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司法過程 におけ る立法 的契機

一
　
は

し

が

き

近

時

司

法

過

程

ま

た

は
裁

判

過

程

ju
d
ic
ia
l
 p
r
oc
e
ss

な

る
用

語

が
、
わ

が

国

で
も

用

い

ら
れ

る

よ
う

に
な

つ
た

。
勿

論

英

米

法

か
ら

由
来

し

た
言

葉

で

あ

る
。

英

米

で

も
余

り
古

い
言

葉

で

は
な

い
そ

う

だ

が
、

力

ー
ド

ウ
ゾ

ウ

の
有

名

な

T
h
e
 N
a
tu
r
e
 o
f
 th
e
 Ju
d
ic
ia
l 

P
r
oc
e
ss
,
 1
92
1

が
著

わ

さ
れ

て
か

ら

で

も

四

十
年

近

く

に
な

り

、

最

近

の
法

理

学

関

係

の
書

物

を
見

れ

ば

、

ほ

と
ん

ど

ど
れ

に
も
用

例

が
、

そ

の
類

語

leg
a
l
 p
ro
c
es
s，
d
ec
is
io
n
a
l
 p
r
o
ce
s
s
な

ど

と

と
も

に
、

散

見

さ

れ
､

法

学

者

の

日
常

語

彙

に
な

つ
て

い
る

と
思

わ

た

れ

る
。

ま

た

プ

ロ
セ

ス

の
方

は
、
行

政

や
立

法

に

つ
い

て
も

用

い

ら
れ

て

い
る

。

勿

論

司

法

過

程

の
用

例

は
、
カ

ー
ド

ウ

ゾ

ウ

以
前

か

ら

あ

つ
た

よ
う

だ

し
、

司

法

過

程

そ

れ

自
身

の
研

究

は
、

こ

の
用

語

を

用

い
る

と
否

と

に

か

か

わ
ら

ず

、

も

つ

と
古

く

か

ら
あ

り
、

近

時

ま
す

ま
す

盛

ん

に
な

つ
た
。

現

に

ア

メ
リ

カ

の
プ

ラ
グ

マ
テ

ィ
ズ

ム
や
ネ

オ
=

リ

ア
リ

ズ

ム

の
法

学

は
、

專

ら
司

法
過

程

を

問
題

に

し
て

い

る

と

い

つ
て

よ

い
。

か
く

て
司

法

過

程

は
、

伝

統

的

な
文

理

・
論

理

中

心

の
概

念
法

学

c
o
n
ce
p
tu
a
li
sm

的

観

点

よ

り

行

う

法

規

範
的

分

析

ば

か

り

で

な
く

、

法

史

学

、

比

較
法

学

、

心
理

学

、

あ

る

い

は
社

会

学

の
諸

観
点

よ

り

さ

ら

に

は
綜

合

的

立

場

か

ら
研

究

さ

れ

る

よ
う

に
な

つ
た

。
今

回

は
以

下

に
司

法
過

程

の
内

に
含

ま

れ

る
法

創

造

・
法

定

立

的
契

機

を

中

心

と

し

て
、

こ
れ

に
反

省

を
加

え

て
見

た

い

と
思

う

。

ま

ず

そ

の
研

究

の
進

ん

で

い

る
英

米

に
お

け

る

司

法

立

法

ju
d
ic
ia
l
 le
g
isla
tio
n
,
 ju
d
icia
l
 la
w
-m
a
k
in
g

の
議

論

を

紹
介

・
論

評

し
、

最
後

に
日
本

の
問

題

に
少

し
触

れ

る

こ
と

に
し

よ

う
。

二
　

判

決

法

宣

言

説

と

判

決

法

創

造

説

(
司

法

立

法

説

)

ま

ず

判

決

は
、

ど

の

よ
う

な

性

質

を

も

つ
て

い
る

か
、

と

い
う

こ
と

の
再

検

討

か
ら

出

発

し

よ

う
。

ま

ず

、

判

決

は

、
法

の
宣

言

で

あ

り
、

法

の
証

拠

、

し
か

も

決

定
的

な
証

拠

で

あ

る

と

い
う

説

が
、

古

来

の
定

説

で
、

多

数

説

で

あ

る
。

こ
れ

に
対

し

、

そ

れ

は
、

法

を
創

造

す

る
も

の
で

あ

り

、

そ

れ
自

体

が
法

源

、

拘

束

的

権

威

b
in
d
in
g
 a
u
th
or
it
ie
s

で

あ

り
、

法
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そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
り
、

こ
れ
が
有
力
化
し
つ
つ
あ
る
。
以
下
前
者
を
旧
説
ま
た
は

〔
判
決
〕
法
宣
言
説
、
後
者
を
新
説

ま
た
は

〔
判
決
〕
法
創
造
説
ま
た
は
司
法
立
法
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
両
説
の
争
い
は
、
す
で
に

一
四
世
紀
イ
ギ
リ

ス
の
法
廷
に
見
ら
れ
る
。

あ
る
弁
護
士
が
裁
判
官
に
向

つ
て
、

「
同
じ
事
件
で
他

の
裁

判
官
が
さ
れ
た
通
り
に
、
あ
な
た
が
た
も
し
て
下
さ
る
こ
と
と
思
う
。
さ
も
な
い
と
、
何
が
法
で
あ
る
か
が
わ
れ
わ
れ
に
分
ら
な

い
」
、
と
い
う
発
言
を
行

つ
た
の
に
対
し
て
、

ヒ
ラ
リ
ー
裁
判
官
は
、
「法
と
は
裁
判
官

の
意
見
で
あ
る
」
、

と
答
え
た
。

す
る
と
ス
ト

ノ

ア
首

席

裁

判

官

が

遮

つ
て
、

「
そ

う

で

は

な

い
。

法

と

は
、

正

し
き

も

の
で

あ

る

」
、

と

い

つ
た
。

し

か

し
、

も

と
も

と

こ

の

ス
ト

ノ

ア
説

の
よ

う

な
法

宣

言

説

が
、

ク

ッ
ク

、

へ
イ

ル

ら
を

通

つ
て

、

ブ

ラ

ッ
ク

ス
ト

ン
に
継

承

さ

れ

た
正

統

論

で
あ

る

。

リ

ア
リ

ス
ト

の

フ

ラ

ン
ク

が
、

ブ

ラ

ッ
ク

ス
ト

ン
に
拠

つ
て

、
旧

説

の
立

場

を

や

や
揶

揄

的

だ

が
、

手

際

よ

く
要

約

し

て
紹
介

し

て

い

る

か
ら

、

左

に
引

用

す

る
。

「
法
は
、
完
全

な
規
範
体
系

で
、
超
記
憶
時
代

よ
り
存
在
し
、

あ
る
程
度

立
法
府

が
制

定
法

で
変
更
す

る
以
外

に
は
不
変

な
も

の
で
あ
る
。

立
法
府

は
か
く
、
明
示
的
に
授
権
さ
れ

て
法
を
変
更
で
き
る
が
、

裁
判
富

は
、
法

を
創
造

し
た
り
変
更

し
た
り
す
ベ
き
も

の
で
は
な
ぐ
、
た
だ
適

用
す

べ
き

も

の
で
あ
る
。
既
成

の
法

が
、
判
決

に
先
立

っ
て
存
在
す

る
。

裁
判
官

は
、
た
だ
法

の

「生

け
る
託
宣
」
で
、
か
れ
ら
は
た
だ

「
物

い
う
法
」

に
す
ぎ

な
い
。

か
れ
ら

の
職
務
は
純
粋

に
受
動
的
で
あ

っ
て
、

か

れ
ら
は

『
法
』
を
宣

言
す
る

口
に
す

ぎ
な
い
。

か
れ
ら
が
新
し

い
法
を
創
造
し
た
り
発

明
し
た
り
し
な
い
の
は
、
コ
ロ
ン
ブ

ス
が
ア
メ
リ
カ
を
創
造

し
た
り
発
明

し
な

か

っ
た

の
と
同
様

で
あ
る
。
裁
判
官

の
意
見

は
、
何
が
法

で
あ
る
か

の
証
拠
で
あ

り
、

し
か
も
最
良
証
拠
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
上

の
も

の
で
は
な

い
。
前

の
判
決

が
覆
さ
れ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
前

の
判
決
で
宣

言
さ
れ
た
規
範
が
か

っ
て
は
法

で
あ

っ
た
が
、

今

や
そ

の
後

の
諸

判
決
に
よ

っ
て
変
更
さ
れ
た
、

と
い

つ
て
は
な
ら
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
前

の
判
決
が
誤

っ
た
規
範
を
定
立
し
た
も

の
と
見

て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ

は
、

コ
ロ
ン
ブ

ス
以
前

の
世
界
地
図
が
誤

っ
て

い
た
ご

と
く
、
誤
れ
る
法
律
地
図

で
あ

っ
た
。

新
し
い
判
決
を
指
し
て
新

し
い
法
を
創
る
も
の
と
す

る
よ
う
な

こ
と
は
、

ゆ
め
ゆ

め
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
。

た
だ
そ
う
見
え
る
だ
け
の
も

の
で
あ

っ
て
、

そ
れ

は
た
だ

一
つ
の
法

律
地
図

の

改
訂
版
に
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す

ぎ

な

い
。

も

し
裁
判
官

が
実
際

に
新

し
い
規
範
を
発
明
し
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
か
れ
は
権
力
纂
奪

の
罪

を
犯
す
も

の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
法
を
変
更

す
る
権
能
を
も

っ
て
い
る
の
は
立
法
府
だ
け
だ

か
ら

で
あ
る
。
ブ
ラ

ッ
ク
ス
ト

ン
は
い
う
。
裁
判
宮

は
、

『
新

し
い
法
を
宣
言
す
る
権
を

与
え
ら
れ

て
は
お
ち
ず
、
古

い
法
を
守
り
、

こ
れ
を
解
釈
す
る
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
』
。
以
前

の
判
決
が
、

『極

め
て
明

白
に
理
性

に
反
す

る
』
理
由

で
放
棄

さ
れ
る
場
合
で
も
、
『
後

の
裁
判
官
は
新

し

い
法
を
創
ろ
う

と
す
る

の
で
は
な
く
、

古

い
法

が
誤
り
述
べ
ら
れ
な
い
よ
う

に

擁
護

し
よ
う

と
す
る

の

で
あ

る
』
。
前
に
は
裁
判
官

の
視
力

に
欠
陥
が
あ

っ
て
、
法

の
発
見

に
当

っ
て

「誤

り
」
を

犯
し
た

の
で
、

今
や
そ
の
誤
り
が
そ
の

後
任
者

に
よ

っ

て
修

正
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る

。」

こ
こ
で

「
生

け

る
託

宣

」

と

い
う

言
葉

が
使

つ

て
あ

る
が

、

こ
れ

は
ブ

ラ

ッ
ク

ス
ト

ン
が

い

つ
た

言
葉

で
、

か

れ

は
、

「
か

れ
ら
〔
裁

判

官

〕

は

法

の
蔵

d
e
p
o
s
ito
r
ies
 o
f
 th
e
 la
w
s

で

あ

り

、

生

け

る

託

宣

で

あ

り

、

疑

わ

し

い

一
切

の

事

件

を

判

決

し

、

国

の

法

th
e

 

la
w
 of
 the
 land
に
従
つ
て
判
決
す
べ
き
宣
誓
に
よ
つ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
」
、
と
い
つ
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
判
例
は
法
で
は
な

く
、
法
の
主
要
か
つ
権
威
的
な
証
拠
で
あ
つ
て
、
裁
判
官
は
、
判
例
に
親
し
み
、
経
験
と
研
讃
を
積
ん
で
、
国
の
法

を
知
り
、
こ
れ
に

従

つ
て
裁
判
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
自
分

の
私
的
判
断
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
万
事
欧
州
追
随
の

一
九
世
紀
ア

メ
リ
カ
に
入
つ
て
そ
こ
の
正
統
論
と
な
つ
た
。
二
〇
世
紀
に
至
つ
て
も
依
然
多
数
説
で
あ
る
。
例
え
ば
、

ア
メ
リ
カ

の
国
際
私
法
の
大

家

ビ
ー
ル
や
指
導
的
在
野
法
曹
力
ー
タ
ー
も
そ
の
代
表
的
祖
述
者
で
あ
る
。

ビ
ー
ル
は
、
「
政
治
的
社
会
あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
そ
こ

で
発
生
す
る

一
切

の
出
来
事
を
規
律
す
べ
き
完
全
な
法
体
系
が
存
在
し
て
い
る
」、
と
い
う
。 
こ
の
法
宣
言
説

に
よ
れ
ば
、 
い
ろ
い
ろ

の
発
明
や
社
会
的

・
経
済
的
変
化
に
よ
つ
て
生
ず
る
新
し
い
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
裁
判
官
が
新
規
範
を
創
る
の
で
は
な
く
、
既
成

原
則
か
ら
論
理
的
に
適
当
な
規
範
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。
「古
き
田
畑
よ
り
新
し
い
穀
物
が
生
れ
育
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
(ク
ッ
ク
)

こ

と

に

な

る

。

す

る

と
、

ラ

イ

ト
兄

弟

が

キ

テ

ィ

ホ
ー

ク

で
飛
行

機

を

は

じ

め

て
飛

ば

し

た

と
き

、

す

で

に
航

空

機

に
関

す

る
法

が
存

在

し
、

飛

行

107



家
が
他
人

の
土
地
の
上
空
を
飛
ぶ
権
利
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ラ
イ
ト
兄
弟
に
対
し
て
侵
害
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
と
、
裁
判

官
は
た
だ
そ
の
よ
う
な
法
を

「
発
見
」
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
法
宣
言
説
か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
結

論

で

あ

る

が
、

い
さ

さ

か
奇

妙

で

あ

る
。

そ

こ
で

、

こ

の
ブ

ラ

ッ
ク

ス
ト

ン
説

は

、

ベ

ン
タ

ム

に
酷
評

さ

れ
、

ベ

ン
タ

ム
に
倣

う

オ

ー

ス
テ

ィ

ン
は

、

「
太

古

か

ら

誰

に
も
創

む
れ

な

い
で
存

在

し
、

た

だ
時

に
応

じ

て
裁

判
官

に

よ

つ
て
宣

言

さ
れ

る
裁

料

官

法

ju
d
ic
ia
r
y
 la
w

ま

た

は
普

通
法

c
o
m
m
o
n
 la
w

と

い

う

の

は

、

裁

判

官

の
用

い

る

子

供

じ

み

た

擬

制

ch
ild
ish
 fict
io
n

に

す

ぎ

な

い

」
、
と

嘲

笑

し

て

い

る

。

つ

い

で

に

、

ア

メ

リ

カ

の

モ

リ

ス

・

コ

ウ

エ

ン
は

、

裁

判

官

を

「
物

い

う

法

」

と

呼

ん

だ

ブ

リ

ッ
ク

ス

ト

ン

の

よ

う

な

考

え

方

を

「
司

法

機

能

蓄

音

器

説

」

p
h
o
n
o
-

g
r
a
p
h
ic
 th
e
o
ry
 o
f
 th
e
 ju
d
ic
ia
l
 fu
n
c
tio
n

と

皮

肉

つ

て

い
る

。

昔

か

ら

い

う

自

動

販

売

器

説

slo
t-m
a
c
h
in
e
 th
eo
ry

に

相

当

し

よ

う

。

も

つ

と

お

と

な

し

く

い

え

ば

、

「
司

法

過

程

の

機

械

観

」

m
e
c
h
an
ica
l
 c
o
n
c
e
p
tio
n
 o
f
 th
e
 ju
d
ic
ia
l
 p
r
oc
e
ss

(
フ

ォ

ン

・
メ

ー

レ

ン

)
と

い
え

よ
う

。

そ

れ

は

と
も

か
く

と

し
て
、

オ

ー

ス
テ

ィ

ン
は

こ

の
裁
判

官

法

に

つ
い

て
、

次

の
ご

と
く

い
う

。

「
司
法
的
に
創

ら
れ

る
法
は
、
判
決
の
際

に
創

ら
れ
る
。
そ
れ
を
創
る
も

の
の
直
接
ま
た

は
正
当
な
目
的
は
、
法
規
範

の
適
用
さ
れ
る
特
定
事
件

の

裁
判

で
あ

っ
て
、
規
範

の
定
立

で
は
な

い
が
、
そ

の
判
決
理
由
が
、
将

来

の
類
似
事
件

の
根
拠

と
な
る
か
ぎ
り
、
判
決
を
下
し
た
も

の
は
実
質
上
ま

た
は
事

実
上
立
法
す
る

こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
て
そ

の
判
決
を
下
す

に
当
り
、
〔
当
面

の
事
件

の
み
な
ら
ず
〕
、
そ

の
判
決
理
由

が

一
般
法
・

一
般
規
範

と
し
て
ど

ん
な
効
果
を
生
む
だ
ろ
う

か
、

と

い
う

こ
と
に
も
考
慮
を
払
う
な
ら
ば
、

…
…
そ

の
者
は
正
当

に
裁
判

し
つ
つ
も
立
法
を
行

っ

て

い
る
の
で
あ

る
…
…
。
」

オ
ー

ス
テ

ィ

ン
と

ベ

ン
タ

ム

と
異

な

る
点

は
、
後

者

が

、
法

典

主
義

を

と

つ
た

の

に
反

し

、
前

者

は
判

例

法

を

む

し

ろ
制

定

法

以

上

に
評

価

し
た

こ
と

で

あ

る
。

オ

ー

ス

テ

ィ

ン

の
流
を

汲

む

も

の

に
、

イ
ギ

リ

ス
で

は

メ
イ

ン
、

ダ

イ

シ
ー
、

ポ

ロ

ッ
ク
、

サ

モ

ン
ド
、

ホ

ラ

ン
ド

ら

が

あ

る
。

ダ

イ

シ

ー

は

い

う

。
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「
裁
判
官
法
は
、
単
な
る
法

の
解
釈
と

い
う
形
式

の
下

で
創
ら
れ
、

ま
た
、
学
者
や
裁
判
官

に
そ
う
呼
ば
れ
て
は

い
る
が
、
現

実
の
法

た
る

に
変
参

は
な
い
。

…
…
そ

の
よ
う
な
裁
判
官
法
は
、

イ
ギ
リ

ス
で
は
研
究
者
が
考
え
る
よ
り
は
る
か

に
大
量
で
あ

つ
て
、

契
約
法

の
少
く

と
も

一
〇
分

の

九
、
不
法
行
為
法
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
成
文
法
規

集
の
方

に
は
見
当
ら
な

い
。

…
…
古
代
法
で
は
な
く
、
現
代
法
で
も
、
部
門

に
よ

っ
て
は
そ
の
全

部
を
築
き
上
げ
、
発
展
さ
せ
、
あ
る

い
は
創
り
出
し
た
の
は
、
裁
判
所

の
行
為

な
の
で
あ
る
。
」

ポ

ロ
ッ
ク

は
、
「
聰

明

な
法

律

家

だ

つ
た

ら

、
裁

判

所

の
判

決

が
法

に
加

え

た

り

、
法

を
変

え

た

り
し

な

い
、

と
称

す

る
も

の
は
現

在

で

は

一
人

も

あ

る

ま

い
、
」

と

い

つ
て

い
る

。

も

つ

と
も
、

フ

ラ

ン
ク

は
、

今

日

で

も

大
抵

の
法

律

家

は
裁

判
官

法

と

い
う

も

の
が

あ

る

と

い
う

現
実

を
否

定

す

る

と

い

つ
て

い
る
。

そ

う

す

る

と
イ

ギ

リ

ス
で
も

そ

う

い
う

聰

明

で

な

い
法

律

家

が
ま

だ

沢

山

い
る

こ

と

に

な

る
。

ア
メ

リ

カ
で

、

ベ

ン
タ

ム
や

オ

ー

ス
テ

ィ

ン

の
判

決

法

創

造

説

・
司

法

立
法

説

を

ま
ず

承

け

つ
い
だ

の
は
、

グ

レ

イ

や

ホ
ウ

ム
ズ

で

あ

る
。

ホ
ウ

ム
ズ

は
有

名

な
少

数

意

見

の

一
つ

に
お

い
て
、

「
普

通
法

は
天

上

に

あ
ま

ね
き

遍
在

者

で

は
な

く

て

、

誰

で
あ

る

か

を

つ

き
と
め
ら
れ
う
る
主
権
者
ま
た
は
準
主
権
者
の
明
瞭
な
言
葉
で
あ
る
」、
と
い
う
。

ま

た

カ

ー
ド

ウ

ゾ

ウ

ら

も
、

「
私

は
、

裁

判

官

法

を

世

の
現
実

の

一
つ
で

あ

る

と
思

う

」
。

「
今

日

の
規

範

で

昨

日

の
反

対

の
規

範

と

対

に
な

ら

ぬ
も

の

は
な

い
く

ら

い

で

あ

る
。

…

…

こ
れ

ら

の
変

化

は
、

大

抵

、

裁

判

官

が

も

た

ら

し

た
も

の
で
あ

る

。

そ

の
結

果

と

し

て

、
補

足

や
修

正

を

行

つ
た

ば

か

り

で

は

な
く

、

革

命

と
転

換

さ

え
来

さ

せ

た

の

で
あ

る

」
、

と

い
う

。

一
体
、
判
決
法
宣
言
説
と
同
創
造
説
い
ず
れ
も
、
論
者

に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
若
干
相
違
が
あ
り
、
ま
ず
Ｊ

・
ス
ミ
ス
教
授
に
よ
つ
て

諸
家
の
説
が
整
理
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
と
、
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。

(
一
)

裁

判

官

は

「
法

」

を

「
創

る
」

こ

と

は
で

き

な

い
。

か

れ

ら

は

た

だ
既

存

の
法

を

発
見

し
適

用

す

る

だ
け

で
あ

る

(
ブ

ラ

ッ

ク

ス
ト

ン
、

カ

ー
タ

ー
)
。

(二
)

裁
判
官
は
、
以
前
の
判
決
に
よ
つ
て
規
制
さ
れ
て
い
な
い
点
に
関
し
て
は
新
し
い
法
を
創
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
実
際
に
創
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る
が
、

古
い
法
を
廃
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
-

裁
判
官
法
の
既
存
規
範
を
変
更
す
る
こ
と
す
ら

で
き
な
い

(ダ
イ

シ
ー
、

ポ
ロ
ッ

ク

)
。

(
三
)

裁

判
官

は
、

新

し

い
法

を
創

る

こ

と
が

で
き

、

ま

た

実

際

に
創

る

。

ま

た
古

い
法

を
廃

す

る

こ

と
が

で
き

、

ま

た
実

際

に
廃

す

る
。

古

い
法

と
は
、

か

れ

ら
、

自

身

ま

た

は
そ

の
前

任

者

が

前

に
定

立

し

た

法

の

こ

と
で

あ

る

(
オ

ー

ス
テ

ィ

ン
、

グ

レ
イ
、

ホ
ウ

ム
ズ
、

カ

ー
ド

ウ

ゾ

ウ

、

ス

ミ

ス
)
。

ま
た
ダ
イ
シ
ー
は
、
司
法
立
法
説
に
対
す
る
反
対
論
を
三
つ
に
分
類
し
て

い
る
。
第

一
は
、
裁
判
官
の
創
る
法
な
ど

と
い
う
も
の
は

な
い
。
裁
判
官
な
い
し
裁
判
所
は
法
を
創
造
す
る
こ
と
は
な
い
。

か
れ
ら
は
常
に
法

の
解
釈
者
と
し
て
行
動
す
る
、

と
い
う
。

第
二

は
、
裁
判
官
は
た
し
か
に
事
実
上
法
を
創
る
が
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
に
当
つ
て
、
法
を
解
釈
す
る
と
い
う
詐
欺
的

口
実

の
下
に
行

つ
て

い
る
、
と
い
う
。
第
三
は
、
た
し
か
に
司
法
立
法
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
で
き
た
法
規
範

の
よ
い
わ
る
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
立

法
は
裁
判
所
の
な
す
べ
き

こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
。
こ
れ
を
見
る
と
、
第

一
は
、
法
定
立
の
事
実
を
否
定
し
、
第
二
、
第
三
は
、
事

実
を
認
め
は
す
る
が
、
そ
れ
に
不
賛
成
で
あ
る
。
第
二
は
裁
判
所
の
用
い
る
宣
言
と
い
う
擬
制
が
詐
欺
的
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
方
法

を
攻
撃
し
、
第
三
は
裁
判
所
に
そ
の
権
限
が
な
い
点
を
衝
い
て
い
る
。

そ

こ
で

、

一
応

ま

と

め

て
見

る

と
、

四

通

り

の
考

え

方

が

あ

る

。
第

一
は
、

完

全

な

法

が
存

在

し
、

こ
れ

を
発

見

、
宣

言

す

る

の
が

裁

判

官

で
あ

つ
て
、

司

法

立

法

と

い
う

こ
と

は

あ

り
え

な

い
。

第

二

は
、

事

実

上

司
法

立
法

は

あ

り
う

る
が

、

そ

れ

は

よ

ろ

し
く

な

い
。

第

三

は
、

司
法

立

法

は
あ

り
う

る
が

、

補
充

的

で
あ

つ
て

、

既

成

法

を

変

更

し

て

は

な

ら
な

い
。
第

四

は
、

第

三

と
同

様

だ

が
、

た

だ

既
成

法

の
う

ち

判

例

は
変

更

し

て
も

よ

い
、

と

す

る
。

さ

ら

に

こ
れ

ら

に
第

四
節

で
問

題

と
す

る
第

五

の
考

え
方

、

す

な

わ

ち
、

判

決

は
必

然

的

に
法

創
造

と

な

る

(
一
般

的
司

法

立

法

説

)

と

い
う

説

を

加

え

る

こ
と

が

で
き

よ
う

。

し

か

し
基

本

的

に
は

判
決

法

宣

言
説

と
同

創

造

説

と

の
二

つ

の
型

に
帰

着

せ
し

め
る

こ
と

が

で
き

る

で

あ

ろ

う
。

110



司法過程 におけ る立法的契機

三
　

折

衷

説

相

矛

盾

す

る

両
説

に

あ

つ
て
、

「
裁

判

所

は
ど

ち

ら

か

一
方

に
き

め

て

し
ま

い
そ

う

で

も

な

い
。

ま

た
実

際

そ

う

し

た
ら

後

悔

す

る

よ
う

な

こ

と
と

な

ろ
う

。

何

と
な

れ

ば
、

い
ず

れ

の
説

も

す

て

が

た

い

貴

重

な
真

理

の
核

心
を

含

ん
で

い
る

か

ら

だ
」
、

と

チ

ェ
イ

フ

イ

は

い
う

。

ゲ

ル
ダ

ー
ト

の

「
英

法

原

理

」

は
、

初
学

者

ま

た

は
素

人

た

ち

の
手

引

書

だ

が
、

そ

の
中

の

一
節

に
、

こ

の
問

題

に

つ
い
て

簡
潔

で

明

快

な
解

答

を

与

え

て

い
て
、

な

か
な

か

お
も

し

ろ

い
と

こ
ろ

が

あ

る

か
ら

、

そ

の
要

旨

を

紹
介

し

よ

う
。

法

は
超

記

憶

時

代

t
im
e
 im
m
em
o
ria
l
か

ら
法

曹

や

民
衆

の
心

の
中

に
生

き

て
来

た
も

の
で

、

判

決

は

こ
れ

を
表

明

し

た

も

の
に
す

ぎ

な

い
、

と

い
う
説

と
、

裁

判
官

は
、

立

法

者

と
同

様

な

機

能

を
営

み
、

時

に
応

じ

て
法

を

創

造

し

て

い
る
、

と

い
う

説

と
は
、

互

に

相

容

れ

な

い
考

え
方

で
あ

る

の

に
、

法

曹

は
判

決

に
対

し

同
時

に
両

様

の
考

え
方

を

し

て

い

る
、

と

い

つ
て
、

ゲ

ル
ダ

ー
ト

は
、

メ
イ

ン
の
次

の
言

葉

を
引

用

し

て
、

こ
れ

を

説

明
す

る
。

-

「
判
例

の
な
か
に
納

め
ら
れ
、
判
決
録

の
な
か
に
記
録
さ
れ
て

い
る
、

イ
ギ
リ

ス
諸
体
系

の
あ

の
大
き
な
部
分
に
関

し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い

つ
も
、

二
重

の
言
葉
を
使
用

し
、

い
わ
ば
、
二
重
の
、

し
か
も
両
立
し
な

い
、

一
組

の
観
念
を
採
用
し
て

い
る
よ
う
に
見

え
る
。
或

る

一
群

の
事
実

が
、
わ

が
イ
ギ
リ

ス
の
裁
判
所
の
前

に
、
判
決
を
受
け
る
た
め
に
提
示
さ
れ
た
場
合
、

裁
判
官
と
弁
護

士
と
の
あ

い
だ

の
議

論
は
終
始
、
古

い
原
理
以
外

の

な
ん
ら
か
の
原
理
を
適
用
す

る

こ
と
、

ま
た
は

こ
れ
ま
で
な

が
い
あ

い
だ

承
認
さ
れ
て

き

た
区
別

以
外

の
な
ん
ら
か
の

区
別
を
も
う

け

る

こ

と

を
、
要

求
す

る
よ
う
な
問
題
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
提
起
さ
れ
て
は

い
な
い
し
、

ま
た
提
起
さ
れ
る
は
ず

は
な
い
、

と
の
仮
定
に
た

つ
て
い
る
。

い
ま
訴

訟

の
目
的
と
な

っ
て
い
る
争

い
の
事
実
関
係
を
支
配
す
る
、
と
思
わ
れ
る
、
す

で
に
知
ら
れ

た
法

の
或
る
原
則

が
ど

こ
か
に
は
存
在

し
、
そ

し
て
も
し

そ

の
よ
う
な
原
則

が
発
見
さ
れ
な

い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
必
要
な
忍
耐

と
か
知
識

と
か
明
敏
さ

と
か
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な

い
た
め
に
、
右

の
原

則
を
探
知

で
き
な

い
ま
で
の
話

で
あ
る
、
と

い
う

こ
と
が
絶
対

に
当
然

の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
判
決

が
く
だ
さ
れ
て
、
記
録
さ
れ

た
瞬
間
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か
ら
わ
れ

わ
れ

は
、
意
識
せ
ず
に
、
ま
た
は
明
言

せ
ず

に
、
あ

た
ら
し

い

一
つ
の
言

葉
と
あ

た
ら
し
い

一
連

の
思
想

の
な
か
に
す

べ
り
こ
む

の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ

は
い
ま
や
、
あ
た
ら
し

い
判
決

が
法
を
修

正
し
た

こ
と
を
承
認
す
る
。
適

用
で
き

る
原
則

は

-

と
き
ど
き
用

い
ら
れ
る
き
わ
め
て

不
正
確

な
表
現

を
使
え
ば
、
-

も

っ
と
弾

性
的
と
な

っ
て
き

た
の
で
あ
る
。
だ
が
事
実
上

こ
れ

ら
の
原
則

は
変
更
さ
れ
た

の
で
あ

る
。
幾
多

の
先

例

に
、

さ
ら
に

一
つ
が
ば

っ
き
参

追
加
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、 
こ
れ
ら
す
べ
て

の

先
例
を
比
較
す

る

こ
と
に

よ

っ
て

ひ
き
だ

さ
れ

る

法

の

規
準

c
an
o
n
 of
 la
w

は
、
か
り
に

こ
の
判
例
系
列

か
ら

一
つ
だ
け
判
例
を
切
り
す

て
た
場
合

に
得

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
規
準

と
は
、

同

一
で
な
い
の
で

あ

る
」
(
末
延
訳
に
よ
る
)。

ゲ

ル
ダ

ー
ト

は
、

二

つ
の
考

え
方

を

批

判

し

て
、

次

の
ご

と

く

い
う
。

ま
ず

、

法
宣

言

説

に
も

、

事

実

と

矛
盾

す

る

と

こ
ろ

が
あ

る
。

法

は
太

古

か
ら
不

変

で

あ

る
、

と

い
う

主

張

は
、

制

定

法

に
よ

る
普

通

法

の
変

更

と

い
う

こ

と
を

別

と
し

て

も
、

成

り
立

た
な

い
。

五
〇

〇

年

前

の
普

通

法

が
今

日

の
問

題

に
明
瞭

な
解

答

を
与

え

る

こ

と

は

で
き

な

い
。

そ

れ

ど

こ
ろ

か
、

そ

れ

が
今

日

の
解

答

と

は
全

く
正

反

対

の
場

合

す

ら

あ

る
。

例

と

し

て
ゲ

ル
ダ

ー
ト

は

、

単

純
未

履

行

契

約

sim
p
le
 e
x
ec
u
to
ry
 c
o
n
tra
c
t
が

も

と

は
効

力

を

認

め

ら
れ

な

か

っ
た

こ

と
を

挙

げ

て

い
る
。

し

か

し
、

契

約

法

上

の
規
範

で
今

日

と

は
反

対

の
も

の
は
、

枚

挙

に

い

と
ま

が

な

い
ほ
ど

例

が

あ

る

し
、

不
法

行

為

法

に

お

い
て

も

同

様

で

あ

る
。

一
例

を

あ

げ

れ

ば
、

責

任

が
厳
格

責

任

か

ら
今

日

の
過

失

責

任

へ
、

さ

ら

に

新

し

い
傾

向

と
し

て
再

び
厳

格

責

任

へ
と
、

い
く

た

び

か
変

転

し

た

の
で

あ

る

。

こ
れ

に
反

し
、

法

創
造

説

も

一
面

の
真

理

し

か
穿

っ
て

は

い
な

い
。
裁

判
官

が
立

法

者

と
同

様

な
行

為

を

し

て

い

る
、

と

い
う

の
は

事

実

を

ま
げ

る
も

の
で

あ

る

。
新

し

い
先

例

が

開

か

れ

る

場
合

で
も

、

そ

れ

は

新

し

い
事

実

に
既

成

の
原

則

を

適
用

す

る

と

い
う

形

を

と

っ
て

い
る

。

た

と

え
、

そ

の
原

則

が

明
示

的

に
解

答

を

与

え

て

い
な

い
場

合

で
も

、
解

答

を

全
然

与

え

て

い
な

い
、

と

い
う

わ

け

で
、

は

な
く

、

そ

れ

か

ら
演

繹

と

か
類
推

と

か
を
す

る

こ

と

に
よ

っ
て
、

新

し

い
原

則

を

つ
く

り
出

す

で

あ

ろ
う

。

そ

れ

は
、

一
度

も

そ

れ

ま

で
立

て
ら

れ

た

こ
と

が
な

い
、

と

い
う

意
味

で
新

し

い
原

則

で
あ

る

が
、

す

で

に
認

あ
ら

れ

て

い
る
も

の

に
含

ま

れ

て

い

た
も

の
で

あ

る
、

と

い
う
意

味

で

は
新

し

い
も

の
で

は

な

い
。

ま

た

た

と
え

、

判
決

が
既

成

原

則

に
準
拠

し

な

か

っ
た
場

合

で
も

、

学

説
、
慣

行
、
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ロ
ー

マ
法

、

近

代

外

国

法

、

さ

ら

に

自

然

法

n
atu
ra
l
 ju
stic
e

と

か

、

公

政

策

(
公

益

、

公

序

良

俗

)

p
u
b
lic
　p
o
lic
y

と

か

い

っ

た

も

の

に
従

っ
て

い

る

。

そ

れ

ら

は

、

曖

昧

で

は

あ

る

が

、

一
応

の
基

準

sta
n
d
a
rd

で

あ

る

こ

と

は

否

め

な

い
。

ま

た
、

法

創

造
説

の

い
う

ご

と
く

、
裁

判
官

が
立

法

者

と
同

じ

よ

う

に
法

を

定

立

す

る

、

と

い
う

な

ら
、

そ

の
時

ま

で
事

件

の
事
実

を

支
配

す

る
法

は

な

か

っ
た

こ

と

に
な

る

。

こ
れ

を
譬

え

て

い
え

ば

、

土

地

が
両

当

事

者

間

に
売

買

さ

れ

る

ま

で
、

ま

た

は
評

価

人

が

そ

の
評

価

を

行

う

ま

で
、

土

地

の
価

値

は

零

で

あ

っ
た
、

と

い
う

よ

う

な

も

の
で

あ

っ
て
、

明

か

に
不

合

理

で

あ

る
。

や

は

り
実

は
、

売

買

当
事

者

な
り

、

評
価

人

な

り

が
、

既

存

の
、

土

地

の
価

値

を
発

見

し

よ
う

と
し

た

の
で
あ

る
。

最
後

に
、

ゲ

ル
ダ

ー

ト

は
、

以

上

二

つ
の
相

矛
盾

す

る
考

え
方

を

「
発

展
」

ま

た

は

「
進

化
」

の
思

想

に

よ

っ
て

調

和

さ

せ
て

い

る
。

こ
れ

は
、

旧

説

の
ブ

ラ

ッ
ク

ス
ト

ン
や

ヘ
イ

ル
も
、

新

説

の
ベ

ン
タ

ム
や

オ
ー

ス

テ

ィ

ン
も
、

知

ら
な

か

っ
た
原

理

で
あ

る

。
進

化

思

想

の
要

諦

は
、

「
万

象

は
変

り

、

し

か

も
不

変

で
あ

る
」
、

と

い

う

こ

と

で
あ

る

。
今

日

の
法

が

五
〇

〇

年
前

の
法

と
同

じ
で

あ

る

か

ど

う

か
を

問

う

こ
と

は

、

「
S
am
so
n
 A
g
o
n
iste
s
を
書

い
た

ミ
ル

ト

ン
が

、
 L
y
c
id
a
s
を
書

い
た

ミ

ル

ト

ン
と
同

じ

で

あ

る

か
し

を

問

う

よ

う

な
も

の

で
あ

る

。

同

じ

で

あ

り
、

ま

た

同

じ

で

は

な

い
。

「
あ

ら

ゆ

る

判
決

は
、

生

長

の
過

程

に

お
け

る

一
段

階

で
あ

る

。

あ

ら

ゆ

る
事

件

に

お

い
て

、

当
該

事

実

に
適

用

さ

る

べ
き
法

が

す

で

に
存

在

し

て

い
る

、

と

い
う

こ
と

は
本

当

で
あ

る

。

判
決

が
く

だ
さ

れ

て
し

ま

う

と
、

こ
の
法

は
正

確

に

は
、

そ

れ

以
前

の
も

の
で

は

な

く

な

る
、

と

い
う

こ

と
も

ひ

と

し

く
本

当

で
あ

る
。

深

く
根

ざ

し

た
擬

制

の
証

拠

と

し
て

、

メ

イ

ン
が

言
及

す

る

『
二
重

の
言

葉

』
d
o
u
b
le
 la
n
g
u
a
g
e

は
、

じ

つ
に
、

一
つ

の
根

本

的

な

真

理

を

表
現

す

る
も

の
で

あ

る
し

(末
延
訳
に
よ
る
)。

こ

の
折

衷

説

は
巧

み

に
両

説

を
調

和

さ

せ

て

い

る
。

両

説

の
差

は

、
法

は
成

る
も

の

か
作

る

も

の
か

に

つ

い
て

の

テ

イ

ボ
ー

=
サ

ヴ

イ

ニ
ー
論

争

を
連

想

さ

せ
る

。

そ

こ
で

サ

ヴ

イ

ニ
ー

は
、

成

る

も

の

と
し

て
法

を
言

語

に

な
ぞ

ら

え

て

い
る

が
、

こ
の
比

喩

は
、

む

し

ろ

こ

の
折

衷

説

の
方

を

説

明

す

る

の
に
適

切

で

あ

る
。

言

語

は
成

り

か

つ
作

る

も

の
で
あ

り
、

今

日

の
言

語

は
、

昨

日

の
言

語

と
同

じ

で
あ

り

、
同

時

に
同

じ

で
は

な

い
。

「
バ

ス
」

と

い
う

言

葉

は

、

昨

日

と
同

じ

で

は

あ

る

が
、
昨

日

の
乗

合

馬

車

で

は
な

く
、
今

日

の
乗
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合

自

動

車

を

意

味

す

る

。

「
テ

レ
ヴ

ィ

ジ

ョ

ン
」

と

い
う

言

葉

は

最
近

辞
典

に
入

っ
た

新

語

で

は

あ

る
が

、

前

半

は
ギ

リ

シ

ャ
語

、

後

半

は

ラ

テ

ン
語

で

あ

り
、

と
も

に
も

っ
と
吉

い
、

有

史

以

前

の
イ

ン
ド

=
ゲ

ル

マ

ン
語

に

遡

る
既

存

の
言

葉

で
あ

る
。

こ

の

こ

と

は

「
テ

レ
ヴ

イ
ジ

ョ

ン
」

と

い
う

語

で

あ

ら

わ
さ

れ

る
実

体

に

つ

い
て

も

同

様

で
、

そ
れ

は
新

発

明

で
あ

っ
て

、

こ
れ

ま

で

地

上

に
は
存

在

せ
ず

、

も

し

こ
れ

を
先

人

が
見

た

ら
驚

嘆

し

て
魔

法

と
思

う

で

あ

ろ

う

。

し

か

し
、

太

陽

の
下

に
新

し
き

も

の
な

し

、

の
諺

の
ご

と

く

、

そ

れ
も

既

存

の
物

質

の
新

し

い
組

合

せ

で

あ

り
、

既

成

の
原

理

の
新

し

い
応
用

で

あ

る
。

す

べ

て

は
、

進

化

ま

た

は

発
展

の
過

程

の
中

に
あ

る
。

そ

れ

は
、

い
わ

ば

、

動

的

な

自

同

性

の
問

題

で

あ

っ
て
、

判

決

も

ま

た
例

外

で

は
な

い

の
で

あ

る
。

法

の

発

見

・
宣

言

、

ま

た

は

そ

の
解

釈

・
適

用

と

い
う

こ
と

に
形

式

上

な

っ
て

い

る
判

決

は

、

た

だ

そ

れ

に

と

ど

ま

ら
ず

、

同

時

に
法

の
定

立

・
創

造

の
面

を

実
質

上
伴

っ
て

い
る

の
で

あ

る

。
本

稿

は

そ

の
面

を

強

調

す

る

意

味

で

、

こ
れ

を

「
司

法

過

程

に

お
け

る
立

法
的

契

機

」

と
題

し

た

の
で
あ

る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
判
決
は
、
法
宣
言
と
法
創
造
と
の
二
面
を
同
時
に
有
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
英
米
法
は
古
来
法
発

見

・
法
宣
言
の
思
想
に
立
っ
て
い
る
が
、
裁
判
官
が
、
そ
う
信
じ
て
判
決
を
下
し
て
も
、
そ
れ
が
実
際
に
は
法
創
造
活
動
に
な
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
英
米
法
の
基
本
的
部
分
が
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
全
国
に
統

一
的
な
英
法
が
成
立
し
た
の
は
、

ノ
ル
マ

ン
征
服
以
来
で
あ
っ
て
、
ウ
イ
リ
ア
ム
征
服
王
以
下
歴
代
諸
王
は
司
法
的
中
央
集
権
政
策
を
と
り
、
全
国
か
ら
訴
を
き
く
国
王
裁
判
所

を
設
け
、
こ
こ
で
ゲ
ル
マ
ン
法
の

一
派
た
る
慣
習
法
的
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
法
に
よ
っ
て
裁
判
し
た
。
そ
れ
は
形
式
上
ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク

ソ
ン
法
の
宣
言
で
あ
る
が
、
同
時
に
司
法
立
法
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
古
代
法
的
特
徴
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ

ン
法
の
名
残
で

あ
る
が
、
他
面
、
特
に
土
地
法
に
著
し
い
封
建
的
特
徴

の
方
は
、
ノ
ル
マ
ン
王
朝
以
降
の
国
王
裁
判
所

の
司
法
立
法
の
所
産
で
あ
る
。

ま
た
今
日
で
も
、

英
米
で
は
判
例
が
第

一
次
法
源
と
さ
れ
、

法
学
研
究
や
法
学
教
育
も
判
例

の
分
析
に
ほ
と
ん
ど
終
始
す
る

わ
け

も
、
司
法
機
能
が
司
法
立
法
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
判
例
を
輯
録
し
た
判
例
集
も
、
判
例

の
集
積
や
裁
判
所

の
発
展
に
伴
っ

て
、
発
達
し
た
わ
け
で
、
は
じ
め
は
法
曹
の
実
務
ま
た
は
教
育
の
た
め
の
メ
モ
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
判
例

は
、
法
で
は
な
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く
、
法
の
宣
言
の
具
体
例

に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
公
判
に
よ
っ
て
、
事
件
関
係
者
以
外
に
知
ら
せ
る
必
要
も
な
か

っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
事
件
に
お
い
て
定
立
さ
れ
た
法
規
範
を
記
録
し
て
い
な
い
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
判
例
集
の
先
蹤
と
も
い
う
べ

き
イ
ヤ

・
ブ
ッ
ク
ス
に
は
、

法
廷

の
裁
判
官
や
弁
護
士
の
や
り
と
り
だ
け
で
、

判
決
自
体
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
例
が
あ
る
。

そ

れ

が
、
判
決

の
法
源
性
の
発
展
に
つ
れ
て
、
私
撰
判
例
集
を

へ
て
、
官
許
ま
た
は
官
撰
判
例
集

へ
と
発
展
し
て
、
今
日
の
第

一
次
的
法
資

料
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(し
か
し
今
日
判
例
集
に
記
録
さ
れ
て
も
、

判
例
法
は
依
然
不
文
法
と
し
て
分
類
さ
れ
ま
た
不

文
法
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、

一
つ
に
は
、
そ
れ
が
も
と
も
と
慣
習
法
の
宣
言
で
あ
る
と
い
う
面
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。)

で

は
、

イ

ギ

リ

ス
の
国

会

の
方

は

ど
う

で
あ

ろ
う

か
。

一
体

法

創

造

・
法

定

立

の
思

想

は
、

ロ
ー

マ
的

法

思

想

で
、

一
六
世
紀

こ
ろ

大

陸

よ

り
移

植

さ

れ
、

政

治

的

事
情

と

一
緒

に

な

っ
て
、

国

会

優

位

を

イ

ギ

リ

ス
に
実

現

さ

せ
た

わ

け

で

あ

る

が
、

も

と
を

た

だ

せ

ぼ
、
国
会
も
裁
判
所
も
-

そ
し
て
そ
の
他

の
中
央
行
政
機
関
も
-

同

一
毋
胎
、

す
な
わ
ち
、

国
王
を

輔
佐
す
る

役
人

の
集
団
た

る
国
会

curia
 reg
is
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
会
も
も
と
も
と
は
法
宣
言

の
機
関
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
国
会
は

最
近
ま
で

裁
判
所
と
し
て
も
行
動
し
た
。
例
え
ば
、
貴
族
は
国
会
で
第

一
審
の
裁
判
を
さ
れ
る
特
権
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
現
に
イ

ギ
リ

ス
上
院
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
最
高
裁
判
所
な
の
で
あ
る
。
英
米
の
国
会
が
、
請
願
を
受
け
、
ま
た
弾
劾
を
行
う
の
も
、
実
は
裁
判
所

で
あ

っ
た
名
残
な
の
で
あ
る
。
勿
論
今
日
で
は
、
国
会
が
法
創
造

・
法
定
立
の
機
関
で
あ
り
、
裁
判
所
が
法
発
見

・
法
宣

言
の
機
関
で

あ
る
と
観
念
さ
れ
て
、
漸
次
三
権
分
立
的
傾
向
を
も
っ
た
分
化
が
で
き
上
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
権
分
立
論
は
こ
の
通
り
イ
ギ
リ
ス

の
現
実
と
は
合
致
し
な
い
し
、
こ
の
理
論
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ
で
も
、
司
法
立
法

の
事
実
を
認
め
る
と
、
完
全
な
三
権
分

立
は
実
現
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
ア
メ
リ
カ
の
司
法
立
法
は
極

め
て
強
力
で
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ

ス
に
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、
州

・
連
邦
に
わ
た
り
、
か

つ
各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
解
釈
的
に
不
文

の
憲
法
を
生
み
出

し
て
い
る
。

一

世
紀
半
に
近
い
問
連
邦
憲
法
は

一
度
も
書
き
直
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
変
転
す
る
ア
メ
リ
カ
社
会
に
裁
判
所

に
よ
っ
て
適
応
さ
せ
ら
れ
る
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過
程

に
お
い
て
不
断
の
発
展
と
膨
脹
を
と
げ
て
来
た
。
修
正
第

一
四
条
の
正
当
手
続
条
項
の

「
正
当
手
続
」
du
e
 proces
s
 of
 law

と
い

う
た
だ

一
句

の
中
に
大
体
修
正
第

一
-

一
〇
条
全
部
の
内
容
が
読
み
こ
ま
れ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
労
働
権
の
よ
う
な
二
〇
世

紀
的

な
社
会
主
義
的
基
本
権
さ
え
も
解
釈
的
に
創
り
出
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
ピ
ケ
テ
イ
ン
グ
の
権
は
言
論
の
自
由
と
し
て
。
第
二
節

の

は
じ
め
に
引
用
し
た

「法
は
裁
判
官
の
意
見
で
あ
る
」

と
い
う
ヒ
ラ
リ
ー
裁
判
官

の
言
葉
に
呼
応
す
る
か
の
ご
と
く
、

ヒ
ュ
ー
ズ
最
高

裁
判
所
長
官
は
、

「憲
法
と
は
裁
判
官
が
憲
法
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
」

と
い
っ
て
い
る
。
連
邦
法
の
優
越
と
憲
法

の
優
位
に
よ
り
連

邦
最
高
裁
判
所
は
違
憲
審
査
権
、
す
な
わ
ち
、
受
動
的
か

つ
消
極
的
な
が
ら
強
力
な

(大
統
領
の
拒
否
権
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
な
)

司
法
立
法
の
実
権
、
を
振
う
い
わ
ば
上
下
両
院
の
ほ
か
の

「第
三
院
」
、
「
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
独
裁
者
」
(
ヒ
ュ
ー
ズ
)、
「超
立
法
府
」

(
ブ

ラ

ン
ダ

イ

ス
)

と

し

て
政

治

的

に
も

大

き

な

比

重

を

も

っ
て

い
る
状

態

で
あ

る
。

四
　

一
般
的
司
法
立
法
説
と
限
定
的
司
法
立
法
説

判

決

法
創

造
説

・
司

法

立

法
説

を
認

め

る

と

し

て
も

、

そ

れ

は
限

ら

れ

た
小

部

分

の
判

決

に

つ

い
て
真

実

で
あ

っ
て
、

大

多

数

の
判

決

は
純

粋

な
司

法

、

す

な
わ

ち
、

立

法

的

要

素

を

含

ま

な

い
単

純

な
法

の
解

釈

・
適

用

で

あ

る

、

と

い
う

考

え

方

が

あ

る
。

こ
れ

を
限

定

的

司

法

立

法
説

と
呼

ぶ

こ

と

に
す

る

。
例

え
ば

、

ゲ

ル
ダ

ー
ト

が

批

判

し

て

い
る
宣

言

的

先

例

d
e
c
la
r
a
tor
y
 p
r
ec
e
d
e
n
ts
と
創

造

的

先

例

o
r
ig
in
a
l
 p
re
c
ed
e
n
ts

と

を

区

別

す

る

考

え

方

な

ど

そ

れ

で

あ

る

。

で

は
果

し
て

司

法
立

法

は
、

右

の

よ
う

に
限

ら

れ

た

場
合

に

の
み
行

わ
れ

る
も

の
で

あ

ろ

う

か
。

そ

う

で

は

な

い
こ

と

を
、

ゲ

ル
ダ

ー
ト

は
、

ニ

つ
の
設

例

を

と

つ
て
解

明

す

る
。

第

一
に
、

あ

る
行

為

が
申

込

の
承

諾

に
な

る

か
、

と

い
う

問

題

を
、

第

二

に
、

あ

る
取

引

が
公

政

策

p
u
b
lic
 p
olic
y
-

公

序

良

俗

、

公
益

な

ど

に
該

当

-

に
反

す

る
か

、

と

い
う

問

題

を

、

と
り

上
げ

る
。

前
者

で

は
、

既

成

法

規

範

が

明
瞭

で
、

ほ

と

ん
ど

自

動
的

に
適

用

す

る

こ

と
が

で
き

る
。

こ
れ

に
反

し
、

後

者

で

は
、

裁

判

官

は

、

一
旦

、

「
か
く

か

く

の
性

質

を

有

す

る
行

為

は
、

公

政

策

に
反

す

る
」

と
明

示
的

に
宣

言

し
、

か

く

て

公
政

策

の
概

念

を

定
義

し

こ
れ

を

展
開

す

る
下
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位

的

規

範

を
立

て

る

こ

と

に
な

る
。

だ

か
ら

両
者

は
、

そ

れ

ぞ

れ

宣

言

的
先

例

.
創

造

的

先
例

と

し

て
区

別

で

き

る

よ
う

に
見

え

る
。

し
か

し
、

実

は
両

者

の
間

に
本

質

的

区

別

は
立

て

ら

れ

な

い
。

い
か

に
先
例

に
酷

似

す

る
事

件

で

あ

ろ

う

と
、

い
か

に
詳

細

な
法

規

範

が
存

在

し

て

い
よ
う

と
、

全

然

何

か

ら
何

ま

で
同

一
と

い
う

事

件

は
絶

対

に
存

在

し
な

い
。

従

っ
て

裁

判

官

は
、

第

一
例

の
場

合

に

も

、

明

示
的

で

は
な

い
が

内

心

に
お

い
て
、

や

は

り
、

「
か
く

か
く

の
性

質

を
有

す

る
行

為

は
申

込

の
承

諾

に

な

る
」

と
考

え
、

か
く

て
判

決

に
よ

っ
て

や

は

り
申

込

の
承

諾

の
概

念

を
定

義

し

展
開

す

る
下

位

酌

規

範

を

立

て

る

の
で

あ

る
。

だ

か
ら

、

法

規
範

の

適

用

は
、

常

に
概
括

、

一
般

化

g
o
n
e
r
a
liz
a
tio
n

の
心

理

適

程

で

あ

り
、

そ

れ

を
適

っ
て
判

決

が

下

る

毎

に

そ

の
適

用

さ

れ

る
法

規

範

は
発

展

し

て
ゆ

く

。

そ

の
意

味

で
、

判
決

は
常

に
法

創

造

的

で

あ

る

。
他

面

、

判

決

は
常

に
法
宣

言
的

で

あ

る
。

第

一
例

の
場
合

は
勿

論

、

第

二
例

の
よ
う

に
、

明
瞭

に
法

創

造

的

な

場

合

で

さ

え
も

、

何

ら
か

の
既

成

の
基

準

を
も

っ
て

い
る

と

い
う
意

味

で
、

純
然

た

る
創

造

的

先

例

で

は

な

い
。

だ

か

ら
、

宣

言

的

・
創

造

的
先

例

の
観

念

的

類

型

を

考

え

る

こ
と

は
可

能

で
あ

る
が

、
現

実

に

は
純

粋

に
宣

言

的

な

先
例

も

純

粋

に
創

造

的

な
先

例
も

存

在

し
な

い
。

両

者

の
相

違

は
、

質

の
相

違

で

は

な
く

、

量

の
相

違

に
す
ぎ

な

い
。

た
だ
実

際

上

、
前

者

の
場

合

は
、

法

規
範

の
適

用

が
極

め
て
容

易

で
自

動

的

に
行

い
う

る

ほ

ど

で

あ

り
、

そ

れ

に
よ

る
法

規

範

の
展

開

は
無
限

小

で
あ

る

か

ら
、

実

際

上

fo
r
 p
ra
c
tica
l
 pu
rp
o
se
s
法

に
何
物

を

も
追

加

し

な

い
も

の
、

従

っ
て

判
例

集

に

登
載

す

る
価

値

の
な

い

も

の
、

と

し
て
扱

わ

れ

る

だ
け

の

こ
と

で

あ

る
。

以
上
の
説
明
で
、
判
決
法
創
造
説
、
な
い
し
司
法
立
法
説
が

一
般
的
に
成
立
す
る
こ
と
を
立
証
す
る
に
は
し
た
が
、
実
際
上
両
類
型

を
容
認
し
た
か
ら
、
か
え
っ
て
こ
の

一
般
的
司
法
立
法
説
の
実
際
的
意
義
な
い
し
実
益
を
否
定
し
、
そ
れ
が
無
用
論
で
あ
る
こ
と
を
自

認
し
た
か
の
観
が
あ
る
。
精

々
、
判
例
法
が
無
数
の
い
わ
ゆ
る
宣
言
的
判
決
の
累
積
を
通
じ
て
目
に
見
え
な
い
ほ
ど
徐

々
に
発
展
し
変

化
す
る
か
ら
、
長
期
的
に
見
る
と
、
判
例
法
の
変
化
と
発
展
が
こ
の

一
般
的
司
法
立
法
説
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
、
と
い
う
実
益
、
こ

れ

に
多
分
に
理
論
的
な
実
益
、
が
あ
る
だ
げ
の
よ
う
で
あ
る
。

と
も
か
く

一
般
的
司
法
立
法
説
を
理
論
上
み
と
め
る
と
し
て
も
、
実
際
的
に
は

一
部
の
判
決
に
つ
い
て
の
み
判
決
に
よ
る
法
創
造
、
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法
発
展
、
す
な
わ
ち
、
司
法
立
法
が
行
わ
れ
る
と
仮
定
し
て
よ
い
。
従

っ
て
そ
れ
を
た
だ
の
仮
定
で
は
な
く
、
そ
れ
を
事
実

と
考
え
る

限
定
的
司
法
立
法
説
と
実
際
上
は
同

一
の
結
果
に
帰
着
す
る
。
そ
こ
で
後
者
の
よ
う
な
立
場
に
立

っ
て
い
る
論
者
を
若
干
紹
介
し
て
、

補
足

し
よ
う
。

ま
ず
、
フ
ォ
ン
・
メ
ー
レ
ン
は
、
司
法
立
法
が
問
題
に
な
る
場
合
と
し
て
、
次
の
四

つ
の
事
件
型
を
挙
げ
、
こ
れ
ら

は
事
件
全
体
の

数
か
ら
見
れ
ば
少
数
だ
が
、
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
第

一
に
、

既
成

の
法
規
範
体
系
に
該
当
す
る
事
件
で
あ
る
が
、

政
策
的

考
慮
か

ら
、
そ
れ
を
裁
判
所
が
妥
当
と
考
え
な
い
場
合
、
第
二
に
、
同
じ
く
既
成
法
規
範
体
系
に
該
当
す
る
事
件
で
あ
る
が
、
そ
の
定
立
後
、

政
治
的
お
よ
び
倫
理
的
観
念
に
変
化
が
生
じ
た
と
裁
判
所
が
考
え
る
場
合
、
第
三
に
、
既
成
法
規
範
体
系

に
該
当
す
る
型
の
事
件
に
類

似
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
同

一
で
は
な
い
場
合
、
第
四
に
、
既
成
法
規
範
体
系
に
該
当
す
る
型
の
事
件
の
い
ず
れ
と
も
類
似
し
て
い
な

い
事

件

、

す

な

わ

ち
、

全

く
新

し

い
事

件

の
場

合

、

以

上

四

つ
で

あ

る

。

Ｗ

・
Ｗ

・
ク

ッ
ク

は
、

「
型

通

り

の
」

ro
u
tin
e
事

件

と

「
新

し
く

、
異

例

な
事

実

関

係

」
の
事
件

c
a
se
s
 in
v
o
lv
in
g
 'n
e
w

a
n
d
 u
n
u
su
a
l 

s
itu
a
tio
n
s
’
と

に
分

け

、

ゲ

ル
ダ

ー

ト
が

前

記
宣

言

的

・
創

造

的

の

二
種

の
先

例

を
説

明

し

た

の

と
、

大

体

同

様

の

こ
と
を

述

べ
て

い

る
。

す

な

わ

ち

、
前

者

に

お

い

て

は
、
事

件

の
事

実

関

係

が
諸

先

例

の
そ

れ

に

酷
似

し
、

既

成

法

規

範

は
直

接
問

題

に
対

し

て
解

答

を

与

え

て

い
る

か

ら
、

判
決

は
、

何

ら

「
実

際

の
思

考

」

r
ea
l
 th
o
u
g
h
t
を

要

せ
ず

、

「
習

慣

的

に
」

b
y
 h
a
b
it
ま

た

は

「
自

動

的

に
」

a
u
tom
a
tic
a
lly

下

さ

れ

る
。

つ
ま

り
、

「
型

通

り
」

r
o
u
tin
e
で

あ

る

。
 

こ
れ

に
反

し
、

後

者

に

お

い
て

は
、

判
決

に

は

「
反

省
的

思

考

」

r
eflec
tiv
e
 th
in
k
in
g
を

要

し
、

既

成

法
規

範

は
解

決

を

与

え

ず

、
無

用

で

な

い

に

し
て

も

そ

の
ま

ま
用

い
ら

れ

な

い
。

精

々
手
段

で

あ

り
、

仮

説

で

あ

る

。

こ
れ

を
検

証

し
、

改

め
て

、
用

に
供

す

る

の
で
あ

る

と

い
う

。

Ｅ

・
Ｈ

・
リ

ー
ヴ

イ
も

、
司

法

立

法

を

正

面

か

ら

認

め
、

そ

の
必

要

を

説

き

、

さ

ら

に

そ
れ

が

い

か

に

し
て
行

わ

れ

る

か
を

述

べ
、

多

く

の
具

体

例

に

よ

っ
て
そ

れ

を

示

し

て

い
る
。

か
れ

は

い
う

。

「
法

規

範

は
事

件

か

ら

事
件

へ
と
変

化

し
、

事

件

ご

と

に

つ
く

り

か

え

ら

れ

る
。

し

か

し

こ

の
法
規

範

の
変

化

こ
そ

法

に
必
須

な
動

的

性

質

で

あ

る
」
。

け

だ

し
、

新

し

い
事

情

も

発

生

す

る

し
、

需

要

も
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変

化
す

る

か

ら
で

あ

る

。

だ

か

ら

「
法

的
過

程

に
用

い
ら

れ

る

範

疇

は
、

新

し

い
観

念

の
注
入

が

で
き

る

よ
う

に
暖

昧

に

し
て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
。
制

定

法

や
憲

法

に

つ
い
て
も

同

様

で
あ

る
」

(?!

)

「
こ

の

よ
う

に
し

て
法

は

そ

の
社

会

の
も

つ
観
念

を
あ

ら
わ

す

こ
と

が

で
き

る

よ
う

に
な

り
、

制

定

法

や
憲

法

の
中

に

一
般

的

な

言

葉

で

書

か

れ

た
場

合

で
も

、

特

殊

の
事
件

に
合

う

よ
う

に
形

づ
く

ら

れ

る

の
で

あ

る
」
。

「
法

規

範

は

、

そ

れ

が
適

用

さ

れ

る

と

き

、
変

化

す

る
。

も

っ

と
重

要

な

こ
と

は
、

事

実

関

係

を

比

較

し

つ

つ
、

規

範

を

創

り

出

し

て
、

こ
れ

を
適

用

す

る
過

程

の
中

か

ら
法

規

範

は

生

れ

る

こ
と

で
あ

る
」
。

「
法

規

範

の
範
囲

、

従

っ
て
、

そ

の
意

義

は
、

ど

ん
な
事

実

が

、

そ

の
法
規

範

が

は
じ

め
て
立

て

ら
れ

た

と
き

の
事
実

と
同

様

と
考

え

ら
れ

る
か

、

と

い
う

こ
と

の
認

定

い
か

ん

に
か

か

っ
て

い

る
。

異

同

の
認
定

こ
そ

、

法

的
過

程

に

お
け

る
基

本

段

階

で

あ

る
」
。

問

題

は
、

「
異

る
事

件

を

同

一
で

あ

る

か

の
ご

と
く
取

扱

う

こ

と

が
正

し

い
場
合

と

は

ど

ん
な

場

合

で

あ

る

か

で

あ

る
。

だ

か
ら

基

本
的

類

似

性

を
摘

出

し
、

こ

こ
か

ら

共

通

の
分

類

〔
範

疇
〕

を
適

用

す

る

こ

と
が
妥

当

で

あ

る

こ

と
を

論

証

す

る

こ
と

の
で
き

る

よ
う

な

法

体
系

で
な

け

れ

ば

、

こ
れ

を

運
用

す

る

こ

と

が

で
き

な

い
」
。

す

る

と

こ

の
事
実

関
係

の

比
較

c
om
p
a
r
in
g
 fa
c
t
 s
itu
a
tion
s
と

か
異

同

の
認

定

f
in
d
in
g
 o
f
 sim
ila
r
ity
 o
r
 d
iffe
re
n
c
e

と
か

基
本

的

類

似
性

の
摘

出

p
ic
k
in
g
 ou
t
 k
e
y
 s
im
ila
r
itie
s

と
か

の
考

え
方

は
、

結

局
前

の
ク

ッ
ク

の

「
型
通

り

の
」

事

件

と

「
異

例

な
」

事

件

と

の
二
分

論

に
相

当

し
、
説

く

と

こ
ろ
も

同

一
に
帰

す

る

よ

う

で

あ

る
。

ま

た
、

先

例

ま

た

は
成
文

法

に
該

当

規

範

が

な

い
と

い
う
意

味

で
、

デ

イ
キ

ン
ソ

ン

の

よ
う

に

「
規

定

の

な

い
事

件
」

u
n
p
ro
v
id
ed
 

ca
s
e
ま

た

は

チ

ェ
イ

フ

イ
や

カ
ー

ド

ウ
ゾ

ウ

の

よ
う

に

「
法

の
欠

缺

」

g
a
p
s
 o
r
 o
p
en
 s
p
ac
e
s
 in
 th
e
 la
w

の

あ

る

.場
合

に
司

法

立

法

が
問
題
に
な
る
と
い
え
ば
、
日
本
の
法
学
と
共
通
の
言
葉
で
も
の
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

五
　
限
定
的
司
法
立
法
説
に
対
す
る
批
判

前
著
に
紹
介
し
た
考
え
方
に
対
し
て
は
批
判
論
た
い
し
懐
疑
論
が
あ
る
。
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ま
ず
、
リ
ア
リ
ス
ト
の

一
人

ロ
ウ
デ
ル
の
説
を
紹
介
す
る
。
法
律
家
た
ち
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
諸
事
件
は
、
そ
の
異
同
に
従

い
、
群

(範
疇
)
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
異
る
法
規
範
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
新
し
い
事
件
は
、
そ
れ
が
類
似
し
て
い
る
群
を
支
配

す
る
法
規
範
の
適
用
を
受
け
る
。
た
だ
し
か
れ
ら
も
、
同
じ
群
に
無
理
な
く
は
ま
り
込
み
、
自
動
的
に
該
当
法
規
範
の
適
用
を
受
け
る

ほ
ど
類
似
し
た
事
件
は
二
十
は
お
ろ
か
、

二
つ
と
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、

法
律
家
は
い

う
、

そ
の
よ
う
に
事
件
は
異
る
が
、
相
違
に
は
重
要
な
も
の
、

大
き
い
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
か
ら
、

「本
質
的
」
事
実

に
着
目
し
て
、
所
属
群
と
適
用
法
規
範
を
き
め
る
。
で
は
、
何
を
も

っ
て

「
本
質
的
」
事
実
と
す
る
か
。
も
し
そ
れ
が
、
適
用
さ
る
べ

き
規
範

の
構
成
要
件
事
実
だ
っ
た
ら
、

議
論
は
循
環
論
法
に
な
っ
て
し
ま
う
。

適
用
さ
れ
る
規
範
を
定

め
る
た
め
の

事
実
認
定
で

あ

り
、

そ
の
た
め
の

「
本
質
的
」
事
実
な
の
だ
か
ら
だ
。
も
し
そ
の
よ
う
に
規
範
で
定
め
る
と
い
う
な
ら
、
a
の
規
範
を
適
用
す
る
と
き

め
た
場
合
、
そ
の
事
件
の
事
実

ｘ
y
z
が
、
b
の
規
範
を
適
用
す
る
と
き
め
た
場
合
、

w
x
y
が

「本
質
的
」
事
実
と
な
る
。
こ
れ
で

は
恣
意
的
な
き
め
方
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
は
、
「本
質
的
」
事
実
は
ど
う
や
っ
て
き
め
る
か
。

裁
判
官
に
定
め
て
も
ら
う
よ
り

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
適
用
規
範
を
決
定
す
る
も
と
に
な
る
の
が
所
属
群
で
、
そ
の
所
属
群
を
き
め
る
の
が
本
質
的
事
実

で
あ
る
。
こ
れ

を
裁
判
官

に
選
ば
せ
る
の
は
、
さ
き
ほ
ど
a
な
り
b
な
り
の
規
範
を
選
ん
だ
の
と
同
様
に
、
こ
れ
ま
た
恣
意
的
な
結
果

に
な
っ
て
し
ま

う
。
も
し
裁
判
官
が
、
同

一
事
件

の
事
実

m
n
o
を
本
質
的
事
実
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
に
該
当
す
る
群
を
支
配
す
る
c
規
範
が
、
も
し

o

p

q
を

選

べ
ば
、

d
規

範

が

、

そ

れ
ぞ

れ
適

用

さ

れ

る

ぺ
き

法

規
範

と

な

る
。

こ

の

よ
う

に
恣
意

的

な
も

の

で
あ

れ

ば

、

わ

れ

わ
れ

は
も

は
や

「
本

質

的

事

実
」

を

云

々
し

え

な
く

な

る
。

以

上

の
よ

う

に

ロ
ウ

デ

ル
は
主

張

す

る
。

も

し

ロ
ウ

デ

ル

の

い
う

こ

と
が
正

し

い
な

ら

、

ク

ッ
ク

の

「
異

例

な
」

事

件

と

「
型

通

り

の
」

事

件

の
区
別

も
、

リ

ー

ヴ

イ

の

い
う

「
基
本

的

類

似

性

」

も

、
右

の

「
本

質

的
事

実

」

と
同

様

に

い
ず

れ

も

迷
妄

と

い
う

こ
と

に

な

っ
て

し
ま

う

。

次

に
、

フ
ラ

ン
ク

の
説

を
紹

介

す

る

。

か
れ

は
、

ク

ッ
ク

の

二
分
論

を
直

接

批

判

し

て

い
わ

く

、
既

成

法

規

範

は

い
ず

れ

も

そ

の
ま

ま

に

は
適

用

で

き

な

い
も

の

で
あ

っ
て
、

そ

れ

は
仮

説

と

し
て
扱

う

ベ
き

も

の
だ

、

と

い
う

ク

ッ
ク

の
見

解

に

は
賛

成

で
き

る

が
、

ク
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ッ
ク
が
、
大
抵

の
事
件
は

「型
通
り
の
」
事
件
で
あ
っ
て
、
何
ら
の
反
省
を
要
せ
ず
、
自
動
的
に
裁
判
で
き
る
、
と
い
う
の
は
余
り
に

も
素
朴
な
見
解
で
あ

っ
て
、
首
肯
し
が
た
い
。
既
成
法
規
範
の
機
械
的
適
用
を
す
る
か
司
法
立
法
を
す
る
か
の
前
提

と
な
る
事
件
の
分

類
、
型
通
り
か
異
例
か
の
認
定
、
す
な
わ
ち
、
事
実
の
認
定
は
そ
ん
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
、

ク
ッ
ク
は
二
つ
の

点

を
見

落

し

て

い

る
、

と

い
う

。

そ

の
第

一
点

は
、
実

は

以
前

に

ク

ッ
ク

自
身

が

鋭

く
指

摘

し

た

こ

と

で
あ

る
。

そ

の
時

ク

ッ
ク

は

い

っ
た

。

外
界

は

、

視

覚

、

聴

覚

、

嗅
覚

等

々
の
感

覚
的

様
相

の
変

転

極

ま

り

な

い
連

鎖

で

あ

っ
て
、

こ
れ

を

「
粗

い
、

生

の
出

来

事

」

b
r
u
te
り
ra
w
 e
v
e
n
ts

と
呼

ぶ

こ

と
が

で
き

よ
う

。

い
ざ

こ

の

「
粗

い
、

生

の
出
来

事
」

を

記

述

し

よ

う

と
す

る

と
、

ど

の
状

況

一
つ
を

と

っ
て

も
、

無

限

の
相

、

無

限

の
部
面

を
呈

し
、

こ
れ

を

い
や

し

く

も
論

じ

よ
う

と
す

れ

ば

、

そ

の
無

限

の
部

面

の
中

か

ら

、

何

ら

か

の
必

要

が
あ

っ
て
、

論

じ

よ
う

と
思

う

も

の
を

ま
ず

選

択

s
e
lec
t
io
n

し
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

次

に
、

そ

の
選

択

さ

れ

た

諸

相

を

関
係

づ
け

て
、

何

ら

か

の
範

疇

c
a
te
g
o
ry

ま

た

は
種

類

c
la
ss

に
ま

と

め
る
。

こ

の
範

疇

ま

た

は

種

類

に
対

し

て
、
 
わ

れ

わ

れ

は

何

ら

か

の

言

語

的

記

号

v
er
b
a
l 

sy
m
b
o
l、

す

な

わ

ち

、

名
前

を
有

し
て

い
る

か
、

ま

た

は

名
前

を

つ
く

り

だ
す

。

こ

こ
で

は

じ

め
て
、

事

実

が
何

で
あ

る

か

を

い
う

こ

と
、

す

な

わ

ち
、

「
事

実

の
記

述
」

sta
tem
e
n
ts
 o
f
 fa
c
t
を

行

う

、
 

こ
と

が

で
き

る
。

だ

か

ら

「
事

実

」

fa
c
ts

と
は
、

か

か

る
選

択

と

包

摂

の
所

産

、

す

な

わ

ち

、

具

体
的

に

「
粗

い
、

生

の
出

来

事

」

か

ら

の
抽

象

a
b
stra
c
tio
n

と
、

抽

象

さ

れ

た

諸
要

素

の

解

釈

in
te
r
p
re
ta
tio
n

の
所

産

で

あ

る
。

か

く

事
実

と

事
実

の
記

述

が
変

幻

自

在

で
あ

る

こ

と
あ

た

か

も

プ

ロ
ウ

テ

ウ

ス
海

神

の
ご

と

く

で
あ

る

こ
と

を

強
調

し

た

ク

ッ
ク
自

身

が
今

や
、

す

べ

て

の
事

件

に

お

い
て
、

「
粗

い
、

生

の
出

来

事
し

か

ら

の
選

択

が
自

動
的

に
行

わ

れ

、

異
例

な
事

件

以

外

で

は
、
法

的

範

疇

(
法

規

範

)

へ
の
包

摂

が

何

の
努

力

も
思

慮
も

要

せ
ず

に

で
き

る

か

の
ご

と
く

い
う

の
は
、

自
家

撞

着

で

あ

る
。

そ
の
上
ク

ッ
ク
の
記
述
し
た
選
択
過
程
で
は
ま
だ
ま
だ
単
純
す
ぎ
る
、
と
フ
ラ
ン
ク
は
い
っ
て
、
選
択
過
程
を
三
段
階
に
分

っ
て
述

べ
て
い
る
。
ま
ず
、
第

一
段
階
で
、
証
人
自
身
が
選
択
す
る
。
そ
れ
は
、
事
実

の
観
察
時

の
、
か
れ
の
感
覚
能
力
と
情
緒
状
態
、
陳
述
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時

お

よ
び

証

言

時

の
、

感
覚

能
力

、

情

緒

状

態

、

偏

見

、

虚

偽

の
動

機

な
ど

に

よ

つ
て

影
響

さ

れ

る
。

第

二
段

階

で
、

事
実

審

裁

判

所

が
、

相

矛

盾

す

る
証

人

間

の
証

言

の
中

か

ら

選

択

す

る
。

第

三
段

階

に
至

っ
て

は

じ

め
て

、

ク

ッ
ク

の

い
う

選
択

と
包

摂

が

行

わ

れ

る
。

す

な

わ

ち
、

裁

判
所

は

、

か

く

選

択

さ

れ

た

事

実

か

ら
、

「
関

連

性

あ

る
」

r
e
lev
a
n
t
事
実

、

換

言

す

れ

ば
、

法

的

範

疇

-

そ

れ

は
既

成

の
そ

れ

か
、

裁

判

所

が

定

立

し
よ

う

と

す

る
新

し

い
も

の
か
、

い
ず

れ

か
-

に
該

当

す

る
事
実

だ
け

を
、

選

択

す

る

の
で

あ

る
。

ク

ッ
ク

が
、

裁

判

所

は
、

す

で

に

ふ

る

い
分

け

ら

れ

た

デ

イ
タ

を
、

デ

イ
タ

と

い
う

言

葉

の
文

字

通

り

の
意

味

の

「
所

与

」

と

し
て

受

け
、

そ

の

「
解

釈

」

を
す

る
ぼ

か

り

で
あ

る
、

と
考

え

て

い

る
。

し

か

し
事
実

の
認
定

は

こ

の
よ

う

に
複

雑

な

も

の
で

あ

る

か

ら
、

型

通

り

の
事

件

と

い
う

も

の
は
、

ま
ず

ま
ず

あ

り

よ

う

が

な

い
。

ク

ッ
ク
の
見
落
し
て
い
る
第
二
点
は
、
事
実
審
裁
判
所
の
判
決
に
お
け
る
不
合
理
で
捕
捉
し
が
た
い
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
的
要
素

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所

(裁
判
官
で
あ
れ
陪
審
員
で
あ
れ
)
は
法
規
範
に
該
当
す
る
事
実
を
本
当
に
選
択
し
な

い
で
、
証
言
に

対
す
る
混

一
未
分
化
な
反
応
に
よ
っ
て

一
挙
に
結
論
に
達
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
際
行
わ
れ
る
事
実
認
定
や
法
解

釈
は
、
そ
う
し
て
達
せ
ら
れ
た
結
論
の
検
算

・
正
当
化

・
弁
明
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、

型
通
り
の
事
件
と
異
例

の
事
件
の
区
別
が
い
え
る
と
し
て
も
、

訴
訟
を
し
て
見
た
上
で
な
け
れ
ば
分
ら
な
い
、

す
な
わ

ち
、

は
じ
め
か
ら
は
、
分
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
は
、
設
例
に
よ
っ
て
こ
れ
を
説
明
す
る
。
小
売
業
者
か
ら
購
入
し
た
自
動
車

の
運
転
中

車
輪

の
故
障
か
ら
負
傷
し
た
原
告
Ｍ
が
、
製
造
業
者
A
を
相
手
ど
っ
た
事
件
を
仮
定
し
、
さ
ま
ざ
ま
に
矛
盾
す
る
証
拠

の
中
か
ら
事
実

審
裁
判
所
が
車
輪
の
製
造
上
の
不
注
意
が
原
因
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
損
害
賠
償
を
与
え
た
と
す
る
。
こ
れ
が
上
訴
審

に
ゆ
く
。 
一
九

一
六
年
前
だ
っ
た
ら
、
製
造
業
者
は
、
自
分
か
ら
直
接
購
入
し
た
者
以
外
に
は
何
ら
の
法
律
的
義
務
を
負
担
し
な
い
か
ら
、
下
級
審
の

認
定

し
た
事
実
は
法
律
上
無
意
味
で
あ
る
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
関
連
性
が
な
い
と
し
て
、
判
決
は
破
毀
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま

さ
に
事
件
は

「
型
通
り
の
」
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

一
九

一
六
年
以
来
、
諸
州
の
上
級
裁
判
所
は
、
こ
の
場
合
の
、
下

級
審

の
よ
う
に
諸
規
範
を
変
更
し
た
。
そ
う
な
る
と
、 
こ
の
全
く
同
じ
事
実
が
関
連
性
を
も
ち
、

し
か
も

「新
し
い
異
例
な

事
実
関
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係

」

と

し
て
反

省

的

思

慮

を

要

す

る

「
異
例

な
」

事

件

と

い
う

こ
と

に

な

る
。

し

か

し

一
旦

こ
の
新

規

範

が
定

立

さ

れ

た
後

は
、

こ
の

よ
う

な

事
実

が
再

び

「
型

通

り
」

に
逆

転

す

る

と

い
う

こ

と

に
な

る

わ
け

で

あ
る

。

だ

か

ら
裁

判

所

が

、

法
規

範

を
適

用

す

る

に
当

っ

て
、

事

件

が

「
型
適

り
」

で
あ

ゐ

と
か

異

例

だ

と

か
、

と

い
う

こ

と

は
で
き

な

い
の

で

あ

る
。

フ

ラ

ン
ク
は
、

さ

ら

に

ロ
ウ

デ

ル

の
見

解

に
対

し

て
も

批

判

を

加

え

、

ロ
ウ

デ

ル

は

ク

ッ
ク
や

リ

ー

ヴ

イ

よ
り

も

あ

る
点

で

は
正

確

で

あ

る

が
、

事

実

認
定

の
過

程

に
対

し
て

無

関

心

だ
、

と

い
う

。

す

な

わ

ち
、

複

雑

な
事

実

が
そ

の
ま

ま
当

然

に
認

識

さ

れ

る

と
考

え

て

い
る

も

の

の
よ
う

で
あ

る
。

も

っ
と
突

込

ん

で

い
う

と

、

か

れ

は
事

実

は
裁

判
官

の
主
観

の
所

産

で

あ

る

、

と

い
う

点

を
見

落

し
て

い

る
と

し

て
、

フ
ラ

ン
ク
は

い
う

。

ロ
ウ

デ

ル
も

や
は

り
法

規

範

の
懐

疑

論

者

r
u
le
-
sk
e
p
tic
で

あ

る

が
、

事

実

の
懐

疑
論

者

fa
c
t-

sk
e
p
tic

で

は
な

い
、

と

。

い
ま

ロ
ウ

デ

ル

お

よ
び

フ
ラ

ン
ク

の
批

判

に

つ
い
て
考

え

る

に
、

ま
ず

ロ
ウ

デ

ル

の

い
う

と

こ
ろ

も

当

っ
て

い
な

い

わ
け

で

は

な

い
。

ゲ

ル
ダ

ー

ト
も

い

っ
て

い
る

よ

う

に
、

論

理

上

当

然

あ

る

法
規

範

の
適

用

を
受

け

る

べ
き

事

件

に
そ

れ

を
適

用

す

る

と
不

都

合

な

結

果

に

な

る

と
き

に
、

裁

判

所

は
、

些

細

な
相

違

点

を

と

ら
え

て
、

当

該

事
件

は

そ

の
法

規

範

に
該

当

し

な

い
事
件

で

あ

る
、

と
宣

言

す

る

こ

と
が

あ

り
、

こ
れ

が
判

例

法

の
混

乱

す

る

一
因

で

あ

り
、
判

例

法

の
欠

点

の

一
つ
で
あ

る
、
と

い

っ
て

い
る

。

ま

さ

に

ロ
ウ

デ

ル

の
鋭

く
指

摘

し
で

い
る
点

で

あ

る
。

こ
う

し
た

「
差

異

な
き

区

別
」

d
is
tin
c
tio
n
 w
ith
o
u
t
 d
iffe
re
n
c
e

の
行

わ

れ

る

こ
と

も

あ

る

こ
と

は
否
定

し

な

い
が

、
他

方

か

か

る
差

異

な

き

「
区

別
」

も

一
種

の
司

法

立

法
的

「
擬

制

」
f
ic
tio
n

で

あ

る

こ
と

も

あ

る

、
そ

う

で

あ
れ

ば

単

純

に
必

し
も

恣

意

的

だ

と

は

断

ぜ

ら
れ

な

い
。
例

え

ば
、

自

動

車

の
製

造
業

者

の
不

法

行

為

責

任

を

か

れ

と
直

接

取

引

し

な

か

っ
た

も

の

に
対

し

て

も

認

め

る

こ

と

に
変

更

し

よ

う

と

い
う

場

合

、
経

済

事

情

や

取

引

慣

行

の
変

化

と

い
う
新

し

い
事

実

を

と
り

上
げ

て
、
こ

れ

ま

で

の
古

い
先

例

と
区

別

を

行

っ
て

い
る
。

だ

が
仮

に
そ

の
古

い
法
規

範

の
不

都

合

が
痛

感

さ

れ

る

ま

で

に
、

当

面

の
事

件

と

同

様

の
、

薪

事

情

下

に

発
生

し

た
も

の
や

そ

こ
ま

で

に

は
至

ら

な

い
中

間
的

な

も

の
が
、

旧

法

規

範

に
従

っ
て
処

理

さ
れ

、

最

近

の
判

例

に

な

つ
て

い

る

と
し

た

ら
、

こ

の
場

合

、

新

し

い
事
情

下

の
諸
事

件

の

た

め

に
当

面

の
事
件

に
お

い
て
旧

法

規

範

の
修

正

・
変

更

ま
た

は
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新
規
範
の
定
立
を
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
方
法
は
、
そ
の
当
面

の
事
件

に
お
い
て
そ
れ
ら

一
連
の
最
近
の
先
例
が
誤
判

で
あ
つ
た
と
い

う
か
、
何
か
些
細
な
事
実
を
把
え
て
そ
れ
ら
と
区
別
す
る
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
司
法
立
法
は
法
の
解
釈

・
適
用
の
枠
内
で
、

ま
た
そ
の
名
の
下
に
、
行
わ
れ
る
以
上
、
感
心
し
た
こ
と
で
は
な
い
が
、

こ
う
い
う
こ
と
が
と
き
に
行
わ
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

さ
す
が
偶
像
破
壊
論
者
と
い
わ
れ
る
ネ
オ
=
リ
ア
リ
ス
ト
の
驍
将
フ
ラ
ン
ク
は
、
法
と
事
実
に
対
す
る
壊
疑
論
を
徹
底
さ
せ
て
、
虚

無
的
、
絶
望
的
に
近
い
議
論
を
し
て
い
る
。
し
か
し

「物
そ
れ
自
体
」
は
神
以
外
に
は
知
る
由
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
に
は
、
誰

に
も
分
ら
な
い
。
裁
判
官
も
人
間
で
あ
る
か
ら
、
物
そ
れ
自
体
は
裁
判
官

に
も
分
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
だ
か
ら
い
け
な
い
、
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
裁
判
制
度
を
廃
止
す
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
昔
、
あ
る
事
件
が
目
の
前
で
起
っ
て
い
る
の
を
目
撃
し
た
サ
ー

・
ウ
ォ
ー
ル
タ

ー

・
ロ
ー
リ
ー
は
、
そ
れ
が
余
り
に
も
か
れ
の
見
た
と
こ
ろ
と
異
っ
て
報
道
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
折
か
ら
執
筆
中
の
歴
史
の
著
述

を
放
て
き
し
た
、

と
い
う
逸
話
が
あ
る
が
、

裁
判
は
、

人
の
間
の
争
い
を
解
決
す
る
と
い
う
社
会
的
必
要
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、

放

て
き
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
神
で
は
な
い
が
、
利
害
関
係
が
な
く
て

一
応
公
平
に
聴
く
こ
と
の
で
き
る

「
人
間
」
に
言
分

を
聞

か
せ
て
判
断
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
裁
判
で
あ
る
か
ら
、
誤
判
の
可
能
性
は
最
初
か
ら
予
定
さ
れ
、
忌
避
や
回
避
、
上
訴
や
再
審

(続
審
や
覆
審
は
な
い
が
)

な
ど
の
制
度
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

病
人
と
い
え
ば
、

誤
診
の
犠
牲

に
な
る
患
者
ば
か
り
で

な
い
よ
う

に
、
事
実
は
い
つ
も
い
つ
も
裁
判
所
で
誤
認
さ
れ
て
い
る
、
と
は
い
え
な
い
。
大
数
的
に
見
て
普
通
に
は

一
応
正
当
に
ま
た
は
妥
当
に

認
定

さ
れ
、
ま
た
誤
認
も
是
正
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
フ
ラ
ン
ク
は
裁
判
所
は
事
実
を
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
け
れ
ど
も
、
上
級
審
は
ほ
と
ん
ど
全
く
与
え
ら
れ
て
い
る

し
、
下
級
審
で
も
実
質
上
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
実

に
関
し
て
当
事
者
間
に
合
意

の
あ
る
場
合
は
勿
論
、
そ
う
で
な
い
大
多
数
の
場

合

で
も
、
そ
う
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
訴
答

pleadin
g
の
段
階
で
、
関
連
性
あ
る
事
実
は
当
事
者
の

訴
訟
代
理
人
た
る

法
律
家

に

よ
っ
て
ふ
る
い
分
け
ら
れ
て
、

主
張
さ
れ
る
。

そ
し
て
証
明
前

に
そ
れ
が
関
連
性
を
も
ち
、

か
つ
構
成
要
件
を
充
足
す
る
か

ど
う
か
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を
、
デ

マ
ラ
ー
の
抗
弁
を
通
じ
て
テ
ス
ト
さ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
証
明
の
段
階
が
は
じ
ま
る
。
原
告
側
は
事
実
が
法
規
範
-

法
規
な
り

判
例
な
り
-

の
構
成
要
件
事
実
に
該
当
、
す
な
わ
ち
、
法
律
上
同
視
し
う
る
ほ
ど
に
類
似
、
し
て
い
る
と
主
張
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

相

手
方

は
そ

の
反

対

を

主
張

し
証

明

し

よ
う

と
す

る

。

裁

判

官

は
、

そ

れ

を
判

断

す

れ

ば

よ

い
わ
け

で

あ

る

。
そ

し
て

、

こ

の

こ
と

は
、
大

多

数

の
場

合

に
は

、
自

動

的

と

い

わ
な

い
ま

で

も
、

甚

だ

し
く

難

し
く

は

な

い
。

例

え

ば

、
契

約

の
承

諾

を

す

る

と
き

に
、
被

告

が
首

を
縦

に
振

っ
た

か

横

に
振

っ
た

か

は
問

題

で
あ

ろ

う

が
、

そ

の

こ

と

に
直
接

ま

た

は
間

接

に
関

連

す

る
行

為

や

出
来

事

で

な

い

か
ぎ

り
、
例

え

ば
、

ネ

ク
タ

イ
が

紺

色

だ

っ
た

か
、

赤

色

だ

っ
た

か
、

帽

子
を

か
ぶ

っ
て

い
た

か
ど

う

か

は
、
問

題

で

は
な

い
。

フ

ラ

ン
ク
自

身

の
あ

げ

る
、

自

動

車

製

造

者

の
責

任

に
関

す

る
例

を

も

う

一
度

と

り
あ

げ

る

と
、

「
全

く
同

じ
事

実
」

に
も

と

づ
く

型

通

り

の
事
件

が
急

に
異
例

に

な

り
、

判

例

の
変

更

と

同
時

に
型

通

り

に
逆

転

す

る
、

と

か
れ

は

い
う

が
、

実

は
、

基

盤

に
な

る
事

情

の
変

化

が

あ

る

た

め

「
全

く

同

じ
事

実

」

と
は

い
え

な

い

こ
と

は
、

前

節

で
見

た

通

り

で

あ

る
。

ロ
ゥ

デ

ル
、

フ
ラ

ン
ク

い
ず

れ

も

ネ

オ

=
リ

ア
リ

ス
ト

ら

し
く

一
面

の
真

理

を
鋭

く
現

実

的

に
把

握

し

て

い
る

が
、

結

局

全
体

と

し

て

誇
張

に
す

ぎ

る

よ
う

だ
。

六
　
司
法
立
法

と
三
権
分
立

・
法
的
安
定

・
罪
刑
法
定
の
問
題

前
々
か
ら
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
判
決
は
法
の
名
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
法
の
解
釈

・
適
用
と
し
て
、
行
わ
れ

る
け
れ
ど
も
、
判

決

は
現
実
に
は
常

に
法
を
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
判
決
法
創
造
説
ま
た
は
司
法
立
法
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
少
数
説

で
あ
り
、
多
く
の
論
者
は
、
そ
し
て
裁
判
官
自
身
す
ら
、
伝
統
的
な
判
決
法
宣
言
説
を
と
っ
て
、
司
法
過
程
に
お
け
る
法
創
造
的
契
機

を
否
定
す
る
。
も
っ
と
も
、
法
創
造
の
事
実
を
認
め
て
も
、
そ
の
方
法
な
り
、
そ
の
法
的
根
拠
に
つ
き
批
判
的
な
反
対
論
も
あ
る
こ
と

は
、
第
二
節
に
お
い
て
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、

こ
う
し
た
反
論

の
執
拗
な
存
在
の

一
つ
の
原
因
な
い
し
理
由

は
、
司
法
立
法
と
い
う
こ
と
が
既
成
の
諸
学
説
や
理
論

と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
そ
の
点
を
反
省
し
よ
う
。
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ま
ず
、
判
決
に
よ
る
法
創
造
、
す
な
わ
ち
、
司
法
立
法
は
立
法
の
府
た
る
国
会
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
、
広
く
三
権
分
立
の
原
則
、

の
観
点
か
ら
問
題
と
な
る
。

一
体
三
権
分
立
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
状
態
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
第
三
節
で
も
見
た
よ

う

に
、
イ
ギ
リ
ス
は
三
権
分
立
の
傾
向
は
示
し
て
い
る
が
、
本
当
は
そ
う
で
は
な
い
。
政
治
思
想
家
た
ち
に
よ
る
醇
化
を
経
て
、
厳
密

な
三
権
分
立
理
論
が
立
て
ら
れ
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
実
践
さ
れ
、
そ
の
他
の
国
に
そ
れ
が
模
倣
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
抑
制
と
均
衡

に
よ
っ
て
人
権
を
保
障
し
よ
う
と
い
う
民
主
的
な
理
由
を
も
つ
理
論
で
あ
る
。
他
の
機
関
の
機
能
を
干
犯
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
以
上
、
三

つ
の
機
能
は
截
然
分
離
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
こ
の
理
論
は
前
提
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
裁
判
所
が
立
法

を
行

っ
て
い
る
、
と
い
う
判
決
法
創
造
説
は
こ
れ
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
、
法
は
入
民
も
し
く
は
そ
の
代
表
者
の
創

る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
、
通
常
は
民
選
で
は
な
い
、
た
と
え
民
選
で
も
立
法
の
た
め
に
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
、
裁
判
官
が
法
を

つ

く
る
の
は
、
民
主
主
義
の
原
理

に
反
し
て
は
い
な
い
か
。
さ
ら
に
、
訴
訟
の
過
程
に
お
い
て
そ
の
事
件
お
よ
び
以
後

の
事
件
に
適
用
さ

れ
る
べ
き
法
規
範
の
定
立
さ
れ
る
の
は
、

事
件
が
刑
事
な
ら
、

罪
刑
法
定
ま
た
は
事
後
法
の
禁
止
の
近
代
的
原
則

に
反
し
は

し
な
い

か
。
民
事
な
ら
、
法
的
安
定
性
ま
た
は
法
の
予
測
可
能
性
の
要
請
と
矛
盾
し
は
し
な
い
か
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
や
む

を
え
な
い
、
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

ス
ペ
イ
ド
は
ス
ペ
イ
ド
と
呼
び
、
事
実
は
事
実
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
病
気
で
あ
る
か
ら
、
そ
う

診
断
す
る
の
で
、
そ
う
診
断
し
た
か
ら
病
気
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
立
法
的
契
機
を
含
ま
な
い
純
然
た
る
司
法
、
す
な
わ
ち
、
純
然

た
る
法
の
解
釈

・
適
用
と
い
う
も
の
は
、
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
た
と
え
形
式
的

に
は
、
そ
れ
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
ざ
グ
マ
と
矛
盾

し
、
も

っ
と
実
質
的

に
は
、
民
主
主
義
の
要
請
と
相
容
れ
な
い
結
果
に
な
っ
て
も
い
た
し
方
も
な
い
。
精

々
こ
の
点

に
つ
い
て
い
い
う

る
こ
と
は
、
裁
判
官

の
法
創
造
は
、
純
然
た
る
法
創
造
で
は
な
く
、
必
ず
法
宣
言
の
面
を
伴
っ
て
い
る
か
ら
、
常

に
何
ら
か
の
基
準
に

も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
の
点
で
立
法
者

の
法
創
造
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
こ
の
点
、
司
法
立
法
は
、

一
定
の
基
準
を
与
え
ら
れ
て
い

る
委
任
立
法
に
似
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
委
任
立
法
に
お
け
る
権
限
踰
越
は
司
法
的
に
救
正
さ
れ
う
る
が
、
司
法
立
法
の
場
合
、
下
級

裁
判
所
に
よ
る
も
の
以
外
は
、
政
治
的
救
正
方
法
し
か
存
在
し
な
い
。
と
も
か
く
基
準
が
あ
る
意
味
で
、
基
準
の
広
狭
寛
厳
に
比
例
し
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て
、
恣
意

に
対
す
る
保
障
が
あ
る
こ
と
は
あ
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
三
権
分
立
論
も
、
罪
刑
法
定
も
、
法
的
安
定
も
、
絶
対
的
な
も
の

で
は
な
く
、
現
実
的
に
そ
う
し
た
事
実
的
限
界
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
現
実
主
義
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

右
の
点

に
関
す
る
フ
ラ
ン
ク
の
心
理
学
的
説
明
は
、

こ
こ
に
紹
介
す
る
に
値
す
る
。

「現
体
制
下
で
裁
判
所
が

法
を
定
立
し

て

い

る
、
と
主
張
す
る
も
の
は
、
裁
判
所
が
違
憲
な
行
為
を
常
習
的
に
や
っ
て
い
る
、
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
、
と
い
う
有
名
な
法

曹

ゼ

イ

ン
の
言

葉

を

引

用

し

て
、

フ

ラ

ン
ク

は
、

な

ぜ

法

曹

は

こ

の
よ
う

に
司

法

的
現

実

を
頑

強

に
否

定

す

る

の
だ

ろ

う

か

、

と
問

う

。

そ

し

て
次

の
よ

う

に
説

明

す

る

。

法

が
完

全

に
予

測

し
う

る
も

の
で

あ

る
、

と

い
う
基

本

的

神

話

な

い

し
迷

妄

が

あ

る

。

こ

の
神

話

の
根
抵

に
は
、

父

に
よ

っ
て
支

配

さ

れ

た
宇

宙

を

求

め
る
小

児

的

欲

望

が

あ

る

の
で

あ

る
。

こ

の
宇

宙

は

、

人

間

が
過

ち

を
犯

し
易

い
た

め
生

ず

る
偶

然

や
誤

謬

を
脱

れ

た
も

の
と
観

念

せ
ら

れ

て

い
る
。

時

代

を

遡

る

ほ

ど
、

こ

の
欲

望

は
、

強

烈

な

こ

と
が

知

ら

れ
、

古

代

で
は
立

法
的

な
法

の
変

更

さ

え

も
反

対

さ

れ

た
。

メ

イ

ン
は

こ
れ

を

「
変

化

に
対

す

る
迷

信

的

な

嫌

悪
」

s
u
pe
r
stit
io
u
s
 d
is
re
lish
 o
f
 c
h
a
n
g
e

と
呼

ん

で

い
る
。

し
か

し
後

に
は
立

法
的

な
法

の
変

更

は
容

認
さ

れ

る

に
至

っ
た

。

そ

れ

は
、

そ

の
効

力

が

将

来

に
向

っ
て

の
み
生

ず

る

の
で

あ

っ
て
、

行

為

前

に
そ

の
行
為

に
適

用

さ

れ

る
法

が
確

定

し

て

お

り
、

予

測

が

可

能

だ

か

ら

で

あ

る
。

こ
れ

に
反

し
、

司

法

立

法

と

い
う

こ

と
に

な
れ

ば
、

裁

判

の
時

に
な

っ
て

法
規

範

が

定
立

ま

た

は
変

更

さ

れ

、

既

に
お

こ

っ
た
事

件

に

そ
れ

が
遡

及

的

に
適
用

さ

れ

る

こ
と

と
な

る
。

こ
れ

で

は
、

法

は
不

確
定

で

あ

り
、

予

測

不

可

能

で

あ

る
。

そ

こ

で

こ
れ

に
は
我

慢

が

で
き

な

い

の
で

、

こ

の
現

実

を
否

定

し
よ

う

と

す

る

の
で

あ

る
。

法

的
安

定

性

・
予

測

可

能
性

の
神

話

は
、

安

定

し
大

体
不

変

な

法

の
世

界

が
あ

る
と

信

じ

た

い
主

観

的

必

要

か

ら
生

じ

た

も

の
で

あ

る
。

人

あ

る

い
は
、

こ
の
必

要

は
主

観
的

・
観

念

的

な
も

の
で

は

な

く

、
客

観
的

・
実

際
的

で

あ

る
、

と
反

駁

す

る
か

も

知

れ

な

い

が
、
そ

れ
は

当

ら

な

い
。

グ

レ
イ
が

い
う

よ

う

に
、

大

抵

の
人

は

、

行
為

の

と
き

に
、

大

体

の
正
邪

の
弁

別

ぐ

ら

い

は
も

っ
て

い
る

が
、

し

か

し
大
抵

の
人

は
決

し

て
複

雑

な

法

規

範

を

し

ら

べ
上
げ

て

か
ら

婚

姻

し

た

り
、

売

買

し

た
り

、
契

約

し

た

り
す

る

の

で
は

な

い

か

ら

で
あ

る
。

ま

た
、

司

法

立

法

の
否

定

が

、

現

実

に
合

し

な

く

て
も

、

衆

生

済

度

の
方
便

的

嘘

b
e
n
e
v
o
le
n
t
 lie

で

あ
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り
、

婉

曲

語

法
的

擬

制

p
o
lite
 o
r
 e
u
p
h
e
a

st
ic
 f
ic
tio
n

で

あ

っ
て
、

そ

れ

は

よ

い

こ
と

で

は

な

い

か

、

と

い
う

反

論

も

あ

る

が
、

裁

判

官

ま

で
も

そ

の
擬

制

を
事

実

だ

と
本

気

で
信

じ
込

ん

で

い

る
た

め
、

第

一
に
、

法

に
関

す

る
議

論

の
無
用

な

混

乱

を
来

し
、

第

二

に
、

一
般

人

が

司

法
立

法

の
現

実

に
気

付

く

と
、

司

法

に
対

し

て

不

信

の
念

を
抱

く

よ

う

に

な

る
。

だ

か
ら

、

や

は
り

こ

の
嘘

は
必

し

も
衆
生
済
度
に
は
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
人
は
、
あ
り
も
し
な
い
し
、
達
成
で
き
も
し
な
い
法
的
安
定
の
世
界
-

小
児
的
心
理
の

世
界

-

を
渇
仰
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
の
神
話
が
生
れ
る
が
、
そ
れ
は
迷
妄
で
あ
り
、
し
か
も
有
害
な
迷
妄
で
も
あ
ろ
,
フ
ラ

ン
ク

は
大

要

以

上

の

ご

と

く
述

べ

て

い

る
。

こ
れ
は
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
心
理
学
的
議
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は

一
つ
限
定
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ク
は
ま
る
で
法
的

安
定
性
が
全
然
存
在
し
な
い
か
の
ご
と
く
い
う
が
、
司
法
立
法
は
、
立
法
者
の
立
法
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
の
解
釈

.

適
用

を
通
じ
間
接
に
行
わ
れ
、
実
際
上
必
然
的
結
果
と
し
て
そ
う
な
る
の
で
あ
っ
て
、
既
成
法
規
範
-

制
定
法
で
あ
れ
判
例
で
あ
れ

-

を
充
分
尊
重
し
、
従
っ
て
法
的
安
定
を
第

一
に
旨
と
し
て
、
過
激
、
急
激
な
変
化
を
生
じ
な
い
よ
う
に
行
わ
れ
る

こ
と
を
附
言
し

て

お
か

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
。

七
　
司
法
立
法
の
特
徴

ダ

イ

シ
ー

は

裁

判

官

法

ju
d
g
e
-
m
ad
e
 la
w

に

つ

い
て
、

そ

の
特

徴

を
列

記

し

て

い

る
。

国

会

の
立

法

に
対

す

る

裁

判
官

法

を

ま

と

ま

り

よ
く

特

徴

づ

け

て

い

る

か
ら

、

本
稿

を

締

め

く
く

る
意

味

で

、
次

に
そ

の
要

旨

を

紹

介

し

よ
う

。

第

一
に
、

裁

判
官

法

は
、

単

な

る
法

の
解

釈

と

い
う
形

式

の
下

で

創

ら

れ
、

そ

う

呼

ば

れ

て

は

い
る

が
、

国

会

の
創

っ
た
法

と
同

じ

く

、

そ

れ
自

身

現
実

の
法

た

る

に
変

り

は

な

い
。

第
二
に
、
裁
判
官
法
に
は
い
ろ
い
ろ
の
制
約
が
あ
る
。
ま
ず
、
公
然
と
新
し
い
法
原
則
を
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
既
成
の
法

原
則
か
ら
の
演
繹
と
か
、
制
定
法
の
解
釈

・
適
用
と
か
、
い
っ
た
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
制
定
法
を
公
然
と
打
ち
破
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る

こ

と
は

で
き

な

い
。
解

釈

を
通

じ
て

間
接

に
、

そ

れ

を
制

限

し

た

り
拡

張

し
た

り

し

う

る

だ

け

で

あ

る
。

ま

た
、

既

成

の
判

例

法

の

原

則

を
打

ち
破

り

え

な

い
。

い
わ

ゆ

る
先

例

拘

束

性

sta
re
 d
e
cisis

の
問

題

で
あ

る
が
、

ア

メ
リ

カ

ほ
ど

自

由

で

な

い
イ
ギ

リ

ス
上
院

で
す

ら
、

微

妙

な

区

別

や

ら

、
限

定

的

解

釈

"
r
e
fu
sin
g
 to
 c
arr
y
 a
 ru
le
fu
rth
er
”
や

ら

で
、

先

例

を
覆

す

こ

と
は

あ

る
。

第
三
に
、
右
に
見
た
よ
う
に
、

一
旦
裁
判
所
が
法
的
性
格
を
認

め
た
規
範
を
変
更
で
き
な
い
た
め
、
立
法
府
の
立
法
で
あ
ろ
う
と
裁

判
所

の
立
法
で
あ
ろ
う
と
、
立
法
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
と
、
裁
判
所

の
立
法
す
る
余
地
が
段
々
狭
く
な
っ
て
つ
い
に
は

尽
き

て

し

ま

う
。
現
に
司
法
立
法
の
余
地
の
な
い
法
部
門
も
あ
る
。
今
日
の
首
席
裁
判
官
は
、
昔
の
サ
ー

・
E

・
ク

ッ
ク
や
マ
ン
ス
フ
イ
ー
ル
ド
の

し
た
ほ
ど
の
法
創
造
や
法
改
革
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
複
雑
な
近
代
生
活
の
生
む
新
事
情
と
新
問
題
ま
た
制
定
法

の
解
釈
は
、
常
に

司
法
立
法
の
余
地
を

つ
く
り
出
し
て
い
る
。

第

四

に
、

裁

判
官

法

は
、

仮

設

的

法

h
y
p
o
th
e
tic
al
 la
w

と
な

る
傾

向

が

あ

る
。

す

な

わ

ち
、

事

件

に
よ

っ
て

は
必

し

も

最

高
裁

判

所

ま

で
達

し
な

い
も

の
が

あ

り
、

下

級

審

の
判
例

は
最

高

裁

糊
所

に
よ

っ
て

覆

さ

れ

る

可
能

雛

が

あ
り

、

そ

れ

ま

で

の
仮

り

の
法

と

な

る
か

ら
、

判

例

と
し

て

安
定

性

が
乏

し

い
。

ま
た
ダ
イ
シ
ー
は
、
世
論
と
の
関
連
に
お
け
る
司
法
立
法
の
特
徴
を
三
つ
に
分

っ
て
説
明
し
て
い
る
。

第

一
に
、
司
法
立
法
は
国
会
立
法
に
比
し
、
は
る
か
に
法
の
論
理
ま
た
は
そ
の
均
斉
の
維
持
を
目
指
す
。
裁
判
所
が
立
法
を
す
る
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
間
接
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
直
接
に
は
具
体
的
事
件

に
法
原
則
を
適
用
し
、
諸
法
原
財
か
ら
そ
の
論
理
的
締
結
を
演

繹
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
か
ら
、
論
理
的

一
貫
性
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
結
果
、
立
法
者
に
比
し
、
裁
判
官
は
、
法
学
者
の
意
見

の
影
響
を
受
け
や
す
い
。
何
と
な
れ
ば
、
法
学
者
は
、
論

理
的

に
整
然
と
し
た
法
規
範
の
体
系

に
ま
と
ま
る
よ
う
に
法
の
諸
分
野
を
原
理
的

に
整
理
す
る
が
、
そ
れ
こ
そ
裁
判
官

の
求
め
る
も
の

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
、
英
米
法
の
発
展
は
、
そ
う
し
た
す
ぐ
れ
た
法
学
の
標
準
書

に
負
う
と
こ
ろ
甚
大
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
司
法
立
法
は
法
的
安
定
性
を
第

一
に
重
ん
じ
、

国
会
立
法
の
す
る
よ
う
な
法
の
欠
陥
の
修
正
は
二
の
次

と
す
る
。

そ
れ
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は
、

よ
い
規
範
だ
が
た
え
ず
変
更
を
受
け
る
も
の
よ
り
、
最
善
で
は
な
く
て
も
確
定
し
安
定
し
た
規
範
の
方
が
、
正
義

の
実
現
に
資
す

る
と
い
う
、
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
先
例
尊
重
の
態
度
が
生
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
国
会
法

の
方
で
は
法
の
変
更

が
万
人
に
分
る
よ
う
に
行
わ
れ
、
既
得
権
は

一
般

に
尊
重
さ
れ
る
か
ら
、
司
法
立
法
の
場
合
と
は
こ
の
点
に
お
い
て
異
な
る
。

第
三
に
、
裁
判
所
が
司
法
立
法
に
お
い
て
と
る
政
策
的
考
慮
は
、

一
般
民
衆
を
支
配
し
、
国
会
立
法
を
指
導
す
る
考
え
方
と
は
、
著

し
く
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
裁
判
官
の
道
義
感
が
商
売
人
や
政
治
屋
の
そ
れ
よ
り
も
高

い
た
め
、
到
底
国
会
を
通
過

し
そ
う
も
な
い
よ

う
な
法
規
範
が
司
法
釣
に
定
立
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
裁
判
官
の
教
養
や
年
齢

の
関
係
か
ら
し
て
、
古
い
考
え
方
を
反
映
し
た
司

法
立
法
も
現
わ
れ
よ
う
。

一
体
民
衆
を
代
表
す
る
国
会

の
立
法
で
も
昨
日
の
世
論
し
か
反
映
し
な
い
と
い
わ
れ
る
の
に
、
裁
料
所
の
判

決

は

一
昨
日
の
世
論
し
か
反
映
し
な
い
こ
と
が
多

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
、

こ
の
よ
う
に
裁
判
に
現
わ
れ
た
裁
判
所

の
考

え
方
が
、
国
会
の
立
法
に
い
ろ
い
ろ
の
形
で
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

八
　

む

す

び

さ
て
以
上
英
米

の
議
論
の
紹
介
と
論
評
を
主
と
し
て
、
予
定
の
紙
数
を
あ
ら
か
た
費
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
、
い
わ
ば
日
本

に
お
け
る
法
解
釈
の
問
題
の
反
雀

の
た
め
の
準
備
段
階
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
本
格
的
に
行
う
こ
と
は
別
の
機
会
に
譲
る
と
し

て
、
今
回
は
む
す
び
に
代
え
て
、

一
つ
だ
け
の
問
題
を
以
下
に
取
上
げ
た
い
。

ま
ず
、
以
上
は
判
例
法
国
の
司
法
立
法
を
中
心
と
し
た
議
論
で
あ
る
が
、
制
定
法
の
解
釈
に
つ
い
て
も
そ
の
司
法
立
法
論
が
妥
当
す

る
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
法
典
法
国
の
法
典
や
単
行
法
の
司
法
的
解
釈
に
つ
い
て
も
、
当
然
同
じ
こ
と
が
い

え
る
筈
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
詳
細
な
規
定
で
も
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
神
に
近
い
頭
脳
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
法
典
や

単
行
法
で
も
い
わ
ゆ
る

「
法
の
欠
缺
」
は
脱
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、

国
会
は
昨
日
の
世
論
を
代
表
す
る
と

い
う

の
だ
か

ら
、
出
来
た
ば
か
り
の
法
律
で
も
現
実

の
需
要
と
の
間
に
す
で
に
ズ
レ
が
あ
る
上
に
、

こ
の
複
雑
で
急
速
な
テ
ン
ポ
を
も
つ
近
代
社
会
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に
お
い
て
は
こ
の
ズ
レ
は
次
第
に
拡
が
る

一
方
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
い
う
欠
缺
や
ズ
レ
を
予
定
し
て
は
じ
め
か
ら

一
般
条
項
と
か
白
地

規
定

と
か
い
う
ブ
ラ
ン
ク
の
部
分
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
広
い
基
準
概
念
し
か
明
文
に
な
い
場
合
、
同

一
の
既
成
法
規
範
を

展
用
し
た
と
し
て
も
、
法
全
体
の
精
神
だ
け
か
ら
判
断
す
れ
ば
、

一
八
○
度
も
方
向

の
異
な
る
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。
最
山高
裁
判
所

ま
で
争
わ
れ
る
事
件
に
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
法
が
欠
缺
し
、
司
法
立
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
論
理
だ
け
で
は
答
を
導
き
出
し
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
政
策
問
題
、
政
策
的
考
慮
に
も
と
づ
く
選
択
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
形
式
論
理

の
役
割
は
、
既
成
法
規
範
の
論
理
的

・
文
理
的
意
味
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
で
終
り
、
以
後
は
立
法
者

と
し
て
の
裁
判
官
が
そ
の
既
成
法
規
範

に
準
拠
し
つ
つ
新
し
い
法
規
範
を

創
り
出
す
の
で
あ
る
。
司
法
的
法
解
釈
の
核
心
的
問
題
点

は
、

い
か
に
し
て
こ
の
よ
う
な
既
成
法
規
範
を
改
造
し
て
、
そ
の
規
範
の
予
定
し
な
い
よ
う
な
新
事
態
に
適
応
さ
せ
る
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

と

こ
ろ

が

わ

が
国

に

は
、

あ
り

と
あ

ら

ゆ

る
法

的

な
争

い

を
あ

ら

か
じ

め
規
律

し

て

い
る
抽

象

的

な

法

の
論

理
的

に
完

全

自

足

な

体

系

が
あ

る

、

と

い
う
ド

グ

マ
が
、

判
例

法
国

よ

り

も
執

拗

に
残

存

し
、

法

の
欠

缺

や
司

法
立

法

の
余

地

を
否

定

す

る
傾

向

が
強

い
。

こ

れ

は
、

い
わ

ゆ

る
概

念

法

学

の
立

場

で

あ

り
、

こ

こ
に

い
う

法
宣

言

説

の

一
種

で

あ

る

。
文

理

・
論

理

一
点

ば

り

の

こ

の
派

の
人

た

ち

は
、

右

に
あ

げ

た

よ

う

な
場

合

抽

象

的

論

理
操

作

に
よ

っ
て

(実

際

は
直

観

的

に
、
時

に
は
恣

意

的

に
)

導

き

出

し

た
結

論

を

「
空
論

家

的

自

信

過

剰

」

d
oc
tr
in
a
ire
 ov
er
c
on
f
id
e
n
c
e
の
態

度

を

も

っ
て

主
張

す

る

。

そ

れ

が
本

当

の
自

信

を

も

っ
て
主

張

さ

れ

う

る
よ

う

な

妥

当

な
結

論

ば

か

り

で

あ

り
、

有

益

無

害

で

あ
れ

ば

、

そ

れ

こ
そ
結

構

で

あ

る

が
、

そ

う

と

は
限

ら

な

い
か

ら
、

問

題

で
あ

る
。

こ
こ
で
フ
ラ
ン
ク
が
、
法
宣
言
説
が
婉
曲
語
法
的
擬
制
で
あ
り
、
こ
の
擬
制
が
方
便
の
嘘
と
し
て
衆
生
済
度
の
面
を
も
た
な
い
で
は

な
い
が
、

結
局
は
民
衆
の
間
に
は
司
法
の
不
信
を
、

法
曹
自
身

の
間
に
は
法
に
関
す
る
議
論
の
混
乱
を
、

生
む
、

と

い
っ
て
い
る
の

を

想

起

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

(第
六
節
)。
こ

の
点

を

も

う
少

し
詳

し

く

の

ベ

る

と
、

一
体

「
嘘

」

と

い
う

も

の

は
、
虚

偽

で

あ

る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

他

人

を
欺

く

た

め
に
行

わ

れ

る
陳

述

で
あ

る
が

、

「
擬

制

」

は
、

虚

偽

で

あ

る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

、

行

わ

れ

る
陳

述
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で

は

あ

る

が
、

他

人

を

欺

く

意
図

を

も

っ
て

い
な

い
。

し

か

し

こ
れ

が

「
神

話

」

と
な

る

と
、

そ

の
虚

偽

で

あ

る

こ
と
自

体

が

忘

れ

ら

れ

、

陳

述
者

自
身

が
そ

れ

に
欺

か

れ

て

い
る

も

の
で

あ

っ
て
、

す

な

わ

ち
、

迷

妄

で
あ

り
妄

想

で

あ

る

。
擬

制

は
必

し
も

有

害

で

は

な

く
、

時

に
か

え

っ
て
有

益

で

あ

り
、

必

須

で
さ

え

あ

る

。

例

え

ば

、
数

学

で

は
円

を
無

限

の
多

角

と
仮

定

し

、
医

学

で

は
完

全

な
健

康

人

を
、

経

済

学

で
は

経

済
人

を
、

擬

制

す

る
。

法

学

に
は

有

名

な

法
人

の
擬

制

が
あ

る
。

こ
れ

ら

の
擬
制

は

い
ず

れ
も

、
そ

う

で

な

い

も

の
を
、

仮

り

に

「
一
定

の
目

的

の
た

め

に
」

そ

う

だ

と
仮

定

す

る

も

の
で

あ

る
。

し

か

し
擬

制

と

い
う

こ
と

が
忘

れ

ら

れ

て
神

話

な

い

し
半
神

話

と

な

る

と
、

全

く

有

害

無
益

と

な

る
。

フ

ラ

ン
ク

の

あ
げ

て

い

る
例

に
よ

る
と

、

準
契

約

q
u
a
si-c
o
n
t
ra
c
t、

す

な

わ

ち
、

法

定

契

約

c
o
n
tr
a
c
t
 im
p
lied
 in
 la
w

が
擬

制

で

あ

る

こ

と
が

忘

れ

ら

れ

て

、

本

当

の
契

約

だ

と

考

え

ら
れ

、

法

定

詐

欺

c
o
n
-

stru
c
tiv
e
 fra
u
d

が
詐
欺

と
信

じ

ら

れ
、

法
的

悪

意

m
a
lic
e
 in
 la
w

が
悪

意

と
思

い

こ

ま
れ

る

と
、

た

ち

ま

ち
法

の
議

論

は

混
乱

を
来

す

の
で

あ

る
。

で
は
わ
が
国
の
法
宣
言
説
で
あ
る
概
念
法
学
や
そ
れ
に
類
す
る
学
説
で
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
司
法
立
法
の
行
わ
れ
る
べ
き
場
合

に
、
形
式
論
理
だ
け
で
導
き
出
さ
れ
た
と
せ
ら
れ
る
結
論
は
、
実
際
に
は
反
省
と
分
析
と
を
へ
て
い
な
い
勘
や
感
情
や
常
識
を
加
え
た

不
純
な
形
式
論
理
的
操
作
の
所
産
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
う
な
れ
ば
、

「
感
情
法
学
」
の
名
は
概
念
法
学
自
身
に
返
上
さ
れ
る
べ

き
こ
と
と
な
る
。
ま
た
感
情
法
学
を
排
し
、
厳
重
に
法
規

の
文
字
に
拘
泥
す
る
場
合
は
、
そ
れ
は
既
存
法
規
の
中

に
そ
れ

が
予
定
し
な

い
新

し
い
事
実
を
無
理
に
押
込
め
た
だ
け
の
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
く
わ
し
く
説
明
し
よ
う
。

判
例
法
が
事
実
と
結
合
し
た
具
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
法
典
法
が
事
実
と
絶
縁
さ
れ
た
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
あ
る

が
、
事
実
と
の
絶
縁
は
程
度

の
問
題
で
、
質
の
問
題
で
は
な
い
。
法
典
法
と
い
え
ど
も
、
時
と
処

の
制
約
を
も

つ
諸
事
実

か
ら
生
れ
た

も
の
で
、
や
は
り
事
実
的
基
礎
の
上
に
立
ち
、
そ
れ
が
予
定
す
る
事
実
関
係
を
も

っ
て
い
る
。
過
去
の
経
験
か
ら
知
ら
れ
る
具
体
的
事

実
と
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
予
見
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
を
予
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
真
空
の
中
で
立
法
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
法

典
が
予
定
し
な
い
よ
う
な
新
し
い
事
実

に
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
、

適
用
す
る
こ
と
は
、

ま
さ
に
機
械
的

一
律
主
義
で
あ
り
、
「プ

ロ
ク
ル
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ス
テ
ー

ス
の
寝

台

」
p
r
o
c
ru
stea
n
 b
e
d

に

上
す

こ
と

で
あ

り

、
も

し
そ

れ

が

時

の
ズ

レ
を

無

視

す

る

こ
と

に

な
れ

ば

、

そ

れ

は
刻
舟

求

剣

の
愚

と

い
う

べ
き

で

あ

ろ
う

。

日
本

の
諸
家

の
説

の
論
評

は
次

回

に
譲

る
が

、
現

在

も

っ
て

い

る
私

の
印

象

で

は
、

田

畑
教

授

の
提

唱

さ

れ

る

「
客

観

主
義

」

な

る
も

の
は
、

そ

の
主
張

の
内

容

か

ら

し

て
、

こ

の
部

類

に
入

る
も

の
で

は

な

か

ろ
う

か

、

と
考

え
て

い

る
。

こ

の
よ
う

な

恣
意

的

な
結

論

が

諸
論

者

の
間

で
相

互

に
矛
盾

し

て

い

る

と
き

、

正

否

は

何

で
判

断

さ

れ

る
か

。
も

の
自

体

の
評

価

は
で

き

な

い

か

ら
、
精

々
論

者

が
有

名
人

で

あ

る

と

か
、

一
流
大

学

教

授

で

あ

る

と
か

、
有

力
法

曹

で

あ

る

と
か

、

と

い
う

外

的
標

準

に

よ
る

以
外

に

は
な

く
、

こ
れ

ま

た
偶

然

的

・
恣
意

的

な

も

の

と
な

る

。
要

す

る

に
、

す

べ
て

が
独

断

で

あ

る
が

、

こ
れ

は
法

宣

言

説

の
神

話

が

そ

の
ま
ま

信

奉

さ

れ

て

い

る
結

果

で

あ

る
。

そ

こ
で
も
し
こ
の
法
宣
言
説

の
迷
妄

・
神
話
が
打
破
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
随
分
す

っ
き
り
す
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

裁
判
官
自
身
は
、
何
ら
か
の
意
識
的

・
無
意
識
的
筋
道
か
ら
達
し
た
結
論
か
ら
立
戻
っ
て
論
理
的
理
由
づ
け
を
考
え
、
そ
れ
が
う
ま
く

ゆ
か
な
い
と
き
は
結
論
を
再
考
し
、
常
識
や
勘
に
頼

っ
て
暗
中
摸
索
し
つ
つ
往
き

つ
戻
り
つ
し
て

一
見
筋
が
通
っ
た
も

の
を
作
り
出
そ

う
と
す
る
よ
う
な
や
り
方
を
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
論
理
的
解
釈

に
よ
っ
て
既
成
規
範
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
あ
と
は
司
法

立
法

の
問
題
で
あ
る
か
ら
立
法
者
と
同
様
に
政
策
的
考
慮

・
利
益
の
較
量

に
入
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
最
後
に
仕
上
げ

と
し
て
、

こ
う

し
て
得
た
結
論
を
論
理
的
解
釈
の
結
論
と
い
う
宣
言
説
的
擬
制
の
下
に
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
。

ま
た
法
宣
言
説
の
神
話
が
打
破
さ
れ
れ
ば
、

判
例
批
評
も
際
分

に
変

っ
て
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

私
の
印
象

で
は
判
例
批
評

は
、
法
宣
言
説
の
擬
制
で
は
な
く
、
神
話
に
立
っ
て
、
果
し
て
判
例

の
結
論
が
論
理
的
必
然
性
を
も

っ
て
導
き
出
さ
れ
る
か
否
か
に
つ

い
て
、
論
理
的
検
算
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
判
例
批
評
の
対
象
と
し
て
、
取
上
げ
る
ほ
ど
問
題
に
な

る
事
件
で
は
、
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
批
評
者
自
身
は
論
理
的
に
導
き
出
し
た
と
思

っ
て
い
る
結
論
が
、
実
は
主
観
的
な
結
論
に

す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
判
例
の
結
論
と
を
つ
き
合
せ
て
も
、
独
断
の
対
決
で
あ
っ
て
、

い
ず
れ
も
何
の
客
観
的
価
値
も
な
い
。

形
式
論
理
で
検
算
し
う
る
と
こ
ろ
ま
で
は
検
算
し
て
判
決
が
論
理
的
に
正
当
で
あ
る
か
否
か
を
客
観
的
に
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
以
上
は
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司
法
立

法
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
卒
直
に
認
め
て
、
裁
判
所

の
し
た
政
策
的
考
慮
や
社
会
的
利
益
較
量
を
批
判
し
、
裁
判
所
の
取
上
げ

な
か
っ
た
政
策
的
考
慮
や
社
会
的
利
益
を
指
摘
し
、
そ
の
社
会
学
的
デ
イ
タ
を
供
し
、
あ
る
い
は
裁
判
官
の
思
考
過
程
を
心
理
的
に
分

析
し
た
り
し
て
、
は
じ
め
て
学
問
的
な
批
評
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
社
会
学
的
方
法
や
心
理
学
的
方
法
は
、
規
範
的

分
析
の
論
理
的
段
階
に
お
い
て
も
、
大

い
に
光
を
投
ず
る
有
力
な
手
段
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
至

っ
て
は
ま
す
ま
す
有
用
必
須
な
手
段
と

な
ろ
。

右
の
こ
と
が
実
行
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
幾
評
者
の
実
際
の
結
論
は
、
現
在
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
ひ
ど
く
異
な
ら
な
い
か
も
知

れ
な

い
。
批
評
者
が
常
識
家
で
あ
れ
ば
、
統
計
的
資
料
が
な
く
て
も

一
挙
に
妥
当
な
結
論
に
達
し
、
こ
れ
に
論
理
的
な
筋
立
て
を
与
え

る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
司
法
立
法
の
現
実
に
目
覚
め
、
法
宣
言
説
の
迷
妄
を
脱
し
て
、
客
観
的

・
学
問
的
な
判
例
の
研
究

と
批
判
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
大
き
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

一
体
事
実
問
題
を
争
う
事
件
は
別
と
し
て
、

法
律
問
題
を
争
う
事
件
は
実
質
上
は

大
抵
司
法
立
法
の
問
題
を

め
ぐ
る
も
の
で

あ
っ

て
、
も
し
法
の
解
釈

・
適
用
が
本
当
に
既
成
法
規
制
か
ら
論
理
的
操
作
だ
け
で
展
関
さ
れ
る
も
の
な
ら
、
い
か
に
法
の
解
釈

・
適
用
の

論
理
的
操
作
が
複
雑
な
も
の
と
し
て
も
、
職
業
的
論
理
人
で
あ
り
、
常
人
以
上
に
論
理

の
鋭

い
法
律
家
た
ち
が
、
そ
れ
を
最
高
裁
判
所

ま
で
争
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
も

の
で
あ
る
、
と
考
え
る
人
が
い
た
ら
、
そ
れ
は
低
脳
と
い
う
ほ
か
な
い
。
現

に
ポ

ロ
ッ
ク
の
上
に

紹
介

し
た
言
葉

(第

二
節
)
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。
裁
判
が
闘
争
的
政
治
的
契
機
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
か
ら
容
易
に
、

司
法

が
立
法
の

一
態
様
で
あ
る
と
い
う
司
法
立
法
の
現
実
の
認
識

に
到
達
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
を
卒
直
に
認

め
る

こ
と
か
ら
裁
判
と
そ
の
研
究
、
ひ
ろ
く
法
学

一
般
、
が

一
つ
の
神
話
か
ら
解
放
さ
れ
て
、

一
歩
の
学
問
的
前
進
を
す

る
こ
と
が
期

待
で
き
る
と
思
う
。

(
一
)

例

え
ば
、
中
村
宗
雄

「
裁
判
過
程
に
関

す
る
比
較
法
学
的
研
究
」
早
稻
田
大
学

・
比
較
法
研
究
所

紀
要
第

二
号

・
一
九
五
八
年
。

(
二
)

中
村

・
前
掲
三
頁
。
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(三
)そ

れ
を

表
題

に
か

か
げ

た
研

究
書

も
あ

る
。

例
え

ば
、
J. 

M. 
Landis, 

The 
Administrative 

Process, 
1938; 

R．
Blough, 

The.

 
Federal 

Taxing 
Process, 

1952.

(四
) 

W. 
M. 

Geldart, 
Elements 

of 
English 

Law, 
4th 

ed., 
1948, 

p. 
10.末

延
三

次
訳

「
イ
ギ

リ
ス

法
原

理
」

東
大

出
版

会
一

九

五
八

年
が

最
近

出
た

。
本

書
中

引
用

の
訳

文
は

同
訳

書
に

よ
る

。

(五
)Z. 

Chafee, 
Do 

Judges 
Make 

or 
Discover 

Law? 
91 

Proc. 
Aｍ

. 
Philos. 

Soc'y 
405-412, 

419-20 
reprinted 

in 
Fryer

 
& 

Benson, 
Legal 

Method, 
1949, 

p. 
100.

(六
) 

Sir 
Edward 

Coke 
(1552-1634), 

Institute 
of 

the 
Laws 

of 
England 

(1628-59); 
Sir 

Matthew 
Hale 

(1609-76),

 
History 

of 
the 

Common 
Law 

(1713); 
Sir 

William 
Blackstone 

(1723-80), 
Commentaries 

on 
the 

Laws 
of 

England

 
(1765-69).

(七
) 

Jerome 
Frank, 

Law 
and 

the 
Modern 

Mind, 
p. 

32.

(八
) 

Blackstone, 
Commentaries 

(Oxford, 
Clarendon 

Press, 
2d 

ed.), 
p. 

269.

(九
) 

Chafee, 
op. 

cit., 
p. 

101.

(一
○
) 

Chafee, 
op. 

cit., 
p. 

102.

(一
一
) 

Geldart, 
op. 

cit., 
p. 

11; 
Chafee, 

op. 
cit., 

p. 
103.

(一
二
) 

Frank, 
Modern 

Mind, 
p. 

33.

(一
三
) 

A. 
T. 

von 
Mehren, 

The 
Civil 

Law 
System, 

1957, 
p. 

836.

(一
四
) 

Chafee, 
op. 

cit., 
p. 

102.

(一
五
) 

Frank, 
Modern 

Mind, 
p. 

33.

A. 
V. 

Dicey, 
Law 

and 
Opinion 

in 
England, 

1914, 
pp. 

361, 
483.

(一
六
) 

Frank, 
Modern 

Mind, 
p. 

33.

(一
七
) 

J. C. 
Gray, 

Nature 
and 

Sources 
of 

the 
Law, 

p. 
238.

(一
八
) 

Southern 
Pacific 

Co. 
v. 

Jensen, 
244 

U. 
S. 

205 
at 

222 
(1917).

(一
九
) 

Frank, 
Modem 

Mind, 
p. 

328.

(二
○
) 

Frank, 
loc. 

cit.
1 3 5



(
二

一
)
 

D

ic
e
y
,
 O
p
in
io
n
, 
p
.
 4
9
1
.

(
二

二
)
 

C
h
a
f
e
e
,
 
o
p
.
 
c
it
.
,
 
p
.
 
1
1
5
.

(
二

三

)
 

G
e
ld
a
r
t
,
 o
p
.
 c
it
.
, 
p
.
 
1
0
.

(
二

四

)
 
M

a
in
e
,
 
A
n
c
ie
n
t
 L
a
w
,
 
1
9
0
6
,
 
p
.
 
3
5
 
a
n
d
 
F
.
 
P
o
llo
c
k
's
 
n
o
t
e
,
 
'
Ｅ
n
g
l
is
h
 
C
o
m

m
o
n
 
L
a
w
 
a
n
d
 
F
i
c
t
io
n
'
,
 p
.
 
4
6
;
 G
e
l-

d
a
r
t,
 o
p
.
 c
it,
,
 p
.
 11
.

(
二
五
)

ゲ

ル
ダ

ー
ト

自

身

の
類

比

的

事
例

を
利

用

し

て
説

明
す

れ

ば

、

さ
き

の
土

地

の
売
買

や
評

価

の
例

を

と

る

の
が

適

切

で

あ

ろ

う
。

売

買

当

事
者

な

り

評
価

人

な
り

が
既

存

の
、

土

地

の
価

値

を
発

見

し

よ
う

と

し

た

と
同

様

の
意

味

で
、

判

決
法

宣

言

説

は

正

し

い
。

と

こ
ろ

が
、

か

く
し

て
定

ま

っ
た
価

格

は
、

た
と

え

そ
れ

が

誤

っ
た

も

の
で

あ

っ
て
も

、
 
一
つ

の
新

し

い
要

素

と

し

て

将
来

の
価

格

を

決

定

し

ま

た

は

そ

の
参

考

に
な

る

と
同

様

の
意

味

で
、

判

決

法

創

造
説

は

正

し

い
と

い

い
う

る

で

あ

ろ
う

。

(
二

六

)
 

R
.
 H

.
 J
a
c
k
s
o
n
,
 
T
h
e
 
S
t
r
u
g
g
le
 
f
o
r
 
J
u
d
ic
ia
l
 S
u
p
r
e
m

c
y
,
 
1
9
4
1
,
 p
.
 
3
.

(
二

七

)
 

E
.
 S
.
 C
o
r
w
in
,
 T
h
e
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
io
n
 
a
n
d
 
W

h
a
t
 I
t
 M

e
a
n
s
 T
o
d
a
y
,
 1
9
5
4
,
 
p
.
 2
4
9
.

(
二

八

)
 

G
e
ld
a
r
t
,
 
o
p
.
 c
it
.
,
 
p
.
 1
5
.

(
二

九

)
 

G
e
1d
a
r
t
,
 o
p
.
 c
it
.
, 
p
.
 
1
4
.

(
三

〇

)
 

v
o
n
 
M

e
h
r
e
n
, 
o
p
.
 
c
it
.
, 
p
.
 
8
3
6
.

(
三

一
)
 

F
r
a
n
k
, 
C
o
u
r
t
s
 o
n
 
T
r
i
a
l,
 
1
9
4
9
,
 
p
. 
3
1
6
.

(
三

二
)
 

E
.
 H
 

L
e
v
i
,
 A
n
 
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
t
o
 L
e
g
a
l
 R
e
a
s
o
n
in
g
,
 
1
5
 U

n
.
 o
f
 C
h
ic
a
g
o
 
L
.
 R
e
v
.
 
(
19
4
8
)
 5
0
1
.

こ

れ

は

翌

年

U
n
.
 o
f

 

C
h
ic
a
g
o
 P
r
e
s
s

よ

り

単

行

本

と

し

て

出

版

さ

れ

た

。

同

書

二
～

三

頁

参

照

。

な

お

F
r
a
n
k
,
 
C
o
u
r
t
s
,
 
p
.
 3
2
0

を

見

よ

。

(
三

三

)
 

J
.
 D
ic
k
in
s
o
n
,
 T
h
e
 
P
r
o
b
le
m
 
o
f
 t
h
e
 U
n
p
r
o
v
id
e
d
 
C
a
s
e
,

8
1
 U
n
.
 o
f
 
P
a
.
 
L
.
 
R
e
v
.
 
11
5
-
2
4
 
(
1
9
3
2
)
 
r
e
p
r
in
t
e
d
 
in
 
L
e
-

g
a
l
 M

e
t
h
o
d
,
 
p
.
 6
9
5

;
 C
h
a
f
e
e
,
 
o
p
.
 c
it
.
, 
p
.
 1
0
1

;
 S
e
le
c
t
e
d
 
W

r
it
ip
g
s
 o
f
 B
.
 N
.
 
C
a
r
d
o
z
o
, 
1
9
4
9
,
 
p
.
 
15
4
.

(
三

四

)
 

F
r
e
d
 
R
o
d
e
ll
,
 W

o
e
 U

n
t
o
 
Y
o
u
,
 
L
a
w

y
e
r
s
!
 
19
3
9
,
 p
.
 
16
8
.

(
三

五

)

ロ
ウ

デ

ル

は

も

っ

と

お

も

し

ろ

い

具

体

的

設

例

を

あ

げ

て

説

明

し

て

い

る

。

R
o
d
e
ll
,
 o
p
.
 c
it
.
，
p
.
 
1
7
0
.

日

本

の

い

わ

ゆ

る

「
残

念

事

件

」

穂

積

重

遠

・
有

閑

法

学

・

一
九

三

四

年

、

二

二

九

・

二

三

二
頁

参

照

。

(
三

六

)
 

F
r
a
n
k
,
 
C
o
u
r
t
の
, 
p
. 
3
1
7
.

(
三

七

)
 
W

.
 W

.
 
C

o
o

k
,
 
'
F
a
c
t
s
.
 a
n
d
 
'
S
t
a
t
e
m

e
n
t
s
 
o
f
 F
a
c
t
',
 
4

U

n
.
 
o
f
 C
h
ic
a
g
o
 
L
.
 
R
e
v
.
 
(
1
9
3
7
)
 
2
3
3
.
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(
三

八

)
 

F
r
a
n
k
, 
C
o
u
r
t
s
,
 
p
p
.
 
3
1
9
, 

16
5
.

(
三

九

)
 

M

a
c
p
h
e
r
s
o
n
 
v
.
 
B
u
ic
k
 
M

o
t
o
r
 C
o
.
,
 
2
1
7
 
N

.
 Y
.
 
3
8
2
,
 
1
1
1
 
N

.
 E
.
 
10
5
0
 
(1
9
1
6
)
.

(
四

○

)
 
F
r
a
n
k
,
 C
o
u
r
t
s
,
 
p
.
 3
2
4
.

(
四

一
)
 
G
e
ld
a
r
t
,
 
p
.
 1
7
.

(
四

二

)
 
M

a
c
p
h
e
r
s
o
n
 
v
.

B
u
ic
k
 
M

o
t
o
r
 
C
o
.
，

s
u
p
r
a
.

こ

の

事

件

で

は

、

「
駅

馬

車

旅

行

時

代

の

裁

判

例

は

、

既

に

今

の
状

況

に

は

適

当

し

な

い

。

危

険

は

急

迫

の

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

原

則

は

変

ら

な

い

が
、

こ

の
原

則

の

適

用

な

受

け

る

物

が

変

っ
て

い

る
」
、

と

判

示

し

て

い

る

。
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