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現
在
法
学
と
い
わ
れ
て
い
る
学
問
の
大
部
分
は
、
「
何
が
現
行
法
で
あ
る
か
」
の
説
明
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
学
者
は
一
般
に
、
こ
れ
を
「
解
釈
法
学
」
と
名
づ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
法
令
の
解
釈
を
通
し
て
法
を
見
出

す
こ
と
が
主
な
仕
事
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、

（中
略
）
、
実
際
に
は
法
令
の
解
釈
に
よ

っ
て
法
を

見
出
す
と
言
っ
て
い
な
が
ら
、
実
は
法
を
作
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
が
稀
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
全
く
法
令
を
離
れ
て
何
が
法
で
あ
る
か
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
そ
の
う
え
法
令
の
解
釈

に
よ
っ
て
法
を
見
出
す
と
い
わ
れ
て
い
る
場
合
で
さ
え
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
法
が
解
釈
者
に
よ
っ
て

必
ず
し
も
一
で
な
く
、
同
じ
法
規
が
人
々
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
違
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

そ
れ
で
は
、
一
体
か
く
の
ご
と
き
解
釈
上
の
意
見
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
生
れ
て
来
る
の
か
。

そ
の
原
因
の
第
一
は
、
広
い
意
味
で
の
解
釈
技
術
に
関
す
る
考
え
方
が
、
人
に
よ
っ
て
か
な
り
違
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
違
い
は
実
際
上
い
ろ
い
ろ
の
形
で
現
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
も
顕
著
な
例
と
し
て
は
、
或
る
人
々

が
法
令
の
形
式
的
な
い
し
は
論
理
的
解
釈
を
通
し
て
法
を
見
出
し
得
る
限
度
を
非
常
に
広
く
考
え
て
い
る
の
に

反
し
て
｀
他
の
或
る
人
々
は
そ
れ
を
比
較
的
狭
く
考
え
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
な
か
に
も
い
ろ
い
ろ
と
程
度
の

差
異
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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次
に
、
解
釈
上
の
意
見
に
差
異
を
生
ず
る
第
二
の
原
因
は
、
彼
ら
各
自
の
法
的
正
義
観
に
差
異
が
あ
り
得
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
で
法
的
正
義
観
と
い
う
の
は
、
広
く
言
え
ば
世
界
観
も
し
く
は
人
生
観
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、

こ
の
場
合
に
は
、
特
に
法
に
即
し
て
洗
練
さ
れ
た
法
律
家
独
得
の
世
界
観
で
あ
っ
て
、
世
間
普
通
に
い
う
世
界
観

と
は
趣
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）

か
く
の
ご
と
く
、
法
的
正
義
観
は
、
個
々
の
場
合
に
裁
判
官
が
法
規
の
解
釈
を
す
る
に
つ
い
て
の
態
度
を
決
定

す
る
上
に
重
要
な
慟
き
を
し
て
い
る
。
学
者
の
法
規
解
釈
が
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
違
う
原
因
も
、
多
く
の
場
合
、

各
学
者
そ
れ
ぞ
れ
が
違
っ
た
正
義
観
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
法
規
解
釈
が
純
客
観

的
に
、
無
目
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
あ
り
得
な
い
。
解
釈
は
、
結
局
技
術
で
あ
り
、
手
段
で
あ
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
使
う
の
は
人
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
人
が
い
か
な
る
正
義
観
を
持
っ
て
い
る

か
に
よ
っ
て
解
釈
が
違
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
い
や
し
く
も
法
学
を
学
ぽ
う
と
す
る
者
は
、
単
に
法
規
を
形
式
的
に
解
釈
す
る
技
術
を
習

得
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
の
技
術
を
使
う
に
つ
い
て
の
指
標
た
る
べ
き
法
的
正
義
観
の
涵
養
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
あ
る
が
｀
か
か
る
正
義
観
の
涵
養
は
ど
う
す
れ
ば
で
き
る
の
か
、
現
在
の
法
学
教
育
は
そ
の

点
に
つ
い
て
実
際
ど
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
か
。
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者
の
論
述
の
要
点
を
自
分
の
言
葉
で
ま
と
め
た
上
で
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
あ
な
た
は
、
大
学
で
「
現

行
法
」
を
ど
の
よ
う
に
学
べ
ば
よ
い
と
考
え
る
か
。
あ
な
た
自
身
の
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
な
さ
い
。

以
下
の
文
章
を
読
み
、
問
題
に
答
え
な
さ
い
。

外

国

語

二
0
二
ニ
年
度

科

目

7
日
本
語
（
法
律
学
基
礎
）

修

士

課

程

入

学

試

験

問

早
稲
田
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

題
（
国
内
受
験
）


	33_M_2022_ippan-kokunai_nihongo-horitsugakukiso

