
広
範
な
素
材
の
ゆ
え
に
人
間
の
力
の
限
界
を
思
い
知
り
、
目
標
を
高
く
置
け

ば
置
く
ほ
ど
、
法
の
適
用
た
る
実
務
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
、
純
然
た
る
学
識
の
領
域
に
引
き
こ
も
り
が
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

卓
越
し
た
法
学
者
た
ち
、
と
り
わ
け
ま
さ
に
歴
史
学
派
の
法
学
者
た
ち
は
、
大
学
の
教
授
団
裁
判
所
で
の
判
決
を
棄
権
す
る
こ
と

も
稀
で
は
な
い
の
だ
。
他
方
で
実
務
的
な

0

0

0

0

法
律
家
は
、
た
い
て
い
が
学
校
で
の
筆
記
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
貧
弱
な
学
問
的
能
力
に

制
約
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
い
て
い
の
場
合
、
法
学
者
は
そ
の
応
用
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
学
問
し
、
実
務
家
は
学
問
が

な
い
ま
ま
に
前
例
に
従
う
、
と
い
う
結
果
に
な
る
。

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
お
よ
び
歴
史
法
学
派
に
対
す
る
、
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
。
実
務
に
疎
い
彼
ら
は
、
ひ
た
す
ら
純
然
た
る
学
問
の
中
に
閉

じ
こ
も
り
、
法
学
の
応
用
で
あ
る
は
ず
の
法
実
務
か
ら
逃
げ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
こ
れ
に
も
た
だ
ち
に

反
論
し
て
い
る
。
彼
は
同
じ
一
八
一
六
年
中
に
、
み
ず
か
ら
が
主
宰
す
る
『
歴
史
法
学
雑
誌
』
に
「
新
し
い
諸
法
典
に
つ
い
て
の
賛
成

論
と
反
対
論
」
を
書
い
て
、
テ
ィ
ボ
ー
と
並
べ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
立
場
を
非
難
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
歴
史
法
学
派
批
判
は
、
彼
ら
に
は
学
問
は
あ
っ
て
も
実
務
能
力
に
は
欠
け
る
と
い
う
も
の
だ
。
と
同
時

に
、
法
実
務
家
に
は
前
例
は
あ
っ
て
も
学
問
は
な
い
と
も
付
け
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
単
な
る
法
学
者
と
単

な
る
法
実
務
家
と
を
と
も
に
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
こ
こ
に
は
学
問
と
実
務
を
架
橋
す
る
、
立
法
者
と
し
て
の
彼
自

身
の
矜
恃
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
罪
刑
法
定
主
義
に
代
表
さ
れ
る
自
前

（
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の
刑
法
理
論
を
踏
ま
え
て
、
一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
を
編
纂
し
た
の
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
す
れ
ば
、
立

法
を
頑
な
に
拒
絶
す
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
法
学
の
城
に
閉
じ
こ
も
る
観
念
的
な
学
究
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
。

　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
眼
差
し
も
き
つ
い
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
そ
れ
も
負
け
て
は
い
な
い
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
「
新
し
い
諸
法
典
に
つ

い
て
の
賛
成
論
と
反
対
論
」
の
中
で
、
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
に
触
れ
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
　

 

と
こ
ろ
で
例
の
一
八
一
三
年
の
法
典
の
、
そ
の
後
の
運
命
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
？　

同
法
典
に
対
し
て
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
、

一
部
は
政
令
に
よ
っ
て
、
一
部
は
特
例
に
よ
っ
て
、
百
十
一

0

0

0

も
の
修
正
的
補
完
が
実
現
し
て
お
り
、
そ
の
内
の
一
つ
（
一
八
一
六

年
三
月
二
十
五
日
付
）
は
窃
盗
罪
の
学
説
を
ま
っ
た
く
新
た
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
横
領
罪
と
詐
欺
罪
の
学
説
の
完
全
な
見

直
し
は
な
お
実
現
し
て
い
な
い
も
の
の
、
法
律
審
議
会
の
委
員
の
あ
い
だ
で
は
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

　

施
行
か
ら
三
年
足
ら
ず
の
短
期
間
に
百
を
超
え
る
修
正
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
は
不
本
意
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
彼
の
立
法
能
力
を
も
問
い
か
ね
な
い
鋭
い
指
摘
で
は
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
法
学
者
に
は
立
法

を
お
こ
な
う
た
め
の「
言
語
と
論
理
」（Sprache und logische K

unst

）が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
か
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
法
学
者
の
使
命
は
立
法
よ
り
も
法
学
な
の
で
あ
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
に
ま
で

遡
っ
て
法
的
言
語
と
法
的
論
理
を
構
築
す
る
こ
と
が
歴
史
法
学
の
課
題
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
対
立
は
、「
法
典
の
完
全
性
」（V

ollständigkeit des Gesetzbuchs

）

を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
な
物
言
い
を
す
る
が
、
如
何
に
法
学
が
精

緻
な
も
の
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
神
な
ら
ぬ
人
に
よ
る
立
法
で
あ
る
以
上
、
完
全
な
る
法
典
な
ど
期
待
す
べ
く
も
な
い
。
む
し
ろ
完
全

（
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な
る
法
典
へ
の
固
執
は
、
立
法
の
機
会
を
永
久
に
先
送
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
学
の
特
権
性
を
保
持
し
続
け
る
口
実
に
も
な
り
か

ね
な
い
。
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
が
完
成
し
た
途
端
に
不
完
全
性
を
露
呈
し
た
と
の
指
摘
は
、
事
実
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
こ
と
へ
の
冷
笑
的
批
判
は
、
立
法
そ
の
も
の
の
意
味
を
根
底
か
ら
否
定
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
立
法
的
実
践
は
、
諸
々
の
政
治
的
干
渉
は
別
と
し
て
も
、
立
法
者
の
立
場
か
ら
の
理
想

と
現
実
、
つ
ま
り
学
問
と
実
務
の
総
合
を
当
然
の
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
な
る
ほ
ど
法
学
の
成

果
と
し
て
立
法
は
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
立
法
に
よ
っ
て
法
学
が
発
展
す
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
が
も
し
完
全
な
る
法
典
の
実
現
を
本
当
に
信
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
歴
史
法
学
は
自
然
法
論
の
隠
れ
蓑
と
い
う
こ
と
に
な
る

し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
完
全
な
る
法
典
の
理
論
は
法
学
を
立
法
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

　

そ
も
そ
も
、
歴
史
法
学
の
核
心
が
法
の
歴
史
性
の
確
認
に
あ
る
以
上
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
法
典
の
完
全
性
な
ど
と
い
っ
た
姑
息
な
武
器

を
論
争
の
場
に
持
ち
出
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
立
法
の
た
め
の
言
語
と
論
理
が
い
ま
だ
充
分
で
は
な
い
と
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
時

期
尚
早
論
に
徹
し
た
ほ
う
が
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

時
期
尚
早
論
は
、
大
抵
の
場
合
は
立
法
そ
の
も
の
へ
の
懐
疑
論
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
刑
法
典
は
一
つ
の
領
邦
内
の
法
典

に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
問
題
は
表
面
化
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
テ
ィ
ボ
ー
の
問
題
提
起
は
、
ド
イ
ツ
全
土
に
共
通
す
る
一

般
民
法
典
の
構
想
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
統
一
的
な
法
典
の
編
纂
の
た
め
に
は
統
一
的
な
政
治
権
力
が
出
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
自
明
な
事
柄
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
も
と
よ
り
、
テ
ィ
ボ
ー
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
あ
ま
り
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
。

　

自
然
法
論
に
立
脚
し
な
い
か
ぎ
り
、
本
当
の
意
味
で
法
典
を
編
纂
す
る
の
は
法
学
者
で
も
法
実
務
家
で
も
な
く
、
統
一
的
な
国
家
権

力
で
あ
る
。
立
法
者
た
る
も
の
は
、
学
問
と
実
務
を
弁
証
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
国
家
権
力
を
代
行
す
る
存
在
で
し
か
な
い
。
ド
イ
ツ
に
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お
け
る
そ
の
現
実
化
は
、
ウ
ィ
ー
ン
会
議
や
三
月
革
命
を
経
て
、
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
出
現
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
テ
ィ
ボ
ー
や
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
同
時
代
に
、
国
家
と
法
典
の
不
即
不
離
の
関
係
を
論
じ
た
哲
学
者

が
い
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
彼
は
一
八
一
八
年
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
か
ら
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
移
籍
し
た
の
だ
が
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
に
は
テ
ィ
ボ
ー
と
深
い
親
交
が
あ
り
、
法
学
界
内
部
で
の
法
典
論
争
の
不
毛
性
に
つ
い
て
も
知
悉
し
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
。

　

法
典
論
争
の
新
た
な
局
面
は
、
今
や
ベ
ル
リ
ン
に
移
っ
て
、
法
学
部
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
哲
学
部
の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
あ
い
だ
に
交
わ
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
著
『
法
の
哲
学
綱
要
』（
一
八
二
一
年
）
は
、「
自
然
法
と
国
家
学
」
な
る
副
題
を
有
す
る
が
、
そ

れ
は
法
が
抽
象
的
・
主
観
的
な
存
在
か
ら
具
体
的
・
客
観
的
な
実
在
へ
と
い
た
る
法
の
実
定
性
（Positivität des Rechts

）
を
骨
格

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
実
定
法
の
理
論
で
あ
り
、
法
典
の
理
論
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
も
う
一
つ
の
法
典
論
争
は
プ
ロ
イ
セ
ン

王
国
の
首
都
ベ
ル
リ
ン
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
１
）　

瀧
川
幸
辰
「
刑
法
学
者 Feuerbach

」、『
瀧
川
幸
辰
刑
法
著
作
集
』
第
五
巻
、
世
界
思
想
社
、
一
九
八
一
年
、
二
八
七
頁
。
瀧
川
は
こ
の
や

や
こ
し
い
関
係
を
さ
ら
に
詳
し
く
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
ま
で
広
げ
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

 

彼
〔
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
〕
は
そ
の
年
〔
一
七
九
九
年
〕
に
イ
ェ
ナ
大
学
の
講
師
と
な
り
刑
法
、
ロ
ー
マ
法
、
法
律
史
を
講
義
し
た
。
二
年

後
に
は
数
え
年
二
十
七
で
封
建
法
の
正
教
授
に
推
薦
せ
ら
れ
た
（
こ
れ
は
就
職
を
拒
絶
し
た
）。
ま
も
な
く
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
及
び
キ
ー
ル
の
両

大
学
か
ら
同
時
に
正
教
授
と
し
て
招
聘
を
う
け
た
。
彼
は
師
友
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
（
先
年
イ
ェ
ナ
か
ら
キ
ー
ル
に
転
じ
た
）、
キ
ー
ル
に
お
け
る

前
任
者
テ
ィ
ボ
ー
の
勧
誘
に
従
い
キ
ー
ル
大
学
を
選
ん
だ
。
ド
イ
ツ
法
学
界
に
お
け
る
法
典
争
議
の
大
立
者
テ
ィ
ボ
ー
及
び
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
は
不
思
議
な
縁
に
つ
な
が
つ
て
い
る
。
当
時
テ
ィ
ボ
ー
は
キ
ー
ル
の
正
教
授
で
あ
つ
た
が
、
イ
ェ
ナ
の
ロ
ー
マ
法
の

教
授
に
招
聘
せ
ら
れ
た
の
で
、
後
継
者
と
し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
キ
ー
ル
に
推
薦
し
た
。
し
か
も
イ
ェ
ナ
に
お
け
る
テ
ィ
ボ
ー
の
椅
子

こ
そ
、そ
の
は
じ
め
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
た
め
に
用
意
せ
ら
れ
、あ
る
陰
謀
の
た
め
に
テ
ィ
ボ
ー
に
廻
つ
た
も
の
で
あ
る
。フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

（
36
）

181

フォイエルバッハとサヴィニー（堅田）

― ―



ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
と
も
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
出
身
で
あ
り
、
ま
た
、
後
に
二
人
と
も
ラ
ン
ズ
フ
ー
ト
大
学
の
総
長
ゲ
ン
ナ
ー
か
ら
、
優

秀
な
た
め
に
却
つ
て
追
出
さ
れ
た
と
ゆ
（
マ
マ
）う
共
通
の
経
歴
を
担
う
て
い
る
。

　
　
　

瀧
川
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
」、『
著
作
集
』
第
五
巻
、
五
七
四
頁
以
下
。

（
２
）　Gustav Radbruch, Paul Johann A

nselm
 Feuerbach, Ein Juristenleben, W

ien, 1934. 

な
お
、
日
本
語
訳
で
は
、
こ
の
著
書
の
メ
イ

ン
タ
イ
ト
ル
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。そ
の
意
図
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
理
解
不
可
能
で
あ
る
。『
一
法
律
家
の
生
涯
―
―
Ｐ
・Ｊ
・

ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
伝
―
―
』
菊
池
榮
一
・
宮
澤
浩
一
訳
、『
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
』
第
七
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
三
年
。

（
３
）　Eugen W

ohlhaupter, D
ichterjuristen, Bd. 1, hrsg. v. H

. G. Seifert, T
übingen, 1953. 「

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
と
ク
レ
メ
ン
ス
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
」
お
よ
び
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
ア
ヒ
ム
・
フ
ォ
ン
・
ア
ル
ニ
ム
」。

い
ず
れ
も
、
堅
田
編
訳
『
ゲ
ー
テ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
―
―
続
／
詩
人
法
律
家
―
―
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
三
〇
五
頁
以
下
、
四
四
五

頁
以
下
。
な
お
、
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
は
続
篇
と
し
て
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
ベ
ッ
テ
ィ
ー
ナ
・
ブ
レ
ン
タ
ー

ノ
」
を
準
備
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
と
自
身
の
病
気
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
４
）　

瀧
川
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
」、
同
『
学
問
と
世
間
』
有
恒
社
、
一
九
四
七
年
、
二
一
頁
。

（
５
）　Radbruch, Paul Johann A

nselm
 Feuerbach, in: ders., Gesam

tausgabe, hrsg, v. A
rthur K

aufm
ann, Bd. 6, H

eidelberg, 1997, 
S. 31. 『

一
法
律
家
の
生
涯
』
ⅰ
頁
（
序
）
参
照
。

（
６
）　
『
一
法
律
家
の
生
涯
』
九
頁
（
ま
え
が
き
）。Radbruch, D

er innere W
eg, A

ufriß m
eines Lebens, in: Gesam

tausgabe, Bd. 16, 
1988, S. 227. 

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
『
心
の
旅
路
』
山
田
晟
訳
、『
著
作
集
』
第
十
巻
、
一
九
六
二
年
、
九
四
頁
参
照
。

（
７
）　Radbruch, Paul Johann A

nselm
 Feuerbach, S. 52, 67. 『

一
法
律
家
の
生
涯
』
三
〇
頁
、
五
〇
頁
参
照
。

（
８
）　Ebd., S. 68. 

同
書
、
五
一
頁
。 V

gl., Ludw
ig Feuerbach, A

nselm
 Feuerbachs Biographischer N

achlaß, Bd. 2, Leipzig 1853, S. 
137ff.（

息
子
ア
ン
ゼ
ル
ム
へ
の
手
紙
）

（
９
）　Radbruch, Paul Johann A

nselm
 Feuerbach, S. 73. 『

一
法
学
者
の
生
涯
』
五
九
頁
参
照
。

（
10
）　Ebd., S. 73. 『
一
法
学
者
の
生
涯
』
五
八
頁
参
照
。

（
11
）　V

gl., D
ie A

ndacht zum
 M

enschenbild, U
nbekannte Briefe von Bettina Brentano, hrsg. v. W

ilhelm
 Schellberg u. Friedrich 

Fuchs, Bern, 1970, S. 11f.
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（
12
）　Radbruch, Paul Johann A

nselm
 Feuerbach, S. 85. 『

一
法
学
者
の
生
涯
』
七
四
頁
以
下
参
照
。

（
13
）　Ebd., S. 86. V

gl., Ernst Ludw
ig T

heodor H
enke, Jakob Friedrich Fries, Leipzig, 1867, S. 293ff.　

前
掲
書
、
七
六
頁
参
照
。

（
14
）　

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
テ
ィ
ボ
ー
を
紹
介
す
る
に
当
た
っ
て
、
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
の
研
究
を
掲
げ
て
い
る
。W

ohlhaupter, M
usik und 

Jus, in: N
eue H

eidelberger Jahrbücher, 1941. V
gl., Radbruch, Paul Johann A

nselm
 Feuerbach, S. 88, A

nm
. 56. 

『
一
法
学
者
の

生
涯
』
八
七
頁
、
注
（
42
）
参
照
。
な
お
、
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
の
こ
の
研
究
は
、
音
楽
愛
好
家
と
し
て
の
テ
ィ
ボ
ー
と
作
曲
家
シ
ュ
ー
マ

ン
の
関
係
を
扱
っ
た
も
の
で
、
の
ち
に
『
詩
人
法
律
家
』
に
収
録
さ
れ
た
。
邦
訳
と
し
て
、
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
『
詩
人
法
律
家
』
堅
田
編
訳
、

御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
三
頁
以
下
（
第
一
章
「
Ａ
・
Ｆ
・
Ｊ
・
テ
ィ
ボ
ー
と
ロ
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ー
マ
ン
」）
参
照
。

（
15
）　V

gl., Radbruch, Paul Johann A
nselm

 Feuerbach, S. 89. 『
一
法
学
者
の
生
涯
』
七
九
頁
参
照
。

（
16
）　O

tto Lenel, Briefe Savignys an Georg A
rnold H

eise, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Rom

anistische A
btheilung, Bd. 36, 1915, S. 101. V

gl., Radbruch, Paul Johann A
nselm

 Feuerbach, S. 89. 

『
一
法
学
者
の
生
涯
』

七
九
頁
参
照
。

（
17
）　W

ohlhaupter, Friedrich K
arl von Savigny und Clem

ens Brentano, in: ders., D
ichterjuristen, Bd. 1, T

übingen, 1953, S. 19. 

ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
『
ゲ
ー
テ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
』
三
二
八
頁
。V

gl., Rudolf H
aller, D

ie Rom
antik in der Zeit der U

m
kehr, die 

A
nfänge der Jüngeren Rom

antik 1800-1808, Bonn, 1941, S. 33, N
ote 67.

（
18
）　Radbruch, Paul Johann A

nselm
 Feuerbach, S. 89. 『

一
法
学
者
の
生
涯
』
七
九
頁
参
照
。

（
19
）　Ebd., S. 95. 『
一
法
学
者
の
生
涯
』
九
五
頁
以
下
参
照
。

（
20
）　M

. Liepm
ann 

（hrsg.

）, V
on K

ieler Professoren, Briefe aus drei Jahrhunderten zur Geschichte der U
niversität K

iel, 1916.
V

gl., Radbruch, Paul Johann A
nselm

 Feuerbach, S. 95. 『
一
法
学
者
の
生
涯
』
九
六
頁
参
照
。

（
21
）　Radbruch, Paul Johann A

nselm
 Feuerbach, S. 98. 『

一
法
学
者
の
生
涯
』
一
〇
〇
頁
参
照
。

（
22
）　Ebd., S. 103. 『
一
法
学
者
の
生
涯
』
一
〇
九
頁
参
照
。

（
23
）　A

dolf Stoll, Friedrich Carl von Savigny 

（1779-1861

）, N
achdruck, Bd. 1, Frankfurt am

 M
ain, 2010, S. 354 

次
葉.; Bd. 3, S. 

295. V
gl., Radbruch, Paul Johann A

nselm
 Feuerbach, S. 104. 

『
一
法
学
者
の
生
涯
』
一
一
〇
頁
参
照
。D

ichterjuristen, Bd. 1, S. 7f. 

『
ゲ
ー
テ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
』
三
一
二
頁
。
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（
24
）　Radbruch, Paul Johann A

nselm
 Feuerbach, S. 114. 『

一
法
学
者
の
生
涯
』
一
二
五
頁
参
照
。

（
25
）　Ebd., S. 115. 『
一
法
学
者
の
生
涯
』
一
二
六
頁
以
下
参
照
。

（
26
）　Ebd., S. 121. 『
一
法
学
者
の
生
涯
』
一
三
二
頁
参
照
。

（
27
）　Eberhard K

ipper, Johann Paul A
nselm

 Feuerbach‒Sein Leben als D
enker, Gesetzgeber und Richter, 2. A

ufl., K
öln usw

., 
1989, S. 71. 

キ
ッ
パ
ー
『
近
代
刑
法
学
の
父
―
―
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
―
―
』
西
村
克
彦
訳
、
良
書
普
及
会
、
一
九
七
九
年
、
七
三
頁
以
下

参
照
。

（
28
）　A

nton Friedrich Justus T
hibaut, Ü

ber die sogenannte historische und nicht-historische Rechtsschule, in: T
hibaut und 

Savigny, Ihre program
m

atischen Schriften, hrsg. v. H
ans H

attenhauer, 2. A
ufl., M

ünchen, 2002, S. 212. 

長
場
正
利
編
訳
『
ザ

ヴ
ィ
ニ
ー
・
テ
ィ
ボ
ー
法
典
論
議
』、
早
稲
田
法
学
、
別
冊
第
一
巻
、
一
九
三
〇
年
、
三
頁
（
緒
論
）
参
照
。

（
29
）　Friedrich Carl von Savigny, V

om
 Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtsw

issenschaft, in: T
hibaut und Savigny, 

S. 126. 『
ザ
ヴ
ィ
ニ
ー
・
テ
ィ
ボ
ー
法
典
論
議
』
一
七
五
頁
以
下
参
照
。

（
30
）　D

ichterjuristen, Bd. 1, S. 109. 
『
ゲ
ー
テ
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
』
四
六
一
頁
以
下
。V

gl., Brief an A
rnim

 vom
 20. Sept. 1814, in: Stoll, 

Bd. 2, S. 117.

（
31
）　Feuerbach, K

leine Schriften verm
ischten Inhalts, Goldbach, 1999, S. 133ff. V

gl., K
ipper, a.a.O

., S. 85.  

訳
、九
二
頁
以
下
参
照
。

他
に
、Radbruch, Paul Johann A

nselm
 Feuerbach, S. 170f. 

『
一
法
学
者
の
生
涯
』
二
〇
一
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
エ
ー
リ
ク
・
ヴ
ォ
ル

フ
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
法
学
の
歴
史
的
傾
向
と
実
務
的
傾
向
の
「
総
合
」（Synthese

）
を
指
摘
し
て
い
る
。Erik 

W
olf, Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, 4. A

ufl., T
übingen, 1963, S. 554f.

（
32
）　Savigny, Stim

m
en für und w

ider neue Gesetzbücher, in: Zeitschrift für geschichtliche Rechtsw
issenschaft, Bd. 3, H

eft 1, 
1816, S. 3ff., 11ff.

（
33
）　Ebd., S. 15.

（
34
）　Savigny, V

om
 Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtsw

issenschaft, S. 72. 

『
ザ
ヴ
ィ
ニ
ー
・
テ
ィ
ボ
ー
法
典
論
議
』

八
四
頁
参
照
。

（
35
）　Ebd., S. 70f. 『
ザ
ヴ
ィ
ニ
ー
・
テ
ィ
ボ
ー
法
典
論
議
』
八
〇
頁
以
下
参
照
。
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（
36
）　

堅
田
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
法
の
実
定
性
」、
同
『
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
と
そ
の
時
代
―
―
「
三
月
前
期
」
の
法
思
想
―
―
』
御
茶
の
水
書
房
、

二
〇
〇
九
年
、
三
五
頁
以
下
参
照
。
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