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／
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橋

文

彦

は
じ
め
に

嶋
津
格
教
授
の
退
官
に
あ
た
り
、『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
の
退
職
記
念
号
に
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
は
、
学
会
や
諸
々

の
研
究
会
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
嶋
津
理
事
長
時
代
に
学
会
事
務
局
の
一
員
と
し
て
も
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
っ
た
者
と
し
て
大

変
光
栄
に
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
、
本
稿
を
弁
解
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
誠
に
遺
憾
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
諸
般
の
事
情
か
ら
、
本
稿
執
筆
に
着
手
す
る
の
が
大
幅
に
遅
れ
、
本
格
的
な
論
説
を
書
き
上
げ
る
だ
け
の
時
間
を
確
保

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
提
出
期
限
を
延
長
し
て
い
た
だ
い
て
、
ど
う
に
か
一
文
を
草
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

そ
の
内
容
は
、
ご
覧
の
通
り
、
論
説
と
も
研
究
ノ
ー
ト
と
も
書
評
と
も
言
え
な
い
代
物
で
あ
る
。
し
い
て
言
え
ば
、
本
稿
は
、
嶋
津

教
授
の
御
著
書
『
問
い
と
し
て
の
〈
正
し
さ
〉
―
―
法
哲
学
の
挑
戦
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
に
つ
い
て
私
が
書
い
た
書（
１
）評

に
対
す
る
著
者
自
身
に
よ
る
リ
プ
ラ（
２
）イに

対
す
る
更
な
る
応
答
の
た
め
の
覚
書
（
！
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
得
体
の
知
れ
な
い
文

章
を
掲
載
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
対
し
て
、
ま
ず
は
お
許
し
を
い
た
だ
き
た
い
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
ハ
ー
ト
の
「
内
的
言
明
／
外
的
言
明
」
と
い
う
二
分
法
に
テ
ー
マ
を
絞
っ
て
、
嶋
津
教
授
と
の
論
争
を
継
続

研
究
ノ
ー
ト
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し
た
い
。
前
半
で
は
、
私
の
書
評
お
よ
び
嶋
津
教
授
の
リ
プ
ラ
イ
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
な
い
読
者
の
た
め
に
、
適
宜
引
用
を
交
え
つ

つ
、
両
者
の
見
解
の
相
違
点
を
明
確
化
す
る
。
予
め
争
点
を
一
言
で
述
べ
て
お
け
ば
、「
内
的
観
点
（
視
点
）
／
外
的
観
点
（
視

点
）」
あ
る
い
は
「
内
的
言
明
／
外
的
言
明
」
の
問
題
が
究
極
的
に
「
心
身
問
題
」
す
な
わ
ち
「
精
神
／
物
質
」
の
問
題
に
行
き
つ

く
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
後
半
で
は
、
ハ
ー
ト
の
デ
ビ
ュ
ー
論
文
「
権
利
と
責
任
の
帰
属
（T

he
A
scription

of
Responsibil-

ity
and

Rights
）」
を
参
照
し
な
が
ら
、「
内
的
／
外
的
」
と
い
う
二
分
法
を
「
帰
属
的
（ascriptive

）
／
記
述
的
（descriptive

）」

と
い
う
若
き
ハ
ー
ト
が
提
唱
し
た
二
分
法
と
関
連
づ
け
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。
時
間
的
な
制
約
の
た
め
、
私
見
に
つ
い
て

論
証
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
自
覚
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
は
更
な
る
議
論
の
た
め
の
俄
作
り
の
叩
き
台
と
し
て
ご
理
解
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ご
海
容
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

一
「
内
的
観
点
／
外
的
観
点
」
あ
る
い
は
「
内
的
言
明
／
外
的
言
明
」

『
問
い
と
し
て
の
〈
正
し
さ
〉』
に
お
い
て
、
嶋
津
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

ハ
ー
ト
の
法
概
念
論
は
、
法
の
上
位
概
念
と
し
て
「
ル
ー
ル
」
を
考
え
、
法
を
あ
る
種
の
ル
ー
ル
の
結
合
体
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
構

造
を
と
る
。
そ
し
て
ル
ー
ル
一
般
に
つ
い
て
「
内
的
観
点
（internalpoint

ofview

）」
と
「
外
的
観
点
（externalpoint

of
view

）」

と
い
う
二
つ
の
観
点
（
…
）
か
ら
の
接
近
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
前
者
の
観
点
か
ら
事
態
を
記
述
す
れ
ば
「
内
的
言
明
（in-

ternalstatem
ent

）」
に
な
り
、
後
者
の
そ
れ
か
ら
は
「
外
的
言
明
（externalstatem

ent

）」
と
（
３
）

な
る
。

人
間
に
と
っ
て
、
無
自
覚
的
に
ル
ー
ル
に
従
い
、
そ
れ
を
使
っ
て
行
動
し
、
も
の
を
見
る
こ
と
は
、
全
く
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
ご
く
容
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易
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
無
数
の
ル
ー
ル
の
網
の
目
の
中
か
ら
外
界
を
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の

ル
ー
ル
と
の
関
係
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
常
に
「
内
的
観
点
」
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、「
外
的
観
点
」
の
ほ
う
が
人

間
に
と
っ
て
は
一
般
に
困
難
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
に
は
知
的
努
力
を
要
（
４
）

す
る
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
異
論
は
な
い
。
私
に
と
っ
て
気
に
な
っ
た
の
は
、
次
の
論
述
で
あ
る
。

し
か
し
、
ル
ー
ル
を
内
的
・
外
的
側
面
を
具
え
た
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
存
在
し
う
る
も
の
と
み
な
す
な
ら
、
右
に
述
べ
た
こ
と
と
の

関
連
で
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
人
間
が
現
在
の
時
点
で
そ
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
外
的
観
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
単

に
内
的
観
点
か
ら
の
み
そ
れ
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
ル
ー
ル
に
つ
い
て
も
、
そ
の
外
的
側
面
は
あ�

る�

の
だ
と
。

右
の
議
論
は
、
究
極
的
に
は
い
わ
ゆ
る
心
身
問
題
、
特
に
人
間
の
精
神
と
物
質
と
し
て
の
脳
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
に
行
き
つ
く
。
も
ち

ろ
ん
こ
の
場
合
の
「
脳
」
は
、
人
間
が
観
念
し
て
い
る
と
お
り
の
そ
れ
と
い
う
よ
り
、
カ
ン
ト
風
の
物
自
体
と
し
て
の
そ
れ
に
近
い
。
本
来

語
り
え
ず
認
識
で
き
な
い
物
自
体
を
、
物
理
的
言
語
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
「
脳
」
で
代
用
す
る
こ
と
に
伴
う
不
完
全
さ
は
避
け
ら
れ
な
い
が
、

そ
れ
で
も
相
対
的
に
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
心
的
な
も
の
と
物
的
な
も
の
の
間
の
関
連
を
考
え
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
は
ず
で
（
５
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
嶋
津
教
授
の
主
張
に
対
し
て
、
私
は
書
評
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
疑
問
を
提
起
し
た
。

…
ハ
ー
ト
の
『
法
の
概
念
』
に
お
け
る
説
明
に
よ
れ
ば
、
内
的
観
点
と
は
「
行
為
の
指
針
と
し
て
ル
ー
ル
を
受
け
い
れ
用
い
る
集
団
の
一

員
」
の
観
点
で
あ
り
、
外
的
観
点
と
は
「
自
分
自
身
は
ル
ー
ル
を
受
け
い
れ
な
い
よ
う
な
単
な
る
観
察
者
」
の
観
点
で
あ
る
（
邦
訳
、
九
八

頁
）。
著
者
は
第
二
章
「
法
に
お
け
る
「
事
実
」
と
は
な
に
か
」
に
お
い
て
、
こ
の
二
分
法
を
前
提
と
し
た
上
で
、「
人
間
が
現
在
の
時
点
で
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そ
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
外
的
観
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
単
に
内
的
観
点
か
ら
の
み
そ
れ
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
ル
ー
ル
に
つ
い

て
も
、
そ
の
外
的
側
面
は
あ�

る�

の
だ
」
と
主
張
し
、
さ
ら
に
「
右
の
議
論
は
、
究
極
的
に
は
い
わ
ゆ
る
心
身
問
題
…
に
行
き
つ
く
」（
一
八

頁
）
と
付
言
す
る
。
し
か
し
、「
内
的
観
点
／
外
的
観
点
」
あ
る
い
は
「
内
的
言
明
／
外
的
言
明
」
の
問
題
は
果
た
し
て
「
精
神
／
物
質
」

の
問
題
と
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

書
評
執
筆
の
時
点
に
お
い
て
私
の
疑
問
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
嶋
津
教
授
が
主
張
す
る
よ
う
に
、「
内
的
観
点
／
外
的
観
点
」

あ
る
い
は
「
内
的
言
明
／
外
的
言
明
」
の
二
分
法
を
「
精
神
／
物
質
」
の
そ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
る
と
、
ラ
ズ
が
指
摘
し
た
第
三

の
視
点
あ
る
い
は
第
三
の
言
明
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
存
在
が
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。

心
身
問
題
に
関
し
て
は
、
二
元
論
と
一
元
論
が
対
立
し
て
い
る
が
、
三
元
論
の
立
場
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ー

ト
の
二
分
法
に
つ
い
て
は
、
三
元
論
の
立
場
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ラ
ズ
は
「
法
的
妥
当
性
」
と
題
す
る
論
文
（『
権
威

と
し
て
の
法
』
所
収
）
に
お
い
て
、「
ハ
ー
ト
の
「
内
的
言
明
と
外
的
言
明
」
の
二
分
法
は
、
第
三
の
言
明
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
を
、
や
や
も
す
る
と
わ
れ
わ
れ
の
視
野
か
ら
覆
い
隠
し
か
ね
な
い
」（
邦
訳
、
八
〇
頁
）
と
指
摘
し
、
第
三
の
言
明
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
あ
る
「
距
離
を
置
い
た
法
的
言
明
」
の
例
と
し
て
、
弁
護
士
が
依
頼
主
に
与
え
る
助
言
や
、
法
学
教
師
が
学
生
を
前
に
し
て
行
う
説

明
を
挙
げ
て
い
る
。
野
球
の
例
を
用
い
る
な
ら
ば
、
試
合
で
プ
レ
ー
し
て
い
る
選
手
の
観
点
、
野
球
の
ル
ー
ル
を
知
ら
な
い
人
が
試
合
を
見

る
と
き
の
観
点
と
並
ん
で
、
ル
ー
ル
を
知
り
尽
く
し
た
解
説
者
の
観
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
心
身
問
題
と

パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
第
一
の
疑
問
で
（
６
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
私
の
疑
問
に
対
し
て
、
嶋
津
教
授
に
は
少
な
く
と
も
二
箇
所
で
応
答
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
含
意
を
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十
分
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
嶋
津
教
授
は
ポ
パ
ー
の
「
世
界
３
論
」
に
言
及
し
て
、「
ち
な
み
に
こ
れ
は
、
評
者

が
「
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
」
と
い
う
心
身
問
題
に
つ
い
て
の
「
三
元
論
」（
物
・
心
・
意
味
）
で
あ（
７
）る」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
お
ら
れ

る
。
な
る
ほ
ど
、
ポ
パ
ー
の
「
世
界
３
論
」
は
心
身
問
題
に
お
け
る
第
三
の
立
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、「
物
／
心
／

意
味
」
の
三
元
論
が
い
か
な
る
点
で
「
外
的
言
明
／
内
的
言
明
／
距
離
を
置
い
た
法
的
言
明
」
の
三
元
論
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ

る
の
か
、
私
に
は
依
然
と
し
て
理
解
で
き
な
い
。「
意
味
」
と
「
距
離
を
置
い
た
法
的
言
明
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
三
元
論
に
お
い
て
互

い
に
対
応
す
る
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
嶋
津
教
授
は
、「
ラ
ズ
の
持
ち
込
む
第
三
の
次
元
は
、
私
に
は
リ

ダ
ン
ダ
ン
ト
に
見
え
る
（
余
計
な
の
は
多
分
、
ラ
ズ
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
意
味
で
の
第
三
と
い
う
よ
り
第
一
の
次
元
ま
た
は
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
（
８
）

あ
る
）」
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
前
後
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、「
第
一
の
次
元
ま
た
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
が
内
的
視
点
あ
る
い
は

内
的
言
明
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
す
れ
ば
、
嶋
津
教
授
は
前
述
の
三
元
論
で
は
な
く
、「
物
／
意
味
」
あ
る
い
は
「
外
的
言
明
／

距
離
を
置
い
た
法
的
言
明
」
と
い
う
修
正
さ
れ
た
二
元
論
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
も
、「
意
味
」

に
対
応
す
る
の
は
「
距
離
を
置
い
た
法
的
言
明
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ハ
ー
ト
の
論
考
を
読
む
限
り
、
彼
自
身
は
「
内
的
言
明
／
外
的
言
明
」
と
い
う
二
分
法
を
「
精
神
／
物
質
」
の

そ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、「
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
の
リ
ア
リ
ズ
ム
（Scandinavian

Real-

ism

）」
と
題
す
る
論
文
（
一
九
五
九
年
）
に
お
い
て
、
ハ
ー
ト
は
「
外
的
と
内
的
と
い
う
区
別
が
必
要
な
の
は
、
物
理
的
な
行
動
と

感
覚
と
の
区
別
を
す
る
た
め
で
は
な
い
」
と
明
言
し
た
上
で
、「
内
的
言
明
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

行
動
パ
タ
ー
ン
が
こ
の
よ
う
に
基
準
と
し
て
受
容
さ
れ
る
と
、
そ
の
基
準
の
視
点
か
ら
の
行
為
批
判
と
そ
の
基
準
に
基
づ
く
要
求
と
正
当

化
は‘

ought’‘
m
ust’‘

should’‘
m
ay’‘

right’‘
w
rong’

そ
し
て
特
殊
な
か
た
ち
で
あ
る‘

duty’‘
obligation’

と
い
っ
た
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は
っ
き
り
と
規
範
的
な
用
語
で
表
現
さ
れ
る
。「
私
（
あ
な
た
、
彼
、
彼
ら
）
は
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
そ
し
て
「
私
（
あ
な
た

な
ど
）
は
そ
れ
を
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
意
味
を
構
成
す
る
批
判
的
規
範
的
機
能
を
果
た
す
の
に
使
わ
れ
る
最
も
一

般
的
な
形
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
基
準
に
沿
っ
た
あ
り
そ
う
な
行
動
を
予
測
す
る
事
実
の
外
的
な
言
明
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
基
準
の
受

容
を
宣
言
し
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
基
準
を
用
い
基
準
に
訴
え
か
け
る
と
い
う
意
味
で
、
内
的
言
明
で
（
９
）

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
嶋
津
教
授
は
「
内
的
言
明
」
と
「
外
的
言
明
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

…
内
的
言
明
と
し
て
は
規
範
言
明
で
あ
り
う
る
も
の
（「
法
的
に
は
○
○
す
べ
き
だ
」）
が
、
外
的
言
明
と
し
て
は
事
実
命
題
（「
こ
れ
を
法

と
み
な
す
認
定
の
ル
ー
ル
が
こ
の
社
会
に
は
存
在
し
て
い
る
」）
と
な
る
こ
と
で
、「
実
定
法
」
は
他
の
規
範
体
系
と
区
別
さ
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
事
実
命
題
を
真
に
す
る
も
の
は
（
こ
の
場
合
、
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
物
理
的
）
事
実
で
あ
る
か
ら
、
意
味
的
世
界
と
物
理
的

世
界
を
、
こ
の
内
的
・
外
的
関
係
が
繋
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
ー
ト
は
こ
の
点
を
詰
め
な
い
が
、
こ
れ
が
心
身
問
題
と
無
関
係
だ
と
い

う
方
が
む
し
ろ
難
し
い
と
私
は
考
（
１０
）

え
る
。

一
般
論
と
し
て
、
読
者
は
テ
キ
ス
ト
を
自
由
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
嶋
津
教
授
の
よ
う
に
、「
内
的
言

明
／
外
的
言
明
」
の
二
分
法
を
心
身
問
題
と
関
連
づ
け
て
創
造
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
法

思
想
史
の
観
点
か
ら
、
ハ
ー
ト
理
論
に
お
け
る
「
第
一
次
的
ル
ー
ル
と
第
二
次
的
ル
ー
ル
の
結
合
と
し
て
の
法
」「
承
認
の
ル
ー
ル
」

「
開
か
れ
た
構
造
」
と
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
お
け
る
「
強
制
規
範
と
し
て
の
法
」「
根
本
規
範
」「
枠
」
理
論
と
を
対
比
し
な
が
ら
、

「
外
的
／
内
的
」
と
い
う
二
分
法
を
「
存
在
／
当
為
」
の
二
元
論
と
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
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私
に
は
、
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
別
の
解
釈
の
方
が
哲
学
的
な
観
点
か
ら
も
思
想
史
的
な
観
点
か
ら
も
興
味
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、「
内
的
／
外
的
」
と
い
う
二
分
法
を
、
日
常
言
語
学
派
の
哲
学
者
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
「
行
為
遂
行
的
／
事
実
確
認
的
」
と

い
う
二
分
法
と
関
連
づ
け
て
解
釈
す
る
立
場
で
あ
る
。
若
き
ハ
ー
ト
に
対
し
て
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、

森
際
康
友
教
授
の
先
駆
的
な
研
究
に
よ
っ
て
つ
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
次
節
で
は
、
森
際
教
授
の
研
究
成
果
も
参
照
し
な
が

ら
、「
内
的
言
明
／
外
的
言
明
」
の
二
分
法
が
も
つ
哲
学
的
含
意
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
「
行
為
遂
行
的
／
事
実
確
認
的
」
と
ハ
ー
ト
の
「
帰
属
的
／
記
述
的
」

前
述
の
「
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
ハ
ー
ト
は
「
内
的
言
明
」
と
「
承
認
の
ル
ー
ル
」
と
の

関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
れ
は
妥
当
な
ル
ー
ル
（valid
rule

）
で
あ
る
」
と
い
う
内
的
言
明
は
、「
イ
ギ
リ
ス
で
は
人
々
は
こ
の
ル
ー
ル
に
従
う
だ
ろ
う
」
と

い
う
外
的
な
予
測
的
言
明
と
異
な
り
、
ル
ー
ル
の
体
系
が
、
法
体
系
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
行
動
の
法
的
基
準
を
形
づ
く
る
一
次
的
ル
ー
ル

で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
特
徴
を
ひ
ろ
う
こ
と
で
そ
の
体
系
の
一
次
的
ル
ー
ル
を
承
認
す
る
ル
ー
ル
も
し
く
は
確
定
す
る
一
般
的
基
準

を
含
ん
で
い
る
場
合
に
、
適
切
な
言
明
と
（
１１
）

な
る
。

こ
の
論
文
に
つ
い
て
、
森
際
教
授
は
「
こ
こ
で
は
…
「
内
的
言
明
」、「
外
的
言
明
」
の
用
語
で
行
為
遂
行
的
発
話
と
こ
れ
が
前
提
す

る
適
切
性
条
件
言
明
が
説
明
さ
れ
て
い（

１２
）る」

と
看
破
し
て
お
ら
れ
る
。
ベ
イ
カ
ー
（G.P.Baker

）
も
、
ハ
ー
ト
が
内
的
観
点
と

「
言
語
行
為
（speech-acts

）」
と
を
結
び
付
け
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
内
的
言
明
と
外
的
言
明
の
区
別
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
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述
べ
て
い
る（

１３
）が、

こ
の
「
言
語
行
為
」
と
い
う
表
現
は
後
期
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
理
論
を
連
想
さ
せ
る
の
で
、
や
や
不
正
確
で
あ
り
、

誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
。
正
確
に
言
え
ば
、
森
際
教
授
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
ー
ト
は
初
期
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
よ
る
「
行
為

遂
行
的
発
話
（perform

ative
utterance

）
／
事
実
確
認
的
発
話
（constative

utterance

）」
と
い
う
区
別
か
ら
示
唆
を
受
け
て
、

「
内
的
言
明
／
外
的
言
明
」
と
い
う
二
分
法
を
導
入
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
ハ
ー
ト
自
身
の
思
索
は
「
行
為
遂
行
的
／
事
実
確
認
的
」
か
ら
「
内
的
言
明
／
外
的
言
明
」
へ
と
直
線
的
に
進
ん
だ

わ
け
で
は
な
い
。
デ
ビ
ュ
ー
論
文
「
権
利
と
責
任
の
帰
属
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
ハ
ー
ト
は
「
記
述
的
な
文
」
に
「
帰
属
的
な
文
」

を
対
置
し
て
い
る
。

…
本
稿
の
主
な
目
的
は
次
の
よ
う
な
示
唆
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
行
為
（hum

an
action

）
の
概
念
に
関
す
る
従
来
の
哲

学
的
分
析
は
不
適
切
な
も
の
で
あ
り
、
混
乱
を
も
た
し
て
き
た
が
、
そ
の
理
由
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、「
彼
が
そ
れ
を
や
っ
た
（H

e
did
it

）」
と
い
う
形
式
の
文
が
伝
統
的
に
主
と
し
て
記
述
的
（descriptive

）
な
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が

実
際
は
、
そ
の
主
要
な
機
能
は
私
が
敢
え
て
帰�

属�

的�

（ascriptive

）
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
文
字
通
り
、
行
為
に
対
す

る
責
任
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
同
様
に
、「
こ
れ
は
彼
の
も
の
だ
」
と
い
う
形
式
の
文
の
主
要
な
機
能
は
所
有
権
を
帰
属
さ
せ
る
こ

と
に
（
１４
）

あ
る
。

明
ら
か
に
、
こ
の
「
帰
属
的
／
記
述
的
」
と
い
う
初
期
ハ
ー
ト
の
二
分
法
は
、「
行
為
遂
行
的
／
事
実
確
認
的
」
と
い
う
初
期
オ
ー

ス
テ
ィ
ン
の
二
分
法
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
、
ハ
ー
ト
自
身
が
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
「
遂
行
的
（perform

atory

）」
と
い

う
用
語
に
明
示
的
に
言
及
し
て
い（

１５
）る。

両
者
の
関
係
お
よ
び
両
者
が
共
有
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
森
際
教
授
は
次
の
よ
う
に
指
摘
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し
て
お
ら
れ
る
。

…
ハ
ー
ト
も
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
日
常
言
語
学
派
の
哲
学
は
、
発
話
に
つ
い
て
の
混
乱
し
た
二
分
法
（di-

chotom
y

）
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
意
味
の
用
法
説
を
め
ぐ
る
成
果
と
混
乱
と
の
双
方
を
現
実
化
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
発

話
は
事
実
を
述
べ
る
言
明
で
あ
る
の
か
、
さ
も
な
く
ば
約
束
、
命
名
な
ど
行
為
を
遂
行
す
る
発
話
で
あ
る
の
か
の
何
れ
か
で
あ
る
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
Ｊ
・
Ｌ
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
行
為
遂
行
的
発
話
と
事
実
確
認
的
発
話
（perform

atives-constatives

）
の
二
分
法
の

内
実
で
あ
り
、
非
記
主
義
的
意
味
論
の
基
本
的
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
ハ
ー
ト
が
彼
の
処
女
論
文
で
駆
使
し
た
論
法
で
も
あ
っ（

１６
）た。

こ
こ
で
、
念
の
た
め
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
二
分
法
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
復
習
し
て
お
き
た
い
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、「
私
は
こ

の
船
を
「
ク
イ
ー
ン
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
号
」
と
命
名
す
る
」「
私
は
私
の
時
計
を
私
の
弟
に
遺
産
と
し
て
与
え
る
」「
私
は
あ
な
た
と
、

明
日
雨
が
降
る
方
に
六
ペ
ン
ス
賭
け
る
」
と
い
っ
た
文
を
例
に
挙
げ
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

以
上
の
例
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
を
述
べ
る
（
も
ち
ろ
ん
適
当
な
状
況
の
も
と
に
お
い
て
）
こ
と
は
、
私
が
か
く
か
く
と
述
べ
て

い
る
際
に
私
が
行
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
そ
の
当
の
こ
と
を
実
際
行
っ
て
い
る
と
い
う
私
の
行
為
を
記
述
（describe

）
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
ま
た
、
そ
の
当
の
行
為
を
私
が
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
明
（state

）
し
て
い
る
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
白
な
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
そ
の
文
を
口
に
出
し
て
言
う
こ
と
は
、
当
の
行
為
を
実
際
に
行
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
（
１７
）

あ
る
。

さ
て
、
今
こ
こ
で
考
え
ら
れ
た
種
類
の
文
な
い
し
発
話
を
何
と
名
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
私
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
行
為
遂
行
的
文

（perform
ative

sentence

）
な
い
し
行
為
遂
行
的
発
話
（perform

ative
utterance

）、
あ
る
い
は
簡
単
に
「
遂
行
文
」
な
い
し
「
遂
行

論争し続ける法哲学――「内的言明／外的言明」に関する覚書――

３１５



的
発
話
（perform

atives

）」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
し
（
１８
）

た
い
。

当
初
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
「
事
実
確
認
的
発
話
」
と
「
行
為
遂
行
的
発
話
」
を
区
別
す
る
二
者
択
一
的
な
規
準
を
見
つ
け
よ
う
と

す
る
が
、
や
が
て
こ
の
二
分
法
は
維
持
し
え
な
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
ま
ず
第
一
に
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、
同
一
の
文
（
例
え

ば
「
君
の
後
ろ
に
牛
が
い
る
」）
が
発
話
の
状
況
に
よ
っ
て
は
事
実
確
認
的
で
も
行
為
遂
行
的
（
こ
の
場
合
、
警
告
と
い
う
行
為
）
で
も

あ
り
う
る
こ
と
に
気
づ
く
。
第
二
に
、
何
か
を
言
う
行
為
（
例
え
ば
、「
私
は
約
束
し
ま
す
」
と
言
う
行
為
）
が
同
時
に
何
か
を
行
う
行

為
（
例
え
ば
、
約
束
す
る
行
為
）
で
も
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
そ
の
結
果
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
二
者
択
一
的
な
二
元
論
を
放
棄
し

て
、「
発
語
行
為
（locutionary

act
）
／
発
語
内
行
為
（illocutionary

act

）
／
発
語
媒
介
行
為
（perlocutionary

act

）」
と
い
う

重
層
的
な
言
語
行
為
の
構
造
分
析
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。

「
帰
属
的
／
記
述
的
」
と
い
う
ハ
ー
ト
の
二
分
法
も
ま
た
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
と
同
様
の
二
者
択
一
的
な
発
想
に
基
づ
い
て
い
た
が
、

ハ
ー
ト
は
批
判
を
受
け
て
、
表
面
上
は
こ
れ
を
放
棄
し
て
し
ま
う
。
前
述
の
デ
ビ
ュ
ー
論
文
「
権
利
と
責
任
の
帰
属
」
は
三
つ
の
節

か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
ハ
ー
ト
は
ま
ず
第
Ⅰ
節
に
お
い
て
、「
契
約
」
の
よ
う
な
法
的
概
念
が
「
阻
却
可
能
（defeasible

）」
で
あ

る
こ
と
を
詳
し
く
論
じ
、
続
い
て
第
Ⅱ
節
に
お
い
て
、「
こ
れ
は
彼
の
も
の
だ
」
の
よ
う
な
権
利
を
帰
属
さ
せ
る
文
が
「
行
為
遂
行

的
」
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
し
て
最
後
に
第
Ⅲ
節
に
お
い
て
、「
彼
が
そ
れ
を
や
っ
た
」
の
よ
う
な
文
が
行
為
者
に
責

任
を
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、「
人
間
行
為
（hum

an
action

）
の
概
念
は
帰
属
的
か
つ
阻
却
可
能
な
概
念
で
あ
る
」
と
い
う

大
胆
な
テ
ー
ゼ
を
結
論
と
し
て
導
く
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
最
後
の
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
は
異
論
が
提
出
さ
れ
、「
彼
は
ピ
ア

ノ
を
弾
い
た
」
あ
る
い
は
「
彼
は
座
っ
て
食
事
を
し
た
」
と
い
っ
た
中
立
的
な
発
話
は
誰
に
も
責
任
を
帰
属
さ
せ
て
い
な
い
で
は
な

い
か
、
と
い
っ
た
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
ハ
ー
ト
は
こ
の
批
判
を
重
く
受
け
止
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
ら
の
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主
張
を
撤
回
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
彼
は
『
刑
罰
と
責
任
（Punishm

entand
Responsibility

）』（
一
九
六
七
年
）
の
序
文
に
お

い
て
、
こ
の
論
文
を
同
書
に
再
録
し
な
い
理
由
と
し
て
、「
そ
の
主
な
主
張
は
も
は
や
弁
護
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」「
近

年
に
な
さ
れ
た
主
な
批
判
は
正
当
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
を
挙
げ
て
い（

１９
）る。

こ
の
よ
う
な
事
情
の
た
め
、
ハ
ー
ト
の
「
帰
属
的
／
記
述
的
」
と
い
う
二
分
法
は
そ
の
後
の
彼
の
著
作
に
は
登
場
し
な
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、『
法
の
概
念
』
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
論
述
を
読
む
と
、
ハ
ー
ト
は
当
初
の
発
想
法
を
「
内
的
言
明
／
外
的
言
明
」

の
二
分
法
と
い
う
形
で
依
然
と
し
て
維
持
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

…
こ
の
外
的
視
点
の
自
然
な
表
現
は
、「
…
と
い
う
こ
と
は
法
で
あ
る
（It

is
the
law
that...

）」
で
は
な
く
、「
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
人
々

は
、
お
よ
そ
議
会
に
お
け
る
女
王
の
制
定
す
る
も
の
を
法
と
し
て
承
認
（recognize

）
し
て
い
る
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
形
式
の
う

ち
第
一
の
も
の
を
内�

的�

言�

明�

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
内
的
視
点
を
表
明
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
当
該
体
系

の
あ
る
特
定
の
ル
ー
ル
を
妥
当
な
も
の
と
し
て
承
認
す
る
際
に
、
承
認
の
ル
ー
ル
（rule

ofrecognition

）
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
そ
れ

が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
述
べ
ず
に
承
認
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
人
に
よ
っ
て
、
自
然
に
用
い
ら
れ
る
言
明
だ
か
ら
で
（
２０
）

あ
る
。

最
後
に
も
う
一
度
、
争
点
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。「
イ
ギ
リ
ス
で
は
人
々
は
こ
の
ル
ー
ル
に
従
う
だ
ろ
う
」
あ
る
い
は
「
イ
ギ

リ
ス
に
お
い
て
人
々
は
、
お
よ
そ
議
会
に
お
け
る
女
王
の
制
定
す
る
も
の
を
法
と
し
て
承
認
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
外
的
言
明
が
記

述
的
・
事
実
確
認
的
な
言
明
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
嶋
津
教
授
に
も
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
「
私

（
あ
な
た
、
彼
、
彼
ら
）
は
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
こ
れ
は
妥
当
な
ル
ー
ル
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
…
と
い
う
こ
と
は
法

で
あ
る
」
と
い
っ
た
内
的
言
明
の
性
格
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
的
言
明
は
、
義
務
を
帰
属
さ
せ
た
り
、
ル
ー
ル
を
法
と
し
て
承
認
し
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た
り
す
る
帰
属
的
・
行
為
遂
行
的
な
言
明
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
嶋
津
教
授
の
見
解
を

お
聞
き
し
た
い
と
思
う
。

む
す
び
に
代
え
て

本
稿
に
お
い
て
は
、「
内
的
観
点
（
視
点
）
／
外
的
観
点
（
視
点
）」
あ
る
い
は
「
内
的
言
明
／
外
的
言
明
」
と
い
う
二
分
法
が
究

極
的
に
「
心
身
問
題
」
す
な
わ
ち
「
精
神
／
物
質
」
の
問
題
に
行
き
つ
く
と
い
う
嶋
津
教
授
の
見
解
に
対
し
て
疑
問
を
提
起
し
、
前

者
は
「
帰
属
的
／
記
述
的
」
と
い
う
若
き
ハ
ー
ト
が
提
唱
し
た
二
分
法
と
関
連
づ
け
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
。
も
っ
と
も
、

こ
の
よ
う
な
私
の
理
解
は
ま
だ
十
分
に
正
当
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
稿
の
論
述
は
せ
い
ぜ
い
嶋
津
教
授
と
の
論
争
を
継
続
す
る
た
め

の
覚
書
に
留
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
紙
幅
は
と
も
か
く
、
私
の
思
考
力
が
既
に
限
界
に
達
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
学
会
の
先
輩
で
あ
る
嶋
津
教
授
か
ら
い
た
だ
い
た
学
恩
に
十
分
報
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

忸
怩
た
る
思
い
が
あ
る
が
、
こ
の
覚
書
を
叩
き
台
と
し
て
今
後
も
論
争
に
お
付
き
合
い
い
た
だ
け
れ
ば
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
。
最
後

に
、
嶋
津
教
授
の
益
々
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
お
祈
り
し
つ
つ
、
と
り
あ
え
ず
擱
筆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）
高
橋
文
彦
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
ほ
ど
素
朴
に
考
え
よ
う
―
―
嶋
津
格
『
問
い
と
し
て
の
〈
正
し
さ
〉
―
―
法
哲
学
の
挑
戦
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二

〇
一
一
年
）」『
法
哲
学
年
報
二
〇
一
一
年
度

功
利
主
義
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
一
〇
一
〜
一
〇
八
頁
。﹇
以
下
、「
高
橋
書

評
」
と
略
記
。﹈

（
２
）
嶋
津
格
「
高
橋
文
彦
評
に
対
す
る
リ
プ
ラ
イ
の
試
み
」『
法
哲
学
年
報
二
〇
一
二
年
度

国
境
を
越
え
る
正
義
―
―
そ
の
原
理
と
制
度
―
―
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
一
五
三
〜
一
五
七
頁
。﹇
以
下
、「
嶋
津
リ
プ
ラ
イ
」
と
略
記
。﹈

（
３
）
嶋
津
格
『
問
い
と
し
て
の
〈
正
し
さ
〉
―
―
法
哲
学
の
挑
戦
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
一
五
頁
。
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（
４
）
同
書
（
注
３
）
一
七
頁
。

（
５
）
同
書
（
注
３
）
一
八
頁
。

（
６
）
高
橋
書
評
（
注
１
）
一
〇
六
頁
。

（
７
）
嶋
津
リ
プ
ラ
イ
（
注
２
）
一
五
三
頁
。

（
８
）
嶋
津
リ
プ
ラ
イ
（
注
２
）
一
五
六
頁
。

（
９
）
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
（
矢
崎
光
圀
他
訳
）『
法
学
・
哲
学
論
集
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
一
九
一
頁
。

（
１０
）
嶋
津
リ
プ
ラ
イ
（
注
２
）
一
五
七
頁
。

（
１１
）
ハ
ー
ト
・
前
掲
訳
書
（
注
９
）
一
九
二
頁
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
訳
文
を
一
部
変
更
し
た
。

（
１２
）
森
際
康
友
「
法
・
言
語
・
行
為
（
三
）
―
―
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
の
法
概
念
論
の
一
分
析
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
九
巻
四
号
（
一
九
八
二

年
）
六
〇
七
頁
。

（
１３
）Cf.G.P.Baker,“

D
efeasibility

and
M
eaning” ,P.M

.S.H
acker／J.Raz

（eds.

）,Law
,M
orality,and

Society:Essays
in
Honour

ofH.L.A
.Hart

（Clarendon
Press,1977

）,p.40.

（
１４
）H

.L.A
.H
art,“

T
he
A
scription

ofResponsibility
and
Rights” ,Proceedings

ofthe
A
ristotelian

Society
,X
LIX

（1948

―1949

）,p.
171.

（
１５
）Cf.

ibid.

（注
14

）,p.185.

（
１６
）
森
際
康
友
「
法
・
言
語
・
行
為
（
一
）
―
―
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
の
法
概
念
論
の
一
分
析
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
八
巻
一
一
号
（
一
九
八
一

年
）
一
四
六
六
頁
。

（
１７
）
Ｊ
・
Ｌ
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（
坂
本
百
大
訳
）『
言
語
と
行
為
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
）
一
一
頁
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
訳
文
を
一
部

変
更
し
た
。
以
下
同
様
。

（
１８
）
同
書
（
注
１７
）
一
一
〜
一
二
頁
。

（
１９
）Cf.

H
.L.A
.H
art,Punishm

ent
and

Responsibility:Essays
in
the
Philosophy

of
Law
,
Second

Edition

（O
xford

U
niversity

Press,2008

）,preface.
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（
２０
）
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
（
矢
崎
光
圀
監
訳
）『
法
の
概
念
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
六
年
）
一
一
二
頁
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
訳
文
を
大
幅

に
変
更
し
た
。
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