
木
庭

顕
氏
の
『
法
存
立
の
歴
史
的
基
盤
』
に

対
す
る
授
賞
審
査
要
旨

木
庭

顕
氏
の
『
法
存
立
の
歴
史
的
基
盤
』（
二
〇
〇
九
年
三
月
、
東
京
大

学
出
版
会：

以
下
、「
本
書
」
と
い
う
。）
は
、
同
氏
自
身
が
そ
の
「
は
し
が
き
」

で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
同
氏
の
『
政
治
の
成
立
』（
一
九
九
七
）、『
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
古
典
的
基
礎
』（
二
〇
〇
三
）
に
続
い
て
「
三
部
作
を
締
め
く
く
る
」

一
三
五
八
頁
の
大
著
で
あ
り
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
〈
政
治
〉
と
〈
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
〉
の
成
立
が
「
占
有
（possessio

）」
概
念
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
つ

つ
、
所
有
権
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
本
権
」
の
体
系
と
し
て
の
法
秩

序
の
形
成
を
先
導
し
た
こ
と
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
所
有
権
と
か
賃
借
権
と
か
い
っ
た
「
本
権
」
の
有
無
を
問
わ
ず
、「
物

に
対
す
る
事
実
上
の
支
配
」
を
ひ
と
ま
ず
保
護
す
る
占
有
訴
訟
制
度
は
、
フ
ラ

ン
ス
民
法
や
ド
イ
ツ
民
法
を
は
じ
め
と
し
て
ロ
ー
マ
法
の
影
響
下
に
編
纂
さ
れ

た
諸
国
の
民
法
、
む
ろ
ん
日
本
民
法
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
学

者
と
し
て
多
く
の
卓
越
し
た
業
績
を
挙
げ
て
い
る
木
庭
氏
は
、
ま
ず
本
書
の
序

章
に
お
い
て
古
典
古
代
の
史
料
の
伝
え
る
意
味
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
近

世
の
人
文
主
義
に
お
け
る
〈
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
（
伝
承
批
判
）〉
の
成
果
を
再
吟
味

し
、
古
典
に
接
近
す
る
自
己
の
「
方
法
」
を
構
築
し
た
上
で
、
伝
承
を
含
む
史

料
群
の
分
析
に
分
け
入
っ
て
い
る
。
本
書
第
Ⅱ
章
の
核
を
成
す
『V

erginia

伝

承
』
に
つ
い
て
も
、
伝
承
の
事
件
が
発
生
し
た
と
さ
れ
る
紀
元
前
五
世
紀
後
半

よ
り
も
後
代
（
帝
政
を
樹
立
し
た
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
時
代
）
の
歴
史
家L

ivius

と
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
（
小
ア
ジ
ア
の
ギ
リ
シ
ャ
都
市
ハ
リ
カ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
出
身

の
）
歴
史
家D

ionysius

の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
当
該
伝
承
の
記
述
の
詳
細
な

照
合
に
よ
っ
て
〈
往
時
の
姿
に
お
け
る
伝
承
を
把
握
し
た
上
で
伝
承
発
生
を
導

い
た
社
会
関
係
を
推
論
す
る
〉
と
い
う
慎
重
な
姿
勢
が
堅
持
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
姿
勢
に
由
来
す
る
説
得
力
と
構
造
主
義
人
類
学
・
記
号
論
・
神
話
学
と
い
っ

た
隣
接
諸
分
野
の
方
法
の
援
用
と
が
相
俟
っ
て
、
木
庭
氏
が
ロ
ー
マ
法
史
学
研

究
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
多
大
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
方
法
」
の
構
築
を
前
提
と
し
て
、
木
庭
氏
の
研
究
は
「
占
有
」
の

問
題
に
照
準
を
合
わ
せ
、
近
代
に
お
け
る
占
有
（possession

）
の
保
護
を
も
っ

ぱ
ら
国
家
権
力
〈
裁
判
〉
に
委
ね
る
べ
き
も
の
と
し
て
占
有
者
の
実
力
行
使
を

極
力
制
限
す
る
フ
ラ
ン
ス
型
お
よ
び
明
治
維
新
後
の
民
法
編
纂
時
に
そ
の
フ
ラ

ン
ス
型
に
倣
っ
た
〈
日
本
型
〉
の
占
有
訴
訟
制
度
と
、
占
有
（B

esitz

）
の
侵
害

を
違
法
と
し
た
上
で
占
有
者
の
実
力
行
使
に
よ
る
反
撃
を
可
能
な
限
度
で
認
め

る
〈
一
九
〇
〇
年
の
ド
イ
ツ
民
法
典
が
採
っ
た
ド
イ
ツ
型
〉
の
占
有
保
護
制
度

の
違
い
の
、
歴
史
的
な
起
源
に
つ
い
て
の
貴
重
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な

る
。
す
な
わ
ち
前
者
が
、
秩
序
の
維
持
を
国
家
の
独
占
的
な
任
務
と
す
る
（
近

二
四



代
的
）
国
家
観
の
表
れ
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
絶
対
主
義
に
よ

る
均
質
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
世
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
た
身
分

制
的
自
由
（ständische

Freiheit

）
の
名
残
を
留
め
る
も
の
、
い
わ
ゆ
る
〈
旧
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
的
（alteuropäisch

）〉
な
秩
序
観
の
連
続
性
を
示
す
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
連
続
性
の
始
期
を
さ
ま
ざ
ま
の
自
立
的
権
力
か
ら
成
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
世
に
求
め
る
こ
と
は
容
易
だ
が
、
さ
ら
に
遡
っ
て
古
典
古
代
に
お
け

る
〈
市
民
社
会
〉
の
端
緒
に
求
め
る
可
能
性
は
、
こ
れ
ま
で
法
的
見
地
か
ら
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
木
庭
氏
は
占
有
訴
訟
の
前

史
を
上
記
第
Ⅱ
章
で
「V

erginia

伝
承
」
に
遡
っ
て
精
細
に
描
き
出
し
、
そ
こ
に

見
ら
れ
る
裁
判
の
法
史
的
意
義
を
指
摘
す
る
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
既
に

テ
ク
ニ
カ
ル
な
意
味
で
発
達
し
た
民
事
訴
訟
で
あ
っ
て
、
占
有
を
原
理
と
す
る

訴
訟
要
件
の
厳
格
さ
、
原
告
・
被
告
の
役
割
分
化
の
厳
密
さ
、
処
分
権
主
義
と

弁
論
主
義
、in

iure

（
法
廷
手
続
）
とapud

iudicem

（
審
判
人
手
続
）
の
二
段

階
制
に
、
そ
の
証
左
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
民
事
訴
訟
そ
の
も
の

が
、
占
有
原
理
に
導
か
れ
つ
つ
出
現
し
た
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
〈
法
の
形
成
〉
と
い
う
視
角
か
ら
見
る
な
ら

ば
、
社
会
が
さ
ま
ざ
ま
な
〈
家
政
（H

aushalt

）
と
い
う
単
位
〉
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
に
止
ま
ら
ず
、
①
テ
リ
ト
リ
ー
上
の
〈
都
市
と
領
域
〉
の
よ
う
な
二
つ

の
政
治
的
分
節
（articulation

）
が
上
下
関
係
に
立
ち
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
が

〈
独
自
の
仕
方
で
屈
折
さ
せ
た
伝
承
を
有
す
る
屈
折
体
（réfracteur

）〉
と
し
て

一
定
の
ま
と
ま
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
場
合
（
木
庭
氏
の
い
う
〈
二
重
分
節
〉）、

な
い
し
、
②V

erginia

伝
承
に
見
る
よ
う
に
或
る
一
つ
の
政
治
的
分
節
が
そ
の

内
部
に
〈
特
定
の
仕
方
で
屈
折
さ
れ
た
伝
承
〉
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
屈

折
体
と
し
て
の
〈
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
〉
を
出
現
さ
せ
る
場
合
に
、
①́
二
重
分
節

に
生
ず
る
政
治
的
抗
争
が
「
政
治
の
成
立
」
と
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
古
典
的
基

礎
」
の
前
提
と
な
る
の
に
対
し
て
、
②́
或
る
一
つ
の
政
治
的
分
節
の
内�

部�

に�

お�

け�

る�

〈
屈
折
体
（réfracteur

）
と
し
て
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
〉、V

erginia

伝
承

に
お
い
て
は
〈
貴
族
と
そ
の
子
飼
い
の
者
か
ら
成
るC

laudii

と
い
う
強
力
な

グ
ル
ー
プ
〉・
対
・〈
平
民
た
ち
か
ら
成
る
強
大
な
グ
ル
ー
プ
〉
の
間
で
生
じ
た

〈
占
有
を
め
ぐ
る
争
い
〉
が
、「
信
義
則
（bona

fides

）
と
い
う
儀
礼
的
基
盤
し

か
有
し
な
か
っ
た
空
間
」
に
お
け
る
「
法
存
立
の
歴
史
的
基
盤
」
と
な
る
、
と

さ
れ
る
。
法
は
い
ま
や
、（
討
議
に
立
脚
す
る
）
政
治
と
接
近
し
た
り
距
離
を
置

い
た
り
し
な
が
ら
発
展
す
る
。
す
な
わ
ち
、
法
の
有
す
る
意
味
が
絶
え
ず
逆
転

し
な
が
ら
優
勢
を
競
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
対
抗
を
伴
う
構
造
の
み
が
法

を
支
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

木
庭
氏
は
以
後
、
第
Ⅲ
、
Ⅳ
章
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
身
分
闘
争
、
グ
ラ
ッ

ク
ス
兄
弟
の
改
革
と
そ
の
挫
折
、
同
盟
市
戦
争
、
ス
ラ
の
改
革
な
ど
を
経
て
カ

エ
サ
ル
の
独
裁
に
至
る
波
瀾
に
満
ち
た
古
代
共
和
政
ロ
ー
マ
の
歴
史
を
念
頭
に

置
き
な
が
ら
、
キ
ケ
ロ
の
諸
作
品
を
軸
に
哲
学
・
文
学
・
歴
史
・
弁
論
の
各
分

二
五



野
に
亘
る
史
料
の
精
密
な
読
解
に
よ
っ
て
、
占
有
（possessio

）
と
所
有

（dom
inium

）
が
そ
の
後
如
何
な
る
形
姿
を
示
し
、
ロ
ー
マ
の
政
治
・
社
会
・

経
済
と
如
何
な
る
相
互
作
用
関
係
に
立
っ
た
か
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
壮
大
な
実

験
的
叙
述
を
展
開
す
る
。

木
庭
氏
の
本
書
『
法
存
立
の
歴
史
的
基
盤
』
は
ロ
ー
マ
法
史
研
究
の
一
大
業

績
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
占
有
」
概
念
を
中
心
に
西
洋
の
古
典
古
代
か
ら
中

世
へ
、
そ
し
て
近
・
現
代
へ
の
、
政
治
秩
序
・
法
秩
序
の
展
開
を
描
く
新
た
な

発
端
と
な
る
べ
き
画
期
的
な
業
績
で
あ
り
、
同
時
に
西
洋
と
日
本
に
お
け
る
権

利
観
念
・
法
観
念
の
比
較
史
的
考
察
に
及
び
う
る
広
い
視
野
を
開
く
も
の
で
あ

っ
て
、
日
本
学
士
院
賞
の
授
賞
に
値
す
る
力
作
で
あ
る
。

二
六
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