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一
　
序

586

　
我
が
民
法
一
七
五
条
は
「
物
権
ハ
本
法
其
他
ノ
法
律
上
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
外
之
ヲ
創
設
ス
ル
識
ト
ヲ
得
ス
漏
と
規
定
す
る
。
右
物
権
法
定

主
義
は
，
通
常
．
物
権
の
㈲
種
類
及
び
㈲
内
容
を
法
律
に
よ
っ
て
定
め
る
建
前
．
即
ち
．
㈲
法
定
外
物
権
の
創
設
禁
止
の
み
な
ら
ず
．
㈲

法
定
物
権
の
内
容
変
更
禁
止
を
も
意
味
す
る
と
説
か
れ
る
が
．
後
に
見
る
よ
う
に
．
両
者
は
実
は
必
ず
し
も
轟
然
と
区
別
で
き
る
も
の
で

は
な
い
。

　
一
方
．
今
跨
の
一
般
的
理
解
に
よ
れ
ば
．
同
条
の
両
度
趣
旨
な
い
し
根
拠
は
．
概
ね
次
の
三
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
①
そ
の
第
一
は
．

物
権
・
債
権
の
峻
別
法
理
と
関
連
す
る
。
即
ち
．
あ
る
権
利
が
物
権
か
債
権
か
．
換
言
す
れ
ば
．
排
他
性
・
絶
対
性
と
い
っ
た
属
性
を
有

す
る
か
否
か
に
つ
き
疑
義
を
残
さ
な
い
た
め
に
は
，
右
属
性
を
有
す
る
権
利
の
種
類
を
予
め
明
文
上
特
定
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
，

　
　
　
　
　
（
1
）

と
い
う
点
で
あ
る
。
②
第
二
は
．
所
有
権
を
旧
来
の
複
雑
な
封
建
的
拘
束
か
ら
解
放
す
る
．
と
い
う
沿
革
的
・
歴
史
的
理
由
で
あ
り
，
右

所
有
権
の
自
由
を
阻
害
す
る
封
建
的
権
利
が
上
述
の
如
ぎ
強
い
効
力
を
有
す
る
物
権
と
し
て
再
び
復
活
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
に
は
．
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　
　
　
ゑ

有
権
を
制
限
す
る
他
物
権
の
種
類
・
内
容
の
決
定
権
限
を
当
事
者
に
付
与
せ
ず
（
一
－
末
弘
晋
太
郎
博
士
に
い
う
「
契
約
自
由
の
原
鰯
の
…
…
欄

（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
か
よ
う
に
右
第
二
の
根
拠
が
契
約
自
由
の
制
限
と
い
う
当
事

　
　
　
こ
れ
を
法
律
に
委
ね
る
の
が
適
当
で
あ
る
．
と
い
う
点
で
あ
る
。

限
」
）
．

ゑ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
　
ぼ
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

者
間
の
問
題
と
し
て
発
現
す
る
の
に
対
し
て
．
第
三
は
．
対
第
三
者
関
係
を
直
接
念
頭
に
置
く
と
こ
ろ
の
．
公
示
方
法
に
関
わ
る
聞
題
で

あ
っ
て
．
物
権
は
債
権
と
異
な
り
排
他
性
・
絶
対
性
を
有
す
る
か
ら
．
第
三
者
の
保
護
・
取
引
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
は
公
示
を
要

求
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
．
当
事
者
の
創
設
す
る
物
権
の
全
て
を
公
示
す
る
こ
と
は
公
示
技
術
上
困
難
で
あ
る
か
ら
．
物
権
の
種
類
を
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藁
）

示
に
適
す
る
も
の
に
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
．
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
．
法
典
調
査
会
で
の
穂
積
陳
重
委
員
の
趣
旨
説
明
及
び
民
法
理
由
書
に
お
い
て
は
．
右
①
・
②
の
観
点
は
主
張
さ
れ
る
が
．



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

③
の
観
点
は
説
明
さ
れ
ず
．
他
方
．
④
慣
習
に
よ
る
物
権
創
設
の
排
除
と
い
う
機
能
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
．
周
知
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
＞

く
．
今
縫
の
学
説
は
．
　
一
七
五
条
に
い
う
「
法
律
」
が
慣
習
法
を
含
む
も
の
か
否
か
に
つ
き
鋭
く
対
立
し
て
お
り
．
更
に
．
右
感
度
趣
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
の
関
連
に
お
い
て
．
物
権
法
定
主
義
の
今
日
的
意
義
そ
れ
自
体
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
少
な
く
な
い
。

　
の
み
な
ら
ず
．
右
問
題
を
解
明
す
る
上
で
の
前
提
と
な
る
べ
き
物
権
法
定
主
義
の
沿
革
的
・
比
較
法
的
考
察
に
関
し
て
も
ま
た
．
学
説

は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
即
ち
、
現
行
民
法
立
法
過
程
に
お
い
て
は
．
本
条
の
参
照
条
文
と
し
て
．
旧
民
法
財
産
編
二
条
．
フ
ラ

ン
ス
民
法
五
四
三
条
．
ド
イ
ツ
民
法
（
嚢
q
8
）
第
一
草
案
七
九
六
条
等
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
．
今
欝
の
学
説
は
．
沿
革
的
に
は
．
右
諸
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

制
が
我
が
現
行
民
法
の
範
と
な
っ
た
と
理
解
す
る
一
方
．
比
較
法
的
に
も
．
物
権
法
定
主
義
を
「
近
代
私
法
の
重
要
な
特
色
」
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
「
近
代
法
は
．
お
お
む
ね
．
こ
の
主
義
を
採
用
し
て
い
る
し
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
．
他
方
に
お
い
て
．
物
権
法
定
主
義
は
門
ド
イ
ツ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

は
存
在
し
．
フ
ラ
ン
ス
に
は
存
在
し
な
い
」
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
お
り
．
そ
れ
故
「
こ
の
原
則
が
．
す
べ
て
の
近
代
立
法
に
存
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

か
否
か
は
な
お
問
題
で
あ
る
し
と
す
る
見
解
も
存
す
る
。

　
そ
こ
で
．
本
稿
で
は
．
ド
イ
ツ
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
・
旧
民
法
に
お
け
る
物
権
法
定
主
義
の
採
用
の
有
無
と
そ
の
内
容
一
と
り
わ
け
我

が
国
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
．
旧
慣
に
基
づ
く
権
利
及
び
新
た
に
生
じ
た
権
利
に
い
か
に
対
処
し
て
い
る
か
i
一
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
．
一
七
五
条
を
め
ぐ
る
議
論
の
比
較
法
的
・
沿
革
的
前
提
を
整
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

物権法定主義（七戸）

ニ
　
ド
イ
ツ
法

　
ド
イ
ツ
の
学
説
は
．
物
権
法
定
主
義
（
譲
舅
忠
串
。
騨
蕊
毒
も
鳳
謬
氾
夢
範
霧
◎
竃
墾
の
琴
§
鷺
蜘
霧
画
ぎ
讐
畠
霧
騨
①
。
算
。
）
な
い
し
物
権
の
類
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

強
制
（
壕
遷
霧
N
≦
導
¢
q
幽
霧
融
誌
ぽ
び
興
響
。
鐸
①
）
の
根
拠
に
つ
き
．
利
益
法
学
の
雄
ヘ
ッ
ク
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
概
ね
支
持
し
て
い
る
。
彼

に
よ
れ
ぽ
．
そ
も
そ
も
物
権
の
数
及
び
内
容
を
法
律
に
よ
っ
て
限
定
し
よ
う
と
し
た
意
図
は
．
次
の
二
点
に
存
し
た
と
さ
れ
る
。

587



①
そ
の
第
一
は
、
歴
史
的
に
そ
の
重
要
性
が
承
認
さ
れ
た
権
利
に
対
し
て
の
み
物
権
的
な
保
護
を
認
め
る
こ
と
を
通
じ
て
．
法
的
利
益

が
未
だ
歴
史
的
に
確
立
し
て
い
な
い
権
利
に
よ
っ
て
．
他
人
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
機
能
で
あ
る
（
ヘ
ヅ
ク
は
こ
れ
を
「
自
由
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
埴
）

護
（
孚
①
窪
①
譲
◎
・
。
ぎ
撫
し
と
呼
ぶ
）
。
そ
の
前
提
に
は
．
物
権
と
債
権
の
属
性
の
違
い
へ
の
顧
慮
が
存
す
る
。
即
ち
．
絶
対
権
た
る
物
権
は
．

そ
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
お
い
て
債
権
よ
り
も
広
汎
で
あ
り
．
か
つ
、
そ
の
存
続
期
間
も
債
権
に
比
べ
て
長
期
に
亙
る
。
そ
れ
故
，
法
的

保
護
の
利
益
に
欠
け
る
権
利
に
．
安
易
に
物
権
的
保
護
を
与
え
る
こ
と
は
、
他
者
の
利
益
侵
害
の
程
度
に
お
い
て
．
漬
権
的
保
護
の
比
で

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

②
第
二
は
．
法
制
度
の
簡
明
化
．
な
か
ん
ず
く
不
動
産
に
関
し
て
．
種
々
雑
多
な
権
利
に
対
し
て
登
記
を
認
め
た
結
果
生
ず
る
混
乱
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

回
避
さ
せ
る
機
能
で
あ
り
（
ヘ
ッ
ク
は
こ
れ
を
門
簡
明
化
原
則
（
＜
簿
①
ぎ
鐡
象
§
α
q
穏
・
箕
ぎ
民
唱
ご
と
呼
ぶ
）
．
こ
れ
は
．
我
が
国
の
学
説
が
公
示
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

度
と
の
関
連
に
お
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
こ
こ
で
は
．
ヘ
ヅ
ク
に
限
ら
ず
ド
イ
ツ

の
学
説
が
一
般
に
．
右
観
点
を
専
ら
不
動
産
登
記
と
の
関
係
で
論
じ
て
い
る
点
が
目
を
惹
く
。
し
か
も
．
こ
の
点
は
．
物
権
法
定
主
義
採

用
の
歴
史
的
・
沿
革
的
理
由
と
．
今
日
に
お
け
る
右
主
義
の
妥
当
領
域
の
限
界
づ
け
と
い
う
．
二
つ
の
側
面
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
．
ま
ず
前
老
の
側
面
か
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

588

O
　
物
権
法
定
主
義
採
用
の
系
譜

　
1
　
前
史

　
ω
　
獄
ー
マ
法
・
ド
イ
ツ
普
通
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
既
に
我
が
国
の
学
説
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
．
物
権
法
定
主
義
は
．
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
原
鋼
で
あ
り
．
ロ
ー
マ
法
大
全
（
8
暮
蕊

貯
駿
）
は
、
物
権
た
る
属
性
を
有
す
る
権
利
と
し
て
．
所
有
権
（
傷
。
鑓
ぎ
葺
着
帽
。
鷲
謬
欝
。
・
）
の
他
に
．
地
上
権
（
彰
・
暮
霞
欝
蕊
）
、
永
小
作
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

（
§
喜
饗
象
。
・
邑
．
役
権
（
。
・
霧
く
語
法
．
質
権
（
占
有
質
（
昭
戯
蒙
醗
）
及
び
非
占
有
質
た
る
抵
当
権
（
葺
瑠
9
冨
邑
）
を
認
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
か



物権法定主義（七戸）

か
る
限
定
が
行
わ
れ
た
理
由
は
．
獄
ー
マ
に
お
け
る
物
権
概
念
が
．
物
に
対
す
る
直
接
的
支
配
権
と
理
解
さ
れ
．
そ
の
排
他
的
・
絶
対
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

性
質
に
お
い
て
．
債
権
と
対
比
せ
ら
る
べ
き
強
力
な
効
力
を
有
し
て
い
た
点
に
起
因
す
る
。
し
か
も
．
か
か
る
強
力
な
効
力
を
有
す
る
と

こ
ろ
の
物
権
の
存
在
に
も
拘
ら
ず
．
周
知
の
如
く
．
ロ
ー
マ
に
お
い
て
物
権
公
示
綱
度
は
末
発
達
で
あ
っ
た
。
即
ち
．
ロ
ー
マ
法
に
お
い

て
は
，
ま
さ
に
ヘ
ヅ
ク
の
論
ず
る
と
こ
ろ
の
物
権
法
定
主
義
を
採
用
す
べ
き
基
礎
一
①
「
自
由
保
護
」
と
②
門
簡
明
化
」
の
要
請
一

　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

が
存
し
た
の
で
あ
る
。

　
②
　
　
ゲ
ル
マ
ン
法
・
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
船
〃
ラ
ン
ト
法
（
A
L
飛
）

　
右
ロ
ー
マ
法
原
則
に
対
し
て
，
「
ゲ
ル
マ
ン
法
で
は
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
あ
る
権
利
が
物
権
で
あ
る
か
ら
如
何
な
る
権
利
で
も
適
応
す
る
ゲ
ヴ

ェ
ー
レ
の
取
得
．
不
動
産
に
つ
い
て
は
そ
の
外
登
記
の
要
件
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
．
物
権
と
な
る
可
能
性
を
有
し
た
た
め
．
物
権
の
限

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

定
は
否
定
さ
せ
ら
れ
る
し
。
か
つ
て
ド
イ
ツ
の
多
く
の
ラ
ン
ト
法
は
．
右
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
体
系
を
承
継
し
．
そ
の
結
果
，
土
地
に
関
す
る
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

々
の
制
限
物
権
が
承
認
さ
れ
て
い
た
が
．
と
り
わ
け
一
七
九
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
（
A
L
農
）
に
お
い
て
は
．
特
定
物
債
権
が
．

目
的
物
の
引
渡
（
φ
ぴ
Φ
謎
＄
・
ぴ
Φ
）
あ
る
い
は
抵
当
登
記
簿
（
三
蔵
。
夢
Φ
冨
讐
蓉
ゲ
）
へ
の
登
記
に
よ
っ
て
物
権
化
し
た
．
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
「
取
得
の
た
め
の
権
原
と
形
式
（
簿
鉦
蒸
篭
鑓
＆
蕊
鷲
ρ
蝕
饗
霧
魯
」
理
論
に
よ
る
も
の
で
あ
り
．
右
理
論
に
よ
れ

ば
．
取
得
権
原
（
馨
鷲
器
毘
舘
ρ
鼠
旧
注
主
簿
鳩
禁
紳
①
葺
舞
翻
葛
Φ
筈
§
⑬
q
）
の
存
在
に
よ
り
当
事
者
は
「
物
へ
の
」
権
利
（
脇
慧
鶏
冨
欝
麟
8
算

も
零
留
魯
Φ
．
．
）
を
有
し
．
引
渡
な
い
し
登
記
と
い
う
形
式
（
簿
a
蓋
碧
盤
貯
Φ
銭
押
響
醸
Φ
裡
9
凝
導
・
舞
酔
）
に
よ
っ
て
．
右
讐
物
へ
の
」
権
利
は
「
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
込
庵
庵
秘

上
」
権
（
劉
⑦
魯
ご
蚕
齢
α
帥
①
ω
碧
竃
、
．
）
即
ち
物
権
（
軸
重
貯
噌
Φ
）
に
転
化
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
制
限
物
権
の
種
類
の
非
限
定

の
理
由
と
し
て
は
．
次
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
．
右
法
制
に
お
い
て
は
．
物
権
の
直
接
支
配
性
が
確
立
さ
れ
て
お
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ず
．
む
し
ろ
し
ば
し
ば
そ
の
内
容
が
．
相
手
方
（
弐
心
有
権
者
）
の
行
為
を
請
求
す
る
債
権
的
性
格
を
有
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
即
ち
．
こ

こ
に
は
．
獄
ー
マ
法
に
お
け
る
よ
う
な
物
権
と
債
権
の
峻
別
・
対
立
が
存
在
し
な
い
。
第
二
は
、
当
事
者
が
登
記
を
申
請
す
る
権
利
に
つ

き
．
そ
れ
が
法
律
の
認
め
る
物
権
類
型
に
合
致
す
る
か
否
か
に
関
す
る
審
査
義
務
を
．
登
記
官
に
負
わ
せ
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
．
登
記
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（
2
7
）

実
務
上
の
要
求
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
右
法
制
に
お
い
て
も
．
物
権
の
創
設
が
完
全
に
当
事
者
の
任
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
．
当
該
権
利
が
当
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

者
に
対
し
て
何
ら
の
利
益
も
有
し
な
い
場
合
に
は
．
当
該
権
利
の
設
定
契
約
は
一
…
登
記
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
一
1
無
効
と
さ
れ
た
。

例
え
ば
．
A
B
間
で
締
結
さ
れ
た
B
の
土
地
に
関
す
る
譲
渡
禁
止
契
約
は
．
A
が
固
有
の
利
益
を
有
す
る
場
合
に
の
み
有
効
と
な
り
，
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の
結
果
．
A
の
権
利
は
登
記
に
よ
っ
て
物
権
的
効
力
を
有
し
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
．
右
《
葺
乱
慈
簿
羅
◎
島
霧
》
理
論
は
．
一
九
世
紀
以
降
．
物
権
・
債
権
の
厳
格
な
峻
別
を
主
張
す
る
普
通
法
学
説
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
，
諺
G
8
制
定
前
夜
に
お
け
る
有
力
ラ
ン
ト
の
立
法
一
例
え
ば
．
ザ
ク
セ
ン
民
法
．
バ
イ
エ
ル
ン
草
案
．
あ
る
い
は
不
動
産
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

関
す
る
一
八
七
二
年
プ
ロ
イ
セ
ン
土
地
取
得
法
（
露
訳
G
）
は
、
普
通
法
学
説
に
従
い
．
ロ
ー
マ
法
の
物
権
法
定
主
義
を
採
用
し
て
い
た
。

　
藷
　
　
露
麟
露

　
ω
　
物
権
法
定
主
義
の
採
用
理
由

　
か
か
る
経
緯
を
踏
ま
え
た
上
で
．
聾
G
8
は
．
A
L
翼
に
代
表
さ
れ
る
ゲ
ル
マ
ン
法
原
則
を
拒
絶
し
．
普
通
ロ
ー
マ
法
学
説
に
従
い
．

物
権
の
種
類
・
内
容
の
法
的
限
定
の
原
劉
を
採
用
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
．
澱
ホ
フ
の
物
権
法
部
分
草
案
及
び
第
一
草
案
理
由
書
に
示
さ

れ
た
右
物
権
法
定
主
義
採
用
の
根
拠
は
．
極
め
て
形
式
理
論
的
か
つ
ド
グ
マ
テ
ィ
ヅ
シ
ュ
な
演
繹
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
一

①
そ
の
基
点
と
な
る
の
は
．
普
通
μ
！
マ
法
の
物
権
（
鳥
帥
灘
範
岡
卿
◎
げ
①
む
α
　
鶉
Φ
O
財
酔
）
と
債
権
（
◎
葺
α
q
騨
葺
響
ぴ
＄
麟
9
鯉
酔
）
の
「
対
立
（
の
£
①
譲
騨
欝
ご

理
論
の
採
用
で
あ
る
。
即
ち
．
物
権
は
．
「
絶
対
的
効
力
（
勲
蕩
◎
訂
竃
誉
田
詩
彗
α
q
ご
を
有
す
る
「
人
の
物
に
対
す
る
直
接
的
な
権
能
』
で
あ

る
点
に
お
い
て
．
ま
た
門
他
人
の
意
思
を
介
在
せ
ず
に
行
使
さ
れ
得
る
権
利
で
あ
り
．
義
務
者
の
存
在
が
要
求
さ
れ
な
い
」
点
に
お
い
て
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

債
権
の
反
対
物
で
あ
る
こ
と
が
宣
明
さ
れ
る
。

②
次
に
，
右
の
如
き
物
権
と
債
権
の
「
対
立
し
性
に
基
づ
き
．
新
法
典
に
お
け
る
債
権
法
（
麟
①
◎
馨
伽
霧
。
a
。
ぎ
臨
く
霧
憲
一
ぎ
籔
①
）
は
．
右

二
つ
の
権
利
の
う
ち
債
権
関
係
を
．
ま
た
．
物
権
法
（
O
Q
勲
O
げ
Φ
浮
噌
Φ
◎
プ
8
）
は
物
権
関
係
を
．
各
々
分
担
し
て
規
定
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
．
そ 590



物権法定主義（七戸）

の
結
果
．
新
法
典
に
お
け
る
物
権
法
は
．
債
権
法
に
対
す
る
「
独
立
性
（
ω
⑦
血
豆
滋
鎧
振
舞
ご
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
．
右
物
権
関
係
と
債
権
関
係
を
混
在
し
た
形
で
規
定
す
る
A
」
農
及
び
コ
1
ド
・
シ
ヴ
ィ
ル
の
体
系
は
「
法
律
関
係
の
本
質
の
理
解
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

困
難
に
し
．
法
律
の
正
当
な
適
用
を
阻
害
す
る
」
も
の
と
非
難
さ
れ
る
。

③
そ
し
て
．
以
上
の
如
き
「
対
立
」
性
及
び
「
独
立
性
翫
か
ら
．
物
権
・
債
権
の
取
得
方
法
の
分
離
（
劉
物
権
契
約
・
債
権
契
約
の
峻
別
）
．

及
び
．
債
権
法
を
支
配
す
る
指
導
原
理
↑
契
約
自
由
の
原
論
）
と
物
権
法
を
支
配
す
る
そ
れ
（
巽
物
権
法
定
主
義
）
の
対
比
が
演
繹
さ
れ
る
。
即

ち
．
右
新
法
典
の
体
系
の
下
で
は
．
A
」
驚
の
《
葺
洗
口
興
羅
。
公
器
》
理
論
は
．
も
は
や
維
持
さ
れ
な
い
。
門
け
だ
し
．
こ
の
立
場
は
．

物
権
と
債
権
の
対
立
（
O
①
。
q
の
霧
暮
N
）
に
関
し
て
誤
解
を
招
き
．
同
時
に
，
物
権
法
と
債
権
法
の
領
域
の
境
界
を
曖
昧
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

〔
か
つ
て
《
饗
6
・
豊
窓
鑓
》
の
発
生
原
因
で
あ
っ
た
〕
物
権
の
取
得
権
原
（
爵
簸
凶
琴
鱒
奪
①
筈
§
鰻
〉
は
．
そ
れ
自
体
．
譲
渡
を
求
め
る
債
権

的
請
求
権
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
従
っ
て
．
取
得
権
原
は
．
物
権
法
に
は
属
さ
な
い
。
物
権
法
は
．
そ
の
独
立
性
（
G
痩
鉱
冨
轡
ぎ
象
讐
①
騨
）

を
維
持
す
る
た
め
に
．
物
権
の
取
得
を
．
こ
の
領
域
固
有
の
観
点
に
基
づ
き
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
権
法
は
．
取
得
に
関
す
る
要

件
事
実
を
．
個
々
の
権
利
の
内
容
と
同
様
．
そ
の
本
質
及
び
醸
的
に
応
じ
て
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
，
当
事
者
は
．
物
に
関
し
て

任
意
に
設
定
し
た
あ
ら
ゆ
る
権
利
に
．
物
権
的
性
格
を
付
与
す
る
自
由
を
有
さ
な
い
。
債
権
法
を
支
配
す
る
契
約
自
霞
の
原
則
（
毎
§
騨

。・

[
N
鳥
憂
く
①
騨
雷
鵬
坤
①
難
Φ
紳
酔
）
は
．
物
権
法
に
関
し
て
は
適
用
が
な
い
。
こ
こ
で
は
正
反
対
の
原
則
（
鳥
鶏
瓢
諺
α
q
①
冨
冨
漁
場
毒
駐
勲
琶
が
適

用
さ
れ
る
。
即
ち
．
権
利
老
は
．
そ
の
設
定
を
法
律
が
認
め
て
い
る
権
利
の
み
を
設
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
物
権
の
数
は
．
従
っ
て
、
必

　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

然
的
に
限
定
さ
れ
る
し
。
即
ち
．
契
約
自
由
の
排
除
奨
物
権
法
の
強
行
法
規
性
か
ら
．
右
規
定
に
定
め
の
な
い
事
柄
を
設
定
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

禁
止
さ
れ
る
．
と
の
反
対
解
釈
（
塑
薦
螺
窮
鶏
葺
霧
Φ
8
馨
蜜
鉱
。
）
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
．
B
G
B
は
物
権
法
定
主
義
の
明
文

規
定
を
持
た
な
い
が
．
そ
の
理
由
も
ま
さ
に
．
立
法
者
が
．
物
権
法
定
主
義
を
．
右
の
如
き
物
権
・
債
権
の
「
対
立
」
性
及
び
物
権
法
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
（
3
6
）

債
権
法
の
「
独
立
性
し
か
ら
．
契
約
自
由
の
反
対
解
釈
と
し
て
当
然
に
演
繹
さ
れ
る
自
明
の
結
論
と
見
た
た
め
．
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
右
の
如
き
物
権
法
定
主
義
採
用
の
論
拠
は
．
立
法
直
後
の
学
説
に
よ
っ
て
異
論
な
く
承
認
さ
れ
て
い
る
が
，
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ッ
ク
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（
3
8
）

も
指
摘
す
る
よ
う
に
．
こ
こ
に
は
門
独
立
性
し
と
「
反
対
性
（
Ω
£
①
蕊
警
藻
⇔
葬
①
騨
こ
の
概
念
の
混
同
が
存
す
る
。
即
ち
．
物
権
法
と
債
権

法
が
相
互
に
独
立
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
．
一
方
を
規
律
す
る
原
則
の
反
対
物
（
O
①
3
q
象
鶏
欝
）
が
他
方
に
お
い
て
妥
当
す
る
と
は
い

え
な
い
は
ず
で
あ
っ
て
．
債
権
法
を
支
配
す
る
契
約
自
由
の
原
則
が
．
全
く
正
反
対
の
命
題
と
な
っ
て
物
権
法
に
適
用
さ
れ
る
と
の
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

は
．
純
理
的
に
は
必
ず
し
も
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
．
か
か
る
形
式
論
理
的
演
繹
論
の
不
充
分
さ
に
も
拘
ら
ず
．
「
立
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
＞

者
の
潜
在
意
識
に
お
い
て
は
」
．
上
述
し
た
物
権
法
定
主
義
採
用
の
実
質
的
根
拠
が
存
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
．
と
さ
れ
て
い
る
。

　
②
　
物
権
類
型

　
こ
の
こ
と
は
．
B
G
8
に
お
い
て
法
定
さ
れ
る
べ
き
物
権
の
種
類
が
．
い
か
な
る
観
点
か
ら
決
定
さ
れ
る
か
と
い
う
点
と
関
連
す
る
。

こ
の
点
に
つ
き
．
第
一
草
案
理
由
書
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
即
ち
．
右
判
断
は
「
本
質
的
に
は
．
こ
れ
ま
で
の
法
発
展
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
偏
．
し
か
も
、
右
従
来
よ
り
認
め
ら
れ
て
き
た
権
利
の
『
物
権
性
の
問
題
に
は
さ
ほ
ど
結
び
つ
か
ず
．
む
し
ろ
，
何
れ
の
制
度
の
採
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唄
）

が
今
露
の
法
典
編
纂
の
昌
的
に
合
致
す
る
か
否
か
．
と
い
う
点
と
結
び
つ
く
」
。
し
か
る
に
薪
法
典
の
立
法
目
的
は
「
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ

の
統
一
的
私
法
（
⑳
凶
謬
び
①
帥
轡
洲
ゆ
O
財
①
ロ
陰
　
男
囎
聞
く
国
側
塊
①
O
劉
嫡
）
の
樹
立
に
存
し
．
従
っ
て
．
そ
れ
は
公
法
領
域
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
』
。
従
っ
て
．
購

書
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
物
権
的
権
利
の
う
ち
．
①
ラ
イ
ヒ
の
多
く
に
お
い
て
通
用
す
る
．
②
純
然
た
る
私
法
的
権
利
の
み
が
．
聾
G
駐

に
お
い
て
物
権
と
し
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
か
か
る
観
点
に
基
づ
き
．
8
G
駐
は
．
当
時
の
多
く
の
ラ
ン
ト
法
に
お
い
て

妥
当
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
い
．
同
門
マ
法
の
物
権
類
型
を
一
一
方
で
は
永
小
作
権
を
排
除
し
．
他
方
．
ド
イ
ツ
固
有
法
起
源
の
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

で
あ
る
物
権
的
先
買
権
・
物
上
負
担
・
土
地
債
務
を
付
加
し
つ
つ
一
採
用
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
．
嚢
G
B
は
．
専
ら
「
統
一
的
私
法
」
た
る
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
か
否
か
の
見
地
に
立
っ
て
．
①
ラ
イ
ヒ
の
一
部
地
域

に
お
い
て
し
か
妥
当
し
な
い
権
利
．
及
び
、
②
公
法
的
側
面
を
有
す
る
権
利
を
一
律
に
排
除
し
た
の
で
あ
る
か
ら
．
右
排
斥
さ
れ
た
権
利

の
中
に
は
．
当
然
の
こ
と
な
が
ら
．
物
権
的
保
護
を
必
要
と
す
る
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
立
法
者
は
．
右
権
利
を
ラ
ン
ト
法
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

て
定
め
得
る
旨
の
．
広
汎
な
留
保
規
定
を
民
法
施
行
法
（
鱈
G
B
G
8
）
に
お
い
て
設
置
し
た
。
こ
う
し
て
ラ
ン
ト
法
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
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た
権
利
に
は
．
永
小
作
権
（
響
ぴ
冨
畠
霞
⑦
◎
算
〉
（
六
一
一
一
条
）
．
農
業
財
産
・
森
林
財
産
に
関
す
る
権
利
（
六
西
条
）
．
水
利
権
（
響
器
。
・
①
屡
8
琶

（
六
五
条
）
．
　
堤
防
〃
権
　
（
O
①
獣
げ
魂
Φ
O
劉
鉾
）
・
水
門
撫
憶
（
ω
紳
露
噌
⑦
⇔
げ
酔
）
（
六
六
条
）
．
　
鉱
業
権
順
（
b
艀
Φ
塊
3
q
触
①
◎
ぴ
酔
）
（
六
七
条
）
．
　
採
掘
権
晒
（
鋳
び
び
勲
藁
囎
Φ
◎
げ
鐵
磯
議
論
静
Φ
灘
）

（
六
八
条
）
，
狩
猟
権
（
掛
㊤
q
脅
Φ
三
野
）
・
漁
業
権
（
霊
。
・
畠
Φ
塁
審
。
響
）
（
六
九
条
）
．
教
会
座
席
権
（
察
羅
冨
譲
貯
鐸
胃
①
畠
酔
）
・
墓
地
利
用
権
（
導
び
監

げ
罐
議
夢
馨
8
馨
）
（
一
三
一
二
条
）
等
が
あ
り
．
そ
の
中
に
は
．
我
が
国
に
い
わ
ゆ
る
「
慣
習
法
上
の
物
権
」
の
問
題
と
し
て
争
わ
れ
て
き
た

も
の
も
少
な
く
な
い
。

　
こ
こ
で
は
．
第
一
に
．
B
G
B
あ
る
い
は
ラ
ン
ト
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
物
権
に
は
不
動
産
物
権
が
多
く
．
従
っ
て
．
不
動
産
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

し
て
は
契
約
自
由
の
劇
制
限
は
さ
ほ
ど
圧
迫
的
で
は
な
い
の
に
対
し
て
．
動
産
に
関
し
て
B
G
B
は
用
益
権
・
質
権
の
二
種
の
制
限
物
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

認
め
る
に
過
ぎ
ず
．
従
っ
て
．
契
約
自
由
の
制
限
が
．
よ
り
抑
圧
的
に
働
く
点
に
注
目
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
．
基
本
的
に
は
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
爆
）

実
生
活
に
お
け
る
物
利
用
の
形
態
が
．
動
産
よ
り
も
不
動
産
に
お
い
て
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
が
．
し
か

し
な
が
ら
．
今
日
に
お
け
る
動
産
の
商
贔
価
値
の
増
大
は
、
と
り
わ
け
そ
の
担
保
的
利
用
の
新
た
な
可
能
性
を
要
求
し
．
こ
れ
を
基
点
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

し
て
．
物
権
法
定
主
義
そ
れ
自
体
の
妥
当
性
に
対
し
疑
問
が
投
げ
掛
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
点
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
．
ラ
ン
ト
法
に
よ
る
物
権
類
型
の
大
量
の
補
充
の
結
果
．
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
物
権
類
型
が
．
と
り
わ
け
旧
慣
に

基
づ
く
権
利
に
関
し
て
．
我
が
国
よ
り
も
遥
か
に
多
く
な
っ
て
い
る
点
が
問
題
と
な
ろ
う
。
し
か
も
．
か
か
る
補
充
は
．
各
ラ
ン
ト
の
利

害
を
調
整
す
る
た
め
に
．
「
統
一
的
私
法
」
た
る
B
G
B
の
物
権
類
型
と
対
を
な
す
べ
く
当
初
よ
り
想
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
．
8

G
B
の
掲
げ
る
類
型
が
物
権
の
全
て
で
は
な
い
こ
と
は
．
立
法
者
の
当
然
の
前
提
で
あ
っ
た
。
噛
こ
れ
に
対
し
て
．
我
が
国
で
は
、
民
法
典

に
掲
げ
る
一
〇
種
の
物
権
類
型
の
み
を
念
頭
に
．
そ
れ
が
満
足
の
ゆ
く
数
か
否
か
を
問
題
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
．
我
が
国
に
お
い
て

一
七
五
条
の
不
当
性
を
主
張
す
る
見
解
が
生
じ
た
の
は
．
当
然
の
成
り
ゆ
き
で
あ
る
が
．
問
題
は
、
国
家
・
行
政
体
制
の
異
な
る
我
が
国

で
は
．
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
な
地
域
立
法
を
通
じ
た
物
権
類
型
の
追
加
が
困
難
で
あ
り
．
従
っ
て
．
成
文
法
以
外
の
方
法
で
何
ら
か
の

補
充
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
点
で
あ
る
。
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⇔
　
物
権
法
定
主
義
の
今
日
的
意
義
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1
　
解
釈
論
酌
手
法
に
よ
る
物
権
法
建
主
義
の
緩
瀦

　
も
っ
と
も
．
ド
イ
ツ
に
お
い
て
．
右
ラ
ン
ト
法
の
定
め
る
物
権
の
う
ち
恨
慣
に
基
づ
く
権
利
（
そ
の
多
く
は
封
建
的
色
彩
を
残
す
不
動
産
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弱
）

権
で
あ
る
が
）
は
．
漸
次
廃
止
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
．
他
方
．
今
日
に
お
い
て
も
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る
権
利
に
つ
い
て
は
．
ラ
イ
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

罪
な
い
し
連
邦
法
を
通
じ
て
全
国
的
に
統
一
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
更
に
，
B
G
B
立
法
後
に
生
じ
た
社
会
的
必
要
性
に
基
づ
き
．
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
！
）

た
な
物
権
類
型
が
ラ
イ
ヒ
法
・
連
邦
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
場
合
も
少
な
く
な
い
。
だ
が
．
新
た
に
生
成
す
る
社
会
生
活
上
の
要
求
に

対
し
．
そ
の
全
て
を
立
法
的
解
決
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
り
．
従
っ
て
．
こ
れ
に
対
す
る
解
釈
論
的
な
対
応
が
不

可
避
と
な
る
が
．
こ
の
点
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
動
向
と
し
て
は
，
我
が
国
の
議
論
と
の
比
較
に
お
い
て
．
次
の
諸
点
が
興
味
深
い
。

①
ま
ず
第
一
に
．
立
法
者
の
示
し
た
債
権
法
規
定
量
任
意
法
規
．
物
権
法
規
定
醤
強
行
法
規
と
い
う
単
純
な
図
式
に
対
し
て
．
物
権
法

規
定
の
全
て
が
強
行
法
規
で
は
な
い
．
と
い
う
認
識
の
下
に
，
一
定
の
権
利
内
容
を
定
め
た
規
定
に
関
し
て
も
．
当
該
物
権
の
性
質
・
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

的
に
照
ら
し
．
合
意
に
よ
っ
て
変
更
し
得
る
任
意
規
定
と
解
釈
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
．
あ
る
条
文
が
強
行
法
規
か
任

意
法
規
か
の
判
断
は
．
限
界
事
例
に
お
い
て
は
か
な
り
微
妙
で
あ
り
．
問
題
と
な
る
規
定
が
当
該
「
権
利
の
核
心
（
劉
①
魯
富
冨
讐
ご
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

わ
る
か
否
か
．
と
い
う
実
質
的
価
値
判
断
に
よ
っ
て
．
物
権
法
定
主
義
は
大
い
に
緩
和
さ
れ
る
余
地
が
生
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
強
）

②
第
二
に
．
お
そ
ら
く
右
と
同
様
の
理
由
か
ら
．
物
権
規
定
の
類
推
適
用
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。

③
第
三
に
．
禁
止
さ
れ
た
物
権
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
と
同
一
の
法
的
利
益
を
獲
得
す
る
た
め
の
便
法
と
し
て
．
他
の
法
制
度
が
積
極

的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
A
」
鼠
と
同
様
、
債
権
を
登
記
を
通
じ
て
物
権
化
さ
せ
る
仮
登
記
制
度
の
他
に
．
例
え
ば
．
法
定

さ
れ
て
い
な
い
用
益
物
権
に
関
し
て
は
．
共
同
関
係
（
の
Φ
糞
O
帥
鐸
。
α
O
げ
騨
幽
8
）
（
論
叢
B
七
四
六
条
．
七
五
一
条
）
な
い
し
共
有
（
罵
饗
。
麟
霧
鷲
簿
）
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

○
○
八
条
．
一
〇
一
〇
条
）
の
欄
度
の
活
用
が
挙
げ
ら
れ
る
。
即
ち
．
右
制
度
に
お
い
て
は
．
騒
的
物
の
管
理
（
＜
霧
薫
鉦
露
護
）
・
利
用
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（
騨
婁
鼻
糞
薦
）
及
び
共
同
利
用
関
係
の
廃
止
に
つ
き
別
段
の
定
め
が
可
能
で
あ
り
．
か
つ
右
持
分
権
は
．
登
記
に
よ
っ
て
他
の
共
同
利
用

者
の
特
定
承
継
人
に
対
し
て
も
対
抗
し
得
る
か
ら
．
右
管
理
・
利
用
内
容
の
設
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
．
持
分
所
有
権
は
．
例
え
ば
．
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

用
賃
借
権
に
物
権
的
効
力
を
与
え
た
と
同
様
の
機
能
を
営
み
得
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
便
法
が
立
法
の
潜
脱
に
な
る
か
否
か
も
ま
た
．
上

述
①
・
②
と
同
様
．
微
妙
な
価
値
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

④
第
四
に
．
ド
イ
ツ
の
学
説
は
．
一
般
に
慣
習
法
（
（
副
①
≦
O
財
煽
げ
①
帥
酔
窃
ユ
蟹
①
◎
調
紳
）
に
基
づ
く
物
権
の
生
成
を
認
め
て
い
る
。
近
時
で
は
．
と
り

　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

わ
け
譲
渡
担
保
権
あ
る
い
は
期
待
権
（
》
謬
≦
螢
哩
σ
彰
壁
O
ず
騨
鴎
紳
穣
α
哩
①
⇔
翻
轡
）
の
根
拠
が
．
慣
習
法
・
判
例
法
に
求
め
ら
れ
て
い
る
点
が
注
資
さ
れ
る
。

　
露
　
今
霧
に
お
け
る
物
権
法
建
主
義
の
妥
当
盤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
右
の
如
き
傾
向
を
念
頭
に
．
ヘ
ッ
ク
は
．
物
権
法
定
主
義
の
妥
当
性
に
疑
問
を
捷
起
し
て
い
る
。
即
ち
．
彼
は
．
先
述
の
物
権
法
定
主

義
の
実
質
的
根
拠
i
「
自
由
保
護
』
と
「
簡
明
化
」
の
要
講
一
に
反
対
す
る
要
因
と
し
て
．
①
急
速
に
変
化
す
る
社
会
生
活
上
の
要

求
に
対
す
る
立
法
酌
対
応
の
不
可
能
．
及
び
．
②
ラ
ン
ト
法
等
に
よ
っ
て
今
鷺
な
お
も
認
め
ら
れ
て
い
る
類
型
の
多
様
性
と
．
物
権
法
定

主
義
の
限
界
を
解
釈
論
的
に
確
定
す
る
こ
と
の
困
難
性
を
対
置
さ
せ
た
後
．
ω
自
由
保
護
の
要
請
は
．
既
に
第
三
者
の
信
頼
保
護
法
理
に

よ
っ
て
充
分
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
て
い
る
こ
と
．
働
鷺
G
薩
に
お
け
る
物
権
類
型
の
限
定
の
馬
顔
ッ
ト
は
．
ラ
ン
ト
法
に
よ
る
多
量
の
補
充
．

及
び
．
解
釈
論
に
お
け
る
限
定
の
緩
和
に
よ
っ
て
．
大
き
く
減
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
結
果
．
彼
は
．
A
L
鶏
の
主

義
が
む
し
ろ
成
功
で
あ
っ
た
と
し
．
更
に
．
著
作
権
に
関
し
て
は
．
絶
対
権
的
保
護
に
も
拘
ら
ず
類
型
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
お
り
．
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

れ
に
対
し
て
類
型
強
欄
を
考
え
る
見
解
が
全
く
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
．
今
日
の
ド
イ
ツ
の
多
数
説
は
．
内
容
を
任
意
に
設
定
し
得
る
絶
対
権
を
私
的
自
治
の
原
劉
に
よ
り
創
設
す
る
こ
と
は
．

今
日
的
見
地
か
ら
見
て
も
な
お
許
さ
れ
ず
．
物
権
法
定
主
義
は
今
葺
的
ド
グ
マ
と
し
て
な
お
も
維
持
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
し
、
こ

の
点
は
、
「
（
専
ら
登
記
法
上
の
困
難
性
を
前
鑑
と
す
る
）
安
全
性
（
轟
っ
け
冨
浮
象
）
・
朗
真
性
（
謝
欝
囎
鋼
警
）
・
簡
嬰
性
（
＜
亀
①
ぎ
獄
主
謀
凝
）
の
必
要
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

か
ら
正
当
視
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
。
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フ
ラ
ン
ス
法
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我
が
現
行
民
法
立
法
過
程
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
ロ
ー
ド
・
シ
ヴ
ィ
ル
五
四
三
条
は
．
尋
物
の
上
に
は
．
あ
る
い
は
所
有
権
（
無
。
客
号

国
。
鷲
鼻
価
）
．
あ
る
い
は
単
な
る
収
益
権
（
母
◎
算
脅
駄
Q
煽
奮
諺
8
）
〔
1
一
用
益
権
（
蕊
郎
轟
轟
）
〕
．
あ
る
い
は
主
張
す
べ
き
地
役
（
。
・
霧
く
受
益
舘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鱗
）

瞥
琴
帥
Φ
琶
の
み
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
．
主
た
る
物
権
（
騨
。
謬
哩
ひ
①
竃
竃
琴
帯
騨
黙
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
種
類
を
．
右
の
三
種
に
限
定
す

る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
．
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
．
当
事
者
が
契
約
に
よ
っ
て
同
条
の
列
挙
す
る
以
外
の
物
権
を
創
設

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
．
と
い
う
聞
題
設
定
の
下
に
古
く
か
ら
争
っ
て
お
り
．
更
に
．
近
時
の
文
献
は
．
こ
れ
を
「
物
権
法
定
主
義

（
蓉
簿
導
①
瓢
慧
欝
か
蒙
奪
傘
鎚
臨
§
議
題
鼠
訟
奉
§
躍
熱
轡
暮
卿
露
岡
欝
鎮
。
富
諸
芸
。
陣
富
神
璽
6
・
こ
の
表
題
の
下
に
論
ず
る
傾
向
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
．

本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
．
我
が
国
の
学
説
の
多
く
は
，
フ
ラ
ン
ス
で
は
物
権
法
定
主
義
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
述
べ
る
。
か
か
る

理
解
の
ず
れ
が
生
じ
た
原
因
と
し
て
は
．
我
が
国
の
学
説
が
．
①
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
の
う
ち
の
．
か
つ
て
の
判
例
及
び
学
説
の
立
場
を

そ
の
ま
ま
今
置
の
一
般
的
理
解
と
捉
え
た
か
．
あ
る
い
は
、
②
（
専
ら
ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
に
お
い
て
）
フ
ラ
ン
ス
法
の
物
権
法
定
主
義
が
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
＞

明
瞭
で
あ
る
と
す
る
．
ド
イ
ツ
の
比
較
法
的
研
究
を
参
照
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

〇
　
一
九
世
紀
の
判
例
・
学
説

　
五
　
調
例
・
通
説

　
か
つ
て
一
九
世
紀
の
判
例
・
通
説
は
．
当
事
者
は
五
四
三
条
に
列
挙
し
た
以
外
の
物
権
を
契
約
に
よ
り
自
由
に
創
設
し
得
る
と
解
し
て

（
6
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

い
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
必
ず
引
用
さ
れ
．
ま
た
我
が
国
に
お
い
て
．
フ
ラ
ン
ス
法
の
立
場
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
の
は
．
破
鍛
院
審
理

部
一
八
三
四
年
二
月
一
三
日
判
決
の
．
次
の
如
き
一
般
的
説
示
で
あ
る
。
門
五
四
四
条
、
五
四
六
条
及
び
五
五
二
条
は
．
所
有
権
の
性
質



物権法定主義（七戸）

及
び
効
果
に
関
す
る
一
般
法
（
脅
◎
騨
8
騒
讐
讐
）
の
宣
言
的
（
難
平
窮
蕪
）
な
規
定
で
あ
っ
て
．
禁
止
的
（
鷲
。
窯
び
釜
鴎
）
な
も
の
で
は
な
い
。

右
条
文
も
．
そ
の
他
の
い
か
な
る
法
律
も
．
通
常
の
所
有
権
に
認
め
ら
れ
た
各
種
の
変
更
（
羅
O
島
陣
ゆ
⇔
鱒
げ
一
◎
謬
）
及
び
分
割
（
象
8
羅
讐
。
・
蕪
§
）
を

　
　
　
（
6
8
）

排
斥
し
な
い
」
。
一
方
．
学
説
で
は
．
例
え
ば
．
ト
ゥ
リ
エ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
い
か
な
る
権
利
が
完
全
な
所
有
権
か
ら
分
割
さ
れ
得

る
か
．
及
び
こ
れ
を
分
割
し
得
る
方
法
を
問
う
場
合
．
ま
ず
挙
げ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
．
原
蜀
的
に
．
何
人
も
自
己
の
所
有
権
を
最

も
絶
対
的
な
方
法
で
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
（
五
四
酉
条
）
．
ま
た
．
自
ら
良
い
と
思
う
よ
う
な
方
法
で
（
馨
。
ぎ
謬
禦
穏
・
。
遊
げ
琶
丁
六
八
六

条
参
照
…
－
七
戸
注
〕
権
利
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
．
こ
の
権
利
を
自
己
の
望
む
よ
う
に
拡
張
な
い
し
制
限
で
き
る
点
で
あ
っ
て
．
要

す
る
に
．
法
律
（
回
a
）
及
び
公
の
秩
序
（
霧
脅
Φ
玉
簾
。
）
に
反
し
な
い
限
り
（
五
四
四
条
、
六
八
六
条
）
．
各
人
が
適
当
と
判
断
し
た
通
り
に
自

己
の
権
利
を
分
割
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
．
こ
の
問
題
に
お
い
て
は
．
次
の
一
般
原
則
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
．
禁
止
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
原
注
（
2
）
〕
（
6
9
）

て
い
な
い
全
て
の
も
の
は
．
許
さ
れ
る
（
層
◎
馨
8
ぬ
a
が
．
霧
酔
膠
霧
蜘
鱗
出
費
霧
轡
噂
霞
簿
陣
内
・
．
）
の
で
あ
る
」
。

　
特
段
の
禁
止
規
定
の
な
い
限
り
．
契
約
自
由
の
原
期
（
質
ぎ
鼠
窟
富
蜀
｝
ぎ
①
騨
ひ
蜘
＄
8
奪
霧
鉱
。
潔
）
が
妥
当
す
る
．
と
い
う
右
立
場
は
．

物
権
法
規
定
一
般
の
強
行
法
語
性
を
前
提
に
．
法
律
に
定
め
の
な
い
事
項
は
．
右
強
行
法
規
の
反
対
解
釈
と
し
て
当
然
に
契
約
自
由
が
排

除
さ
れ
る
，
と
す
る
ド
イ
ツ
法
の
立
場
と
対
照
的
で
あ
る
。
即
ち
、
ド
イ
ツ
法
が
．
①
形
式
的
に
は
物
権
・
債
権
の
「
対
立
牲
』
及
び
物

権
法
・
債
権
法
の
「
独
立
性
」
を
．
ま
た
．
②
実
質
的
に
は
門
自
由
保
護
漏
と
「
簡
明
化
」
の
要
講
を
根
拠
と
し
て
．
物
権
法
規
定
一
般

に
強
行
法
規
性
を
認
め
．
法
に
よ
る
制
限
を
原
則
と
し
た
の
に
対
し
て
．
フ
ラ
ン
ス
法
は
．
①
物
権
法
・
債
権
法
を
独
立
的
に
規
定
し
て

い
な
い
た
め
．
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
よ
う
に
．
五
四
三
条
は
物
権
法
規
定
で
あ
る
か
ら
当
然
に
強
行
規
定
で
あ
る
．
と
い
っ
た
形
式
論
理

が
成
り
立
た
な
い
。
②
他
方
．
実
質
的
根
拠
に
関
し
て
い
え
ぽ
．
ト
ゥ
リ
エ
も
述
べ
る
「
法
律
及
び
公
の
秩
序
」
に
よ
る
制
限
は
．
専
ら
、

大
革
命
に
よ
っ
て
排
除
し
た
は
ず
の
錯
綜
し
た
封
建
的
権
利
関
係
が
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
再
び
復
活
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
．
と
い
う

観
点
に
基
づ
く
点
に
お
い
て
．
ド
イ
ツ
法
と
顕
著
な
対
比
を
示
す
。
例
え
ば
．
ア
ミ
ア
ン
裁
判
所
一
八
三
五
年
一
二
月
二
日
判
決
は
次
の

よ
う
に
判
示
す
る
。
「
契
約
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
は
．
法
律
．
善
良
の
風
俗
（
び
§
謬
霧
糞
8
瓢
琶
及
び
公
の
秩
序
に
反
し
な
い
．
あ
ら
ゆ
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る
条
件
（
O
◎
譜
撫
陣
紳
帥
O
謬
）
及
び
条
項
（
。
。
鉱
窟
｝
駐
§
）
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
．
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
．
競
売
に
際
し
て
．
売
主
た
る
所
有
者

ば
．
彼
が
譲
渡
し
た
土
地
に
関
す
る
自
己
の
権
利
の
い
か
な
る
部
分
も
．
と
り
わ
け
従
た
る
権
利
（
鱒
O
⇔
①
后
ロ
轟
a
◎
囲
哩
Φ
）
な
い
し
所
有
権
の
分
割
た

る
狩
猟
権
（
鳥
囎
O
一
二
　
鳥
①
　
O
酎
勲
む
な
も
ユ
①
）
に
関
し
て
も
．
こ
れ
を
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
留
保
は
．
こ
れ
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
．
単

に
売
主
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
．
彼
の
相
続
人
あ
る
い
は
承
継
人
の
た
め
に
．
そ
の
効
力
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
け
だ
し
．
所
有

権
の
分
割
た
る
狩
猟
権
は
．
第
一
審
裁
判
宮
が
そ
れ
に
認
め
た
よ
う
な
．
封
建
的
性
格
（
O
三
舞
鱒
O
轡
0
哩
①
o
な
　
蜘
①
　
輪
伽
O
傷
塑
圃
卿
嫡
⑪
）
を
全
く
有
し
て
い
な

　
　
　
　
　
（
7
0
）

い
か
ら
で
あ
る
」
。

　
だ
が
．
当
該
権
利
が
封
建
的
性
格
を
有
す
る
か
否
か
．
と
い
う
右
判
断
は
．
物
権
法
に
固
膚
の
考
慮
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
．
公
序
良

俗
に
反
す
る
合
意
の
無
効
と
い
う
権
利
一
般
の
共
通
原
則
（
六
条
．
な
お
地
役
権
に
関
し
て
六
八
六
条
）
を
直
接
適
用
し
た
も
の
に
他
な
ら
な

噂
右
の
如
諸
般
条
項
の
直
嚢
擢
よ
る
雪
暮
を
念
頭
に
置
く
場
倉
・
五
四
三
条
を
蓬
的
権
利
排
斥
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
公

序
に
関
す
る
強
行
規
定
と
解
し
た
上
で
．
当
該
権
利
が
同
条
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
物
権
性
を
有
さ
な
い
．
と
す
る
発
想
は
，
お
そ

ら
く
考
え
ら
れ
に
く
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
2
　
反
対
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

　
し
か
し
な
が
ら
．
右
通
説
に
対
し
て
．
既
に
ド
ゥ
モ
欝
ン
ブ
．
オ
ー
ブ
リ
“
ロ
！
等
の
一
九
世
紀
有
力
学
説
は
．
五
四
三
条
を
強
行
規

定
と
解
し
．
当
事
者
は
同
条
の
列
挙
す
る
以
外
の
権
利
を
創
設
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。
即
ち
．
門
当
事
者
は
．
勿
論
．
そ
の
合
意

に
よ
っ
て
も
．
条
項
（
繰
毯
鼠
鉱
舅
）
に
よ
っ
て
も
．
公
の
秩
序
に
関
す
る
法
律
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
ず
（
六
条
．
＝
三
三
条
、
＝
七
二

条
等
…
…
）
．
右
法
律
の
数
の
う
ち
に
は
．
勿
論
．
第
三
者
．
公
（
壌
ぴ
蓼
）
．
合
意
の
保
護
．
物
の
移
転
方
法
に
関
す
る
そ
れ
が
挙
げ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
．
物
権
を
決
定
し
制
度
化
し
．
物
の
享
受
を
な
さ
し
め
る
旨
の
法
律
も
ま
た
．
第
三
者
．
公
．
物
の
移

転
方
法
．
合
意
の
保
護
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
故
．
右
法
律
は
．
公
の
秩
序
に
関
す
る
法
律
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
．
当
事
者
は
．
右
法
律
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
．
右
法
律
は
．
そ
れ
が
認
め
る
物
権
の
列
挙
（
伽
糞
鑓
三
豊
§
島
霧
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（
婆
7
）

舞
◎
器
幕
⑦
琶
に
つ
き
．
必
然
的
に
舗
限
的
（
一
圃
簿
圃
紳
騨
轡
帥
く
O
）
な
も
の
と
看
敏
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。

　
右
の
主
張
の
根
拠
は
．
実
質
的
に
は
次
の
二
点
と
関
連
し
て
い
る
。

　
そ
の
第
一
は
．
契
約
自
由
の
原
則
的
承
認
と
公
序
良
俗
違
反
に
よ
る
例
外
的
浮
野
と
い
う
通
説
の
図
式
が
．
過
去
の
封
建
的
権
利
の
復

活
に
歯
止
め
を
か
け
る
に
は
不
充
分
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
例
え
ば
．
前
掲
ア
ミ
ア
ン
裁
判
所
一
八
三
五
年
判
決
に
お
け
る
売
主
の
狩
猟

権
の
留
保
は
．
判
旨
の
説
示
に
も
拘
ら
ず
．
そ
の
結
論
に
疑
問
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
．
「
右
留
保
は
．
本
質
的
に
．
我
が
民
法
の
起
草
者

が
抱
い
た
政
策
的
見
地
、
そ
の
結
果
．
彼
ら
が
基
礎
を
置
こ
う
と
し
た
（
六
三
八
条
．
六
八
六
条
）
．
社
会
秩
序
（
無
難
①
融
8
蕊
）
に
反
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
所
有
権
か
ら
永
久
に
分
離
さ
れ
た
狩
猟
権
は
．
財
産
（
ま
鑑
欝
α
q
⑦
）
を
．
封
建
体
制
の
権
利
と
顕
著
な
類
似
性
を
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

と
こ
ろ
の
、
従
属
（
歌
驚
漆
器
8
）
と
劣
位
（
ぎ
隷
営
馨
⑨
の
状
態
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
』
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
．
か
つ
て
は
地
上

権
・
永
小
作
権
が
物
権
か
否
か
i
一
よ
り
正
確
に
い
え
ば
．
譲
渡
性
・
相
続
性
・
第
三
者
（
主
と
し
て
土
地
の
譲
受
人
）
に
対
す
る
対
抗
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

性
を
有
す
る
か
否
か
一
に
関
し
て
は
．
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
．
永
久
的
な
賃
借
権
（
げ
難
）
を
設
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
．
と
い
う
点
に
関
し
て
も
．
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
．
右
見
解
に
立
つ
と
き
、
賃
借
権
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

封
建
的
な
分
割
所
有
権
の
設
定
に
等
し
い
も
の
に
な
る
。
右
見
解
を
排
斥
す
る
た
め
に
は
．
物
権
・
漬
権
の
峻
別
を
前
提
に
．
物
権
の
種

類
を
限
定
す
る
方
策
が
．
よ
り
直
戴
で
あ
る
。

　
第
二
は
．
判
例
の
事
案
を
具
体
的
に
検
討
す
る
と
き
．
そ
れ
が
新
た
な
物
権
の
創
設
可
能
性
を
承
認
し
た
も
の
と
は
．
必
ず
し
も
い
え

な
い
点
で
あ
る
。
即
ち
．
前
掲
破
却
院
一
八
三
四
年
判
決
の
事
案
は
．
二
つ
の
運
河
に
挟
ま
れ
た
堤
防
の
土
地
の
二
人
の
共
有
者

（
8
鷲
◎
玉
響
跨
Φ
＞
A
・
B
に
つ
き
．
A
が
全
て
の
牧
草
及
び
樹
木
を
独
占
的
に
取
得
す
る
権
利
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
．
B
が
．
自
己

の
所
有
権
が
「
最
も
絶
対
的
な
仕
方
で
の
蚊
益
・
処
分
権
』
（
五
四
四
条
）
で
あ
り
．
「
そ
れ
が
生
み
出
す
全
て
の
も
の
．
及
び
．
自
然
的
で

あ
れ
人
為
的
で
あ
れ
．
そ
れ
に
結
合
す
る
も
の
に
対
す
る
権
利
を
与
え
る
」
（
五
四
六
条
）
も
の
で
あ
り
．
土
地
所
有
者
は
「
地
上
に
．
適

当
と
判
断
す
る
全
て
の
植
栽
及
び
建
築
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
五
五
二
条
）
こ
と
を
理
由
に
．
A
の
牧
草
・
樹
木
の
独
占
酌
取
得
は
．
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自
己
の
収
益
権
を
保
障
し
た
右
条
文
に
違
背
す
る
と
主
張
し
た
事
案
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
．
こ
の
事
案
は
．
新
た
な
用
益
物
権
の
創
設
の

問
題
と
い
う
よ
り
は
、
当
事
者
の
内
部
関
係
に
お
け
る
共
有
持
分
権
の
設
定
の
問
題
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
．
同
一
土
地
の

二
人
の
分
割
所
有
者
（
ぎ
鋒
ぐ
覧
毒
鷲
。
鷲
遠
寄
哩
琶
の
一
方
が
．
地
盤
及
び
切
株
・
下
草
を
所
有
し
．
他
方
が
生
育
樹
木
を
所
有
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

は
．
法
律
の
禁
止
し
た
所
有
権
の
分
割
（
画
一
く
陣
。
α
陣
Q
謬
）
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
案
．
あ
る
村
落
に
お
い
て
、
そ
の
構
成
員
の
二
番
牧
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

を
収
益
す
る
権
利
が
真
の
共
有
権
（
鼠
暴
葛
冨
脅
。
騨
8
鷲
◎
嘗
ひ
募
）
を
構
成
し
得
る
と
さ
れ
た
事
案
．
土
地
売
却
後
も
土
地
上
の
立
木
の

伐
採
・
鍛
出
す
る
権
利
を
売
主
及
び
そ
の
承
継
人
に
永
久
に
留
保
す
る
旨
の
合
意
を
有
効
と
し
た
事
案
（
但
し
．
共
有
物
分
割
の
訴
（
器
鉱
§

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

魯
至
尊
薦
Φ
）
及
び
競
売
の
訴
（
轡
O
轡
陣
◎
躍
　
①
謬
　
一
一
〇
帥
鈴
騨
凱
陣
O
謬
）
は
行
使
し
得
る
と
す
る
）
．
一
定
周
期
を
も
っ
て
，
土
地
が
池
潟
あ
る
い
は
干
拓
地
に
転

換
さ
れ
る
、
と
の
条
件
の
下
に
．
共
有
者
の
一
方
が
．
至
心
の
状
態
で
の
土
地
利
用
権
（
池
潟
利
用
権
（
母
。
隔
世
、
曾
◎
蜜
¢
q
①
）
〔
魚
の
養
殖
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
＞

た
め
の
〕
）
を
有
し
、
他
方
が
．
干
柘
さ
れ
た
同
一
土
地
の
利
用
権
（
干
柘
権
（
伽
哩
O
帥
8
　
伽
燭
鱒
G
塗
難
陰
の
O
）
）
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
事
案
等
．
学
説

の
援
用
す
る
物
権
創
設
肯
定
の
事
例
は
．
あ
る
側
面
で
は
我
が
国
に
い
う
地
上
権
・
立
木
所
有
権
・
干
拓
権
・
入
会
権
と
い
っ
た
独
立
の

物
権
の
幕
下
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
が
．
他
の
側
面
に
お
い
て
は
共
有
持
分
権
の
内
部
的
分
配
の
問
題
と
し
て
も
理
解
し
得
る
も
の
で
あ

　
（
8
2
＞

つ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
が
．
後
の
学
説
に
お
い
て
．
通
説
へ
の
批
判
の
一
つ
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ヅ
プ
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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⇔
　
今
世
紀
の
判
例
・
学
説

　
1
　
か
つ
て
の
通
説
詮
支
持
す
る
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

　
右
判
例
の
立
場
は
．
一
九
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
前
半
に
か
け
て
．
鉱
業
権
設
定
契
約
に
付
さ
れ
た
賠
償
請
求
権
放
棄
の
特
約
．
私
有
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
違
8
）

河
の
所
有
者
が
水
利
権
の
対
価
と
し
て
賦
課
し
た
灌
概
税
（
葺
馨
鮎
．
冨
鱒
二
胡
§
）
．
営
業
権
（
皆
会
意
締
8
曇
霞
①
羅
Φ
）
の
譲
渡
に
際
し
て
設
定

　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

さ
れ
た
競
業
禁
止
特
約
の
第
三
者
効
力
を
認
め
た
一
連
の
判
例
に
受
け
継
が
れ
た
．
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
．
こ
れ
ら
の
判
例
は
．
い
わ
ゆ

る
物
上
債
務
（
。
び
凝
暮
ゆ
霧
雲
◎
誉
霧
海
①
登
亀
蒔
繋
凶
霧
鐘
象
Φ
）
な
い
し
物
上
負
担
（
。
尊
顔
。
審
巴
に
関
す
る
事
例
で
あ
り
．
そ
こ
で
は
専
ら
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対
第
三
者
関
係
が
問
題
と
な
る
点
に
お
い
て
．
当
事
者
間
の
効
力
を
問
題
と
す
る
先
の
共
有
類
型
の
判
例
と
は
．
事
案
の
性
質
を
全
く
異

　
　
（
8
7
）

に
す
る
。

　
一
方
．
契
約
自
由
の
原
則
の
尊
重
を
理
由
に
．
公
序
に
反
し
な
い
限
り
、
当
事
者
は
五
四
三
条
に
列
挙
す
る
以
外
の
物
権
を
任
意
に
創

設
し
得
る
と
す
る
通
説
の
立
場
嫉
右
物
上
負
担
類
型
の
判
例
の
形
成
を
お
景
匹
ジ
ご
準
ず
ド
リ
｝
ラ
カ
ン
テ
・
言
↓
・

　
（
8
9
）
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）
　
　
　
　
　
（
9
1
）

ヴ
ォ
ー
，
ボ
ヌ
カ
…
ズ
．
ピ
カ
…
ル
等
に
よ
り
承
継
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
．
右
学
説
に
お
い
て
特
写
的
な
の
は
．
第
三
者
保
護
の
観

点
か
ら
．
不
動
産
登
記
制
度
と
の
関
連
に
お
い
て
．
物
権
の
任
意
創
設
可
能
性
に
対
す
る
制
限
を
行
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
即
ち
．
先

述
の
如
く
．
①
か
つ
て
の
通
説
は
，
物
権
の
自
由
創
設
を
認
め
つ
つ
．
公
序
に
関
す
る
一
般
規
定
（
六
条
・
六
八
六
条
等
）
に
よ
り
こ
れ
に
制

限
を
加
え
，
②
他
方
．
反
対
説
は
．
五
四
三
条
も
公
序
に
関
す
る
強
行
規
定
で
あ
る
と
し
．
同
条
に
よ
っ
て
端
的
に
物
権
の
数
が
制
限
さ

れ
る
と
し
た
が
．
③
こ
れ
に
対
し
て
．
右
学
説
に
あ
っ
て
は
．
五
四
三
条
は
公
序
に
関
す
る
強
行
規
定
で
は
な
い
が
．
公
示
に
関
す
る
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

定
は
公
の
秩
序
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
．
こ
れ
に
反
す
る
形
で
の
物
権
創
設
は
不
可
能
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
主
張
は
，
あ

ら
ゆ
る
債
権
が
登
記
に
よ
っ
て
物
権
化
す
る
A
L
嚢
の
ぬ
公
電
奉
諺
》
を
想
起
さ
せ
る
一
方
．
我
が
国
に
お
け
る
．
慣
習
法
上
の
物
権

を
公
示
に
適
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
認
め
る
見
解
と
．
同
様
の
視
点
に
立
つ
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
露
　
五
四
三
条
に
よ
る
物
権
の
限
定
を
主
張
す
る
見
解

　
こ
れ
に
対
し
て
．
五
四
三
条
を
強
行
規
定
と
解
す
る
見
解
の
側
か
ら
は
．
次
の
如
き
主
張
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

①
ま
ず
第
一
に
指
摘
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
．
こ
の
学
説
に
よ
っ
て
．
一
九
世
紀
の
判
例
が
．
実
は
共
有
持
分
権
の
内
部
的
設
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

に
他
な
ら
な
い
、
と
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
の
結
果
．
判
例
の
事
案
は
．
ま
さ
に
五
四
三
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る

所
有
権
の
枠
内
の
問
題
と
な
り
．
五
四
三
条
を
物
権
の
種
類
を
限
定
し
た
強
行
規
定
と
解
す
る
こ
と
と
何
ら
矛
盾
し
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
．
一
九
世
紀
学
説
に
お
け
る
物
権
の
創
設
の
問
題
が
全
て
共
有
の
問
題
に
取
り
込
ま
れ
る
結
果
．
こ
の
見

解
に
立
っ
て
五
四
三
条
を
制
限
的
規
定
と
解
…
し
た
と
し
て
も
．
そ
こ
に
い
う
物
権
法
定
主
義
は
，
そ
の
内
部
に
お
い
て
非
常
に
緩
や
か
な
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も
の
に
な
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

②
第
二
は
．
契
約
の
相
対
性
の
原
則
（
騰
禽
竃
紆
冨
器
｝
暮
三
ま
伽
⑱
。
・
8
琴
＄
ぎ
譲
）
（
二
六
五
条
）
と
の
関
連
で
あ
り
．
五
四
三
条
に
よ

る
制
限
説
は
．
か
つ
て
．
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
・
た
。
即
ち
，
一
九
世
紀
の
通
説
が
強
調
し
て
い
た
契
約
自
由
の
原
則
は
．
そ
の
効
果

に
お
け
る
相
対
性
．
即
ち
．
契
約
の
直
接
的
効
果
の
当
事
者
間
へ
の
限
定
と
必
然
的
に
結
合
す
る
の
で
あ
っ
て
，
右
相
対
効
原
翔
に
も
拘

ら
ず
「
当
事
者
が
．
任
意
に
．
集
団
（
8
三
塁
く
蒙
）
に
対
し
て
苦
痛
を
も
た
ら
す
よ
う
な
．
万
入
に
対
し
て
対
抗
可
能
な
権
利
を
設
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
腿
）

る
権
限
を
与
え
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
は
．
容
易
に
納
得
し
得
な
い
」
と
。
右
批
判
の
前
提
に
は
．
絶
対
権
た
る
物
権
が
．
第
三
者
に
対
し

て
尊
重
義
務
（
◎
び
羅
讐
訟
§
蜘
①
語
。
・
慧
興
霧
）
な
い
し
一
般
的
不
作
為
義
務
（
。
藻
轡
q
戦
陣
§
八
二
。
・
貯
Φ
§
麗
姿
運
筆
。
）
を
課
す
の
に
対
し
て
．
契
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

に
関
し
て
は
．
そ
の
相
対
効
の
原
則
故
に
．
第
三
者
は
尊
重
義
務
を
負
わ
な
い
．
と
い
う
古
典
的
理
解
が
存
す
る
。

　
だ
が
．
こ
こ
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
．
先
述
の
判
例
の
う
ち
の
物
上
負
担
の
事
例
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
．
右
事
例
に
お
い
て
．

第
三
者
効
力
を
認
め
た
結
論
が
結
果
的
に
妥
当
と
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
理
論
的
根
拠
は
．
右
古
典
理
論
に
依
拠
す
る
限
り
．
当
該
権
利
の

物
権
栓
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
．
対
人
権
説
（
欝
σ
＆
①
慧
巖
・
蒙
蝕
。
・
げ
①
）
の
如
く
．
右
尊
重
義
務
な
い
し
一
般
的
不

作
為
義
務
が
．
債
権
を
含
め
た
全
て
の
権
利
に
つ
い
て
生
ず
る
と
解
し
た
場
合
に
は
．
そ
の
論
拠
を
物
権
性
に
求
め
る
必
然
性
は
な
く
な

（
9
6
）

る
。
そ
こ
で
．
近
時
の
学
説
は
．
右
対
人
権
説
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
た
契
約
の
第
三
者
効
力
論
あ
る
い
は
門
対
抗
（
。
署
譲
鱒
葺
暮
ひ
ご
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

論
（
掴
我
が
國
に
い
わ
φ
る
権
利
一
般
の
不
可
侵
性
論
〉
に
よ
っ
て
右
判
例
を
説
明
し
．
こ
れ
を
敢
え
て
物
権
の
創
設
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る

必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
．
右
主
張
に
対
し
て
は
，
公
示
に
よ
る
鰯
限
を
主
張
す
る
学
説
の
側
か
ら
．
右
の
如
き
民
事
責
任

（
曇
鷺
器
豊
馨
ひ
鼠
く
織
Φ
）
な
い
し
フ
ロ
ー
ド
（
夢
碧
鳥
①
）
を
根
拠
と
す
る
不
法
行
為
的
効
果
は
，
物
権
と
解
し
た
場
含
に
認
め
ら
れ
る
直
接
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

か
つ
無
制
限
の
尊
重
義
務
ほ
ど
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
は
な
い
（
と
り
わ
け
物
権
的
講
求
権
が
侵
害
者
の
主
観
的
態
様
を
問
題
と
し
な
い
の
に

対
し
て
、
不
法
行
為
構
成
が
故
意
・
過
失
を
要
件
と
す
る
点
が
問
題
と
な
ろ
う
）
．
と
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

③
第
三
は
．
公
示
剃
度
と
の
関
連
で
あ
っ
て
．
五
四
三
条
に
よ
る
調
筆
墨
は
．
登
記
能
力
あ
る
権
利
の
み
を
物
権
と
し
て
認
め
る
見
解
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を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
即
ち
，
公
示
を
規
律
す
る
法
律
は
．
元
来
．
右
法
律
の
予
定
す
る
物
権
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
っ
て
．
法
の
予
定
し
な
い
新
た
な
権
利
に
つ
い
て
は
．
そ
も
そ
も
そ
れ
が
公
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
不
可
能
な
い
し

　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

不
確
実
で
あ
る
．
と
。
し
か
し
な
が
ら
．
こ
れ
に
対
し
て
．
公
示
舗
度
に
よ
る
制
限
説
は
．
登
記
宮
が
登
記
さ
れ
る
契
約
証
書
の
内
容
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鶏
）

関
す
る
審
査
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
か
ら
．
新
た
な
権
利
を
生
ず
る
契
約
を
登
記
す
る
こ
と
は
事
実
上
可
能
で
あ
る
．
と
反
論
し
て
い
る
。

　
だ
が
．
右
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
の
い
う
よ
う
に
．
登
記
法
が
公
序
に
関
す
る
強
行
規
定
で
あ
る
と
す
れ
ば
．
我
が
国
に
お
い
て
．
公
示
に

適
す
る
権
利
が
慣
習
法
上
の
物
権
と
し
て
成
立
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
．
非
常
に
困
難
な
も
の
と
な
ろ
う
。
け
だ
し
，
我
が
不
動
産
登

記
法
に
お
い
て
は
．
フ
ラ
ン
ス
法
と
異
な
り
．
登
記
さ
れ
る
べ
き
物
権
の
種
類
が
厳
格
に
限
定
さ
れ
（
一
条
）
．
そ
れ
に
適
合
し
な
い
登
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

申
請
が
却
下
さ
れ
る
（
四
九
条
二
号
）
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
，
右
②
相
対
効
の
問
題
・
③
公
示
の
問
題
に
関
す
る
議
論
か
ら
は
．
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
が
．
専
ら
．
第
三
者
へ
の
対

抗
可
能
性
の
側
面
を
念
頭
に
物
権
性
を
論
じ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
．
一
九
世
紀
の
判
例
・
学
説
か
ら
も
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
．
そ
も
そ
も
「
物
権
」
性
な
る
用
語
は
．
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
可
能
性
を
導
く
権
利
．
と
い
う
意
味
の
他
に
．
相
続
・
譲
渡

可
能
性
及
び
永
続
的
設
定
の
可
能
性
を
演
繹
す
る
用
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
（
我
が
国
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
「
賃
借
権

の
物
権
化
』
と
い
う
罵
例
に
お
け
る
「
物
権
」
の
内
容
は
、
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
可
能
性
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
）
．
こ
の
点
と
の
関
連
で
．
専

ら
公
示
の
側
面
か
ら
制
限
を
加
え
る
学
説
に
お
い
て
は
，
右
当
事
者
間
で
の
効
果
に
つ
き
不
当
な
結
論
を
も
た
ら
す
物
権
の
創
設
を
阻
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
1
）

で
き
な
い
の
で
は
な
い
の
か
．
と
の
疑
問
が
生
ず
る
。
し
か
し
な
が
ら
．
右
学
説
に
お
い
て
．
こ
の
点
は
全
く
問
題
と
さ
れ
て
お
ら
ず

（
お
そ
ら
く
一
九
世
紀
学
説
に
お
け
る
が
如
く
公
序
に
関
す
る
一
般
条
項
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
）
．
そ
の
結
果
．
五
四
三
条
を
強
行
法

規
と
解
す
る
見
解
と
．
公
示
調
度
の
強
行
法
規
性
を
理
由
に
物
権
を
制
限
す
る
見
解
の
閲
に
は
、
理
論
的
に
は
と
も
か
く
．
結
果
的
差
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

は
な
く
．
従
っ
て
．
議
論
の
実
益
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
す
る
主
張
も
見
ら
れ
る
。

④
し
か
し
な
が
ら
．
第
四
に
．
五
四
三
条
に
よ
る
制
限
説
は
．
e
の
ロ
ソ
セ
イ
ユ
・
デ
タ
評
議
官
・
政
府
側
報
告
者
ト
レ
イ
ヤ
ー
ル
の
．
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革
命
暦
七
年
雪
月
二
五
β
（
一
八
〇
四
年
一
月
一
六
目
）
草
案
理
由
が
．
五
四
三
条
の
「
権
利
以
外
の
何
ら
の
権
利
も
物
の
上
に
存
在
し
得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鷹
）

い
」
旨
を
明
言
し
て
い
る
こ
と
．
働
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
民
事
立
法
を
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
に
適
用
し
た
一
九
二
四
年
六
月
一
日
法
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾
）

六
条
二
項
が
．
「
不
動
産
物
権
は
．
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
が
定
め
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
」
旨
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
、
圃
更
に
，
フ
ラ
ン

ス
の
不
動
産
上
に
外
国
人
が
外
国
法
に
基
づ
く
物
権
1
一
例
え
ば
抵
当
権
一
を
設
定
す
る
こ
と
は
．
こ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
法
が
法
律
で
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
燭
）

め
る
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
理
由
に
．
物
権
の
種
類
を
制
限
す
る
の
が
フ
ラ
ン
ス
法
の
基
本
的
姿
勢
で
あ
る
と
し
て
お
り
．

我
が
国
の
学
説
の
紹
介
に
も
拘
ら
ず
．
今
巨
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
．
五
四
三
条
を
物
権
の
数
を
制
限
し
た
規
定
と
解
す
る
見
解
が
．

多
数
説
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
．
こ
こ
に
お
い
て
．
ド
イ
ツ
の
学
説
．
例
え
ば
ヴ
ォ
ル
フ
擁
ラ
イ
ザ
ー
が
，
物
権
法
定
主
義
に
対
置
す
る
原
資
の
如
く
「
フ
ラ
ン

ス
で
は
．
共
有
（
譲
憂
欝
露
葺
鑓
）
の
形
式
の
任
意
性
並
び
に
負
担
の
類
型
（
¢
ご
①
蜜
窪
護
。
・
昌
鷲
が
）
の
任
意
の
創
設
可
能
性
が
承
認
さ
れ
て
い

（
7
0
1
）

る
」
と
述
べ
る
の
は
．
そ
れ
が
．
上
述
①
及
び
②
の
問
題
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
．
こ

の
点
は
．
五
四
三
条
を
限
定
的
に
解
釈
す
る
見
解
に
あ
っ
て
は
．
①
「
共
有
篇
概
念
の
活
用
．
及
び
．
②
契
約
の
第
三
老
効
力
切
な
い
し

「
対
抗
」
理
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
．
我
が
国
の
学
説
が
．
右
ド
イ
ツ
の
学
説
の
記
述
を
根
拠
に
．
フ
ラ
ン
ス
で

は
物
権
法
定
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
と
結
論
づ
け
る
の
は
、
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
．
右
理
論
に
よ
っ
て
．
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
物
権
法
定
主
義
は
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
大
き
く
緩
和
さ
れ
て
い
る
点
に
は
留
意
し
て
お
ぎ
た
い
。
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．
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．
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る
い
は
永
小
作
権
・
賃
借
権
が
物
権
か
否
か
に
つ
ぎ
、
学
説
上
争
い
が
存
し
た
の
で
あ
る
が
．
旧
民
法
起
草
者
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
．
こ
の

点
を
充
分
に
意
識
し
て
い
た
。

　
現
行
民
法
起
草
過
程
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
財
産
編
二
条
は
．
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
二
条
に
由
来
す
る
が
．
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
憎
同
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

の
真
の
目
的
（
鼠
葺
善
回
①
び
纂
）
は
物
権
の
列
挙
（
ひ
蒙
幕
籟
鉱
§
撫
舞
姫
◎
騨
。
・
怨
①
芭
に
あ
る
」
旨
を
閣
僻
す
る
。
そ
れ
が
．
物
権
類
型
の
単

　
　
な
　
　
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
ゑ

な
る
例
示
で
は
な
く
し
て
．
そ
の
種
類
を
厳
密
に
限
定
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
は
．
法
律
取
調
委
員
会
の
再
調
査
案
審
議
で
も
明
白
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
せ
　
　
　
ゑ
　
　
ぼ

り
．
財
産
法
八
条
が
讐
性
質
ユ
因
ル
不
動
産
ハ
左
ノ
如
シ
」
と
表
現
す
る
の
に
対
し
て
．
財
産
編
二
条
を
「
主
タ
ル
〔
従
タ
ル
〕
物
権
ハ

　
　
な
　
な
　
お
　
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
テ
　

之
ヲ
巨
船
掲
ク
」
〔
圏
点
何
れ
も
七
戸
〕
と
規
定
し
た
の
は
．
「
之
ハ
嚇
リ
ミ
タ
ヲ
ー
ブ
』
ト
云
フ
字
デ
謝
限
ノ
意
味
ヲ
以
テ
居
ル
」
か
ら
．

　
　
　
　
　
（
鵬
）

と
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
．
現
行
民
法
起
草
者
は
．
一
七
五
条
の
制
度
趣
旨
と
し
て
．
①
契
約
に
よ
る
物
権
創
設
の
禁

止
．
②
慣
習
に
よ
る
物
権
創
設
の
禁
止
．
③
過
去
の
法
制
に
お
い
て
物
権
性
が
聞
題
に
な
っ
た
権
利
の
性
質
の
明
確
化
の
三
点
を
挙
げ
て

い
た
が
．
旧
民
法
草
案
注
釈
及
び
理
由
書
の
二
条
の
説
明
部
分
で
は
，
主
と
し
て
③
の
側
面
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
諸
法
律
は
、

必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
物
権
の
列
挙
及
び
分
類
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
．
葺
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
法
律
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
民

法
典
を
概
観
す
る
と
き
．
右
法
律
が
幾
つ
の
物
権
を
認
め
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
．
非
常
に
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

故
．
例
え
ば
．
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
．
物
の
賃
貸
借
（
鍔
臨
摸
ざ
壼
3
q
①
）
か
ら
生
じ
た
権
利
が
物
権
か
債
権
か
の
理
解
の
点
に
お
い
て
．

見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
同
様
の
困
難
性
は
．
不
動
産
担
保
権
た
る
質
権
（
曾
◎
螢
蛾
．
碧
鉱
魯
曇
Φ
）
に
つ
い
て
も
存
し
．
更
に
．
永
小
作
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
1
1
）

（
⑦
簿
讐
巻
9
。
・
Φ
）
〔
月
旧
民
法
に
い
う
門
永
借
権
b
が
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
の
認
め
る
と
こ
ろ
か
否
か
に
つ
い
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
」
。
地
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
正
三
）

権
（
。
・
唇
Φ
臨
臨
。
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
だ
が
．
「
日
本
に
お
い
て
は
．
同
様
の
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得

な
い
。
け
だ
し
，
新
た
な
法
律
は
，
過
去
の
法
律
と
の
関
係
で
．
多
く
の
点
を
改
良
し
．
欠
陥
を
補
足
し
．
過
去
の
慣
習
（
器
薦
①
）
の
う

ち
良
い
も
の
（
ぴ
。
謬
）
有
用
な
も
の
（
麟
葺
⑦
）
を
維
持
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
改
良
さ
れ
た
点
に
し
ろ
．
補
足
，
削
除
あ
る
い
は
変
更
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（
朋
）

さ
れ
た
点
に
し
ろ
．
何
ら
の
疑
い
も
残
さ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
か
か
る
観
点
か
ら
．
「
貫
本
に
お
い
て
は
．

大
昔
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
後
二
者
の
権
利
〔
1
1
永
小
作
権
・
地
上
権
〕
を
綿
密
に
規
定
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
賃

貸
借
に
つ
い
て
は
．
本
法
は
そ
の
物
権
的
性
格
（
＄
窮
鼻
簿
⑦
暴
9
を
明
確
化
し
た
。
当
該
箇
所
で
は
．
い
か
に
そ
の
宣
明
が
．
土
地
賃
貸

借
に
関
し
て
は
農
業
に
と
っ
て
望
ま
し
く
，
家
屋
及
び
動
産
賃
貸
借
に
関
し
て
は
一
般
的
・
経
済
的
利
益
に
適
合
的
で
あ
る
か
が
説
明
さ

　
　
　
　
　
（
3
1
三
〉

れ
る
で
あ
ろ
う
し
。

　
他
方
．
①
の
側
面
は
．
右
財
産
編
二
条
と
対
比
的
に
．
債
権
の
類
型
に
つ
き
規
定
し
た
同
三
条
の
説
明
部
分
に
お
い
て
現
れ
る
。
即
ち
．

「
こ
こ
で
は
．
物
権
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
．
債
権
の
列
挙
は
見
出
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
．
物
権
は
．
そ
の
一
般
的
特
徴
と
し
て
．

そ
の
性
質
、
原
因
．
効
果
及
び
消
減
に
つ
ぎ
著
し
い
多
様
性
を
有
し
て
お
り
．
ま
た
．
『
万
人
に
対
す
る
対
抗
可
能
（
◎
讐
譲
菩
溶
卿
ざ
蕊
ご
．

即
ち
．
そ
の
設
定
に
関
与
し
な
い
者
．
即
ち
．
第
三
者
（
薮
邑
に
対
し
て
も
対
抗
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
．
私
人
に
は
．
法
律
が
認
め

る
以
外
の
権
利
を
創
設
す
る
（
（
導
①
Φ
弩
）
こ
と
も
．
そ
の
効
果
を
拡
張
す
る
（
ひ
零
轟
村
Φ
）
こ
と
も
．
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
．
列
挙
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
礎
）

必
要
的
な
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
」
。

　
以
上
に
対
し
て
．
②
慣
習
に
よ
る
物
権
創
設
禁
止
に
関
し
て
は
．
先
の
「
過
去
の
慣
習
の
う
ち
良
い
も
の
有
用
な
も
の
を
維
持
す
べ

き
」
と
の
記
述
が
存
す
る
の
み
で
あ
り
．
し
か
も
．
右
記
述
は
．
専
ら
永
小
作
権
・
地
上
権
を
物
権
と
し
て
位
置
づ
け
る
際
の
理
由
と
し

て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
．
現
行
民
法
起
草
者
に
お
け
る
よ
う
な
．
慣
習
の
絶
対
的
排
除
の
趣
旨
を
表
明
し
た
も
の
と
は
到
底
考
え

ら
れ
な
い
。
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⇔
　
現
行
民
法

　
現
行
民
法
の
立
法
過
程
に
関
し
て
は
．
既
に
多
く
の
卓
越
し
た
研
究
が
存
す
る
の
で
．
こ
こ
で
は
多
く
を
繰
り
返
さ
な
い
。
た
だ
．
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斯
）

心
し
て
お
き
た
い
の
は
．
今
矯
の
学
説
に
よ
り
「
き
わ
め
て
断
定
的
・
硬
直
的
』
と
批
判
さ
れ
る
一
七
五
条
の
表
現
の
由
来
で
あ
っ
て
．



物権法定主義（七戸）

こ
れ
は
．
民
法
主
査
会
に
捷
出
さ
れ
た
乙
七
号
議
案
第
一
「
物
権
ハ
民
法
及
ヒ
特
別
法
令
ユ
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
外
之
ヲ
認
証
サ
ル
翼
ト
」
を
．

ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
慣
習
に
基
づ
く
物
権
創
設
の
否
定
．
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
た
の
も
右
主
査
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

段
階
で
あ
り
．
富
井
政
章
委
員
の
趣
旨
説
明
は
．
専
ら
こ
の
側
面
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
．
主
査
会
で
は
．
右
趣
旨
を
示

し
た
規
定
を
新
法
酒
中
に
朗
定
す
べ
き
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
が
．
と
こ
ろ
が
．
起
草
者
は
．
右
趣
旨
の
み
な
ら
ず
．
こ
れ
を
体
現
す
る
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
み
　
　
　
　
　
　
な
　
　
ぬ
　
　
ゑ
　
　
　
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　
　
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

現
形
式
に
関
し
て
も
、
そ
も
そ
も
委
員
会
審
議
の
基
本
方
針
と
し
て
提
示
さ
れ
た
t
本
来
立
法
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
規
範
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

た
は
ず
の
i
一
丁
号
議
案
（
予
決
議
案
）
の
文
言
を
．
民
法
典
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
移
植
す
る
．
と
い
う
便
法
を
用
い
た
。
そ
の
結
果
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

「
我
民
法
が
備
矢
テ
ア
ラ
ウ
」
と
自
賛
さ
れ
る
．
物
権
法
定
主
義
を
正
面
か
ら
宣
言
し
た
．
比
較
法
的
に
も
極
め
て
異
例
な
規
定
が
成
立

　
　
　
　
（
9
圭
1
）

す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
．
今
迄
の
学
説
に
お
い
て
評
価
が
分
か
れ
る
の
は
．
か
よ
う
な
経
緯
を
経
て
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
慣
習
に
基
づ
く
物
権
の

排
除
と
い
う
舗
度
趣
旨
が
．
起
草
者
に
お
い
て
ど
の
程
度
に
強
固
な
原
則
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
か
．
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
2
1
）

関
し
て
は
．
起
草
者
は
慣
習
法
に
よ
る
法
定
外
物
権
の
成
立
を
一
切
排
斥
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
．
と
の
分
析
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
．
こ
こ
で
は
．
次
の
如
き
議
論
に
注
駕
し
た
い
。
ま
ず
．
先
の
主
査
会
審
議
に
お
い
て
．
上
述
し
た
乙
七
号
第
一
に
対
応
す
る
形

で
、
入
会
権
を
新
た
に
民
法
典
に
組
み
込
む
留
の
案
（
乙
七
号
第
；
が
提
出
さ
れ
た
際
、
右
入
会
権
の
中
に
は
漁
業
権
（
H
旧
慣
に
基
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
搬
）

い
わ
ゆ
る
入
会
漁
業
権
）
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
従
っ
て
．
こ
こ
で
起
草
者
が
．
一
七
五
条
に
定
め
る
以
外
の
権
利
を
こ
と

ご
と
く
排
斥
す
る
意
図
を
有
し
て
い
た
な
ら
ば
．
右
漁
業
権
は
全
く
保
護
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
．
後
の
法
例
二
条
の
審
議

の
際
．
同
条
の
趣
旨
説
明
者
た
る
梅
謙
次
郎
委
員
は
．
通
行
権
・
漁
業
権
に
つ
き
．
法
例
二
条
に
い
う
「
法
令
二
規
定
ナ
キ
事
項
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ
　
　

て
の
処
理
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
．
「
之
ハ
詰
リ
漁
業
法
が
早
ク
出
来
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
理
由
ニ
　
　
ナ
イ
漁
業
法
ハ

ナ
イ
…
…
サ
ウ
云
フ
場
合
ニ
ハ
早
ク
法
律
ナ
ジ
又
事
柄
二
依
ツ
テ
ハ
命
令
デ
極
メ
ル
コ
ト
ガ
必
要
ト
思
ヒ
マ
ス
．
先
刻
ノ
御
子
〔
荘
通
行

権
・
漁
業
権
〕
モ
同
ジ
ヤ
ウ
ナ
訳
合
デ
慣
習
デ
実
際
困
ル
ヤ
ウ
ナ
場
合
ハ
速
ユ
調
査
ヲ
遂
ゲ
テ
法
律
ナ
リ
命
令
デ
憲
法
二
従
テ
出
ス
翌
り
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外
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
．
ソ
レ
ヲ
出
ス
マ
デ
ハ
習
慣
二
選
ッ
テ
置
ク
ト
云
フ
ノ
が
穏
当
ト
思
ヒ
マ
ス
尤
モ
事
柄
ノ
種
類
二
依
ツ
テ
ハ
先
刻
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゑ
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
な
　
　
な
　
　
な
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
お
　
　
お
　
　
ゑ
　
　
ぬ
　
　
な
　
　
へ
　
　
ぼ
　
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
　
　
　
も
　
　
ゑ
　
　
な
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
カ
　
　
も
　
　
ぼ
　
　
　
　
　
お
　
　
ゑ
　
　
も
　
　
　
ゑ
　
　
も
　
　
　

ラ
御
婆
ノ
ア
ル
通
り
公
法
ノ
施
行
ト
私
法
ノ
施
行
ハ
公
ノ
秩
序
工
関
シ
マ
セ
ウ
カ
ラ
．
ソ
レ
ハ
慣
習
ヲ
認
メ
ナ
イ
ト
云
フ
ロ
ト
エ
為
ジ
マ

ゑ
　
　
ぬ
　
　
ぶ
　
　
お
　
　
な
　
　
ぶ
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
お
　
　
お
　
　
も
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
ぷ
　
　
お
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
も
　
　
ぷ
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
も
　
　
お
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
な
　
　
ゑ
　
　
お
　
　
ゑ
　
　
　
　
　
お
　
　
ミ
　
　
　
　
　
ぷ
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
も
　
　
お
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
ぬ
　
　
ゑ
　
　
な
　
　
ぬ
　
　
ぼ
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
　
　
　
お

セ
ウ
ケ
レ
ド
モ
成
程
漁
業
ト
カ
又
通
行
権
ノ
如
キ
ハ
私
法
上
ノ
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
．
サ
ウ
云
フ
事
柄
粘
毛
ロ
慣
習
轟
依
ル
方
が
穏
当
ト

思
ヒ
マ
ス
篇
〔
圏
点
七
戸
〕
。
即
ち
．
我
が
民
法
起
草
者
は
．
あ
た
か
も
8
G
諺
起
草
者
が
地
方
差
の
大
き
い
遜
慣
上
の
権
利
を
ラ
ン
ト
法
に

留
保
し
た
の
と
同
様
．
こ
れ
を
慣
習
に
委
ね
る
こ
と
を
ー
ー
右
処
理
が
．
公
序
に
関
わ
る
慣
習
を
認
め
な
い
と
す
る
法
例
二
条
の
建
前
と

相
容
れ
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
一
容
認
し
て
い
た
の
で
あ
り
．
従
っ
て
．
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
．
「
民
法
典
に
規
定
の
な
い
旧
慣

上
の
権
利
は
．
覇
治
維
新
の
諸
改
革
そ
の
他
の
法
律
で
否
認
さ
れ
た
と
認
め
る
べ
ぎ
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
．
弱
治
政
府
は
こ
れ
を
存
続
さ

せ
る
政
策
的
意
図
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
．
法
例
二
条
に
い
わ
ゆ
る
『
法
令
二
規
定
ナ
キ
事
項
』
と
認
む
べ
き
で
あ
り
．
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
王
）

に
関
す
る
慣
習
は
『
法
律
ト
同
一
ノ
効
力
ヲ
有
ス
臨
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
絹
島
武
宜
教
授
の
見
解
が
．
お
そ
ら
く
正
当
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
故
．
起
草
者
意
思
と
の
関
連
で
は
，
一
七
五
条
に
い
う
「
本
法
其
他
ノ
法
律
」
に
慣
習
法
も
含
ま
れ
る
．
と
の
解
釈
に
不
都
合
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
．
我
が
国
の
い
わ
ゆ
る
「
慣
習
法
上
の
物
権
」
に
関
す
る
判
例
・
学
説
の
態
度
を
ド
イ
ツ
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
と
対

比
す
る
と
き
．
そ
も
そ
も
民
法
（
な
い
し
特
閣
法
）
の
法
定
物
権
の
枠
組
み
の
中
で
充
分
対
応
で
き
る
は
ず
の
事
例
に
ま
で
．
こ
れ
を
門
慣

習
法
上
の
物
権
臨
と
認
定
し
て
い
る
．
と
の
印
象
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
．
①
ま
ず
第
一
に
．
我
が
国
に
お
い
て
は
．
物
権
法
定

’
主
義
の
内
部
原
則
の
う
ち
．
④
法
定
外
物
権
の
創
設
禁
止
原
質
を
問
題
に
す
る
以
前
に
．
㈲
法
定
物
権
の
内
容
変
更
禁
止
原
期
の
理
解
が
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嘆
2
1
）

ド
イ
ツ
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
に
比
し
て
不
当
に
厳
格
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
法
制
に
お
け
る
が
如
く
．
個
々
の
規
定
を
解
釈
す
る
際

に
．
こ
れ
を
強
行
法
規
と
解
さ
ず
任
意
法
規
と
解
し
．
類
推
適
用
を
認
め
．
共
有
・
地
役
権
・
入
会
権
等
の
規
定
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
．
法
定
物
権
そ
れ
自
体
の
枠
組
み
を
広
げ
．
当
該
権
利
を
法
定
物
権
そ
の
も
の
と
評
価
す
る
な
ら
ぽ
．
そ
も
そ
も
「
慣
習
法
上
の
物

権
」
な
る
概
念
は
不
要
で
は
な
い
の
か
。
②
あ
る
い
は
第
二
に
．
た
と
え
当
該
権
利
が
債
権
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
た
と
し
て
も
．
契
約
の
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保
護
効
あ
る
い
は
権
利
一
般
の
不
可
侵
性
論
等
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
．
当
事
者
は
充
分
保
護
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
。

五
　
結

語

物権法定主義（七戸）

　
つ
ま
り
．
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
「
慣
習
法
上
の
物
権
漏
を
め
ぐ
っ
て
判
例
・
学
説
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
事
案
は
．
ド
イ

ツ
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
と
同
様
．
ω
旧
慣
に
基
づ
く
権
利
（
温
泉
権
。
水
利
権
等
）
と
．
ω
社
会
経
済
の
発
展
に
伴
い
新
た
に
生
じ
た

権
利
（
譲
渡
担
保
等
）
に
分
け
ら
れ
．
励
前
者
は
更
に
、
当
事
者
間
に
お
い
て
．
①
当
該
権
利
の
設
定
行
為
の
存
在
そ
れ
自
体
の
不
明
瞭
が

争
わ
れ
た
事
案
と
，
②
成
立
し
た
権
利
の
内
容
（
G
ゆ
永
久
的
設
定
可
能
挫
、
働
絹
続
可
能
性
．
圃
譲
渡
な
い
し
転
貸
可
能
性
）
が
争
わ
れ
た
事
案
．

及
び
．
③
対
第
三
者
間
に
お
い
て
．
対
抗
可
能
性
（
罫
ω
妨
害
排
除
と
㈲
い
わ
φ
る
一
七
七
条
の
対
抗
聞
題
と
を
含
む
）
が
争
わ
れ
た
事
案
に
分

け
ら
れ
る
。
そ
し
て
．
右
類
型
の
う
ち
．
②
・
③
の
諸
点
が
．
ま
さ
に
「
物
権
し
性
と
い
わ
れ
る
も
の
の
内
容
で
あ
る
。

①
こ
れ
に
対
し
て
．
古
来
よ
り
存
在
す
る
た
め
に
そ
の
設
定
行
為
が
不
明
瞭
な
点
が
争
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
．
学
説
は
一
般
に
「
慣

習
に
よ
る
物
権
の
成
立
」
を
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
．
第
一
に
．
こ
こ
に
は
「
慣
習
に
よ
る
」
成
立
の
問
題
と
門
物
権
』
の
成
立
の
問

題
の
混
同
が
あ
る
。
け
だ
し
．
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
．
そ
も
そ
も
当
事
老
間
に
何
ら
か
の
法
律
関
係
な
い
し
権
利
が
成
立
し

て
い
る
の
か
．
そ
れ
と
も
何
も
存
在
し
て
い
な
い
の
か
．
と
い
う
点
で
あ
っ
て
、
成
立
が
認
定
さ
れ
た
法
律
関
係
な
い
し
権
利
の
内
容
・

属
性
が
い
か
な
る
も
の
か
，
と
い
う
点
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
．
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
（
そ
れ
が
物
権
の
設
定
か
債
権
関
係
の
設

定
か
を
さ
て
お
き
）
設
定
契
約
そ
れ
自
体
の
存
在
の
認
定
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
，
こ
れ
を
慣
習
に
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

に
も
拘
ら
ず
、
学
説
は
．
両
吟
を
区
別
し
な
い
ま
ま
．
慣
習
に
よ
る
「
物
権
」
の
成
立
を
考
え
る
た
め
，
成
立
が
認
定
さ
れ
た
権
利
が
直

ち
に
②
・
③
の
物
権
の
属
性
を
画
一
的
に
演
繹
す
る
か
の
如
き
誤
解
を
招
い
て
い
る
。
少
な
く
と
も
，
事
柄
を
「
成
立
」
の
問
題
に
限
定

し
て
述
べ
る
な
ら
ぽ
．
こ
れ
を
敢
え
て
慣
習
に
求
め
ず
と
も
．
昌
的
物
の
長
期
の
反
復
・
継
続
的
使
用
と
、
こ
れ
に
対
す
る
所
有
者
の
容
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認
を
根
拠
と
す
る
事
実
的
契
約
関
係
の
成
立
の
問
題
と
し
て
処
理
し
．
地
域
性
・
慣
習
性
は
．
そ
の
際
の
判
断
材
料
と
し
て
考
慮
す
れ
ば

足
り
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

②
一
方
．
物
権
の
属
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
の
う
ち
．
当
事
者
間
に
お
け
る
紛
争
で
は
．
右
事
実
的
契
約
関
係
か
ら
発
生
す
る
当
事

者
の
内
部
的
法
律
関
係
が
．
法
定
物
権
あ
る
い
は
債
権
関
係
（
賃
貸
借
・
使
用
貸
借
等
）
に
関
す
る
強
行
規
定
に
触
れ
る
か
否
か
が
争
点
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
門
0
2
1
）

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
．
こ
こ
で
は
．
第
一
に
．
と
り
わ
け
入
会
権
規
定
の
積
極
的
活
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
．
当
該
権
利
を
端
的

に
入
会
権
そ
の
も
の
と
認
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
．
「
慣
習
法
上
の
物
権
」
な
る
概
念
を
認
め
る
ま
で
も
な
く
．
物
権
法
定
主
義
の
枠
内

で
対
処
し
得
る
場
合
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
．
仮
に
当
該
権
利
を
入
会
権
と
認
定
で
き
ず
．
法
定
の
権
利
類
型
か
ら
外
れ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
場
禽
に
も
．
こ
れ
を
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
ぬ
　
　
　

㈲
全
く
新
た
な
物
権
の
創
設
で
あ
る
と
し
て
．
物
権
法
定
主
義
に
対
す
る
全
面
的
例
外
（
疑
法
定
外
物
権
の
創
設
禁
止
原
劉
に
対
す
る
例
外
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

捉
え
る
よ
り
は
．
㈲
あ
く
ま
で
も
当
該
条
項
に
限
っ
て
部
分
的
に
法
定
物
権
の
内
容
が
修
正
さ
れ
た
も
の
（
一
法
定
物
権
の
内
容
変
更
禁
止
三

尉
に
対
す
る
例
外
）
と
捉
え
る
方
が
合
騒
的
的
で
あ
る
。
け
だ
し
．
㈲
前
者
の
処
理
に
よ
る
場
合
に
は
．
も
は
や
当
該
法
律
関
係
に
類
似
す

る
法
定
物
権
あ
る
い
は
債
権
関
係
に
関
す
る
そ
の
他
の
規
定
の
直
接
適
用
が
考
え
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
．
㈲
法
定
の
権
利
類
型
の
内
容

を
当
該
部
分
に
限
っ
て
変
更
し
た
も
の
と
解
し
た
場
合
に
は
．
当
該
権
利
類
型
に
関
す
る
規
定
を
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
か
ら
で
あ
り
．

こ
の
点
に
お
い
て
．
「
慣
習
法
上
の
物
権
」
な
る
表
現
を
容
易
に
認
め
ず
．
「
永
小
作
権
類
似
の
権
利
篇
「
特
殊
な
使
用
貸
借
」
等
．
あ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
搦
）

ま
で
も
こ
れ
を
法
定
物
権
な
い
し
債
権
関
係
の
亜
種
（
警
算
拳
）
と
捉
え
る
判
例
の
態
度
は
結
果
的
に
是
認
し
得
る
。
右
に
対
し
て
．
端
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
三
）

に
「
慣
習
法
上
の
物
権
偏
な
る
表
現
を
用
い
る
べ
き
と
す
る
学
説
は
．
第
三
者
へ
の
対
抗
可
能
性
の
問
題
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る
が
．

し
か
し
な
が
ら
，
当
事
者
間
に
お
い
て
紛
争
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
．
第
三
者
関
係
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
．

当
該
権
利
を
最
も
類
似
す
る
既
存
の
権
利
類
型
か
ら
引
き
離
し
．
内
容
に
お
い
て
全
く
白
地
の
新
た
な
権
利
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
．
実

際
の
法
適
用
に
際
し
て
困
難
性
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

6望0



物権法定主義（七戸）

③
他
方
．
対
第
三
者
関
係
に
お
い
て
．
ω
妨
害
排
除
の
み
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
（
水
利
権
の
事
例
が
多
い
）
に
は
．
フ
ラ
ン
ス
法
学

説
と
同
様
．
権
利
一
般
の
不
可
侵
性
に
基
づ
き
妨
害
排
除
請
求
を
認
め
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て
．
当
該
権
利
の
物
権
性
を
問
題
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
夏
）

必
要
は
な
い
．
と
す
る
広
中
俊
雄
教
授
の
見
解
が
注
羅
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
．
当
該
権
利
が
法
定
物
権
で
な
い
場
合
に
は
．
侵
害
者
の
帰

器
性
が
要
件
と
さ
れ
る
点
が
問
題
と
な
る
が
．
む
し
ろ
こ
の
点
は
逆
に
．
個
々
の
事
例
に
よ
っ
て
異
な
る
被
侵
害
権
利
の
社
会
的
重
要

性
・
地
域
内
で
の
一
般
性
あ
る
い
は
こ
れ
と
密
接
な
関
係
に
立
つ
第
三
者
側
の
認
識
可
能
性
を
．
適
切
に
相
関
考
慮
で
き
る
点
に
お
い
て
．

物
権
と
認
定
し
た
場
合
の
画
一
的
処
理
よ
り
も
遥
か
に
具
体
的
妥
当
栓
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
㈱
一
方
．
二
重
譲
渡
の
対
抗
問
題
（
温
泉
権
の
事
例
が
多
い
）
に
関
し
て
も
．
フ
ラ
ン
ス
法
と
同
様
．
「
第
三
者
に
よ
る
契
約
（
な
い
し
債
権
）

侵
害
』
の
課
題
と
単
純
に
捉
え
て
充
分
で
あ
る
。
こ
の
場
合
．
従
来
の
我
が
国
の
多
数
の
見
解
は
．
慣
習
に
基
づ
く
権
利
の
中
で
も
公
示

方
法
（
多
く
は
そ
の
地
方
で
一
般
的
な
明
認
方
法
）
を
備
え
た
権
利
の
み
を
物
権
と
す
る
．
と
い
う
制
限
を
加
え
た
上
で
．
右
公
示
方
法
に
従

っ
て
優
先
関
係
を
決
す
る
と
い
う
思
考
を
と
る
。
し
か
し
な
が
ら
．
第
三
老
の
契
約
侵
害
論
に
よ
る
場
合
．
右
公
示
方
法
は
．
③
ω
と
岡

様
．
契
約
（
債
権
）
に
関
す
る
第
三
者
の
認
識
可
能
性
（
ー
ー
故
意
・
過
失
）
を
判
断
す
る
上
で
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
組
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
．

そ
れ
以
外
の
要
素
も
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
点
に
お
い
て
．
地
域
差
あ
る
い
は
事
案
ご
と
の
特
殊
性
が
著
し
い
こ
の
種
の
問
題
の
処
理
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
魏
）

は
．
か
え
っ
て
適
切
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
，
結
局
．
切
旧
慣
に
基
づ
く
権
利
の
ほ
と
ん
ど
は
．
新
た
な
物
権
類
型
を
承
認
す
る
ま
で
も
な
く
．
個
別
具
体
的
効

果
に
即
応
し
て
処
理
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
．
ま
た
．
そ
う
す
る
方
が
．
上
述
の
物
権
の
属
性
を
画
一
的
に
演
繹
す
る
締
れ
の
あ
る
「
慣
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

法
上
の
物
権
」
と
し
て
の
処
理
よ
り
も
適
切
で
あ
る
。
従
っ
て
．
「
慣
習
法
上
の
物
権
」
な
る
も
の
を
認
め
る
必
要
が
生
ず
る
の
は
．
ω

社
会
経
済
の
変
化
に
伴
っ
て
生
じ
た
．
現
行
法
か
ら
の
類
推
が
全
く
働
か
な
い
新
た
な
権
利
一
例
え
ぽ
無
体
財
産
権
や
譲
渡
担
保
等

一
に
限
定
さ
れ
て
こ
よ
う
．
も
っ
と
も
，
譲
渡
担
保
に
し
ろ
．
例
え
ば
担
保
権
的
構
成
を
と
っ
た
場
合
に
は
．
合
理
的
な
範
囲
内
で
抵

当
権
規
定
の
類
推
適
用
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
．
そ
れ
は
．
も
は
や
④
全
く
新
た
な
法
定
外
物
権
の
創
設
の
問
題
で
は
な
く
し
て
．
㈲
法

611



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
i
）

定
物
権
た
る
抵
当
権
の
内
容
変
更
の
問
題
と
も
い
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
．
物
権
法
定
主
義
を
め
ぐ
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
法
定

物
権
の
性
質
の
拡
張
な
い
し
縮
減
で
あ
っ
て
．
新
た
な
物
権
の
「
無
か
ら
の
（
舞
蝕
蕊
9
湯
走
§
轡
）
」
創
設
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
1
）

す
る
ラ
ル
ー
メ
の
主
張
は
．
ま
さ
に
正
鵠
を
射
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

612

（
1
）
　
こ
の
点
を
最
も
明
確
に
述
べ
る
の
は
．
星
野
英
一
『
畏
法
概
論
鷺
（
物
権
・
担
保
物
権
ご
（
良
書
普
及
会
．
～
九
七
六
年
）
＝
一
頁
。

（
2
）
　
末
弘
蟹
太
郎
飛
物
権
法
（
上
巻
）
』
（
　
粒
社
．
一
九
六
〇
年
復
刊
版
）
二
九
頁
〔
初
版
・
有
斐
閣
書
房
．
一
九
二
一
年
〕
。
稲
本
洋
之
助
鴨
民
法

　
　
翌
（
物
権
ご
（
青
林
書
院
新
社
・
現
代
法
律
学
講
座
1
0
．
一
九
八
三
年
）
五
二
頁
は
．
こ
れ
を
「
私
的
決
定
の
禁
止
」
と
表
現
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
ゆ
　
　
な
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ゑ

（
3
）
　
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
右
沿
革
的
・
歴
史
的
理
由
か
ら
は
．
物
権
法
定
主
義
が
．
専
ら
潮
脚
物
権
な
い
し
他
物
権
の
種
類
ヲ
内
容
の
限
定
に

　
　
関
す
る
原
則
一
換
言
す
れ
ば
．
当
事
老
に
よ
っ
て
所
有
権
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
舗
限
に
物
権
的
効
力
を
付
与
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
と
い
う

　
　
原
則
一
と
理
解
さ
れ
る
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
か
か
る
観
点
を
最
も
明
確
に
表
現
し
て
い
る
の
は
、
稲
本
・
前
掲
注
（
2
）
・
五
二
頁
．
鈴

　
　
木
禄
弥
『
物
権
法
講
義
（
三
訂
版
）
』
（
創
文
社
，
一
九
八
五
年
）
二
九
九
頁
。

（
4
）
　
こ
の
点
は
と
り
わ
け
不
動
産
に
お
け
る
登
記
制
度
の
構
造
を
念
頭
に
論
じ
ら
れ
、
先
の
第
二
点
に
お
け
る
過
去
の
封
建
的
拘
束
が
．
主
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ネ

　
　
不
動
産
に
関
し
て
問
題
と
な
っ
た
こ
と
と
相
良
っ
て
．
物
権
法
定
主
義
を
専
ら
不
動
産
を
念
頭
に
論
ず
る
学
説
も
少
な
く
な
い
。
最
も
顕
著
な
の

　
　
は
．
舟
橋
諄
一
『
物
権
法
』
（
有
斐
閣
・
法
律
学
全
集
1
8
、
一
九
六
〇
年
）
一
六
頁
．
舟
橋
諄
一
編
集
呪
注
釈
民
法
㈲
』
（
有
斐
閣
．
一
九
六
七
年
）

　
　
一
〇
二
頁
〔
徳
本
鎮
〕
、
篠
塚
昭
次
「
籍
簿
鶉
器
⇔
冨
蕊
蕊
（
物
権
法
定
主
義
）
に
つ
い
て
扁
『
論
争
民
法
学
1
』
（
成
文
堂
．
一
九
七
〇
年
）
四
一

　
　
五
頁
〔
初
出
・
法
嗣
、
ミ
一
九
六
五
年
七
月
号
〕
．
橿
悌
次
「
物
権
法
定
主
義
と
そ
の
現
代
的
意
義
を
検
討
せ
よ
」
奥
津
昌
道
膝
玉
沼
弘
毅
腱
米
倉

　
　
明
鮭
中
井
美
雄
1
1
那
井
健
踵
西
原
道
雄
一
1
有
容
態
編
『
民
法
学
2
《
物
権
の
重
要
問
題
》
』
（
有
斐
閣
双
書
、
一
九
七
〇
年
）
二
…
三
頁
、
谷
覇
知

　
　
平
「
環
境
保
全
と
物
権
の
創
設
』
谷
口
知
平
H
加
藤
一
隠
窓
『
新
版
・
民
法
演
習
2
物
権
』
（
有
斐
閣
ブ
ッ
ク
ス
．
一
九
七
九
年
）
二
頁
．
我
妻

　
　
栄
魏
有
泉
事
補
訂
『
新
訂
物
権
法
（
民
法
講
義
簸
ご
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
二
五
頁
。
右
の
如
き
視
点
が
，
ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
学

　
　
説
に
お
け
る
と
同
様
で
あ
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
が
．
し
か
し
な
が
ら
．
他
方
に
お
い
て
．
「
現
行
畏
法
の
認
め
て
い
る
動
産
物
権
の
種
類

　
　
が
不
動
産
物
権
の
そ
れ
に
比
し
て
少
な
い
．
す
な
わ
ち
動
産
の
用
益
物
権
が
現
行
民
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
理
由
も
．
主
と
し
て
占
有

　
　
の
公
示
力
が
登
記
ほ
ど
十
分
で
な
く
し
た
が
っ
て
間
違
い
を
起
こ
し
や
す
い
点
に
存
す
る
」
と
す
る
末
弘
・
前
掲
注
（
露
）
・
三
〇
頁
〔
註
一
〕
の

　
　
指
摘
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
　
㈲
穂
積
委
員
の
現
行
一
七
五
条
（
原
案
一
七
六
条
）
の
趣
旨
説
弱
に
関
し
て
は
．
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
懸
調
査
部
監
修
『
法
典
調
査
会
・
民

　
　
法
議
事
速
記
録
・
＝
（
商
事
法
務
研
究
会
・
瞬
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
亙
、
一
九
八
三
年
）
五
七
二
t
五
七
三
頁
、
広
中
俊
雄
『
物
権
法
〔
第
二



物権法定主義（七戸）

　
版
・
増
補
〕
瞼
（
青
林
書
院
・
現
代
法
律
学
全
集
6
．
一
九
八
七
年
）
一
五
一
一
六
頁
参
照
。
㈲
こ
こ
で
は
．
民
法
理
由
書
の
記
述
を
引
用
し
て
お

　
く
。
「
本
条
ハ
其
裏
面
ユ
於
テ
第
一
二
物
権
ハ
人
意
ヨ
ア
創
設
シ
得
サ
ル
ロ
ト
第
一
＝
物
権
ハ
慣
習
髄
一
依
リ
テ
成
立
シ
得
サ
ル
翼
ト
ヲ
示
シ
第
三

　
　
一
　
諸
国
ノ
法
律
笄
二
学
説
上
二
存
ス
ル
疑
義
ノ
一
点
即
チ
質
権
．
留
置
権
．
先
取
特
権
ノ
如
キ
ハ
人
権
ナ
リ
カ
螺
子
物
権
ナ
ル
カ
ノ
疑
問
ヲ
決
定

　
　
シ
テ
此
等
ノ
権
利
ハ
本
法
一
一
依
リ
テ
物
権
タ
ル
コ
ト
ヲ
示
シ
タ
リ
」
（
『
未
定
稿
本
／
民
法
草
案
理
由
書
隔
一
五
七
頁
、
広
中
俊
雄
編
著
『
属
法
修

　
　
正
案
（
前
三
編
）
の
理
由
書
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
二
～
七
頁
）
。

（
6
）
　
判
例
・
学
説
の
詳
細
に
関
し
て
は
．
前
掲
文
献
の
他
．
川
島
武
宜
門
近
代
法
の
体
系
と
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
」
『
輪
島
武
宜
著
作
集
（
第
九
巻
ご

　
　
（
岩
波
書
店
．
～
九
八
六
年
）
三
〇
二
頁
〔
初
出
・
法
協
七
六
巻
爵
号
（
一
九
五
八
年
）
〕
、
中
馬
義
直
「
民
法
三
酉
七
十
五
条
論
e
～
⇔
」
鹿
児
島

　
　
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
九
号
四
〇
頁
．
五
〇
頁
．
六
一
頁
（
一
九
五
九
年
）
．
鈴
木
一
郎
「
民
法
一
七
五
条
と
慣
習
法
』
東
北
学
院
大
学
論
集

　
　
（
経
済
学
〉
四
一
号
一
六
三
頁
（
一
九
六
二
年
）
．
甲
斐
道
太
郎
「
慣
習
法
上
の
物
権
」
『
法
学
教
室
（
第
一
期
）
』
七
号
一
三
〇
頁
（
一
九
六
三
年
）
．

　
　
水
木
浩
「
慣
習
法
上
の
物
権
』
柚
木
馨
巨
谷
口
知
平
1
一
加
藤
一
郎
翼
翼
田
喜
久
夫
編
白
蔓
補
版
〕
判
例
演
習
・
物
権
法
』
（
有
斐
閣
．
一
九
七
三

　
　
年
）
一
頁
．
中
尾
英
俊
門
物
権
法
定
主
義
」
星
野
英
一
編
集
代
表
『
民
法
講
座
2
物
権
ω
隔
（
膚
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
一
頁
，
高
島
平
蔵
「
慣

　
　
習
法
と
物
権
漏
遠
藤
浩
1
1
川
井
健
雛
西
原
道
雄
編
『
演
習
民
法
（
総
則
・
物
権
ご
（
青
林
書
院
・
新
法
律
学
講
座
4
．
一
九
八
九
年
）
三
三
五
頁
、

　
　
小
林
三
衛
「
〔
判
例
評
釈
〕
慣
習
法
上
の
物
権
一
温
泉
専
用
権
」
『
畏
法
判
例
百
選
圏
総
則
・
物
権
（
第
三
版
）
』
（
一
九
八
九
年
）
一
〇
照
頁
参

　
　
照
。

（
7
）
　
最
も
端
的
な
主
張
は
、
物
権
法
定
主
義
は
今
日
に
お
い
て
は
も
は
や
破
棄
さ
れ
る
べ
き
無
用
の
原
則
で
あ
る
と
す
る
篠
塚
・
前
掲
注
（
唾
）
∴

　
　
三
頁
。

（
8
）
　
我
が
一
七
五
条
を
フ
ラ
ン
ス
民
法
五
四
三
条
の
継
受
と
解
す
る
の
は
．
原
沼
慶
吉
黒
蓋
石
井
良
助
編
『
日
本
民
法
典
の
歴
史
的
素
描
』
（
創
文

　
　
社
、
一
九
五
酉
年
）
九
二
頁
、
こ
れ
に
対
し
て
．
ド
イ
ツ
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
の
立
場
の
双
方
を
継
受
し
た
と
見
る
の
は
．
中
尾
・
前
掲
注
（
6
）
・

　
　
二
頁
。

（
9
）
稲
本
・
前
掲
注
（
2
）
・
五
二
頁
。

（
1
0
）
　
中
尾
・
前
掲
注
（
6
）
・
一
頁
。

（
1
1
＞
　
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ジ
ュ
オ
ソ
・
デ
・
鷺
ン
グ
レ
1
1
一
福
井
勇
二
郎
訳
「
対
物
権
と
対
人
権
の
区
別
に
関
す
る
史
的
考
察
⇔
完
」
法
協
五
九
巻
三

　
　
号
四
二
頁
二
九
四
一
年
）
．
實
方
正
登
霞
木
村
健
助
昌
高
木
多
喜
男
補
訂
『
外
圏
法
典
叢
書
㈲
・
仏
蘭
西
民
法
頭
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
年
復

　
　
刊
版
・
一
九
八
八
年
復
刻
版
）
九
一
一
〇
頁
〔
二
方
正
雄
〕
．
中
馬
・
前
掲
注
（
6
）
・
五
九
葺
．
篠
塚
・
前
掲
注
（
爆
）
・
獲
頁
，
本
文
引
用
は
、

　
　
星
野
・
前
掲
注
（
1
＞
二
一
頁
。
も
っ
と
も
．
米
倉
明
「
流
勤
動
産
譲
渡
担
保
論
一
班
⑭
」
北
大
法
学
論
集
二
〇
巻
四
号
八
三
頁
注
（
2
3
）
（
一
九

613
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知
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限
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-
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限
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あ
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を
問
題
と
せ
ず
!LJ.第
三

者
に
対
し
て
対
抗
し
得
る
こ
と
p
こ
の
点
は
ま
た
C
公
示
さ
れ
た
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
.
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る

｢対
抗
｣
理
論
の
発
展
経
絡
と
内
容
に
つ
い
て
は
p
七
戸

｢『対
抗
』
の
フ
ラ
ン
ス
法
的
理
解
-

不
動
産
物
権
を
中
心
に
～

｣
慶
大
院

法
学
研
究
科
論
文
集
二
六
号
六
五
頁

二

九
八
七
年
)
参
照
｡

(98
)

M
ARTY
et
R
A
Y
N
A
U
f).
O
P
T
C
it
‥

n
rJ
8
,
p
.
1
6
.
P
I,A
N
TO
rJ
et
R
〓
UH
R
T
[
P
TCA
昌
]〉
O
P
.
Cit.､
n
o
4
8
,
p
1
5
5
.
も
同
様
の
問
題
意
識
に
基
づ

く
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

(9
)

B
zIU
D
AN
T
,
Op
.
Cit.,
n
rJ
7().p
p
1
63ふ
4
(
一
八
五
五
年
三
月
二
三
日
法
五
条
は
'
損
当
所
に
対
し
て
'
請
求
者
に

｢前
条
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
謄
記
及
び
記
載

(m
en
tion)｣
の
報
告
書

(賢

覧
)
を
交
付
す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
O
な
お
p

l
九
五
五
年

1
月
四
日
デ
タ

レ
に
ょ
る
二
li
九
六
条
の
改
正
条
文
参
照
)
;
A
U
B
RY
et
R
A
U
,
O
p
.
Cit..
7(･'
6d.[ltsM
AlN
],
bT
t72
,
n
r'
5
9
.
p
1
93;
W
EIL
L
.
O
P
.
C
it
.〉
n
r'

t
O
.
p
.
)
4
.

(t
)

P
L
A
N
IO
L
e
t
R
IPEltT
[p
-c
A
Rr)],
O
P
.
Cit..
n
o
4
8
,
p
.
5
5
,
n
ote
())
(
li
九
三
八
年
六
円
二
八
日
法
律
以
前
に
'
各
階
に
分
割
さ
れ
た
家
屋

の
共
有

の
謄
記

の
例
)
｡
更
に
p

星
野

こ
別
掲
注
(-
)
こ

1
頁

は

｢公
示
技
術
上
こ
れ

〔-

新
た
な
権
利
の
公
示
〕
が
可
能
で
そ
の
な
さ
れ
て

い
る
限
り
で
差
支
え
な
い
わ
け
で
あ
り

(
プ
ラ
ソ
ス
の
よ
う
な
証
書
の
編
綴
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
と
れ
ば
か
ま
わ
な
く
な
る
)
｣
と
さ
れ
る
.

(1-1
)

こ
こ
で
は
更
に
p
A
L
鼠
に
お
い
て
e
登
記
官
が
登
記
さ
れ
る
権
利
内
容
に
つ
き
審
査
権
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
債
権
の
物
権
化
の
根
拠
と

な

っ
て
い
た
こ
と

(前
掲
注
(2
))
C
ま
た
P
B
G
叢
に
お
い
て
Q
登
記
能
力
あ
る
権
利
が
敢
格
に
物
権
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
物
権
法
定

主
義
の
論
拠
と
な
っ
て
い
た
こ
と

(前
掲
注
(舶
)
)
を
想
起
さ
れ
た
い
O

(班
)

我
が
国
の
学
説
で
は
p
例
え
ば
も
星
野

こ
別
掲
注
(-
)
二

一
-
〓

一貫
ほ
も
物
権
法
定
主
義
の
観
拠
と
し
て
e
公
示
の
側
面
の
み
を
挙
げ
た

場
合

｢当
事
者
間
で
は
､
ど
の
よ
う
な
物
権
を
設
定
し
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
に
な
る
O
そ
こ
で
第
二
に
p
当
事
者
間
に
お
い
て
も
p
所
有
権
を



物権法定主義 (七戸)

制
限
す
る
よ
う
な
強
力
な
物
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
p
所
有
権
尊
重
の
思
撃
に
よ
る
こ
と
が
わ
か
る
｣
と
さ
れ
る
｡

(1-
)

Pu
pE
R
T
et
B
o
U
L
A
N
G
TCR
.
Op.
CitI.
n
.'
2
2
2
6
,
p
1
7
8
1
;
A
u
BrtY
Ct
R
A
U
,
o
p
.
cit..
r

id
.
[E
sM
A
IN
],
$
17
2
,
n
o
5
9
,
p
.
g
t
･.
L
A
ヂ

R

()U
ME
T

.

OP
.
Cit..
n
r'
5
2
,
p
p
1
3
5
-
36
.

(肌
)

T
zul]rZJI-TAR
D
,
E
x
p
()S6
d
e
m
otifs,
d
a
m
s
s6a
n
ce
d
u
C
orps

L
かg
ista
tif
d
u
25
n
iv
ose
a
n
X
II
‥
L
oc監

(J
ea
n

G
u
itta
u
m
,
b
a
ron

d
e
B
oissy
),
I,a
L
かg
ista
tion
civ
it.
co
m
m
ercia
te
et
c
rimi
n
ette
d
e
ta

F
ra
n
ce,
ou

com
m
en
ta
irc
et
com
p
r6m
en
t
d
es
cod
es

fra
n
爪a
is一
t.
8
,
)8
27
.
p
1
5
4
.
V
oy
.
M
A
ZE
^
m
,
O
p
t
Citこ
5
.=
6d
.
[r)FJ
J
U
G
L
A
P.T],
n
rJ
t2
87
.
p
.
5
.
n
ote
(2)･,
7
r;
6d
.
[
CH
A
B
A
S],
n
rJ
t2
87
,

p
.
4
,
n
ote
(2).

(1-5
)

J
ossE
R
A
N
D
,
Op
.
Cit..
n
EJ
t3
3
7
,
p
.
6
6
g
;
P,F.U
D
A
N
T.
OP
I
Citこ
n
r)
70
,
p
.
64
;
W
Zm
JL
,
Op
.
Cit..
n
o
t0
,
p
.
]4
.

(捕
)

A
U
r3ftY
et
R
A
U
,
Op
.
Cit.,
6
(l
ed
.
[B
^
R
T
rN

],
抑
]7
2
,
n
r)
5
9
,
n
ote
(1
q
u
a
ter
).
pp
.
7
2-
7
3
,
V
oy
.
r
･.
6d
.
[E
sM
A
IN
],
S
17
2
,
n
TJ
59
.

p
-
g
t
n
ote
()2
).

(描
)

W
r)】LF
F･R
^
7SI.]P"
a
.
a
.
0
.,
抑
2
1i
t.
S
.
g

A
n
n
.
(IO)
;
F
r:TO
D
,
a
.
a
.
0
..
抑
64
V
,
3
A

2(),
S
.
8
8
3
.

ヽ

(1
)

B
()Zss｡N
A
r)E
D
T]
F
oN
T
^
M
P,777
(G
u
sta
v
e
f]mi
te)〉P

rojet
d
e
C
od
e
civ
it
p
ou
r
t'em
p
ire
d
u
J
a
p
o
n
a
ccom
p
a
g
n
6
d
'u
n

com
m
en
･

ta
ire
,
trr･云
d
-.
t.
I.
)8
8
0
,
p
.
5
;
2(:
6d
-.
t.
i,
tB
P,2
.
n
r'
5
,
p
.
2
3
;
n
ou
v
.
6d
.,
t.
(,
18
9
(),
n
rJ
.C,,
p
.
tg
(記
述
に
変
更
な
し
)
‥
C
od
e

civ
it
d
e
t'cm
p
ire
d
u
,Ja
p
()n
a
ccom
p
a
g
n
pl
d
'u
n
ex
p
()Si
d
es
m
()tifs,
i.
ti一
489
1.
p
.
4
.
,な
お
'
プ

ロ
ジ

ェ
の
他
の
や
-
の
箇
所
に
お

い
て
は
､
参
照
条
文
の
引
用
が
見
ら
れ
る
が
0
本
条
に
関
し
て
は
p
こ
れ
が
存
在
し
な
い
点
が
p

コ
ー
ド

◎
シ
ヴ
ィ
ル
五
四
三
条
と
の
関
連
を
問

う
･上
で
注
目
さ
れ
る
o
更
に
.
d
N
()u
v
elle
bd
ition
r
末
尾
の

＼
T
ab
te
d
c
con
cod
a
n
cc
d
e
ta
toi
fra
n
のa
is
a
v
ec
te
p
rojety

に
は
'
両

条
と
も
載

っ
て
い
な
い

(i.
叫}
p
.
6
8
5
.)
O
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
勺
五
四
三
条
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
を
物
権
額
塾
の
制
限
規
定
と
は
考
え
な
か

っ
た

よ
う
で
あ
る
O

(
1
)

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

『法
律
取
調
委
員
会
す

民
法
草
案
財
産
編
再
調
査
薬
議
事
筆
記
』

(

商
事
法
務
研
究
会

◎
日
本
近
代
立

法
資

料
叢
書
11
も

1
九
八
八
年
)
四
頁

〔実
作
麟
祥
委
員
〕
O

(C
J
E
)

B
()LSSO
N
^
D
EL,
P
rojet.
trrp
bd
1.
t.
I,
p
.
6
;
2
':
bd
I.
t.
I,
n
｡
5
,
p
.
23
･,
n
otlV
.
6d
.,
i.
I.
n
E'
5
,
p
.
tg.
(記
述
に
ほ
と
ん
ど
変
更
な

113112111

し
)B

oIS
SON
A
D
E
,
E
x
p
os
6,
i.嵩

,
p
.
5
.

:･.I.-

‥

l
･
･.･=
二
二
･

二
.･

I･

二
･
!･.
こ

(･l
･

･･
I.
.I-
…

=
-
=
'･

-

.･
･
二
･
"
･;･
.

.

.一･
ニ

ー

/
･
''･
'
･
.
･
.

一･_I

B
o
ISSON
A
D
E
,
E
x
p
ose,
i.
H
,
p
.
5
.
そ
の
結
果
Q
旧
民
法
に
お
け
る
永
債
権
(
-

永
小
作
権
)
｡
地
上
権
は
､
賃
借
権
の

1
類
型

(長
期
賃
貸



(班
)

(115
)

(描
)

(117
)

(Ⅲ
) 倍

)
と
し
て
条
文
上
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
o

〔C)

Br,
r
s

s,)N
A
lW
3,
P
t･oje
t

}

2

r:
6
d
.,

i

.
I
,

n
rJ
7
,
p.
2

-l･,
no
u
v
.
b
d
.,

i
.

Ⅰ,
n
r.
7,
pp1
2
()
･
2
)

へ初
版
に
記
述
な
し
∵
LLj
･;0/

第
二
版
と
新
版
の

甜

間
で
は
記
述
!LJ+変
更
な
し

)
…
E
x
p
r)S6,
i.
Il〉
p
.
5
.

米
倉

こ
別
掲
注
(冒
)
◎
五
五
頁
〇
五
七
京
O

明
治
二
六

二

八
九
三
)
年
五
月
二
六
日

◎
第
三
回
主
査
会
｡
『法
典
調
査
会

&
民
法
主
査
会

議
事
速
記
録

二

』
(日
本
学
術
振
興
会
p

一
九

二
七
年
写
了
)

一
〇
五
T
o

か
か
る
表
現
の
由
来
か
ら
す
れ
rJW;

明
治
二
七

(
一
八
九
四
)
年
五
月
二
二
日
◎
第

一
四
回
調
査
委
員
会
で
の
審
議
に
お
い
て
p

一
七
五
条
が

｢立
法
者

二
対
シ
テ
之
ガ
検
束
ス
ル
｣
趣
旨
か
可
と
の
疑
問
が
穂
積
八
束
委
員
か
ら
投
起
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ

っ
た
O
な
お
o
こ
れ
に
対
し
て
p

趣
旨
説
明
書
で
あ
る
穂
積
陵
墓
委
員
は

｢此
民
法
ノ
1
箇
条
デ
立
法
者
ヲ
縛
''(
ル
ト
カ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
横
着
ナ
考

へ
ハ
毛
頭
ア
リ
マ
セ
ヌ
｣
と
回
答

し
て
い
る

(『法
典
調
査
会
や

民
法
議
事
速
記
録
中

一
』
こ
別
掲
注
(5
)
⑳
五
七
四
京
)
a

甲

言
号
議
案
に
関
す
る
明
治
二
六

(
一
八
九
三
)

年
七
月
四
日
◎
第
三
回
民
法
総
会
に
お
け
る
磯
部
四
郎
発
言
｡
『法
典
調
査
会

◎
民
法
総
会

議
事
速
記
録

二

』
(日
泰
学
術
振
興
会
p

一
九
二
六
年
写
了
)
八
七
丁
表
｡

諸
外
国
に
お
け
る
物
権
法
定
主
義
の
採
周
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
ご
別
掲
注
(6
)
に
掲
げ
た
文
献
参
照
Oな
お
Q
s
cH
LEG芦
BERG宗
-

G
〓nSF.tLl山.
a
.
a
d
o
.-
S
1
4
3
1
.,
P
LA≡
OI,
Ct
PupTm
T
[P
IC昌
D],
()P.
Cit.,
n
E'
4
8
,
p
1

5[t
note
())
に
ょ
rrJ,..は
t
T
十
七
､′二
丁
ノ
民
法

J.PIE.･]

我
が

1
七
五
条
と
同
様
e
正
面
か
ら
物
権
法
定
主
義
を
明
宏
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が

(二
〇
五
三
条
)
p
遺
憾
な
が
ら
そ
の
内
容
を
直
接
確
認
で

き
な
か
っ
た
｡

例
え
ば
勺
広
中

こ
別
掲
注
(5
)
二
二
三
京
O
も

っ
と
も
p
広
中
教
授
は
も

一
七
五
条
の
文
言
が

｢創
設
ス
ル
｣
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
p
起
草

者
の
意
図
に
も
拘
ら
ず
p
同
条
は
専
ら
人
の
行
為

(-
合
意
に
よ
る
物
権
の
創
設
)
を
規
律
す
る
こ
と
に
な
り
P
そ
の
結
果

｢物
権
が
慣
習
に
ょ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

っ
て
生
じ
う
る
か
ど
う
か
は
民
法
に
規
定
の
な
い
事
項

〔
=
法
例
二
条
p
な
お
圏
点
は
原
文
〕
と
な
っ
た
｣
と
さ
れ
る
(同
賞
)
O

『法
典
調
査
会
ゆ

民
法
主
査
会
議
事
速
記
録
二

』
こ
別
掲
注
(63
)
d
H

九
丁
襲
-

一
二
〇
丁
褒

(袋
搾
鱗
禅
p
関
都
芳
各
委
員
の
発
言
)
O

明
治
三
〇

二

八
九
七
)
年

二

一月

1
日

◎
法
例
第
二
回
O
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

『法
典
調
査
会
◎

法
例
議
事
速
記
録
』

(商
事
法
務
研
究
会
◎

日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
班
p

一
九
<
六
年
)
三
六
賞
｡
も

っ
と
も
p
｢漁
業
法
ノ
制
定
上
京
フ
仰
セ
デ
ア
-
マ
ス
ガ
丁
度

漁
業
法
ガ
出
来
テ
屠
リ
マ
ス
明
治
八
年

二
習
慣

二
億
ツ
テ
取
締
レ
ト
云
フ
コ
-
デ
ア
リ
マ
ス
｣
と
の
都
筑
馨
六
委
員
の
発
言
も
あ
り
(三
七
京
)
p

実
際
に
は
も
漁
業
権
は
p
審
議
の
時
点
に
お
い
て
既
に
法
例
二
条
に
い
う

｢法
令
ノ
規
定

二
依
-
テ
認
メ
タ
ル
モ
ノ
｣
の
率
に
入
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
｡
但
し
p
中
尾

こ
糾
掲
注
(6
)
こ
ハ
京
注
(6
)参
照
O



物権法定主義 (七戸)

(I-a
)

(描
)

(描
)

(描
)

(捕
)

川
島

⑳
前
掲
注
(6
)
二
三

三
京
o

Sc

}IL7IG芦
BE
rtG
LCr,r
G岩
S買
ZC.
a
.
a
1
0
こ
S
.
4
29
に
よ
離
.は
'
比
較
法
的
に
は
.
物
倍
法
定
主
義
を
厳
格
に
解
す
る
法
制
に
お
い
て
は
'
①
物

権
の
類
型
が
非
常

に
多
い
か
o
②
あ
る
い

は
物
権
餅
塾
が
少
な
い
場
合
に
は
p
個
々
の
添
塾
の
内
部
に
お
い
て
契
約
爵
由
が
広
く
保
障
さ
れ
て
い

る
た
め
Q
各
国
の
法
制
度
の
相
違
は
勺
実
際
に
は

1
風
し
た
ほ
ど
大
き
-
な
い
と
い
う
O
し
か
し
な
が
ら
p
日
本
法
に
お
い
て
は
句
①
例
え
ば
ド

イ
ツ
と
比
較
し
た
場
合
に
物
権
類
型
が
圧
倒
的
に
少
な
い
に
も
拘
ら
ず
p
②
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
よ
う
な
準
定
物
権
の
枠
内
で
の
形
式
の
菌
由

が
存
在
し
な
い
o

と
り
わ
け
D
層
人
所
有
地
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対
す
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会
権
的
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周
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問
題
と
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っ
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い
る
事
案
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お
い
て
S
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利
周
形
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落
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地
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す
る
そ
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に
異
な
ら
な
い
よ
う
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場
合
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や
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所
有
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に
対
す
る
入
会
権
利
周
に
対
し
て
も
e
入
会
権
の
規
定
を
畜
産
的
に
適
周

(な
い
し
額
推
適
周
)
し
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
O
な
お
も
当
該
権
利
が
入
会
権
と
評
価
さ
れ
た
場
合
に
は
甘
二
重
譲
渡
紛
争

(級

述
③
潮
)
に
お
い
て
は
も
も
は
や
登
記
な
-
し
て
第
三
者
に
対
抗
し
得
る
.

こ
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判
例
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京
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⑳
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①
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過
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す
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ソ
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磯
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菱
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梅
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｣
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す
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す
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②
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れ
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近
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ど
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独
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す
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さ
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す
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す
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ボ
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右
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