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民
法
規
範
の
抽
象
的
性
格
に
つ
い
て

原

島

重

義

一二三

実
定
法
規
範
に
内
在
す
る
「
抽
象
的
性
格
」

封
建
・
近
代
・
独
占
と
「
抽
象
的
性
格
」

「
抽
象
的
性
格
」
そ
の
も
の
の
推
移

一
　
実
定
法
規
範
に
内
在
す
る
「
抽
象
的
性
格
」
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一
　
こ
ん
に
ち
法
解
釈
学
に
従
事
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
制
度
や
法
規
範
の
も
つ
社
会
的
意
味
や
そ
の
変
化
に
つ
い
て
論
じ
な
い

　
　
者
は
い
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
公
序
良
俗
：
公
共
の
福
祉
・
信
義
誠
実
・
権
利
濫
用
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
一
般
条
項
の
解
釈
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も

　
　
に
と
く
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
っ
て
も
、
判
例
を
素
材
に
し
て
当
該
法
規
範
が
適
用
せ
ら

　
　
る
べ
き
紛
争
の
型
、
そ
こ
で
衝
突
し
て
い
る
生
活
利
益
の
具
体
的
な
型
を
分
析
・
整
理
し
て
、
い
ず
れ
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
か
を

　
　
論
ず
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
具
体
的
利
益
衡
量
以
上
に
出
な
い
場
合
が
多
い
。
　
そ
こ
で
は
、
解
釈
・
適
用
さ
る
べ
き
法
規
範
の
内
容
は
一

　
義
的
に
決
め
ら
れ
ぬ
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
当
該
法
規
範
は
い
ろ
い
ろ
な
社
会
的
意
味
を
も
ち
う
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
規
範
命
題
そ
れ

説　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
．
）

　
　
じ
た
い
は
抽
象
的
・
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
共
通
の
体
験
的
確
認
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
当
該
法
規
範
の
多
様

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…

　
　
な
適
用
事
例
の
う
ち
、
ど
の
場
合
が
も
っ
と
も
社
会
的
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
評
価
と
位
置
づ
け
は
、
た
い
て
い
残
さ
れ
た
ま
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論説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
、

ま
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
法
規
範
の
変
化
が
論
ぜ
ら
れ
る
場
合
、
た
と
え
ば
通
常
、
市
民
法
上
の
三
大
原

則
と
さ
れ
る
所
有
権
絶
対
・
契
約
自
由
・
過
失
責
任
が
、
社
会
の
発
展
と
と
も
に
こ
う
む
る
変
化
を
所
有
権
の
社
会
的
制
限
・
契
約
自
由

の
制
限
・
無
過
失
責
任
と
し
て
と
ら
え
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
言
葉
そ
れ
じ
た
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
態
様
に
お
い
て
も
社
会
的
意
味
に
お

い
て
も
新
し
く
か
つ
多
様
な
変
化
を
と
げ
た
法
規
範
を
、
た
ん
に
一
つ
の
か
た
ち
に
要
約
し
た
に
す
ぎ
ず
、
き
わ
め
て
内
容
の
乏
し
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
訳
に
は
ゆ
か
な
蟻

　
二
　
右
の
こ
と
は
、
法
解
釈
を
な
す
に
当
っ
て
は
、
法
規
範
命
題
そ
の
も
の
の
形
式
的
・
抽
象
的
な
性
格
と
つ
ね
に
抵
抗
し
て
、
逆
の

方
向
へ
、
つ
ま
り
社
会
的
事
実
・
社
会
的
素
材
へ
と
接
近
す
る
姿
勢
を
自
覚
的
に
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
，
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
個
々
の
法
制
度
や
法
規
範
は
、
実
定
法
体
系
と
し
て
の
諸
規
範
命
題
の
法
形
式
的
・
論
理
的
連
関
の
中
に
お
い
て
で
は
な

く
、
社
会
そ
の
も
の
の
中
に
お
け
る
位
置
と
役
割
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
内
的
・
必
然
的
連
関
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
の
社
会
科
学
的
研
究
と
か
、
法
社
会
学
と
法
解
釈
学
の
架
橋
と
か
い
わ
れ
る
こ
と
の
う
ち
に
も
、
暗

黙
の
う
ち
に
、
私
の
い
う
法
の
社
会
的
意
味
、
つ
ま
り
、
法
現
象
を
貫
く
客
観
的
な
社
会
法
則
を
ひ
き
だ
す
こ
と
と
、
紛
争
を
解
決
す
る
た

め
に
解
釈
・
適
用
せ
ら
る
べ
き
法
規
範
を
実
定
法
の
中
に
見
出
す
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
別
の
作
業
で
あ
る
と
い
う
二
元
論
が
了
解
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
一
定
の
法
規
範
は
現
実
に
は
多
様
な
、
　
場
合
に
よ
っ
て
は
矛
盾
し
た
社
会
的
意
味
に
お
い
て
さ
え

…
機
能
す
る
。
し
か
し
、
法
解
釈
学
に
あ
っ
て
は
、
法
規
範
そ
の
も
の
を
こ
の
よ
う
な
社
会
的
矛
盾
の
表
現
と
見
て
、
そ
の
矛
盾
そ
の
も
の

の
内
的
構
造
・
法
則
を
引
き
出
す
こ
と
を
ほ
ん
ら
い
の
任
務
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
定
の
法
規
範
が
具
体
的
・
社
会
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヵ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
は
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
機
能
し
た
と
し
て
も
、
実
定
法
規
範
を
解
釈
・
適
用
す
れ
ば
論
理
的
に
矛
盾
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
し

て
構
成
し
説
明
す
る
こ
と
が
解
釈
学
の
立
場
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
法
社
会
学
と
法
解
釈
学
と
が
安
易
に
結
合
さ
れ
る
と
、
法
解

釈
論
の
な
か
に
社
会
的
実
態
を
と
り
入
れ
、
か
っ
こ
れ
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
法
社
会
学
的
研
究
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
た
り
、
さ

29　（1●22）　22



　
　
ら
に
ま
た
、
解
釈
学
の
課
題
と
直
接
・
関
係
せ
ず
、
解
釈
に
役
立
た
な
い
固
有
の
意
味
で
の
法
社
会
学
的
研
究
の
必
要
性
が
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
な
ほ

　
　
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
事
態
も
生
ず
る
、
と
警
告
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

　
　
　
三
呈
の
よ
う
に
、
も
し
、
実
窪
規
範
の
社
会
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
の
法
解
釈
学
の
限
界
（
乳
驚
袈
簾
炉
灘
鎌

　
　
魏
の
）
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
当
然
に
、
法
解
釈
学
者
の
態
度
・
方
法
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
．
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へ

　
　
定
法
の
中
に
、
法
解
釈
に
従
事
す
る
者
を
し
て
社
会
的
実
体
か
ら
の
疎
隔
国
内
鼠
戸
㊦
ヨ
α
§
σ
q
を
余
儀
な
く
せ
し
め
る
も
の
が
客
観
的
に
存

　
　
ヘ
　
　
ヵ
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ヘ
　
　
へ

　
　
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
実
定
法
規
範
そ
の
も
の
の
抽
象
的
性
格
は
、
法
規
範
が
具
体
的
紛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

　
　
争
を
解
決
す
る
た
め
に
は
つ
ね
に
そ
の
解
釈
に
よ
る
具
体
的
規
範
の
発
見
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
意
味
で
抽
象
的
な
の
で
は
な
い
。
実

　
　
定
法
の
法
形
式
的
構
成
物
の
中
に
あ
る
論
理
体
系
を
明
ら
か
に
し
た
と
し
て
も
、
　
法
現
象
を
貫
く
社
会
法
則
を
把
握
し
た
こ
と
で
は
な
．

　
　
く
、
わ
れ
わ
れ
は
な
お
、
つ
ね
に
実
定
法
と
社
会
的
素
材
と
の
連
関
回
復
を
繰
り
返
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
意
味
で
抽
象
的
な
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り

　
　
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
実
定
法
と
社
会
的
素
材
と
の
連
関
を
根
本
的
に
回
復
せ
ん
が
た
め
に
は
、
実
定
法
規
範
の
抽
象
化
の

　
　
も
　
　
　
へ
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ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
し

　
　
根
源
そ
の
も
の
を
つ
き
と
め
る
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
私
が
こ
こ
に
あ
え
て
民
法
規
範
の
抽
象
的
性
格
と
い
う
言
葉
を
つ
か
う
の
も
、

　
　
こ
ん
に
ち
す
で
に
常
識
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
こ
ろ
の
、
民
法
を
基
礎
法
と
す
る
財
産
法
を
も
っ
て
「
商
品
交
換
洋
間
の
形
式
的

　
　
平
等
の
抽
象
的
劃
一
的
規
範
体
系
」
と
み
る
性
格
規
定
を
利
用
し
、
か
つ
そ
れ
を
よ
り
具
体
的
に
検
討
し
た
い
が
た
め
で
あ
・
る
。
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
う
に
し
て
、
法
解
釈
に
従
事
す
る
と
き
に
も
見
失
な
わ
な
い
よ
う
な
財
産
法
全
体
へ
の
連
関
を
手
繰
る
い
と
ぐ
ち
を
得
た
い
と
思
う
。
も

　
　
ち
ろ
ん
本
稿
億
、
私
の
能
力
と
加
う
る
に
ス
ペ
ー
ス
の
制
限
に
よ
っ
て
、
論
点
も
論
証
も
ご
く
限
ら
れ
た
ま
っ
た
く
の
覚
え
書
に
し
か
す

　
　
ぎ
な
い
。
し
か
し
一
還
謄
に
さ
い
し
て
青
山
道
夫
教
授
に
捧
げ
る
に
あ
た
り
、
教
授
の
学
問
が
つ
ね
に
人
聞
と
社
会
に
対
す
る
あ
つ
い
顧

説　
　
慮
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
想
い
つ
つ
、
こ
の
機
会
に
と
も
か
く
も
書
き
と
め
て
み
た
い
。

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

　
　
　
（
一
）
　
し
た
が
っ
て
、
一
般
条
項
に
関
す
る
さ
い
き
ん
の
解
釈
学
的
考
察
は
、
当
該
規
範
の
内
容
を
統
一
的
・
一
義
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
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論説
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へ
　
　
も

　
　
る
こ
と
を
明
確
に
意
識
し
て
、
こ
れ
を
機
能
的
観
点
か
ら
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
の
も
つ
意
味
を
検
討
し
、
そ
の
適
用
上
の
限
界
を
明
ら
か

　
　
に
し
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
権
利
濫
用
論
に
関
し
て
、
幾
代
通
「
『
権
利
濫
用
』
に
つ
い
て
」
　
（
法
政
論
集
一
巻
二
号
）
・
鈴
木
禄
弥
「
財
産

　
　
法
に
お
け
る
『
権
利
濫
用
』
理
論
の
機
能
」
　
（
法
律
時
報
三
〇
巻
一
〇
号
）
、
信
義
則
に
つ
き
、
好
美
清
光
「
信
義
則
の
機
能
に
つ
い
て
」
　
（
一
橋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

　
　
論
叢
四
七
巻
二
号
）
な
ど
参
照
。
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
な
に
も
一
般
条
項
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
解
釈
論
一
般
に
つ
い
て
い
え

　
　
る
こ
と
で
あ
る
。
当
該
規
範
の
具
体
的
適
用
場
面
に
お
け
る
利
益
衡
量
の
型
を
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
衡
量
の
背
後
に
あ
る
価
値
基
準
を
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
も
　
　
へ

　
　
べ
て
統
一
的
に
体
系
化
す
る
こ
と
は
、
社
会
総
体
と
の
民
法
規
範
の
関
連
を
と
り
扱
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
す
で
に
現
在
の
法
解
釈
学
の
領
域
を
こ
え

　
　
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
Q

（
二
）
　
た
と
え
ば
、
法
律
行
為
の
効
力
発
生
要
件
に
関
す
る
規
範
に
例
を
と
る
な
ら
ば
、
こ
の
規
範
の
機
能
す
る
場
面
は
、
　
「
内
容
の
適
法
」
の
要
件
に
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
セ
　
　
も

　
　
つ
い
て
は
、
そ
の
中
で
の
「
強
行
規
定
に
違
反
し
な
い
こ
と
」
と
い
う
要
件
一
っ
を
と
っ
て
み
て
も
、
お
よ
そ
民
法
上
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
強
行
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
定
に
関
連
し
て
問
題
を
生
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
範
の
社
会
的
意
味
を
総
括
す
る
に
は
、
た
と
え
ば
、
物
権
法
定
主
義
、
利
息
制
限
法
、
借
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
も

　
　
地
・
借
家
法
、
家
族
法
な
ど
の
強
行
規
定
の
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
な
機
能
の
評
価
と
そ
の
綜
合
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
「
内
容
の
社
会
的
妥
当
性
」

　
　
と
い
う
要
件
（
1
1
民
法
九
〇
条
の
公
序
良
俗
）
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
　
同
じ
く
ま
た
、
た
と
え
ば
、
婚
姻
・
親
子
関
係
、
臓
物
故
買
・
談
合
行

　
　
為
、
暴
利
行
為
、
芸
娼
妓
な
い
し
売
春
契
約
、
営
業
自
由
の
制
限
行
為
、
賭
博
行
為
な
ど
の
広
汎
な
分
野
に
わ
た
っ
て
問
題
に
な
る
。
そ
の
う
ち
の

　
　
暴
利
行
為
一
つ
を
取
っ
て
み
て
も
、
こ
の
場
合
の
民
法
九
〇
条
の
社
会
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
あ
る
程
度
わ
が
国
で
の
前
期
的
な
高
利
黛

　
　
資
本
の
消
長
と
役
割
と
を
認
識
し
評
価
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
を
測
定
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
要
求
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
前
提
を
充
た
．

　
　
し
た
上
で
、
当
該
規
範
が
無
体
的
に
機
能
す
る
各
事
例
・
各
分
野
の
相
互
関
連
を
綜
合
的
に
・
構
造
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
現
在
の
法
解
釈
学
の
枠

　
　
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。

（
三
）
　
所
有
権
の
社
会
的
制
限
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
所
有
者
の
物
資
利
用
義
務
（
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
五
三
条
・
一
五
五
条
参
照
）
や
労
働
者
の
企
、

　
　
業
経
営
参
加
権
（
同
一
六
五
条
参
照
）
を
内
容
と
す
る
ワ
イ
マ
ー
ル
的
な
所
有
権
制
限
や
、
さ
ら
に
敗
戦
前
の
経
済
統
制
法
令
に
よ
る
制
限
を
も
、
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論説

　
　
ま
た
、
戦
後
の
農
地
改
革
に
よ
る
地
主
的
土
地
所
有
に
課
せ
ら
れ
た
制
約
を
も
、
あ
る
い
は
ま
た
、
借
地
権
・
借
家
権
の
強
化
に
よ
る
土
地
。
家
屋
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
所
有
権
の
制
限
を
も
、
要
約
的
に
表
現
す
る
の
が
通
常
の
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
所
有
権
の
社
会
的
制
限
と
い
う
概
念
の
内
容
は
、
そ

　
　
れ
じ
た
い
、
社
会
的
意
味
に
お
い
て
い
た
っ
て
無
内
容
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
い
わ
ば
民
法
総
則
教
科
書
流
に
要
約
す
る
こ
と
が
、

　
　
前
註
（
一
）
・
（
二
）
に
指
摘
し
た
よ
う
な
法
規
範
の
社
会
的
意
昧
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
経
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
四
）
た
と
え
ば
末
弘
法
学
に
あ
っ
て
は
、
　
「
政
策
学
と
し
て
の
実
用
法
学
は
社
会
科
学
と
し
て
の
法
社
会
学
が
発
見
し
た
法
に
関
す
る
社
会
法
則
を
利

　
　
早
し
て
立
法
や
裁
判
の
合
理
化
を
は
か
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
末
弘
厳
太
郎
「
法
学
と
は
何
か
」
　
（
「
法
学
入
門
レ
）
一
＝
三
頁
。
こ
の
点
に
つ
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
磯
村
哲
「
市
民
法
学
」
　
（
下
）
　
（
日
本
近
代
法
学
発
達
史
1
0
）
二
二
八
頁
以
下
参
照
。
こ
の
こ
と
は
法
源
論
の
二
元
的
な
取
扱
い
（
法
社
会
学
的
課

　
　
題
の
対
象
た
る
法
源
と
法
の
解
釈
学
的
課
題
の
対
象
た
る
法
源
、
あ
る
い
は
裁
判
規
．
準
と
し
て
の
法
源
と
認
識
資
料
と
し
て
の
法
源
）
に
も
あ
ら
わ

　
れ
る
。
た
と
え
ば
、
舟
橋
詩
一
「
民
法
総
則
」
一
五
頁
以
下
、
川
島
武
宜
「
民
法
－
総
論
・
物
権
」
一
七
頁
以
下
参
照
。

（
五
）
渡
辺
洋
三
「
法
社
会
学
と
労
働
法
学
（
一
）
」
法
律
時
報
三
四
巻
九
号
五
三
頁
参
照
。

（
六
）
し
た
が
っ
て
、
先
に
挙
げ
た
一
般
条
項
も
、
こ
の
意
味
で
の
み
抽
象
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
ま
た
、
私
が
こ
こ
で
問
題
と
す
る
民

　
法
規
範
の
「
抽
象
的
性
格
」
は
、
た
と
え
ば
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
が
指
摘
・
強
調
し
た
よ
う
な
、
　
土
着
の
法
げ
O
α
①
⇔
ω
畠
α
蒔
O
ω
幻
①
O
葺
の
「
解
釈
」

　
〉
自
ω
電
σ
q
き
α
q
を
裁
判
規
範
の
発
見
・
適
用
の
方
法
と
す
る
ロ
ー
マ
法
や
英
法
に
対
し
、
「
法
律
構
成
」
甘
ユ
ω
鉱
ω
9
①
床
。
⇒
ω
門
口
ζ
一
〇
⇔
と
い
う
特

　
殊
な
裁
判
規
・
範
の
発
見
方
法
を
内
容
と
す
る
ド
イ
ソ
普
通
法
ー
ド
イ
ツ
民
法
－
日
本
民
法
の
、
特
殊
な
性
格
を
直
．
接
に
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の

　
　
で
も
な
い
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
（
三
二
頁
、
お
よ
び
註
（
三
）
参
照
）
。
ち
な
み
に
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の

　
　
指
摘
に
つ
い
て
は
、
言
ユ
ω
怠
ω
。
冨
ピ
。
σ
q
一
ぎ
伊
N
紹
〔
算
O
≡
昌
巳
①
σ
q
巷
σ
q
｝
ω
・
鵠
⑩
h
h
・
を
参
照
。
　
「
法
律
構
成
」
に
つ
い
て
は
、
加
藤
新
平
「
法

　
　
繕
物
神
性
」
　
（
「
法
学
的
世
界
観
」
所
収
）
四
三
頁
以
下
、
磯
村
哲
「
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
法
社
会
学
（
下
）
」
　
（
法
学
理
論
帯
）
七
四
頁
以
下
に
、

　
　
す
ぐ
れ
た
紹
介
が
あ
る
。
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葺ム
il冊」 説

二
　
封
建
・
近
代
・
独
占
と
「
抽
象
的
性
格
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
民
法
規
範
そ
の
も
の
の
抽
象
的
性
格
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
こ
れ
が
本
稿
の
主
題
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
さ
い
き
ん
、
わ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
国
に
お
け
る
現
実
の
法
を
い
か
に
把
握
す
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
民
法
の
抽
象
的
性
格
に
つ
い
て
の
明
確
な
自
覚
を
促
が
す
積
極

的
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
注
目
す
べ
き
意
義
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
こ
と
は
、
私
の
主
張
の
具
体
的
な
位
置
を
お
の
つ
か

ら
示
す
上
で
便
利
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
一
　
渡
辺
洋
三
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
基
本
的
観
点
か
ら
問
題
を
提
起
．
し
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
今
日
で
は
、
前
市
民
法

的
秩
序
を
公
然
と
支
持
し
、
そ
の
う
え
に
立
っ
て
支
配
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
、
独
占
の
内
部
で
も
、
主
流
的
な
も
の
で
は
な
い
と

お
も
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
『
法
の
支
配
』
　
『
私
的
所
有
権
の
自
由
』
　
『
契
約
の
自
由
』
『
市
民
的
自
由
』
　
『
法
に
よ
る
行
政
』
等
々
の
諸
原

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ロ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
た
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

理
を
ふ
く
む
市
民
法
体
系
が
、
そ
っ
く
り
独
占
の
支
配
の
主
要
な
法
的
支
柱
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
、
今
後
ま
す
ま

す
い
ち
じ
る
し
至
る
見
と
お
し
が
つ
よ
三
重
）
と
い
う
展
望
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
を
忘
れ
、
こ
の
よ
う
な
段
階
で
近

代
市
民
法
の
狸
念
を
説
明
し
・
強
調
す
る
こ
と
は
、
近
代
市
民
法
秩
序
の
固
定
化
を
支
配
の
基
礎
と
し
ょ
う
と
し
て
い
る
独
占
の
政
策
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
利
用
さ
れ
さ
え
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
具
体
的
に
た
と
え
ば
、
農
民
家
族
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

合
、
　
「
家
」
か
ら
の
解
放
が
、
　
「
資
本
の
支
配
」
か
ら
の
解
放
を
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
近
代
的
市
民
家
族
が
そ
れ
と
し
て
新
し
い
農
業
経

鴬
の
単
位
と
み
な
さ
れ
、
自
立
経
営
育
成
の
名
の
も
と
に
、
独
占
の
支
配
と
保
護
の
対
象
に
お
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
て
は
ま

る
（
農
業
基
本
法
を
想
起
せ
よ
）
。
同
様
の
こ
と
は
、
婦
人
の
地
位
に
関
し
て
、
婦
人
と
築
と
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
た
ん
に
豪
し
制
度
か
ら

の
解
放
の
み
を
強
調
す
る
場
合
、
ま
た
、
扶
養
に
関
し
て
、
市
民
家
族
と
資
本
と
の
関
係
を
別
個
に
し
て
、
近
代
的
扶
養
の
理
念
を
強
調
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
ノ

し
て
「
家
」
的
扶
養
の
解
体
の
み
を
目
指
す
場
合
、
な
ど
に
も
あ
て
は
ま
る
。

29　（1●26）　26



　
　
　
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
基
本
的
展
望
を
欠
如
し
て
た
ん
に
近
代
的
市
民
法
の
理
念
を
強
調
す
る
と
い
う
傾
向
は
、
ど
こ
か
ら
生
ず
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
か
。
渡
辺
氏
は
こ
う
指
摘
す
る
。
　
「
そ
も
そ
も
、
市
民
法
体
系
と
い
う
も
の
は
、
抽
象
的
形
式
的
観
念
の
体
系
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
休

が
具
体
的
社
会
関
係
の
藁
で
あ
る
わ
け
で
は
陛
爺
駄
）
。
「
し
か
し
、
入
は
し
ば
し
ば
、
綜
賊
塁
慰
隙
徐
喪
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
の
こ
と
ば
を
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
社
会
的
実
休
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
錯
覚
し
て
い
た
」
か
ら
で
あ
翫
。
（
懸
そ
し
て
こ

　
　
の
錯
覚
は
、
　
「
前
市
民
法
的
秩
序
と
の
対
決
の
う
え
に
有
効
な
市
民
法
的
諸
理
念
を
重
要
視
し
た
結
果
、
そ
の
理
念
が
現
実
の
世
界
に
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
在
す
る
実
体
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
」
傾
向
と
し
て
生
じ
た
。
　
「
そ
の
た
め
今
日
、
そ
の
理
念
が
、
現
実
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
独
占
の
支
配
を
支
え
て
い
る
こ
と
に
、
あ
ま
り
大
き
な
注
意
を
向
け
な
か
っ
た
」
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
市
民
法
体
系
の
抽
象
的
性
格
と
「
市
民
法
体
系
が
、
そ
っ
く
り
独
占
の
瀞
，
心
配
の
主
要
な
法
的
支
柱
と
な
り
つ
つ
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
現
実
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
点
で
、
渡
辺
氏
の
問
題
提
起
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
社
会
的
実
休
を

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ら

　
　
も
た
な
い
抽
象
的
な
市
民
法
〔
の
こ
と
ば
（
理
念
）
〕
が
、
な
ぜ
現
実
に
は
独
占
の
支
配
を
支
え
る
も
の
と
な
る
の
か
、
こ
こ
で
市
民
法

　
　
の
抽
象
的
性
格
と
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
　
こ
の
点
に
つ
き
渡
辺
氏
が
述
べ
る
と
こ
ろ

　
　
は
、
大
略
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
　
「
所
有
権
の
自
由
」
を
例
に
と
れ
ば
、
前
市
民
法
的
所
有
権
秩
序
と
の
対
抗
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
い
う
意
味
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
し
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
一
つ
の
実
体
的

　
　
秩
序
で
あ
り
え
た
。
し
か
し
、
現
在
、
　
「
所
有
権
の
自
由
」
は
、
労
使
双
方
の
目
パ
体
的
生
活
利
益
に
と
っ
て
も
つ
意
味
が
正
反
対
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
以
上
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
も
正
反
対
で
あ
る
。
　
「
所
有
権
の
自
由
」
に
つ
い
て
の
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
を
探
す
こ
と
自
休

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
が
そ
も
そ
も
無
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
共
通
の
社
会
的
内
容
を
も
た
な
い
「
所
有
権
の
自
由
」
と
い
う
こ
と
ば
（
理

説　
　
念
）
を
、
こ
と
ば
と
し
て
と
り
だ
し
て
み
て
も
、
そ
れ
は
右
の
意
味
で
「
抽
象
的
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
実
の
社
会
で
は
、
資
本
の
支

払
酬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
配
に
対
抗
し
、
否
定
す
る
た
め
の
特
定
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
、
特
定
の
南
国
的
な
社
会
関
係
を
展
望
す
る
道
具
概
念
と
し
て
は
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ヒ
　

　
有
効
性
を
も
ち
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
市
民
法
の
「
抽
象
的
性
格
」
に
つ
い
て
は
、
市
民
法
の
理
念
を
道
具
概

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

　
　
念
と
し
て
の
有
効
性
か
ら
み
て
、
市
民
法
は
抽
象
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
有
効
性
を
も
ち
え
な
い
、
と
消
極
的
に
し
か
述
べ
ら

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

　
　
れ
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
な
ぜ
「
市
民
法
体
系
が
」
抽
象
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
抽
象
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
　
「
そ

　
　
つ
く
り
独
占
の
支
配
の
主
要
な
法
的
支
柱
と
な
る
か
」
、
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
市
民
法
の
抽
象
的
性
格
と
独
占
の
支
配
の
結
び
つ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　

　
　
そ
の
も
の
の
、
と
く
に
そ
の
論
理
的
構
造
の
側
面
か
ら
積
極
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
二
　
つ
ぎ
に
伊
藤
道
保
氏
も
、
独
占
段
階
に
お
け
る
資
本
主
義
法
の
把
握
に
あ
た
っ
て
古
典
的
市
民
法
を
ど
う
み
る
か
、
と
い
う
渡
辺

　
　
氏
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
問
題
意
識
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
私
の
い
う
市
民
法
の
抽
象
的
性
格
に
つ
い
て
注
意
を
促
が
す
も

　
　
　
　
　
へ
へ
　

　
　
の
が
あ
る
。
大
略
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
近
代
市
民
法
の
基
本
原
理
は
、
商
品
交
換
秩
序
に
お
け
る

　
　
自
由
・
平
筆
独
立
な
る
法
主
体
点
間
の
交
替
可
能
姓
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
鶴
獣
い
か
〔
励
峰
鎖
猪
の
の
誰
犠
寝
瓢
綜

　
　
序
言
慣
襟
絵
〕
に
あ
る
、
と
し
た
場
A
・
、
こ
の
原
理
が
含
の
わ
が
国
の
現
実
の
中
で
も
つ
存
在
嚢
に
つ
い
て
は
、
根
本
的

　
　
　
　
　
　
へ
九
）

　
　
な
疑
問
が
あ
る
。
こ
れ
が
伊
藤
氏
の
問
題
提
起
の
中
心
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
こ
れ
に
関
連
す
る
具
体
的
な
指
摘
を
要
約
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
原
理
を
公
私
の
法
律
関
係
に
わ
た
っ
て
こ
れ
を
規
律
す

　
　
る
「
客
観
的
ル
ー
ル
と
し
て
の
法
」
（
奏
法
の
支
配
）
と
し
て
説
く
こ
と
は
、
現
在
す
で
に
、
「
客
観
的
ル
ー
ル
と
し
て
の
法
」
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
も

　
　
の
意
味
が
個
々
の
法
律
関
係
に
よ
っ
て
、
一
義
的
に
捉
え
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
互
い
に
矛
盾
し
て
さ
え
現
わ
れ
る
と
い
う
事
実
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
、
　
騒

　
　
味
を
看
過
す
る
も
の
で
あ
り
、
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。
弟
二
に
、
た
と
え
ば
新
憲
法
を
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
資
本
主
義
法
と
し
て
見
る
場

　　

〟
i
解
釈
論
の
平
面
で
、
新
憲
法
の
諸
規
定
を
足
掛
り
と
し
て
、
民
主
主
義
的
な
解
釈
論
理
を
展
開
す
る
と
い
う
実
践
的
な
場
面
で
は
な
く
）
、
こ
れ
を
「
す
べ
て
の
蔑
が
、
す
く
な
く
と
も
出
発
占
だ
お
い
て

　
　
は
と
も
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
共
通
の
ル
ー
ル
」
と
性
格
規
定
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
修
正
市
民
法
体
系
を
、
近
代
的
市
民
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
コ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヤ
　
ぬ

　
名
の
も
と
に
古
典
的
市
民
法
と
同
一
範
嬬
で
と
ら
え
る
と
い
う
歴
史
観
の
欠
如
が
あ
る
。
ま
た
第
三
に
、
経
済
法
あ
る
い
は
社
会
法
に
つ
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説

い
て
も
、
こ
れ
は
、
独
占
段
階
に
お
け
る
資
本
主
義
法
の
実
質
的
に
主
要
な
部
分
を
構
成
す
る
法
と
し
て
、
古
典
的
市
民
法
の
客
観
的
ル

ル
性
を
馨
奪
胎
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
（
離
躰
瑳
護
鞭
欝
落
果
襲
麟
超
康
倦
、
第
四
に
、

社
会
法
の
具
体
的
内
容
が
ど
こ
ま
で
労
働
者
に
と
っ
て
有
利
な
も
の
と
な
り
得
る
か
は
労
使
間
の
力
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
る
、
と
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

場
合
の
い
わ
ゆ
る
力
関
係
理
論
に
も
、
古
典
的
市
民
法
理
論
の
非
命
史
的
な
適
用
が
み
ら
れ
る
。
「
客
観
的
ル
ー
ル
た
る
べ
き
法
そ
れ
自
体

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
中
に
、
な
ま
の
力
関
係
が
現
わ
れ
る
と
い
う
矛
盾
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
法
と
は
た
ん
に
対
立
者
間
の
闘
争
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
、
こ
こ
に
、
法
の
客
観
的
ル
ー
ル
性
　
　
そ
の
物
神
性
の
現
実
的
基
盤
の
崩
壊
の
歴
史
的
必
然
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は

　
　
　
　
　
（
一
三
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
、
　
、
　
・
　
、
　
、

な
い
だ
ろ
う
か
」
さ
ら
に
ま
た
第
五
に
、
わ
が
国
に
残
存
す
る
封
建
的
社
会
関
係
に
対
す
る
評
価
に
あ
た
っ
て
も
、
単
純
な
近
代
化
と
い

う
立
場
か
ら
の
教
説
は
意
味
が
な
い
。
わ
が
国
で
は
封
建
的
な
社
会
関
係
が
権
力
に
媒
介
さ
れ
て
直
接
的
に
独
占
資
本
主
義
的
な
経
済
お

よ
び
権
力
構
造
と
結
び
つ
き
、
そ
こ
で
は
、
す
で
に
近
代
法
の
原
理
を
超
え
た
客
観
的
基
盤
の
中
に
封
建
性
が
構
造
的
に
組
み
込
ま
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ハ
　

そ
の
不
可
欠
な
前
提
条
件
と
し
て
積
極
的
に
．
再
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
の
評
価
が
基
本
的
に
重
要
で
あ
る
。

以
上
に
見
て
き
た
伊
藤
氏
の
主
張
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
こ
の
こ
と
〔
騰
蟹
酬
窪
製

弾
〕
の
背
後
に
は
、
意
識
す
る
と
否
と
に
拘
わ
ら
弍
法
律
家
の
饗
の
中
に
靴
墨
雰
掛
早
咲
需
卦
誇
蕎
密
雰

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
な
お
十
分
に
清
算
さ
れ
な
い
で
残
っ
て
い
る
こ
と
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
な
い
だ
ろ
う
か
。
…
…
今
日
の
法
の
問
題

は
、
具
体
的
に
は
古
典
的
市
民
法
と
対
照
し
て
、
独
占
段
階
に
お
け
る
資
本
主
義
法
の
歴
史
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
こ
に
お

　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
る
、
い
わ
ゆ
る
近
代
法
の
物
神
性
（
そ
の
客
観
的
基
礎
た
る
古
典
的
市
民
法
の
客
観
的
ル
ー
ル
性
）
の
崩
壊
の
歴
史
的
法
則
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
加
町
バ
購
駄
）
こ
の
よ
う
に
伊
養
も
ま
た
、
先
覧
音
舌
と
同
様
に
、
古
典
的
市
民
法
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

論
の
非
歴
史
的
適
用
に
対
し
て
根
本
的
な
疑
問
を
呈
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
と
く
に
こ
こ
で
は
、
市
民
法
の
変
化
の
過
程
そ
の
も
の
を
、

そ
の
基
本
的
原
理
た
る
「
客
観
的
ル
ー
ル
性
」
に
即
し
て
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
近
代
法
の
物
神
性
の
崩
壊
過
程
」
と
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論説
規
定
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
．
客
観
的
ル
ー
ル
性
」
が
現
実
に
妥
当
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
と
し
て
も
、

「
物
神
性
の
崩
壊
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
門
物
神
性
司
Φ
鉱
ω
。
三
ω
ヨ
ロ
。
。
を
社
会
的
実
体
か
ら
の
疎
隔
三
一
マ

砕
Φ
日
傷
盲
σ
q
・
具
休
的
社
会
関
係
の
膨
化
く
①
a
貯
σ
Q
一
斗
ゴ
コ
σ
q
と
解
す
る
と
す
れ
ば
、
独
占
段
階
の
資
本
主
義
法
は
「
物
神
性
の
崩
壊
」
に
よ

っ
て
（
雛
糀
忠
言
、
社
会
的
実
隻
正
し
く
反
映
し
、
審
問
体
的
社
会
関
係
を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
に
は
も
う
一
つ
、
近
代
市
民
法
の
物
神
性
と
「
客
観
的
ル
ー
ル
性
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
関
連
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
伊
藤
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
実
に
は
市
民
法
の
「
客
観
的
ル
ー
ル
性
」

は
も
は
や
妥
当
し
な
く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
も
な
お
「
客
観
・
的
ル
ー
ル
と
し
て
の
法
」
と
い
う
幻
想
を
不
断
に
生
み
出

し
、
法
律
家
を
し
て
「
法
口
近
代
法
の
超
歴
史
的
・
形
而
上
学
的
な
固
定
化
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
清
算
す
る
こ
と
を
困
難
な
ら
し
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
サ
　
　
　
へ

も
の
、
こ
の
よ
う
な
（
民
法
を
基
礎
法
と
す
る
）
実
定
法
の
存
在
性
格
こ
そ
が
物
神
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
が
前
述
闘
で
問
題
提
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ミ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
し
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
民
法
規
範
の
抽
象
的
性
格
で
あ
っ
た
。

（一

j
渡
辺
洋
三
「
現
代
の
法
と
法
学
の
課
題
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
六
一
年
三
月
号
四
頁
上
段
。
以
下
か
な
ら
ず
し
も
い
ち
い
ち
頁
数
を
示
さ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

（
二
）
　
つ
ま
り
、
近
代
的
扶
養
を
理
念
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
は
、
独
占
の
支
配
に
お
か
れ
、
そ
の
ぎ
せ
い
と
な
っ
て
、
親
子
夫
婦
の
同
居
を
余
儀
な
く

　
さ
れ
、
老
後
に
頼
る
べ
き
何
も
の
も
な
く
、
蓄
積
す
べ
き
財
貨
も
な
い
庶
民
に
最
も
打
撃
を
与
え
る
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。
　
前
掲
七
頁
下
段
参

　
照
。

（
三
）
渡
辺
・
前
掲
四
頁
上
段
。

（
四
）
・
（
五
）
・
（
六
）
同
五
頁
上
段
。

（
七
）
同
四
頁
中
、
下
段
。
，
，
∴

（
八
）
伊
藤
道
保
「
渡
辺
洋
三
著
『
法
と
い
う
も
の
の
考
え
方
』
」
〈
書
評
▽
法
社
会
学
の
諸
相
一
八
八
頁
以
下
所
収
。
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〈
九
）
伊
藤
・
前
掲
一
九
〇
頁
下
段
。

企
○
）
伊
藤
・
前
掲
一
九
一
頁
。
す
な
わ
ち
、
「
客
観
的
ル
ー
ル
」
た
る
意
味
は
、
売
買
に
あ
っ
て
は
、
商
品
交
換
秩
序
に
お
け
る
当
事
者
相
互
θ
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

　
　
の
交
替
可
能
性
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
客
観
的
ル
ー
ル
性
で
あ
り
、
地
主
・
小
作
間
で
は
、
こ
の
よ
う
な
交
替
可
能
性
は
な
く
、
経
済
的
弱
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヵ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
へ

　
権
利
主
張
根
拠
を
意
味
し
、
国
家
と
市
民
間
で
は
、
権
力
者
の
行
動
の
客
観
的
準
則
と
な
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
個
々
の
法
律
関
係
に
よ
っ
て
異

　
　
る
。
ち
な
み
に
、
市
民
法
の
「
抽
象
的
性
格
」
に
つ
い
て
の
発
想
の
上
で
は
、
渡
辺
氏
前
掲
論
文
と
、
私
と
、
伊
藤
氏
の
間
に
多
少
の
ち
が
い
が
あ

　
　
る
。
渡
辺
氏
の
場
合
、
た
と
え
ば
、
　
「
所
有
権
の
自
由
」
と
い
う
同
一
の
市
民
法
理
念
（
こ
と
ば
）
が
、
こ
れ
を
受
取
る
者
の
階
層
の
異
る
に
し
た

　
　
が
っ
て
、
ち
が
っ
た
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
、
異
っ
た
社
会
的
内
容
と
な
る
（
目
抽
象
的
）
、
と
い
う
発
想
。
私
の
場
合
は
、
法
解
釈
に
従
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
ゐ

　
す
る
者
に
と
っ
て
、
一
つ
の
実
定
法
規
範
の
社
会
的
意
味
を
と
ら
え
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
い
る
が
こ
の
困
難
な
ら
し
め
る
実
定
法
規
範
の
存
在

　
　
性
格
を
抽
象
的
だ
と
み
る
Q

（　 （　 （（　（

五四三ニー
）　）　）　）　）

同同同同伊
一一一一 ｡
九九九九・
一＿＿＿目【」
頁’頁頁掲
Q　　　　 O　　Q

　九　　九

　頁　　頁
　Q　　　　　　 Q

三
　
「
抽
象
的
性
格
」
そ
の
も
の
の
推
移

　
　
　
一
　
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
「
民
法
規
範
の
抽
象
的
性
格
」
に
つ
き
あ
ら
た
め
て
問
題
提
起
が
な
さ
れ
る
の
は
、
民
法
な
い
し
財
産
法
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
独
占
段
階
で
の
資
本
主
義
法
と
し
て
い
か
な
る
基
本
的
特
徴
を
具
え
る
に
至
っ
た
か
、
と
い
う
す
ぐ
れ
て
現
在
的
な
問
題
に
理
論
上
の
関

説　
　
連
を
も
つ
か
ら
だ
、
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
ま
っ
た
く
新
し
い
意
味
を
も
つ
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
よ
い
。
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。

論　
　
　
今
日
で
は
、
民
法
を
基
礎
法
と
す
る
財
産
法
（
古
典
的
市
民
法
）
を
も
っ
て
、
　
「
商
品
交
換
者
間
の
形
式
的
平
等
の
抽
象
的
劃
一
的
規
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論説
範
体
系
」
と
す
る
性
格
規
定
は
常
識
化
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
盛
ら
れ
る
内
容
は
各
人
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
か
つ
不
正

確
で
あ
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
稿
の
主
題
に
関
連
さ
せ
て
例
示
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
へ

　
そ
こ
で
、
ま
ず
第
一
に
は
、
こ
の
規
定
を
手
掛
り
に
、
資
本
主
義
の
発
展
に
伴
う
法
の
推
移
過
程
を
と
ら
え
る
場
合
、
た
と
え
ば
「
形

藷
平
等
」
に
対
す
る
翼
質
的
平
等
し
の
原
理
に
よ
る
修
正
の
過
程
（
録
書
置
響
、
碧
馨
吻
麓
粥
陰
葉
蟷
雛
饗

霧
）
と
い
う
シ
ェ
↓
が
成
り
立
つ
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
強
大
に
な
り
ま
さ
る
集
支
配
の
法
的
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

柱
の
性
格
は
、
消
極
的
に
、
た
と
え
ば
私
的
所
有
権
の
形
式
的
規
制
（
1
1
恣
意
的
な
自
由
）
に
対
す
る
実
質
的
修
正
・
制
限
の
不
徹
底
と

し
て
し
か
と
ら
え
よ
う
が
な
い
。
こ
こ
に
は
、
市
民
法
の
「
抽
象
性
」
・
「
形
式
性
」
を
固
定
化
し
て
、
　
「
具
体
性
」
・
「
実
質
性
」
と
機
械

的
に
対
置
す
る
以
上
、
た
し
か
に
比
較
対
照
的
に
変
化
の
一
側
面
を
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
「
そ
っ
く
り
独
占
の
支
配
の
主
要
な
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

的
支
柱
と
な
り
つ
つ
あ
る
」
市
民
法
そ
の
も
の
の
総
体
的
な
推
移
を
そ
の
基
本
的
特
徴
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
同
様
に
ま
た
、
第
二
に
、
た
と
え
ば
、
古
典
的
市
民
法
は
「
抽
象
的
劃
一
的
規
範
体
系
」
で
あ
る
か
ら
、
　
「
わ
が
国
に
お
け
る
現
実
の

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

具
体
的
社
会
関
係
を
容
れ
う
る
」
と
し
て
、
制
定
法
が
半
封
建
的
な
現
実
の
規
範
関
係
と
結
合
し
て
、
民
法
は
半
封
建
的
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
二
重
支
配
の
構
造
を
も
つ
、
と
説
明
す
る
こ
と
も
か
な
り
一
般
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
あ
る
の
は
、
そ
の
抽

象
・
具
体
の
と
ら
え
方
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
制
定
的
市
民
法
の
「
抽
象
的
性
格
」
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
無
内
容
な
概
念
設
定
（
競
躯

碧
羅
齋
暇
鎚
欝
鋲
血
管
館
、
）
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
渡
辺
・
伊
藤
両
氏
に
よ
．
て
罐
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う

に
、
　
「
近
代
」
の
固
定
化
、
換
言
す
れ
ば
、
理
念
（
旨
近
代
）
と
現
実
（
半
封
建
）
の
機
械
的
な
対
置
に
よ
っ
て
は
、
半
封
建
的
社
会
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

係
と
独
占
的
支
配
体
制
と
の
「
構
造
的
連
関
」
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
さ
ら
に
第
三
に
は
、
近
代
市
民
法
の
「
形
式
的
合
理
性
」
を
も
っ
て
、
そ
の
「
抽
象
的
性
格
」
を
意
味
す
る
こ
と
も
よ
く
行
な
わ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
概
念
規
定
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
影
響
の
も
と
に
用
い
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

29　（1●32）　32



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
し

　
　
「
形
式
的
合
理
性
」
と
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
は
「
実
質
的
合
理
性
」
に
対
立
す
る
概
念
と
し
て
、
近
代
法
の
一
つ
の
型
を
、
具
体

　
的
に
は
、
大
陸
法
な
か
ん
づ
く
ロ
ー
マ
法
（
口
普
通
法
学
）
の
流
れ
を
く
む
ド
イ
ツ
法
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
法
一
般
・
近

　
代
法
一
般
の
類
型
化
を
意
味
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
　
む
し
ろ
後
者
の
意
味
を
も
つ
の
は
、
　
い
わ
ゆ
る
計
算
可
能
性
ヒ
ご
Φ
器
9
需
デ

　
げ
2
。
美
①
淳
の
要
請
の
実
現
（
目
「
い
わ
ば
機
械
の
よ
う
に
、
計
算
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
法
律
」
）
、
と
い
う
点
に
求
め
る
こ
と
の
方
が
妥
当

　
　
　
　
　
　
ニ
ぜ

　
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
も
「
形
式
的
合
理
性
」
は
一
つ
の
理
念
型
置
①
巴
畠
℃
口
ω
と
し
て
、
　
た
と
え
ば
、
　
ロ
ー
マ
法
を
拒
否
し
、
　
弁
護
士

　
身
分
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
　
先
例
拘
束
的
・
経
験
的
な
法
で
あ
る
英
米
法
を
、
　
こ
の
型
か
ら
の
偏
差
》
σ
δ
爵
毒
σ
q
と
し
て
比
較
測
定

　
す
る
と
こ
ろ
の
、
　
仮
設
的
な
基
準
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
し
た
が
っ
て
、
　
「
形
式
的
合
理
性
」
の
ゆ
え
に

　
　
「
生
活
か
ら
の
疎
隔
」
　
（
一
U
①
び
Φ
昌
ω
h
『
①
日
α
げ
①
一
仲
）
を
生
ず
る
こ
と
が
闇
題
と
さ
れ
る
場
合
も
、
舟
戸
的
に
は
、
そ
れ
自
体
論
理
的
に
矛
盾

　
も
な
く
池
亭
も
な
い
完
結
し
た
「
規
範
」
　
（
Z
o
『
巳
①
昌
）
の
複
合
体
た
る
法
を
前
提
と
し
て
、
具
体
的
事
件
の
決
定
を
こ
の
よ
う
な
法
体

系
か
ら
論
理
的
に
引
き
出
す
、
と
い
う
纂
か
か
塗
斜
鰯
灘
念
）
が
洋
藍
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
計

算
可
能
な
法
の
形
成
に
・
取
引
に
利
害
関
係
を
も
つ
市
民
層
の
決
定
的
な
関
与
が
阻
ま
れ
る
こ
と
（
1
1
「
生
活
か
ら
の
疎
隔
」
）
が
批
判
さ
れ
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
こ

　
り
、
こ
の
点
で
、
か
え
っ
て
、
先
例
拘
束
的
・
非
形
式
的
・
経
験
的
な
英
米
法
の
優
位
が
省
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
形
式
的
合
理
性
」
が

　
　
こ
の
よ
う
な
内
容
だ
と
す
れ
ば
、
概
念
法
学
を
方
法
的
に
克
服
し
た
と
し
て
も
な
お
社
会
的
実
休
か
ら
の
疎
隔
を
誘
う
市
民
法
の
「
抽
象

　
的
性
格
」
は
、
も
う
一
つ
先
の
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
解
釈
学
に
お
い
て
よ
り
根
源
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
二
　
こ
う
し
て
、
「
民
法
規
範
の
抽
象
的
性
格
」
は
、
端
的
に
、
近
代
市
民
法
が
資
本
主
義
法
と
し
て
根
源
的
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、

　
具
体
的
社
会
関
係
の
物
象
化
く
量
邑
含
長
眺
翫
義
聴
嗣
鵡
実
景
野
喜
憂
聖
哲
器
魍
塾
離
）
の
中
に
求
め
な
け

説
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
・
私
は
こ
こ
で
は
・
そ
れ
か
う
星
ず
る
イ
デ
オ
・
ギ
ー
形
態
上
の
特
色
を
簡
単
に
指
摘
す
る
に
止
め
る
・

論　
　
　
た
し
か
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
近
代
市
民
法
と
し
て
の
民
法
規
範
は
、
ほ
ん
ら
い
、
一
定
の
取
引
行
為
か
ら
必
然
的
に
生
ず

29　（1●33）　33



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
る
法
律
上
の
も
ろ
も
ろ
の
結
果
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
予
見
す
る
に
役
立
つ
と
こ
ろ
の
、
計
算
の
体
系
だ
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
所
有

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
権
や
法
定
さ
れ
た
物
権
と
債
権
と
の
実
定
法
上
の
関
連
は
、
問
題
の
具
体
的
生
活
利
益
が
そ
の
ど
ち
ら
に
属
す
る
か
に
よ
っ
て
、
原
則
的

論　
　
に
、
物
権
的
請
求
権
・
不
法
行
為
に
も
と
つ
く
損
害
賠
償
請
求
権
・
排
他
的
優
先
的
効
力
な
ど
が
与
え
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
与
え
ら
れ

　
　
な
い
か
を
蕃
客
馨
と
し
て
の
み
意
味
が
あ
る
（
目
副
算
の
体
系
）
。
そ
こ
で
は
、
物
権
と
債
権
の
分
化
・
物
権
法
定
霧
確
立
の
総
が
、

　
　
ブ
ル
ジ
・
ア
革
命
の
過
程
の
反
映
で
あ
り
、
ド
ィ
ッ
で
竺
九
世
紀
を
通
じ
て
上
か
ら
の
改
革
の
進
行
に
つ
れ
て
徐
々
に
（
↑
銃
細
勇

　
　
磐
灘
灘
法
）
、
そ
し
て
最
終
的
に
竺
九
〇
〇
年
の
ド
イ
藩
法
に
よ
．
て
や
っ
と
護
さ
れ
た
こ
と
、
フ
ラ
三
で
竺
七
八
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
年
の
革
命
に
よ
っ
て
、
一
挙
に
成
就
さ
れ
、
一
八
〇
四
年
忌
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
反
映
し
た
こ
と
、
わ
が
国
で
は
地
主
・
小
作
関
係
の
成
立

　
　
・
存
続
の
た
め
に
法
典
の
上
で
の
物
権
法
定
主
義
と
棍
上
の
土
地
利
用
権
（
水
利
権
・
温
泉
権
な
ど
）
の
温
存
と
い
う
二
空
態
を
生
じ
た
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
ど
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
・
社
会
的
過
程
は
、
　
法
概
念
・
法
規
範
命
題
の
計
算
体
系
的
な
相
互
関
連
じ
た
い
に
と
っ
て
は
全
く
無
縁
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ニ

　
　
（
脅
①
ヨ
α
）
も
の
・
外
に
あ
る
（
管
ω
ω
①
島
。
げ
）
も
の
で
し
か
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
計
算
体
系
と
し
て
の
民
法
規
範
そ
れ
じ
た
い
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
よ
う
な
歴
史
的
・
社
会
的
過
程
に
よ
っ
て
規
定
（
σ
Φ
ω
一
一
【
口
b
P
Φ
昌
）
さ
れ
・
媒
介
（
〈
巽
ヨ
葺
Φ
ぎ
）
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
法
概
念
・
法

　
　
規
範
命
題
を
自
己
の
中
に
内
在
化
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
直
接
性
」
（
d
目
【
b
一
件
↓
Φ
一
び
⑳
【
吋
①
一
辞
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
上
に
立
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
ま
た
民
法
規
範
は
、
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
一
切
の
社
会
事
象
に
等
し
く
拡
大
し
て
、
そ
の
結
果
を
予
見

　
　
し
、
計
算
し
う
る
愈
慰
尻
払
（
口
伊
藤
氏
の
と
り
あ
げ
た
ー
ル
と
し
て
の
客
観
性
」
「
ル
）
を
内
容
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
葺
性
」
（
窪
§
＝
・
一
9

　
　
と
は
、
個
々
の
事
件
の
評
価
が
、
た
と
え
ば
倫
理
的
も
し
く
は
感
情
的
、
場
倉
よ
っ
て
は
政
治
的
な
、
ま
．
た
く
粗
壁
評
価
（
犠

　　

ﾏ
端
眠
）
で
は
な
く
、
没
主
観
的
・
ω
・
・
琴
慕
規
範
が
華
と
な
．
て
評
価
さ
蔓
こ
の
故
に
法
の
発
見
の
確
書
ω
8
ゴ
・
・
ゴ
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　

　
　
が
保
障
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
所
有
権
で
あ
る
以
上
は
、
市
民
の
生
活
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
大
規
模
な
生
産
手
段
・
大
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
で
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
生
産
物
所
有
も
、
衣
服
・
食
料
の
個
人
的
消
費
物
資
の
所
有
も
、
一
切
を
等
質
的
な
も
の
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
「
合
理
性
」
の
社
会
的
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ﾈ
二
階
あ
る
（
そ
し
て
、
法
の
前
の
平
等
、
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
礎
で
も
あ
る
）
。
「
盒
性
」
の
根
拠
が
、
識
語
会
関
係
の
商
品
交
換
関
係
へ
の
転
化
（
離

　
　
悪
熱
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
商
品
交
換
関
係
が
個
人
の
恣
禁
ら
独
立
し
た
も
の
・
既
成
の
も
の
・
自
然
的
な
も
の
（
剛
譲

　　

ｷ
帯
y
と
み
な
さ
れ
て
、
そ
の
転
化
そ
の
も
の
の
内
容
的
な
毒
性
（
1
1
資
本
主
義
法
の
成
立
・
発
展
・
没
落
の
歴
史
・
社
会
的
過
程
の
把
握
）
は
は
じ
め
か
ら
鐸
の
外
に
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
か
れ
、
方
法
的
に
排
除
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
の
み
「
法
則
性
」
が
成
り
立
つ
。
こ
の
よ
う
な
合
理
的
法
則
性
の
上
に
成
立
す
る
計
算
の
体
系

　　

ﾍ
、
ウ
ェ
夫
乏
よ
っ
て
市
民
法
の
純
粋
な
霧
と
さ
れ
た
篠
型
ぎ
蚕
エ
辮
車
馬
梅
聾
警
㏄
団
）
と
洞
じ
よ
う
嘩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
一
定
の
目
的
を
貫
徹
し
う
る
よ
う
に
合
理
的
に
配
分
・
整
序
さ
れ
、
そ
れ
じ
た
い
で
完
結
す
べ
き
部
分
体
系
で
あ
り
、
機
械
の
体
系
で
あ

　　

驕
i
法
律
学
の
孤
立
の
根
拠
）
。
し
た
が
．
て
、
も
し
、
こ
の
よ
ケ
軽
質
に
お
い
て
で
は
な
く
、
民
法
規
範
の
「
合
理
的
体
系
性
」
を
、
裁
判
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
奉
仕
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
の
A
［
目
的
性
・
有
用
性
と
い
う
点
に
の
み
解
消
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
こ
の
部
分
牛
蛙
じ
た
い
の
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
的
な
現
実
の
土
台
、
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
合
理
的
な
部
分
体
系
の
社
会
的
総
過
程
と
の
関
連
と
い
う
問
題
が
、
方
法
的
に
視
野
の
外
に

　
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
民
法
規
範
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
実
定
法
の
無
批
判
的
な
解
釈
は
、
こ
の
よ
う
な
「
合
理
的
法
則
」
の
適
用
で
あ
り
、
機
械

　　

ﾌ
操
作
に
近
似
し
て
集
鯉
会
に
お
け
る
探
の
諭
観
的
態
度
の
颪
型
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
も
必
然
的
で
あ
ろ
う
（
報
溝

　　
_
脚
篠
の
）
。
法
解
釈
論
の
中
に
社
会
的
実
態
を
も
ち
こ
み
、
具
体
的
利
益
衡
量
を
堕
す
る
と
い
．
て
も
、
そ
の
「
実
態
」
な
る
も

　　

ﾌ
が
歴
史
的
・
社
会
的
過
程
の
一
隷
と
し
て
と
・
り
え
ら
れ
ず
、
物
象
化
の
置
接
性
L
（
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
国
民
経
済
学
的
事
実
」
）
の
み
を
分
析
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
へ
　

　
　
と
ど
ま
る
と
き
、
根
本
的
に
こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
は
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
き
に
は
「
体
系
的
」
で
な
い
と
い
わ
れ
、
む
し
ろ

　
　
「
体
系
的
」
な
も
の
の
打
破
に
き
わ
め
て
積
極
的
で
あ
っ
た
末
弘
法
学
が
、
こ
ん
に
ち
、
わ
が
国
政
治
・
社
会
構
造
の
民
主
化
の
問
題
に

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

　
　
法
学
の
立
場
か
ら
全
面
的
に
と
り
く
ん
だ
、
と
評
価
さ
れ
る
の
は
ま
こ
と
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。

込
鰯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
、
　
・
　
　
・
、
　
、

　
　
　
三
　
し
か
し
な
が
ら
本
稿
の
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
規
範
の
意
味
が
一
義
的
・
明
確
に
捉
え
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
も
し
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あ
え
て
．
要
約
し
よ
う
と
す
れ
ば
規
範
命
題
じ
た
い
の
言
葉
の
意
味
は
ま
っ
た
く
無
内
容
的
な
も
の
に
さ
え
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
も
し
こ

説　
　
の
事
実
を
、
固
定
し
た
実
定
法
と
流
動
す
る
社
会
の
関
係
、
と
し
て
の
み
説
明
す
る
な
ら
ば
、
誤
ま
り
で
は
な
い
に
し
て
も
、
何
事
を
も

論　
　
語
っ
て
い
な
い
に
ひ
と
し
い
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
が
ら
み
れ
ば
、
こ
の
事
実
は
、
そ
の
ま
ま
合
理
的
計
算
の
可
能
性
が
し
だ
い

　　
ﾒ
少
し
て
行
く
こ
と
黒
味
す
る
（
そ
れ
は
同
時
に
、
概
念
法
学
な
い
し
法
実
証
主
義
の
客
観
的
な
基
礎
が
そ
も
そ
も
失
な
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
も
あ
る
）
．
前
述
の
、
物
権
・
纏
の
計
算
的
体
系
に
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
　
　
　
へ

　
　
し
て
い
え
ば
、
　
体
系
中
の
概
念
内
容
は
機
械
中
の
各
部
分
と
同
じ
よ
う
に
固
定
し
て
い
て
は
じ
め
て
計
算
の
道
貝
で
あ
り
う
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
り
、
あ
る
概
念
内
容
の
他
の
概
念
内
容
へ
の
移
行
は
自
己
矛
盾
・
論
理
的
不
合
理
で
あ
る
筈
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
推
移
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
た
と
え
ば
不
法
行
為
理
論
に
お
い
て
、
　
権
利
侵
害
理
論
は
固
定
的
で
あ
る
、
と
し
て
弾
力
的
．
流
動

　
　
静
な
蓬
法
性
し
の
理
論
・
す
な
わ
ち
、
被
侵
害
利
益
の
性
質
と
隻
［
行
為
の
巌
巌
と
の
槍
傷
露
を
利
益
衡
量
す
る
理
論
（
醜
顯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
所
有
権
な
い
し
物
権
侵
害
も
必
ず
し
も
違
法
性
な
き
場
合
が
あ
り
、
債
権
侵
害
が
違
法
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
大
学
湯
下
位
判
決
の
「
吾
人
ノ
法
律
観

　
　
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
利
益
が
七
〇
九
条
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
と
す
る
タ
ウ
ト

　
　
念
上
、
不
法
行
為
二
十
ク
損
害
賠
償
請
求
権
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
保
護
ス
ル
必
要
ア
ル
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
権
利
」

辮
駄
）
へ
と
鶴
“
物
鱈
請
求
獲
つ
い
て
も
、
右
の
野
卑
弁
え
て
さ
ら
に
、
妨
害
の
排
除
実
現
を
認
め
る
こ
と
に
よ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

　
　
て
生
ず
べ
き
侵
害
者
の
犠
牲
の
程
度
と
、
妨
害
排
除
を
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
べ
き
被
害
者
の
不
利
益
の
程
度
を
も
相
関
的
に
考

慮
し
て
・
そ
の
存
否
が
決
定
さ
る
べ
し
、
と
す
る
解
釈
論
が
登
場
す
る
（
か
く
て
、
債
権
侵
害
も
、
湘
関
関
係
の
在
り
方
次
第
で
は
当
然
に
物
権
的
請
求
権
と
同
じ
妨
害
排
除
請
求
権
な
ど
を
生
ず
る
）
グ
≡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
く
て
従
来
、
全
然
侵
害
の
理
由
の
な
い
者
に
対
す
る
本
来
正
当
な
物
権
的
請
求
権
が
権
利
濫
用
と
し
て
例
外
的
事
例
の
学
館
の
も
と
に

斥
け
ら
れ
た
場
合
（
水
力
発
電
会
社
の
無
断
ト
ン
ネ
ル
掘
さ
く
・
大
判
昭
和
＝
・
七
・
一
〇
民
主
一
四
一
頁
。
鉄
道
会
社
の
無
断
埋
立
・
樹
木
伐
採
・
線
路
敷
設
・
大
判
昭
和
一
三
・
一
〇
・
二
六
民
事
二
〇
五
七
頁
な
ど
）
を
も
、
鞍
馬
鈴
罫

　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
も
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
共
性
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
侵
害
者
の
所
有
権
を
被
侵
害
者
の
所
有
権
よ
り
も
優
越
す
る
も
の
と
し
て
、
区
別
し
て
、
一
般
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
も
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
ヨ
　
ヘ
　
へ

　
　
上
肯
定
さ
れ
る
道
が
開
く
。
同
様
に
、
「
合
理
的
法
則
性
」
の
内
容
を
な
し
た
商
品
所
有
権
の
等
質
性
に
つ
い
て
も
、
所
有
権
が
区
別
さ
れ

　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
い
わ
ば
所
有
権
の
階
層
秩
序
が
法
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
行
く
に
従
い
、
　
「
合
理
性
」
は
崩
れ
、
　
市
民
法
は
「
法
則
性
」
を
失
っ
て
行

　
　
く
。
と
く
に
わ
が
国
で
は
独
占
化
が
、
資
本
相
互
間
の
私
法
U
市
民
法
関
係
と
し
て
進
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
国
家
の
手
で
進
め
ら
れ
た
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ニ
ソ

（
膿
漏
魂
攣
黒
蜜
糟
罐
欝
齢
麟
細
動
難
ψ
．
第
茨
大
戦
前
後
か
ら
箪
．
要
産
業
調
製
繍
）
を
讐

国
家
総
動
員
法
（
昭
和
一
二
年
）
の
成
立
に
よ
り
、
所
有
権
の
等
農
は
明
ら
さ
ま
に
、
懸
魁
否
定
さ
れ
た
（
鶉
朗
鯉
省
壕
齢
紗
説

礁
離
婁
齢
鳶
麓
震
逆
落
屋
蝶
薦
画
師
）
基
の
と
き
、
民
法
の
合
理
的
法
則
性
の
根
拠
が
完
全
に
崩
れ
去
．
た
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
合
理
的
計
算
の
可
能
性
喪
失
が
、
そ
れ
を
国
家
独
占
資
本
主
義
と
よ
ぶ
に
せ
よ
、
は
た
ま
た
混
合
二
重
経
済
と
よ
ぶ
に
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
よ
、
国
家
が
経
済
の
再
生
産
過
程
に
お
い
て
不
可
欠
の
役
割
を
演
ず
る
現
代
資
本
主
義
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は

　
　
で
き
な
い
。
そ
し
て
合
理
的
計
算
の
行
き
づ
ま
り
は
、
そ
れ
が
資
本
主
義
法
で
あ
る
か
ぎ
り
、
決
し
て
、
民
法
規
範
が
社
会
総
過
程
の
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ
　
　
　
も

　
　
な
契
機
と
し
て
の
社
会
的
意
味
を
内
在
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
抽
象
的
性
格
」
を
失
な
う
も
の
で
は
な
く
、
二
重
に
・
次
乗
化
さ

　　

黷
ﾄ
社
会
的
素
材
・
実
体
と
の
疎
隔
を
強
め
る
も
の
で
あ
る
．
前
述
の
権
利
濫
用
判
決
（
調
仁
癬
讃
叢
記
）
は
こ
の
段
階
で
の
民
法
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
範
の
無
規
定
性
一
1
「
直
接
性
」
を
す
で
に
き
わ
め
て
顕
著
に
示
し
て
い
る
。
不
法
な
行
為
で
も
一
た
ん
既
成
事
実
を
つ
く
っ
た
以
上
、
所
有
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
マ

　
　
者
の
受
認
を
．
要
求
す
る
に
、
原
状
回
復
は
「
社
会
経
済
上
ノ
損
失
紗
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
」
で
あ
り
、
「
社
会
観
念
上
不
能
二
属
ス
」
と
さ
れ
る
。

　
　
こ
こ
で
は
判
断
の
基
準
は
、
ま
っ
た
く
な
ま
の
ま
ま
の
「
事
実
性
」
（
寄
ζ
山
N
一
＄
件
）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
軍
事
基
地
の
た
め
の
土
地
収

　　

p
は
「
駐
讐
の
用
撰
す
る
た
め
土
地
等
を
論
詰
を
勲
・
」
（
獣
饗
慰
割
黎
恩
金
の
の
糊
鞍
鹸
諜
鞠
雪
曇
毅
頴

　　

搏
ｨ
書
論
踏
艦
㌫
熱
烈
騒
髄
聖
業
L
）
に
可
能
で
あ
る
。
ま
た
公
斎
地
の
取
得
に
関
す
る
特
別
新
法
（
昭
和
三
六
年
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
よ
る
簡
易
な
手
続
に
よ
る
土
地
収
用
も
、
行
政
上
の
便
宜
が
道
路
・
鉄
道
。
通
信
・
河
川
等
の
政
策
上
の
行
き
づ
ま
り
か
ら
生
じ
た
「
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
要
性
」
に
籍
聾
し
て
い
る
。
都
市
計
画
の
ゆ
き
づ
ま
り
は
、
東
京
都
に
お
い
て
土
地
収
用
し
、
造
成
し
た
土
地
を
工
場
敷
地
と
し
て
私
企
業

養
す
こ
と
を
み
と
め
る
に
至
っ
て
い
三
儲
実
姉
硝
齢
漿
鍵
い
．
、
．
こ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
玄
能
徐
急
献
の
事
例
を
と

説　
　
り
あ
げ
た
に
止
ま
る
が
、
　
こ
う
し
て
い
ま
や
民
法
規
範
の
「
抽
象
的
性
格
」
は
、
　
規
範
命
題
じ
た
い
が
社
会
的
過
程
に
よ
っ
て
全
く
規

払
、
定
さ
れ
ず
・
令
媒
介
さ
れ
な
い
撫
三
態
性
L
を
・
換
言
す
れ
ば
・
翁
急
熱
「
妻
性
」
（
懲
爆
馬
継
籔
醗
導
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説
疑
襲
樗
灘
μ
鍵
雌
募
獣
轡
誹
蝦
戦
略
謹
製
礫
群
全
）
を
し
か
蚕
し
な
い
、
と
い
う
イ
ー
ア
オ
ロ

　
　
ギ
i
形
態
を
と
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
形
態
に
お
け
る
民
法
規
範
の
「
抽
象
的
性
格
」
は
、
新
た
な
立
法
に
よ
り
、
新
た
な
解
釈
に
よ

論　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
…
八
）

　
　
っ
て
、
実
定
法
が
ま
す
ま
す
「
事
実
」
に
密
着
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
内
包
的
に
ま
す
ま
す
空
虚
に
、
外
延
的
に
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
ゆ
く
。

（一

j
封
建
－
近
代
と
い
う
図
式
的
な
と
ら
え
方
に
対
す
る
渡
辺
。
伊
藤
両
氏
の
批
判
は
、
積
極
的
な
意
義
が
あ
る
。
日
本
の
「
み
じ
め
な
」
前
近
代
を
西

　
欧
の
近
代
で
断
罪
す
る
と
き
、
近
代
を
理
念
化
・
空
想
化
し
、
近
代
そ
の
も
の
の
批
判
は
視
界
か
ら
消
え
去
る
と
い
う
非
歴
史
的
な
も
の
に
お
ち
い

　
　
る
。
浜
田
義
文
「
現
代
思
想
入
門
」
と
く
に
四
一
頁
以
下
は
丸
山
真
男
氏
の
業
績
を
対
象
と
し
つ
つ
こ
の
よ
う
な
方
法
の
批
判
を
深
め
よ
う
と
す
る
。

（
二
）
　
こ
の
点
に
つ
き
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
基
本
的
道
具
的
概
念
で
あ
り
な
が
ら
あ
い
ま
い
さ
が
残
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
近
代
資
本
主
義
の
田
σ
q
Φ
昌
σ
q
①
1

　
ω
9
N
一
ざ
耳
①
諄
を
と
り
上
げ
る
方
法
論
に
お
も
な
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
法
社
会
学
」
　
（
小
野
木
編
訳
）
　
（
上
）
八
一

　
　
頁
以
下
、
　
（
下
）
三
二
一
頁
以
下
、
　
三
八
五
頁
な
ど
、
　
二
般
社
会
経
済
史
要
論
」
　
（
黒
正
・
背
山
訳
）
上
四
七
頁
以
下
、
　
下
一
＝
七
頁
以
下
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
へ

　
　
照
。
な
お
こ
れ
に
関
連
し
て
、
法
の
形
態
と
し
て
は
近
代
的
な
大
陸
法
（
1
1
形
式
的
合
理
性
）
が
、
法
の
機
能
の
面
で
は
前
近
代
的
で
あ
り
（
と
く

　
　
に
土
地
所
有
権
）
、
英
法
の
場
合
は
そ
の
逆
で
あ
る
、
と
す
る
比
較
法
的
観
点
が
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、
甲
斐
道
太
郎
「
近
代
的
所
有
権
論
の
問
題

　
点
」
甲
南
論
集
六
巻
四
号
と
く
に
二
三
頁
以
下
が
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
魚
文
に
の
べ
た
よ
う
に
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
形
式
的
合
理
性
」
を
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
代
法
一
般
・
資
本
主
義
法
一
般
の
典
型
と
し
て
よ
り
も
、
　
「
実
質
的
合
理
性
」
と
並
列
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
、
む
し
ろ
資
本
主
義
法
の
特
長
は

　
　
「
合
理
性
」
・
「
計
算
可
能
性
」
に
あ
る
、
　
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
と
し
て
甲
斐
氏
に
近
い
も
の
、
加
藤
新
平

　
　
「
法
律
物
神
性
」
　
（
「
法
学
的
世
界
観
」
所
収
）
六
二
頁
以
下
、
私
に
近
い
と
思
わ
れ
る
も
の
、
矢
崎
光
弾
「
合
理
的
市
民
法
と
法
学
的
世
界
観
」

　
　
（
法
哲
学
会
）
　
「
私
法
の
理
論
」
所
収
）
と
く
に
一
八
九
頁
以
下
参
照
。

（
三
）
　
た
と
え
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
法
社
会
学
」
　
（
小
野
木
重
訳
）
　
（
下
）
三
三
五
頁
以
下
参
照
。
こ
の
意
味
で
の
対
比
が
つ
ね
に
念
頭
に
あ
っ
た
エ
ー

　
　
ル
リ
ッ
ヒ
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
影
響
を
つ
よ
く
う
け
た
わ
が
国
で
、
さ
い
き
ん
の
、
判
決
予
測
を
使
命
と
す
る
経
験
科
学
と
し
て
の
実
用
法
学
の
主
張
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（
た
と
え
ば
、
川
島
武
宜
「
市
民
的
実
用
法
学
と
そ
の
科
学
性
」
◎
法
学
セ
ミ
ナ
i
一
九
五
八
年
三
号
と
く
に
一
〇
一
頁
以
下
）
も
、
直
接
に
は
こ

　
の
よ
う
な
ピ
①
げ
①
ロ
ω
ぼ
。
ヨ
ゆ
ゴ
9
再
の
克
服
を
め
ざ
す
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
な
お
ま
た
、
そ
こ
で
い
う
「
経
験
科
学
」
と
は
、

　
じ
つ
は
、
こ
と
ば
を
何
ら
か
の
経
験
的
事
実
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
み
「
有
意
義
」
ヨ
＄
三
コ
α
Q
h
三
と
み
る
の
で
あ
り
、
法
の
解
釈
．
適
用
を
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
る
裁
判
を
記
号
操
作
と
い
う
人
間
行
動
と
し
て
捉
え
る
意
味
論
（
・
口
論
理
実
証
主
義
）
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。
た

　
と
え
ば
川
島
武
宣
「
権
利
濫
用
の
意
味
論
的
考
察
」
　
（
末
川
先
生
古
稀
記
念
「
権
利
の
濫
用
」
　
（
上
）
所
収
）
と
く
に
一
三
〇
頁
参
照
。

（
四
）
　
G
・
ル
カ
ー
チ
「
物
象
化
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
意
識
」
　
（
平
井
俊
彦
訳
「
歴
史
と
階
級
意
識
」
所
収
）
は
、
物
象
化
の
直
接
性
の
み
を
分
析

　
す
る
に
と
ど
ま
る
近
代
科
学
の
性
格
を
取
扱
っ
て
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
へ

（
五
）
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
、
ほ
ん
ら
い
、
商
品
化
し
た
土
地
所
有
権
を
前
提
と
せ
ず
、
そ
れ
と
の
対
抗
関
係
を
知
ら
な
い
慣
行
的
利
用
権
を
、
物
権

　
　
か
債
権
か
を
論
ず
る
こ
と
は
法
社
会
学
上
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
た
だ
解
釈
論
上
、
物
権
法
定
主
義
と
の
関
係
で
い
さ
さ
か
無
理
な
論
理
構
成
を
せ

　
　
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
事
態
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
法
源
論
の
二
元
性
の
問
題
に
帰
著
す
る
。
た
と
え
ば
、
川
島
武
宜
「
近

　
　
代
法
の
体
系
と
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
」
　
（
法
学
協
会
雑
誌
七
六
巻
四
号
）
参
照
。

（
六
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
法
社
会
学
」
　
（
小
野
木
編
入
）
　
（
上
）
八
一
頁
以
下
、
　
（
下
）
一
三
＝
頁
以
下
参
照
。

（
七
）
＜
α
q
一
・
竃
・
を
。
げ
。
び
≦
客
ω
。
げ
9
。
津
二
昌
像
O
①
ω
①
一
一
ω
。
冨
津
”
犀
①
》
珪
一
・
二
⑩
2
・
ω
・
⊂
D
誌
｛
h
・
ま
た
、
　
た
と
え
ば
、
P
．
M
・
プ
ラ
ウ
「
現
代
社

　
　
会
の
官
僚
制
」
　
（
阿
利
莫
二
訳
）
も
、
こ
の
よ
う
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
部
分
的
」
・
合
理
的
計
算
の
体
系
の
理
念
的
図
式
の
上
に
立
つ
。

（
八
）
私
有
財
産
が
現
実
に
へ
て
ゆ
く
物
質
的
な
過
程
を
、
一
般
的
・
抽
象
的
公
式
で
し
か
と
ら
え
ず
、
そ
の
法
則
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
運
動
の

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ

　
　
連
関
と
し
て
概
念
的
に
と
ら
え
て
い
な
い
国
民
経
済
学
的
「
事
実
」
に
つ
き
、
K
・
マ
ル
ク
ス
「
経
済
学
・
哲
学
手
稿
」
　
（
マ
ル
・
エ
ン
選
集
補
巻

　
　
4
）
二
九
六
頁
以
下
、
H
・
マ
ル
タ
ー
ゼ
「
史
的
唯
物
論
の
基
礎
づ
け
の
た
め
の
新
史
料
」
　
（
良
知
・
池
田
訳
「
初
期
マ
ル
ク
ス
研
究
」
所
収
）

　
　
と
く
に
九
頁
以
下
参
照
。

（
九
）
磯
村
哲
・
前
掲
（
下
）
七
四
頁
以
下
参
照
。
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論説

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
り

（
一
〇
）
相
関
関
係
の
理
論
に
つ
き
、
我
妻
栄
「
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
」
　
〔
新
法
学
全
集
〕
一
二
五
頁
、
加
藤
一
郎
「
不
法
行
為
」
　
〔
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
も

　
　
律
実
全
集
〕
三
六
頁
以
下
、
一
〇
六
頁
以
下
参
照
。
し
か
し
、
英
法
で
は
、
ニ
ュ
ー
サ
ン
ス
の
よ
う
な
特
殊
な
不
法
行
為
類
型
を
認
め
た
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
、
　
「
権
利
」
に
関
す
る
古
典
理
論
を
保
持
し
、
　
「
違
法
性
」
に
重
点
を
移
さ
ず
、
　
「
権
利
侵
害
」
を
不
法
行
為
の
中
核
と
し
て
維
持
し
、
ま
た

　
　
「
権
利
濫
用
」
の
思
想
を
も
た
な
い
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
戒
能
通
学
「
権
利
濫
用
と
ニ
ュ
ー
サ
ン
ス
」
法
律
時
報
二
五
巻
二
号
七
頁
、

　
　
下
山
暎
二
「
イ
ギ
リ
ス
法
と
『
権
利
濫
用
』
」
法
律
時
報
三
〇
巻
一
号
八
頁
以
下
、
な
ど
参
照
。

（一

黶
j
舟
橋
碍
一
「
物
権
法
」
　
〔
法
律
学
全
集
〕
二
五
頁
以
下
、
と
く
に
三
六
頁
参
照
。

（一

�
j
舟
橋
・
前
掲
三
八
頁
、
同
「
所
有
権
の
濫
用
」
　
（
末
川
先
生
古
稀
記
念
「
権
利
の
濫
用
」
　
（
中
）
所
収
）
二
六
頁
以
下
三
一
頁
参
照
。

（一

O
）
詳
細
な
制
度
史
的
研
究
と
し
て
、
金
沢
良
雄
「
産
業
法
（
法
体
制
再
編
期
）
」
近
代
法
喜
達
史
4
二
七
一
頁
以
下
参
照
。

（一

l
）
我
妻
栄
「
経
済
再
建
と
統
制
立
法
」
二
〇
頁
以
下
参
照
。
こ
の
段
階
で
は
、
表
而
上
、
所
有
権
の
私
的
性
質
（
実
は
中
小
所
有
権
者
の
）
の
否

　
　
定
・
公
法
私
法
の
対
立
の
解
消
、
所
有
権
の
機
能
・
義
務
の
強
調
、
　
公
益
の
私
益
優
先
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
は
ん
ら
ん
す
る
。
　
そ
し
て
い
ま
ま

　
　
た
、
　
「
企
業
の
公
共
性
」
・
「
経
営
権
」
の
強
調
が
あ
る
。

（一

ﾜ
）
し
か
し
、
も
し
数
億
円
の
価
値
を
も
つ
設
置
物
で
あ
っ
て
も
、
一
般
的
に
設
置
者
が
自
己
の
所
有
物
を
自
己
の
意
思
に
も
と
づ
き
取
壊
す
な
ら
’

　
　
ば
、
何
人
も
、
　
「
か
か
る
取
壊
は
国
民
経
済
的
私
益
に
反
す
る
か
ら
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
」
と
は
い
う
ま
い
。
鈴
木
禄
弥
「
財
産
法
に
お
け
る
『
権
利

　
　
濫
用
』
理
論
の
機
能
」
法
律
時
報
三
〇
巻
一
〇
号
二
〇
頁
参
照
。
こ
の
よ
う
な
規
範
は
、
独
占
段
階
で
は
次
の
よ
う
な
社
会
的
意
味
を
も
つ
。
す
な

　
　
わ
ち
、
大
企
業
・
大
施
設
は
す
で
に
法
以
前
の
段
階
で
優
越
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
法
の
中
で
も
「
権
利
」
は
小
さ
く
濫
用
す
れ
ば
「
権
利

　
　
濫
用
」
に
な
る
け
れ
ど
も
、
大
企
業
大
施
設
に
よ
っ
て
大
き
く
濫
用
さ
れ
れ
ば
「
権
利
濫
用
」
に
な
ら
な
い
。
　
「
権
利
濫
用
」
理
論
は
じ
つ
は
他
の

　
　
権
利
を
助
け
る
た
め
に
あ
る
。
戒
能
通
学
「
『
権
利
濫
用
』
と
『
公
共
の
福
祉
』
」
法
律
時
報
三
〇
巻
一
〇
号
四
頁
以
下
、
参
照
。

（一

Z
）
　
こ
の
点
を
実
証
す
る
も
の
と
し
て
、
杉
村
敏
正
「
土
地
収
用
制
度
に
つ
い
て
」
法
律
時
報
三
三
巻
六
号
四
頁
以
下
、
志
村
清
一
「
収
用
委
員
会
　

　
　
運
用
の
実
態
」
法
律
時
報
三
二
巻
三
〇
頁
以
下
、
参
照
。
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
ゴ
ネ
得
や
、
買
収
遅
延
と
い
う
事
実
も
、
す
こ
し
具
体
的
に
検
討
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す
れ
ば
、
な
ん
ら
「
必
要
性
」
を
裏
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
事
実
は
、
土
地
収
用
法
に
も
と
つ
く
収
用
が
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て
い
な

　
　
い
・
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
こ
う
し
て
土
地
収
用
法
が
起
業
者
の
た
め
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
正
当
な
手
続
と
正
当
な
補
償
（
憲
法
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
九
条
）
と
に
よ
っ
て
被
収
用
土
地
所
有
権
の
等
質
的
保
障
を
確
保
す
る
側
聞
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
現
実
化
さ
れ
ず
、
媒
介
さ
れ
な
い
ま
ま
、
き
わ
め
て

　
安
易
に
飛
躍
し
て
特
別
措
置
法
の
出
現
へ
移
行
し
た
、
と
い
え
よ
う
。

（一

ｵ
）
さ
ら
に
た
と
え
ば
、
宅
地
制
度
審
議
会
は
、
一
般
の
宅
地
確
保
の
た
め
、
土
地
収
用
権
を
国
や
公
共
団
体
に
付
与
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
・

　
決
議
し
て
い
る
（
朝
日
新
聞
一
一
月
二
三
日
）
。
　
こ
う
し
て
法
規
範
の
社
会
的
意
味
は
、
　
ま
す
ま
す
一
義
的
に
規
定
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
お
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
り
、
「
必
要
や
む
を
え
ざ
る
事
実
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
社
会
科
学
的
に
全
面
的
に
産
業
・
経
済
構
造
を
検
討
し
批
判
せ
ね
ば
明
ら
か
に
な
ら
な
．

　
　
い
段
階
に
あ
る
。

（一

ｪ
）
私
が
こ
こ
に
規
定
し
た
よ
う
な
、
き
わ
め
て
「
抽
象
的
」
な
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
は
、
す
で
に
の
べ
た
所
有
権
の
社
会
的
制
限
（
u
、
い
わ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ゆ
る
産
業
基
盤
の
拡
充
）
に
限
ら
れ
な
い
。
　
た
と
え
ば
、
　
貿
易
自
由
化
に
伴
う
新
産
業
秩
序
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
独
占
禁
止
法
の
再
検
討
（
目
所
有

　
権
の
階
層
秩
序
化
）
を
主
．
要
な
内
容
と
す
る
と
き
、
そ
の
主
張
は
ま
さ
に
こ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
　
「
独
占
禁
止
法
が
過
当
競
争

　
を
も
た
ら
し
て
い
る
」
と
い
う
論
理
を
少
し
く
具
体
的
に
検
討
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
過
当
競
争
は
、
じ
つ
は
、
旧
財
閥
系
銀
行
を
頂
点
と
す
る
系
列

　
支
配
体
制
の
も
と
に
、
　
こ
の
系
列
間
の
投
資
競
争
に
主
た
る
原
因
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
右
の
論
理
は
、
独
禁
法
一
二
条
が
む
し
ろ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
禁
止
す
る
事
態
（
金
融
会
社
の
株
式
所
有
に
も
と
つ
く
系
列
的
支
配
）
を
前
提
と
し
て
競
争
が
行
わ
れ
て
い
る
事
実
を
全
く
無
視
し
拒
否
し
た
「
必

　
要
性
」
の
論
理
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
必
要
性
」
に
対
し
て
は
、
　
コ
般
に
過
当
競
争
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い

　
　
る
事
態
は
、
む
し
ろ
独
禁
法
の
適
用
、
あ
る
い
は
規
制
の
不
十
分
さ
、
．
更
に
独
禁
法
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
面
が
極
め
て
多
い
と

　
　
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
（
後
掲
正
田
論
文
）
と
い
う
ま
っ
た
く
逆
の
結
論
が
当
然
に
で
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
が
特
に
問
題
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
す
る
と
こ
ろ
は
、
過
当
競
争
の
原
因
の
探
求
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
存
在
の
現
・
実
で
あ
り
、
自
由
競
争
理
念
の
結
果
的
な
逸
脱
の
事
実
で
あ
る
。
」

　
　
（
両
角
良
彦
・
産
業
協
調
体
制
論
、
通
商
産
業
研
究
一
〇
〇
号
、
後
掲
正
田
氏
の
引
用
に
よ
る
。
　
傍
点
、
原
島
）
と
い
う
よ
う
な
態
度
は
、
ま
さ
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し
く
極
端
な
「
直
接
性
」
・
「
事
実
性
」
の
論
理
の
典
型
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
出
た
新
産
業
秩
序
が
「
寡
占
体
制
を
意
図
す
る
も
の
で

あ
り
、
寡
占
体
制
以
外
の
競
争
を
過
当
競
争
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
、
論
理
の
飛
躍
も
は
な
は
だ
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
き
び

し
く
批
判
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
以
上
の
点
に
つ
き
、
正
田
彬
「
新
産
業
秩
序
論
と
独
禁
法
制
（
一
）
」
　
（
法
律
時
報
三
四
巻
一
一
号
）
と
く

に
五
七
頁
、
五
八
頁
参
照
。
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