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「
無
因
性
」
確

立
の
意
義

に
つ
い
て

ー

「
無

因

性
」
概

念

の

研

究

そ

の
二

1
ー

原

島

重

義

は

し

が

き

さ
き
に
私
ぱ
、
ド
イ
ツ

民
法
典

に
結
実
し
た

「
無
因
性
」
概
念
の
理
論
的
な
系
譜
の
側
面
に
つ
い
て
ふ
れ
た
。
そ
れ
で
ぱ
い
つ
た

い
、

こ
の
よ
う
な

「
無
因
性
」
概
念
の
理
論
構
成
は
、
ど

の
よ
う
な
法
技
術
的

・
実
践
的
性
格
を
も
つ
た
も

の
で
あ
つ
た
か
、
言

い
換
え
れ
ば

そ
れ
ぱ
法
的
観
念
形
態
と
し
て
い
か
な
ろ
社
会
的
基
礎
を
も

つ
も

の
で
あ
ろ
か
、
き
い
う
問
題
が
さ
ら
に
提
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ

れ
が
明
ら
か
に
さ
れ
ろ
こ
と
に
よ
つ
て
、

「無
因
性
」
概
念
把
握

の
第
二
の
拠
点
が
得
ら
れ
ろ
で
あ
ろ
う
か
ら
。

こ
x
で
も
、

「
歴
史
家
で
は
な

い
が
、
理
論
家
で
あ
り
、
保
守
的
法
律
家
が
身
に
つ
け

て
い
ろ
悪
習
に
反
対
し
革
命
を
起
し
た
」
ま
ま

で
言
わ
れ
ろ
、
実
践
家
B
a
h
r
か
ら
、

こ
の
視
点

で
の

一
応

の
い
と
ぐ
ち
を
得
る
こ
と
が
で
き
ろ
。

B
a
h
r

ぱ
、

原
因

の
記
載
な
き
債
務
証
書
c
a
u
t
i
o
 
i
n
d
i
s
c
r
e
t
a

に
つ
い
て
、

そ
の
効
力
を
否
認
す
ろ
従
来
の
説
が
、

そ
の
共
礎

に

適
法
行
為
e
r
l
a
u
b
t
e
s
 
G
e
s
c
h
i
i
f
t

が
あ
ろ
か
否
か
を
知
り

え
な

い
と

い
う
理
由
を
挙
げ
ろ
の
に
反
論
し
て
い
ろ
。
「
こ
の
よ
う
な
見
解
は

…
…
債
務
証
書

に
現
わ
れ
た
抽
象
煮
思
に
対
し
て
、
そ
れ
が
適
法
な
e
r
l
a
u
b
t
基
礎
に
立
つ
て
い
ろ
こ
浩
が
証
明
さ
れ
な

い
限
り
、
そ
の

効
力
を
否
定
す
う
も
の
で
あ

ろ
。
そ
れ
は
か
く
し
て
、
不
法
な
u
n
e
r
l
a
u
b
t

行
為

の
推
定
を
立
て
う
も
の
で
あ
る
。

-
…
人
は
こ
箋
か

ら
、
前
述

の
推
定
は
、

こ
れ
を
適
用
す
れ
ば
、
必
然
的
に
、
た
ん
に
無
因
債
務
証
書
を
無
飲
と
す
う
の
み
な
ら
す
、
証
書
U
v
k
u
n
d
e
n



b
e
w
e
i
s

一
般
を
も
根
絶
す
う
に
至
ろ
こ
と
を
知
ろ
。
だ
が
な
に
よ
り
も
先
す
、
決
算
行
為
と
手
形
と
を
法
律
生
活
か
ら
追
放
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
う
だ
ろ
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
完
全
に
、
こ
の
よ
う
な
統
制
C
o
n
t
r
o
l
e
を
避
け

る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
。」
と
。

つ
ま
り
、
無
因
債
務
負
担
の
意
思
に
対
し
て
、
法
律
効
果
を
与
え
ろ
こ
と
を
拒
む
者
ぱ
、
個
人

の
意
思
に
対
し
て
統
制
を
加
え
ろ
者
で

あ
り
、
別
稿

で
す
で
に
述

べ
た
ご
と
く
に
、
B
a
h
rは

「
意
思
自
治
」
の
原
理
か
ら
、

こ
の
統
制

の
排
除
を
要
求
し
て
い
ろ
の
で
あ

る
。

B
a
h
r

ぱ
そ
の
著
作
の
第
三
版
で
は
、

こ
の
点
に
つ
き
さ
ら
に
明
瞭
に
、
ロ
ー

マ
法
が
無
因
債
務

に
対
し

て
好
意
的
で
は
な
か
つ
た

こ

と
に
対
し
て
、

「法
律
行
為
に
対
す

ろ
あ
る
種
の
警
察
的
監
視
を
喜
ん
で
い
ろ
官
僚
主
義
」
と
非
難
を
浴
び
せ
、
し
か
も
こ
の
官
僚
主
義

が
、

「今

日
に
至
う
ま
で
そ
れ
を
固
守
し
よ
う
ま
務
め
て
来
た
」
こ
き
を
強
調
し
て
い
ろ
。

B
a
h
r

の
エ
ネ
ル
ギ

ツ
シ
ユ
な
批
判
者
ま
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
K
i
n
d
e
lが
、

こ
の
よ
う
な
B
a
h
r
の
態
度
を
、

「
正
に
国
民
.の
経

済
的
に
弱

い
階
級
は
、
B
a
h
r
の
理
論
に
よ
り
、
も
つ
と
も
可
酷
な
も

の
に
見
舞
め
れ
ろ
。
従
つ
て
B
a
h
r
の
理
論

は
、
法
律
学
に
お

け

ろ
自
由
放
任
主
義
M
a
n
c
h
e
s
t
e
r
i
u
m

の
も

つ
と
も
極
端
な
表
現
で
あ
ろ
、
と
言
え
ろ
。
」
と
非
難
し
た

言
葉
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
ろ

(六
)

と
こ
ろ
で
あ
ろ
。K

i
n
d
e
l

の
非
難

の
当
否
は
別
と
し

て
、
こ
の
よ
う
な
B
a
h
r
の
言
葉
に
う
か

f
わ
れ
ろ
官
僚
主
義
的
な
警
察
的
監
視
と
は
い
つ
た

い

ド
イ
ツ
の
法
律
取
引
に
お

い
て
何
で
あ
つ
た
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
さ

い
、
王
く
に
、
B
a
h
r
の
無
因
債
務
概
念

の
理
論
的

起
点
を
な
し
た
物
権
契
約
の

「無
因
性
」
理
論

が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
関
係
を
基
盤
ま
し
て
、
ド
イ
ツ
の
法
律
制
度
に
ま

で
定
着
し
た
の

で
あ
つ
た
か
、
が
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

本
稿

の
主
題
は
こ
x
に
あ
ろ
。

二

)

拙
稿
・
「無
因
性
」
概
念
の
理
論
的
系
譜

(九
州
大
学
法
学
部
編
・
三
十
周
年
記
念
論
文
集
所
載
)



こ
＼
に
述

べ
ら
れ

て
い
る

や
柚
象
意
思
の
意
義

に

つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
参
照

。

た

ゴ
し

、

ロ
ー

マ
法

に
対

す

る

こ

の

よ
う

な

批

判

は
、

当

ら

な

い

で
あ

ろ
う

。

こ

、

で

は

、

の
指
摘

を
挙
げ

る
に
止
め
よ

う
。
「
こ
の
よ

う
な

の
〕
某
本
的
な
立
場
に
対
す
る
疑

惑
は
、
た

ゴ
、

一
定

の
保
守
的

な
サ
ー
ク

ル
と
、
と
く

に
、
以
前

の
プ

ロ
イ
セ

ン
・
ラ

ン
ト

レ
ヒ
ト
注
学

に
近
い
後
見
的
見
地
か
ら
出

て
い
る

に
す
ぎ
な

い
」

(
傍
点

・
原
島
)

物
権
契
約

の

「
無
因
性
」
と
、
債

務

の

「
無
因
性
」
と

の
理
論
的
聯
関
に

つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
参

照
。

今
日
の
ド
イ
ツ
民
法

(
八
七
三
、
九
二
五
条
)

に
見
ら
れ
ろ
よ
う
な
物
権
行
為
の

「無
因
性
」
は
、

一
八
七
二
年

の
プ
ロ
イ
セ
ン
所
有

の
立
場
を
承
継
す
う
も
の
で
あ
ろ
、
し
た
が

つ
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
ろ

物
権
行
為
の

「無
因
性
」
確
立
の
意
義
ぱ
、
そ
れ
が
こ
の
法
律
に
よ
つ
て
確
立
さ
れ
ろ
ま
で
の
事
情
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
・、

ま
す
、
こ
の

一
八
七
二
年
法
の
歴
史
的
性
格
を
知
う
た
め
に
、

一
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
の
不
動
産
取
引

に
つ
い
て
考
え
て
み
ろ
必
要

が

あ
ろ
う
。
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一
九
世
紀
に
入
つ
て
漸
く
さ
か
ん
に
な
る
プ
ロ
,
セ
ン
の
土
地
立
法
は
、
こ
の
頃
、
顕
著
に
な
り
始
め
た
資
本
主
義
の
農
業

へ
の
浸
透

の
法
律
的
表
現
で
あ
ろ
と

い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ぱ
、

封
建
的
土
地
所
有
の
資
本
主
義
的
土
地
所

有

へ
の

転

化

を

基
礎
と
し

て
、
自
由
な
私
的
土
地
所
有
権
ま
土
地
利
用
権
の
上
に
立
つ
た
と
こ
ろ
の
、
農
業
の
資
本
主
義
的
な
発
展
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
。
こ

の
よ
う
な
過
程
で
の
、
も
つ
と
も
切
実
な
要
請

ぽ
抵
当
権
制
度
の
整
備
で
あ
つ
た

。
H
e
d
e
m
a
n
n
の
叙
述
を
借
り
る
こ
ま
に
し
よ
う
。

「進
歩
の
合
言
葉

は
、
法
律
生
活
の
領
域
で
ぱ
、
改
革

へ
の
要
求
に

置
き
か
え
ら
れ
た

。

そ
の
こ
ま
を
人

々
は

至
う
と

こ
る
で
語

つ

た
。
…
…
登
記
制
度
お
よ
び
、
な
か
ん
す
く
そ
れ
に
依
存
す
ろ
抵
当
権
制
度

へ
の
移
行
が
充
分
に
近
す

い
た
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
ば
、

正
に

一
九
世
紀
の
半
ば
、
K
.
 
J
.
 
A
.
 
 
M
i
l
t
e
r
m
a
i
e
r

の
指
導
的
論
文
の
冒
頭
に
こ
う
読
む
の
で
あ
ろ
。
麿、も
し
確
実
で
深
く
堀
り
下
げ
た

社
会
的
基
礎
の
改
善
が
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
状
態
の
あ
ら
ゆ

う
改
善
も
徒
労
で
あ
ろ
。
こ
の
中
に
ま
す
抵
当
権
制
度
が
属

す
る
』
と
。

か
く
し
て
、

す
ぐ
に
か
の
、

こ
の
世
紀
を
通
じ
て
い
ろ
ん
な
ヴ
ア
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン
で
繰
り
返

え
さ
れ
た
テ
ー
マ
が
出
て
来

ろ
。
信
用
、
信
用
で
あ
ろ
!

当
時
花
開

い
た
資
本
主
義
精
神
ぱ
こ
ゝ
に

そ
の
反
映
を
見
出
す

。
M
i
t
t
e
r
m
a
i
e
r

は
言
う
、
『
土
地
ぱ
た

ん
に
生
産
手
段
で
あ
ろ
の
み
な
ら
す
、
商
業
経
営
者
な
ら
び
に
、
工
業
家
が
そ
の
大
企
業
に
利
用
す
ろ
信
用

の
手
段
で
も
あ
ろ
。
そ
し
て

家
族
の
繁
栄
と
幸
福
は
大
部
分
、

資
本
の
所
有
者
に
抵
当
投
資

の
安
全
を
保
証
す
う
と
こ
ろ
の
、

制
度
の
確
実
さ
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ

る
』
と
。」

こ
の
よ
う
な
物
的
信
用
・t
抵
当
権
法
ー
登
記
制
度
の
発
展
ぱ
、
プ
ロ
セ
イ
ン

に
お
い
て
い
か
な
ろ
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
ろ
近
代
的
債
権
お
よ
び
抵
当
権
の
発
展
の
基
礎
は
、
G
u
t
 
s
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

の
資
本

制
的
生
産
」
に
求
め
ら
れ
ね

O
ハ
)

ち
な
ば
な

い
。
つ
ま
り
、

一
五

・
六
世
紀
頃
か
ら
成
立
し
た
、
農
民
の
い
わ
ゆ
る
U
n
t
e
r
t
a
n
i
g
k
e
i
t

「
グ
ー
ツ

ヘ
ル
的

・
農
民
的
関
係
」

を
中
核
と
し
、

一
八
世
紀
に
至
う
ま
で
支
配
的

で
あ
つ
た

「農
民
の
賦
役
に
よ
う

へ農
奴
に
よ
う
)
鉾
、業
経
営
」
ー
G
u
i
 
s
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

か
ら
、

一
八
世
紀
後
半
と
く
に

一
九
世
紀
初
頭
の
農
民
解
放
を
経
過
す

ろ
こ
と
に
よ
つ
て
、

一
九
世
紀
中
葉

に
ほ
ゴ
そ
の
推
転
を
終

つ
た



ユ
ン
カ
ー
経
営
こ
そ
が
、
プ
ロ
セ
イ
ン

農
業

の
主
体
で
あ
り
、

し
た
が
つ
て
叉
、

物
的
信
用
の
要
求
、
抵
当
権
発
展
の
基
礎
も
ま
た
、

の
推
転
過
程
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
プ

ロ
イ
セ

ン
に
お
け
ろ
資
本
の
原
始
的

蓄
積
過
程
、
す
な
わ
ち
、
直
接
生
産
者
た
る
農
民
の
そ
の
生
産
手
段
ー
土
地
か
ら
の
追
放
と
、
貴
族
の
手

へ
の
土
地
の
集
中
の
過
程
に
あ

た
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
、
物
権
行
為

の

「,無
因
性
」

の
意
義
を
明
ら

か
に
し
た
も

の
と
し
て
、
川
島

}、所
有
権
法

の
理
論
」

二
二
八
頁

以
下
が

あ

る
。
し
か
し
最

近
、
同
様

の
視
点

に
立

つ
て
鋭

い
分
析

を
示
し
た
、

が
出
版

さ
れ

た
。
本

稿
も

こ
の
書

に
負

う
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
な
お
、

こ
れ

に

つ
き
加
藤

一
郎
助

教
授
の
要

を
得

た

紹
介

が
あ
る
、
法
協
七

二
巻

二
号
所
載

。

一
八
〇
七
年

一
〇
月
九

日
の
、

土
地
所
有
権

の
簡
易
な
保
有
と
自
由
な
利
用
な
ら

び
に
土
地
居
住
者

の
人
的
関
係

に
関
す
る
勅

令
、

は
次

の
よ

う

に
規
定
し
た
。

「
わ
が
国

に
お
け
る

い
ず
れ
の
居
住

者
も
、
国
家

に
対
す

る
関
係

で
は
い
か
な
る
制
約

も
な
し
に
、
あ

ら
ゆ
る
種
類

の
土
地
物
件

の
所
有
的

お

よ

び
抵

当
的
保
有
を
な
し
う
る
。
貴
族
も
ま
た
、
た
ん
な
る
貴
族
的
物

件

の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
非
貴
族
的
、
ブ

ル
ジ

ョ
ア
的
お
よ
び

農
民
的
物

件

の
所
有
を
な
す

こ
と
が
で
き
、
市
民
お
よ

び
農
民

は
、
市
民
的
、
農

民
的

お
よ

び
他

の
非
貴
族
的

の
み
な
ら
ず
貴
族
的
十
地

の
所
有

を
、
物
取
得

の
た

め
の
特
別

の
許
可
を
要

せ
ず

し
て
、
な

し
つ
る
。
た

樽
し
、
な

お
、
い
か
な

る
保
有
変
更
も

、
官
庁

に
届
出

る
こ

と

を

要

す

る

。
」
(傍

点

・
原
島

)

け
れ
ど
も
当
時
な

お
、
土
地
所
有
の
自
由
、
土
地

の
商

品
化

に
は
大
き
な
封
建
的
制
約

が
あ

つ
た
。

た
と
え
ば
、
当
時

の
現
行
法

は
、
「封

臣

は
、
封

地

一
般

お
よ

び

彼
の
保
有
期
間

を
超

え
た
そ
の
用
益

に

つ
き
、
独
立
し
て
債

務
を
負

い
、

又
は
そ

の
他

の
負
担

を
負
う

こ
と
が
で
き
な

い
。
」
と
規
定

し
て
い
る
。
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こ
れ

は

一
八
三
六
年
以
来

八
回

に
亘

つ
て
連
載
さ

れ
た
大
論
文

で
あ
る
。
彼

は
当
時
に
お
い
て
登

記
制
度

の
整
備
を
提
唱
し
た
先
覚
者
的
な
学
者
で
あ

つ
た
.

(
六
)

川
島

・
前
掲
書

三
〇

八
頁
註

一
二

三
。

ハ
七
)

た
と
え
ば
、
林
健
太
郎

「
近

代
ド
イ
ツ
の
政
治
と
社
会
」

一
三
六
頁
以
下

、

一
八
六
頁

参
照
。

一
九
世
紀
初
頭
の
農
民
解
放
、
つ
ま
り
、

一
八
〇
七
年

の
十
月
勅
令

(
シ
ュ
タ
イ
ン
。
ハ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
改
革
)、

一

八

一
一
年
の
調
整
令

一
八

一
六
年
の
布
告
等
、

に
よ
う
農
民
解
放

ぱ
、

一
六
世
紀
以

来
、
と
く
に

一
六
四
八
年
以
来
な
か
ん
と
な
つ
た

の
、

た
な
条
件
に
対
応
す
ろ
新
た
な
形
態
で
あ
つ
た
、

ま
言
え
よ

う
。

「
十
九
世
紀
前
半
の
大
土
地
所
有
の
激
し

い
増
大
は
、
山
林
及
び
王
領
地
の
獲
得
を
別
と
し
て
、
全
く
農
民
地
の
犠
牲
に
於
て
行
わ

れ
た
。
自
由
主
義
的
立
法
に
よ
つ
て
擁
護
さ
れ
た

『
農
民
の
追
立
て
』
ぱ
十
六
、
七
世
紀
に
於
け

ろ
よ
り
も

ぱ
う
か
に
大
き
な
範
囲
に
及

ん
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
ろ
上
か
ら
の
解
放

で
あ

つ
た
。
そ
れ
は
、
封
建
制
度

土
台

で
あ
り
従
つ
て
ま
た
封
建
的

支
配
権
力
が
依
存
し
て
い
た
、
農
民
経
営
の
自
給
的

・
自
然
経
済
的
小
生
産
が
、
大
き
く
資
本
制
商
品
経
済

の
渦
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
、

小
商
品
生
産
化
し
、
封
建
制
度
の
土
台
そ
の
も
の
を
掘
り
崩
し
て
行
く
過
程
に
お

い
て
、
封
建
的
搾
取
が
と

ろ
と
こ
ろ
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的

適
応
形
態
、
つ
ま
り
、
賃
銀
労
働
の
雇
傭
と
小
生
産
者
の
労
働
地
代
形
態
の
労
働
と
の
、
複
合

の
上
に
立
つ
た
、
特
殊
プ
ロ
セ
イ
ン

的
な
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ユ
ン
カ
ー
経
営
の
成
立
過
程

で
あ
つ
た
、
と

い
え
よ
う
。

当
時
な
お
、
さ
ま
ざ
ま
の
特
権
を
、
た
と
え
ば
、
グ
ー
ツ

ヘ
ル
の
領
主
裁
判
権
P
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
g
e
r
i
c
h
t
s
b
a
r
k
e
i
t

を

一
八
四
八
年
ま

で
、

警
察
権
を
実
に

一
八
七
二
年
ま
で
、

ま
た
、

地
租
免
除

の
特
権
を

一
八
六

一
年
ま
で
保
有
し
た
貴
族
階
級
の
地
位
を
維
持
す

ろ
こ

と
、
こ
れ
が
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
使
命
で
あ
り
、
そ
の
新
た
な
経
済
的
基
礎
で
あ
ろ
ユ
ン
カ
ー
経
営
を
維
持
発
展
さ
せ
ろ
こ
と
は
、
も
ち

ろ
ん
そ
の
重
要
な
課
題

で
あ
つ
た
に
違

い
な

い
。

一
八
〇
七
年
に
発
布
さ
れ
て
、
年

々
延
期
さ
れ
た
貴
族
の
負
債
に
対
す
ろ
モ
ラ
ト
リ
ウ
ム
、
貴
族
領
地
所
有
者
に
対
し
て
、
フ
リ
ー
ド

リ
ツ
ヒ
大
王
以
来
、
L
a
n
d
s
c
h
a
f
t

の
設
立
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
た
財
政
的
援
助
等
は
、

こ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語

つ
て
い
ろ
。

こ
と

に
、
抵
当
権
お
よ
び
登
記
制
度

を
促
進

し
た
L
a
n
d
s
c
h
a
f
t

「貴
族
金
融
組
合
」
は
、
G
u
t
s
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

の
資
本
制
的
な
農
業
経
営
、

つ
ま
り

ユ
ン
カ
ー
経
営

へ
の
推
転
に
あ
た
つ
て
要
求
さ
れ
ろ
信
用
を
与
え
ろ
た
め
の
、
貴
族
の
独
占
的
機
関

で
あ
つ
た

。

こ
の
よ
う
な

ユ
ン
カ
ー
経
営
の
不
断
の
信
用
需
要
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
素

い
し
国
家
の
莫
大
な
財
政
的
支
出
は
、

農

業
奪

の
改
良
」
集

要

口
的
に
し
た
に
も
か
x
わ
ら
す
、
そ
れ
は
グ
ー
ツ

ヘ
ル
に
ょ
つ
て
技
術
の
改
良
に
用

い
ら
れ
ろ
よ
り
ぱ
、
困
窮
し
た
農
民
地
の
買
上
げ
、

+
地
の
拡
大
に
投
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
農
業
生
産
の
向
上
を
か
え
つ
て
阻
害
し
た
の
で
あ
つ
た
。
従

つ
て
、

一
八
二
〇
年
代
の
農
業
不

況
を
切
り
抜
け
た
大
農
経
営
は
、
六
〇
年
頃
ま
で
に
亘
つ
て
、
農
業
技
術
改
良
の
た
め
に
と
く
に
資
本
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
り
、
i

K
r
e
d
i
t
n
o
t
 
!

彼
等
の
所
有
地
を
抵
当
に
入
れ
ろ
こ
と
に
よ
つ
て
そ
れ
を
果
す
こ
と
が
で
き
た
。i
R
e
a
l
k
r
e
d
i
t
三
〇
年
代
以

後
、
領
地
の
抵
当
化
が
さ
ら
に
増
加
し
た
に
も
拘
ら
す
、
差
押

え
ら
れ
競
売
さ
れ
ろ
領
地
は
、
か
え
つ
て
急
激
に
減
少
し
、
抵
当
証
券
の

流
通
相
場
が

一
〇
〇
%
を
超
え
ろ
に
至
つ
た

こ
と
は
、
そ
の
現
わ
れ
と
見
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
煮
味
に
お

い
て
、
K
l
e
i
n
e
が
、
「
資
本

の
、
資
本
主
義
的
農
業
及
び
資
本
主
義

へ
と
発
展
す
ろ
農
業

へ
の
導
入
手
段
と
し
て
の
、

土
地
の
抵
当
化
の
必
然
性
ぱ
ー
1
発
展
的
に
見
れ
ば
ー
プ
ロ
セ
イ
ン

・
ド
イ
ツ
的
条
件
下
で
の
、
摩
擦
な
く
機
能
す
ろ
抵
当
制
度

の
た



覧

め

の
斗

い
老

し

て
示

さ

れ

ろ

。
」

と

規

定

し

た

の
は

正

し

い
、

と
考

え

ら

ろ

。

(
八
)

前
註

(
三
)
参

照
。
そ
の
詳

細
に

つ
い
て

は
、
林

・
前
掲
書

一
四
四
頁
以
下

。

そ

の
内
容

は
林

・
前
掲
書

一
四
九
頁

以
下
参

照
。

そ

の
詳
細

は
、
林

・
前
掲
書

一
五

一
頁
以

下
参

照
。

二

一
)

資
本
論

弟

一
部
、
長
谷
部
訳
日
評
版
第

三
分
冊

二
四
〇
頁
註

一
九
六

a
参

照
。
な
お
、

か
ら

へ

の
推
転

に

つ
い
て
は
、
戒
能

「
法
律
社
会
学

の
諸
問

題
」
二
九
〇
頁

以
下
参
照
。

二

二
)

の
救
述

。

(林

・
前
掲
書

一
八
七
頁

。)

(
一
三
)

「
封
建
領
主

の
権
力

は
、
い
つ
れ
の
主
権
者

の
権
力
と
も
同
様

に
、

自
分

の
地
代
帳

の
長
さ
で
は
な
く

て
自
分

の
臣
下

の
数

に
立
脚

し
て
を

り

、
そ
し

て
こ
の
数

は
目
営
農
民

の
数

に
依
存

し
て
い
た
。」

(
資
本
論

、
第
四
分
冊

一一二

頁
)

二

四
)

井
上
晴
丸

「
農
業

と
資
本

主
義
」

(資
本
論

の
解
明
第
五
分
冊

一
一
九
頁

以
下
)
参
照
。

(
一
五
)

林

・
前
掲
書

一
九
七
頁

以
下
参
照
。

二

六

)

こ
れ

に
農
民

の
加
入
が
許

さ
れ
る

の
は

一
八
四
七
年
に
至

つ
て
か
ら

で
あ
る
。

林

・
前
掲

書
二
〇
三
頁
参

照
。

に

つ
き

、

川
島

.
前
掲
書
三
〇
八
頁
註

(
一
二
三
)
参
照

ほ
か
に
、
鈴

木
禄
弥

「
ラ

ン
ト
ン
ヤ
フ
ト

に
関
す

る

一
考
察
」

(
法
協
七
〇

巻
四
号
七

一
巻
二

号
)
、
槙

悌
次

「
ド
イ

ツ
に
お

け
る
抵
当
債
券
制
度

の
発
展

二

)
」

(法
学

一
七
巻
四
号
)
参
照
。

二

七
)

林

・
前
掲
書

二
〇

一
頁

以
下
の
、

一
八
二
四
年
の
予
算
表

を
参

照
。

(
一
八
)

林

・
前
掲

書
二
〇

三
ー
五
頁

参
照
。
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S
c
h
o
n
,
 
1
9
1
6
,
 
S
.
 
5
8

林

・
前
掲
書

一
九
六
頁

に
そ
の
表

が
あ

る
。

(
二
〇
)
K
l
e
i
n
e
,
 
a
.
 
a
.
 
0
,
 
S
.
 
1
8
,
 
V
g
l
.
 
G
.
 
D
o
r
n
b
e
r
g
e
r
,
 
H
.
 
K
l
e
i
n
e
,
 
G
.
 
K
l
i
n
g
e
r
,
 
a
n
d
 
M
.
 
P
o
s
c
h
,
 
D
a
s
 
Z
i
v
i
l
r
e
c
h
t
 
d
e
r

D
e
u
t
s
c
h
e
n
 
D
e
m
o
k
r
a
t
i
s
c
h
e
n
 
R
e
p
u
b
l
i
k
,
 
S
a
c
h
e
n
r
e
c
h
t
,
 
1
9
5
6
,
 
S
.
 
1
8
6

こ
の
さ
い
、
イ
ギ
リ

ス
の
典

型
的
な

「
資
本

家
的
借
地
農

業
誓
」

(
資
本
論
第

五
分
冊

三
六

二
頁

以
下
)

を
想
起
す

る
必
要
が
あ

る
。

(
一
二

)

川
島

・
前
掲

書
三
〇

八
頁
註

一
二
三

は
、

「
近
代
的
債
権
は
、
近
代

的
な
独
立
生
産
者
が
そ
の
独
立

な
地
位
を
保
持

し

つ
つ
生
産
信
用
を
う

け
る
場
く(「
に
、
典

型
的

に
、
歴
史
的

な
大
量
現
象

と
し
て
、
成
立
才

る
で
あ

ろ
う
。
…
…
だ
か
ら

、
生

産
の
資
本
制
的
組
織
そ

の
も

の
が
出
発
点

を
な
す

こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
」

と
指
摘

さ
れ
、

一
七
九
四
年

の
A
L
R

に
お
け
る
公
信
原
則

の
承
認
が
、

人
的
関
係
か
ら
離

れ
た

・
か
よ
う

な
近
代
的

な
債
権
と
抵

当
権
の
成

立
を
背
景

に
も

つ
て
い
る
、
と
言
わ

れ
た
。

し
か
し
さ
ら

に
、
ド
イ

ソ
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ

う
な
近
代
的
債

権
と
抵
当
権

の
成

立

こ
そ

は
、
豊
業
生
産

の
特
殊

プ

ロ
イ
セ

ン
的

な
資
本
主
義
化

の
過
程

に
よ

つ
て
な
さ
れ
た

こ
と
を
、
明
瞭

に
す
る

こ
と
に
よ

り
補
足
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
鈴
木
禄
弥

「
ド
イ

ツ
抵
当
権
法
と
資
本
主
義

の
発
達
」
(
法
律
時
報

二
八
巻

=

号

二
〇
頁

)
が
、
「債
権
担

保
の

た

め
の
抵
当
権
よ
り

投
資
抵

当
権

へ
と

い
う
公
式

は
、
資
本

主
義

発
展
が
特

異

の
態
様
を
示
し
て
い
る
ド
イ

ツ
ー

と
く

に
プ

ロ
イ
セ

ン
ー

に

っ
い
て
の
み
妥
当
す

る
も
の
で
あ
り

、
資
本

主
義

が
典

型
的

に
発
展
し
た
と

い
わ
れ
る
イ
ギ
リ

ス

・
フ
ラ

ン
ス
に
は
む
し
ろ
妥

当
し
な
い
の
で
あ

る
。」

と

さ
れ
る

の
も

、
同
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
性
格
を
も
つ
資
本
主
義
の

農
業へ
の
滲
透
は
、

当
然
に
抵
当
権
法
と

所
有
権
法

(と
く
に

土
地
所
有
権
の
移

転
)
の
改
革
、
し
た
が
つ
て
ま
た
、
土
地
登
記
法
G
r
u
n
d
b
u
c
h
s
y
s
t
e
m

の
整
備
を
つ
よ
く
要
求
す
ろ
。

利
息
の
確
実
な
収
取
と
、
投
下
資
本
の
安
全
確
実
な
回
収
可
能
性
こ
そ
が
土
地

へ
の
信
用
を
誘
引
す
る
こ
と
が
で
き
ろ
。
し
か
し
、
当

時
広
汎
に
継
受
さ
れ
て
い
た
ロ
ー
マ

の
抵
当
法
は
、
こ
の
要
請
に
こ
た
え
ろ
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
全
く
公
示
性
を
欠
く
黙
示
の
抵
当



、

公
示
性
な
く
し
て
債
務
者

の
総
財
産
に
ま
で
及

ぶ

一
般
抵
当

、
な
か
で
も
、
時
期
に
お

い
て
お
く
れ
な
が
ら
他
の
抵
当
権

に
優
先
す
ろ
特
権
的
抵
当
権
た
ろ
法
定
抵
当

は
、
土
地
信
用
の
発
展
の
た
め
に
大
き
な
障
害
と
な
つ
た
。
こ
&
に
お

い
て
、

の
呼
び
カ
ー
ぱ
、

ロ
ー
マ
抵
当
法

の
克
服
、
き
く

に

一
般
抵
当
に
対
す
ろ
戦

い
の
叫
び
と
な
つ
て
行
く
の
で
あ
ろ
。

そ
し
て
こ
の
要
請
ぱ
、
次
の
方
法
に
ょ
つ
て
応
え
ら
れ
ろ
。
す
な
わ
ち
、
負
担

は
、
約
定

が
な
さ
れ

一
'

土
地
に

対
し
て
の
み
及
び
う
ろ
と

い
う
こ
と
、
お
よ
び

こ
の
よ
う
な
特
.定

の
負
担
ぱ
、
こ
の
土
地
に
関
す
う
か
ぎ
り

、
債
務
者
の
あ
ら
ゆ
う
他
の

一
般
的
な
義
務
に
優
先
す
う
と

い
う
原
則
、

の
確
立
。

さ
ら
に
こ
れ
と
直
接
関
連

し
て
、

一
方

で
は
投
資
者
に

対
し
、
同
じ
土
地
に
関
す
ろ
第
三
者

の
権
利
を
知
ら
し
め
、
他
方
で
は
第
三
者
に
対
し
、
同
じ
土
地
に
関
す

ろ
投
資
者

の
権
利
を
第
三
者

に
知
ら
せ
ろ
こ
と
に
よ
つ
て
、
投
資
者

の
権
利
を
、
彼
に
未
知
な
第
三
者
に
よ
つ
て
優
先
さ
れ
、
侵
害
ざ
れ

ろ
こ
ま
か
ら
守
ろ

一
定
の
公

開

の
方
式
、

の
確
⊥』

こ
の
二
つ
で
あ
ろ
り

こ
の
二
つ
の
原
則
を
み
た
す
も
の
が
、
抵
当
簿

な
い
し
不
動
産
登
記
簿

へ
の
記
載

で

あ
つ
た
。
こ
う
し
て
、
不
動
産
法
な

い
し
登
記
法
の
近
代
化
ぱ
、
特
殊
プ
ロ
セ
イ
ン

的
な
近
代
化
の

一
過
程

と
し
て
推
進
さ
れ
ろ
。

と

を
採
用
し
、

そ
れ
ま

で
の
立
法
を
集
大
成
し
た

一
七
八
三
年
の

一
般
抵
当
令

ぱ
、
法

の
目
的
を
、
そ
の
前
文
に
お
い
て
、
「
不
動
産
に
対
し
て
な
さ
れ

た
貸
付
に
つ
い
て
、
不
動
産
所
有
者
の
所
有
権
き
信
用
と
の
確
定

お
よ
び
、

一
般
公
衆
の
安
全
」
だ
と
明
確
に
掲
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

一
七
九
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン

は
、
い
わ
ゆ
う
二
種
類
の
所
有

を
み
と
め
、
ま
た
、
い
わ
ゆ

る

を
み
と
め
た
こ
さ
に
よ

つ
て
登
記
室
義

に
つ
い
て
は
後
退
し
た
が
、
抵
当
権
に
つ
い
て
公
信
力
を
賦
与

。
そ
し
て

一
八
七
二
年
所

有
権
取
得
法
に
至
つ
て
、
つ
い
に
こ
の
発
展
過
程
は
完
成
す
ろ
。
す
な
わ
ち

「
と
く
に
所
有
し
、
移
転
し
、
お
よ
び
物
的
義
務
を
負
担
」
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う

ろ

.
地

区

の
す

べ

て

の

不
動

産

は

、

そ

の
地

区

の

抵
当

簿

に

記

載

す

ろ

こ
と

を

要

す

る
。
」

と

規

定

し

、

た

と

え

ば

所

有

権

取

得

に

つ

い

て
も

、

「
登

記

簿

へ
の
記

載

に

よ

つ

て
の

み

取

得

し

う

ろ
。
」

ど

規
定

す

ろ

こ
と

に

よ

つ

て

、

登

記

主

義

を

後

的

に
純

化

す

る

と

x
も

に

、
登

記

主
義

ま

公

信

の
原

則

と

を

、

抵

当

権

の

み

な

ら
す

所

有
権

そ

の
他

の
す

べ

て

の
物

権

取

引

に
ま

で
、

は

じ

め

て
拡

張

し
た

の

で

あ

る

。

と

く

に

一
八

七

二
年

法

は

、

物

権

行

為

の

「
無

因

性

」

を

採

用

す

ろ

こ
と

に

よ

つ

て
、

実

質

的
審

査

主

義

を

排
除

し

、

こ

の
点

に

お

い
て
も

不
動

産

取
引

の
近

代

化

を

完

成

し
た

の

で
あ

つ
た

。

大
陸

に
継
受
さ
れ
た

ロ
ー

マ
抵
当
法

に

つ
い
て
は
、

ち
な
み
に
、

ロ
ー

マ
法
上
、
質

及
び
抵

当
は

同

一
原
則

の
支

配
を
受
く
る

こ
と
が
多

か

つ
た

。

「
質

と
抵

当
の
間
に

は
た

ゴ
響
き
を
異
、に
す

る
の
み

。」

ロ
ー

マ
の
担
保
.法

が
普

通
法

と
し
て
、
そ
の
全
地

域
に
適
用
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
も
、
種

々
の
規
定

に
よ

つ
て
そ
の
欠
陥

を
補

お
う
と
努
め
た
。

「
す

な
わ
ち
、
動
産
抵

当
を
設
定

せ
し
め
な

い
か
、
黙
示
の
抵
当

を
直
接

に
廃
止
す
る
か
、
又
は

一
定
種
類

の
黙
示
抵
当
を
廃
止
す
る
と
か

に
よ

つ
て
で
あ

る
。
何
故
な
ら

、
そ

の
存
続
は
特

に
信

用
に
有
害
で
あ

つ
た
か
ら
。

一
方
、
他

の
場
所

で
は
主
と

し
て

一
般
抵
当

は
許

さ
れ
ざ
る
も
の

と
規
定
さ
れ
た
。
」

「
機
械

は
正
確

な
る
も
、
時
を
示
さ

ゴ
る
時
計
」

と
評

さ
れ
た

ロ
ー

マ
の
担

保
権

に

つ
き

、
原
田

「
ロ
ー

マ
法
」

下
巻
五
三
頁
以
下
参
照
。

は
、
大
別
し

て
三

つ
の
意
義

で
用

い
ら
れ
る
。
第

一
は
、
公
信
原
則

の

意
味

に
お
い

て

父
あ
り
、
も

つ
と
も
普
通

の
用
法
ら
し
い
。
第

二

は
、
登
記
主
義

の

一
内
容

、

っ
ま
り

、
登

記
主
義

の
積
極
的
効

力

(
消
極
的
効
力

は
普

通
に

い
う
登
記
主
義
)

の
意
味
に
お

い
て
。
第
三

は
、
わ
が
国

で
い
わ
ゆ
る
公
示
主
義

の
意
味

で
。
普

通
に
は
、

と

い
わ
れ
る
。
本
文

で
は
こ
の
第

三
の
意
味

で
使

っ
た
。

な
お
、
フ
ラ

ン
ス
で
は
、

に
あ

た
る
言
葉

は
、

で
あ
り
、

と
い
づ
言
葉

は
、

す

な
わ
ち
公
信
原
則

の
意
味

で
使
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、

一
九

世
紀
以
来

、
第

三
者

に
対
す

る
対
抗
力

の
意
味
に
使
わ
れ

て
い
る

(
一
八
五
五
年

の
登
記
法
し
か
り

)
。

つ
ま
り

、
前
述
第

二
の
場
合

の
積
極
的
効
力
が
落

m
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ち
て
、

消
極
的
効
力

も
ま
た
、
た
ん
に
第

三
者

に
対
す

る
対
抗
力
だ

け
が

と
、い
わ
れ
る
。

ま
さ
に
わ
が
国

の
公
示
主
義

と
同

じ
意

味

で
、
か

つ
ド
イ

ツ
の
登
記
主
義

に
対

立
す

る
意
味

で
用

い
ら
れ
る
。

こ
の
条
例
の
内

容
に

つ
い
て
は
、

と
く

に
、
登
記
主

義

に

つ
い
て
は
、

以
下
、
黙
示

の
抵
当
、
法
定
抵
当

に
つ
い
て
は
、

に
規
定

が
あ

る
。

に
ょ
れ
ば
、

不
動
産
所
有
権

に
つ
い
て
、
た
ん

に

に
よ

つ
て
、

つ
ま
り
登
記

に
ょ
ら
ず
し

て
、
そ

の

取
得
を
み
と

め
た

。
こ

＼
に
い
わ
ゆ

る
二
種

の
所
有
、
す
な
わ
ち
、
引
渡
の
み

に
ょ
る

と
、
登
記

に
ょ
る

の
対
立
が
生
ず
る
。

は
、

の
原
則
を
規
定

し
た
。
す

な
わ
ち

「
登
記

又
は
引
渡

し
の
時

に
、
そ
れ
以

前

に
成
立

し
た
他

人
の

〔
法
律

上
の
原
因
、
た
と
え
ば
売
買
契
約

な
ど
、

を
知

つ
て
い
る
者
も
ま
た
、
そ

の
他

人

の
.不
利
益

に
お

い
て
、
時

期
に
お
い
て
早
い
登
記
又

は
引
渡

し
を
主
張
す

る
こ
と
が
で
き

な
い
。」

こ
の
よ
う
な

の
承
認

に
ょ

つ
て
、
登
記
主
義

は
大
幅
な
制

限
を
う
け
る

こ
と

＼
な
る
。
の
ち
に
、

一
八
七

二
年
法

に
よ

つ
て
、

こ
の

は
排
除

さ
れ
、

登
記
主
義

の

イ
が
行
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、

「
土
地

の
取
得
者
が
、
あ
る
他

の
者

に

つ
き
、
こ
の
土
地
の

に
対
す
る
権
源
を

な
す

・
そ
れ
以
前
の
法
律

行
為

が
あ

る
こ
と
を
知

つ
て
い
た
と
き
も
、

そ
の
.所
有
権
取
得
を
妨

げ
な
い
。」

川
島

・
前
掲

書
二
九
七
頁

。

な
お
、

登
記
主
義

お
よ
び
公
信
力

は
、
抵
当
権

に

つ
い
て
の
み

要
求

さ
れ
た
の
で
あ

つ
て
、
所
有
権

に

つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
か

つ
た
。
し
か
し
実
際
上

は
、
土
地

の
抵
当
化

の
必

要

か
ら

、
そ
の
前
提

と
し
て
、
所
有
権

登
記
が
な
さ
れ
た
。

そ
れ
で
ぱ
、
物
権
行
為
の

「無
因
性
」
の
確
立
が
近
代
化
で
あ
り
え
た
の
は
、

い
か
な
る
意
味
に
お

い
て
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
本
来
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の
目
的
で
あ
ろ
こ
の
問
題
に
立
ち
帰
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
先
す
、
改
革

へ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
制
定
さ
れ
た
に
も
拘
ら
す
、

一
七
八

三
年
抵
当
条
例
、

一
七
九
四
年
A
L
R

が
、
な
お

一
貫
し
て
規
定
し
て
い
ろ
実
質
的
審
査
主
義
に
つ
い
て
述

べ
ね
ば
な
ら
な

い
。

」
七
八
三
年
法
第
二
節
は
次
の
ご
と
く
規
定
し
た
。

第
五
八
条

「抵
当
権
登
記
簿

の
所
有
名
義
T
i
t
u
l
u
s
 
p
o
s
s
e
s
s
i
o
n
i
s

を
訂
正
せ
ん
と
欲
す
る
者
ば
、
そ
の
登
記
簿
を
備
え
た

〔
登
記
〕

委
員
会
c
o
l
l
e
g
i
u
m

に
対
し
、

そ
れ
が
売
買
契
約
書

、
交
換
契
約
書
、
贈
与
証
書
、
遺
言
書
、
判
決
書
叉
は
そ
の
他
の
名
称
で
あ
れ
、

取
得
証
書

の
原
本
を
交
付
す
ろ
こ
と
を
要
す
。
」

第
五
九
条

「委
員
会
は
こ
の
申
請
の
審
査
に
さ

い
し

て
は
第

一
章

工

条
以
下
の
総
則
規
定
に
従
う
こ
と
を

要
す
る
。

か
つ
委
員
会

は
、
新
所
有
者
が
所
有
権
を
承
継
す
う
と
申
立
て
た
者
に
、
そ
の
形
式

で
処
分
す

ろ
権
能
が
あ
る
か
ど
う
か
、
な
ら
び
に
そ
の
者
自
身
に

つ

い
て
所
有
名
義
が
訂
正
さ
れ
て
い
う
か
ど
う
か
、
叉
取
引
自
体
が
、
法
律
の
方
法
に
従

つ
て
新
所
有
者

へ
の
所
有
権
譲
渡
の
原
因
と
な

り
う
ろ
だ
け
の
状
態
に
あ
ろ
か
ど
う
か
、
最
後
に
、
そ
れ
に
つ

い
て
作
成

さ
れ
た
証
書
に
適
法

の
要
件
を
備
え

て
い
る
か
ど
う
か
、
に
つ

い
て
検
討
す
ろ
こ
と
を
要
す
ろ
。
」

第

一
一
条

「専
任
官
吏
お
よ
び
委
員
会
は
、
申
請
書
及
び
附
属
書
類
に
つ
き
、
そ
の
形
式
な
ら
び
に
内
容
に
従

い
、
厳
密
に
考
量
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。」

第

一
二
条

「
委
員
会
ぱ
…
…
、
で
き
う
ろ
限
り
の
注
意
に
よ
つ
て
、

い
か
な
る
不
適
法
な
叉
は
明
ら
か
に
無
効

な
取
引
も
登
記
簿
に
記

入
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
所

で
登
記
さ
れ
た
行
為
の
合
法
性
に
対
す
ろ
公
け
の
信
頼
が
、
欺
岡
と
詐
欺
に
悪
用
さ

れ

る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
叉
提
出
さ
れ
た
書
類
の
不
完
全

・
不
明
瞭
そ
の
他
の
理
疵
に
よ
つ
て
将
来
訴
訟
そ
の
他
の
紛
糾
の
機
縁
と
な
ら

な

い
よ
う
、
注
意
す
る
義
務
が
あ
ろ
。」

一
七
九
四
年
A
L
R

は
、

そ
の
四
二
七
条
で
、

抵
当
権
取
得

の
た
め
の
登
記
方
式
に
つ
き
、

一
七
八
三
年

抵
当
条
例
の
規
定
に
従
う



旨
を
規
定
し
た
の
ち
、
そ
の
実
質
的
審
査
主
義
を
次
の
よ
う
な
規
定

で
も
つ
て
補
足
し
た
。

第
四
二
八
条

「
抵
当
登
記
簿
管
理
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
官
庁
ぱ
、
法
定
の
方
式
の
欠
缺
に
つ
き
責
任
を
負

わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
」

第
四
二
九
条

「
し
か
し

こ
の
官
庁
は
、
抵
当
権
が
そ
の
保
証
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
請
求
権
自
体
に
つ
い
て
の
欠
欲
叉
は
瑕
疵
に
関
し

て
は
責
を
負
わ
な

い
。」

第
四
三
〇
条

「し
か
し
登
記
を
な
す
も
な
ん
ら
の
抵
当
権
を

取
得
し
え
な
か
つ
た
理
由
が
、

法
律
上
の

必
要
要
件
を

欠

い
た
証
書

の
・
明
ら
か
な
不
備
に
存
ケ
る
と
き
は
、
抵
当
権
官
吏
は
、
か

法
律
知
識
を
信
頼
し
て
、
こ
の
よ
う
不
備
な
登
記
に
甘
ん
じ
て
い

た
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
」

三

こ
の
よ
う
な
実
質
的
審
査
主
義
は
、
そ
れ
自
体
、
個
々
の
不
動
産
取
引
に
対
す
ろ
国
家
の
後
見
的
態
度
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
国
家
が

物
権
変
動
の
原
因
関
係
に
ま
で
立
入
り
、
審
査
に
多
く
の
時
間
と
煩
雑
な
手
続
を
要
求
す
ろ
こ
と
に
よ
つ
て
、
土
地
の
流
動
化
を
制
約
し

だ
亮
所
有
権
譲
渡
に
登
記
主
義
を
要
求
し
て
い
な

い
と

い
つ
て
も
、
登
記
な
く
し
て
所
有
権
譲
渡
を
受
け
た
者

が
、
抵
当
権
を
設
定
せ
ん
が

た
め
に
名
義
移
転
登
記
の
申
請
を
な
ず
な
ら
ば
、
結
局
は
そ
の
中
聞
の
所
有
者
の
権
利
関
係
の
審
査
に
手
間
ど
り
、
抵
当
権
設
定
手
続
は

や
は
り
時
間
が
か

＼
ろ
。
審
査
が
著
し
く
障
害
ま
な
ろ
事
情
ぱ
少
し
も
変
ら
な
い
。
登
記
官
吏

の
不
備
な
審
査

に
帰
せ
ら
れ
ろ
責
任
ぱ
、

な

お
さ
ら
小
心
翼

々
た
ろ
審
査
と
手
続

の
渋
滞
の
傾
向
を
強
め
た
。

一
八
二
二
年
三
月

一
日
、
司
法
大
臣
V
.
 
K
i
r
c
h
e
i
s
e
n

が
発
し
た
、

抵
当
事
件
に
お
け
ろ

〔
登
記
〕
判
事

の
公
的
活
動
の
限
界
に
関

す
ろ
訓
令
は
、
こ
の
こ
ま
を
物
語

つ
て
い
る
。

「
抵
当
官
庁
ぱ
、
登
記
さ
ろ
べ
き
取
引
行
為
の
適
法
性
を
検
討

し
、
こ
の
よ
う
な
官
庁
の

指
示
に
よ
っ
て
、
当
事
者
を
将
来
の
訴
訟
か
ら
解
放
す
ろ
義
務
が
あ
ろ
。
し
か
し
、
抵
当
官
庁
は
他
面
に
お

い
て
、
あ
ま
り
に
利
害
関
係



者
の
私
事
に
干
渉
し
て
、
市
民
の
取
引
を
妨
げ
、
あ
ろ
い
は
停
滞
さ
せ
、
同
時
に
職
務
上
そ
う
で
な
け
れ
ば

お
そ
ら
く
は
生
じ
な
か
つ
た

ゴ
ろ
う
と
思
え
る
争
訟
を
招
来
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方

で
ゆ
く
な
ら
、
わ
が
国
の
抵
当
制
度
は
公
衆
の
重

荷
と
な
り
、
私
的
取
引
の
桎
梧
と
な
ろ
で
あ
ろ
う
か
ら
。
」

M
i
t
t
e
r
m
a
i
e
r

ぱ

一
八
五
〇
年
に
、

ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
抵
当
.法
を
、

実
質
的
審
査
主
義
に
よ
う
国
家
の
監
督
と
結
合
し
た
体
系
と
、
そ

う
で
な

い
体
系
と
に
二
大
別
し
た
の
ち
、

「
他
の
諸
制
度
ま
以
前

の
時
代
か
ら
引
き
続
き
維
持
さ
れ
て
来
た
習
俗
と
関
連
せ
ろ
こ
の
よ
う

な
制
度

」
が
排
棄

さ
れ
て
、

フ
ラ
ン
ス
的
制
度
の
採
用
を
勧
告
す
ろ
声
が
高
く
な

り
て
来
た

こ
と
を
述

べ
、
次
の
よ
う
な
実
務
家

の
意
見

に
賛
意
を
表
し
て
い
ろ
。
〈紬
国
民
は
な
ん
ら
の
監
督
を
も
欲
し
な

い
。
少
く
乏
も
そ
の
取
引
行
為
に
お

い
て
は
そ
れ
を
必
要
と
さ
え
も
し

な

い
。
判
事
に
不
動
産
取
引
行
為

の
適
法
を
も
審
査
す
ろ
義
務
を
課
す
う
な
ん
ら

の
根
拠
も
存
し
な

い
。
判
事
の
錯
誤
だ
け
が
罰
せ
ら
れ

う
と
い
う
理
由
な
ら
ば
、
判
事
の
財
布
を
脅
か
す
償
還
請
求
ぱ
不
正
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
よ
う
に
不
動
産
信
用
に
対
し
て
阻
害
的
に
働

い
た
実
質
的
審
査
主
義
が
、
改
革

へ
の
呼
び
声
に
応
じ
た
立
法
中
に
な
お
規
定
さ
れ

た
こ
と
は
、
そ
れ
が
決
し
て
資
本
主
義
的
な
立
法

一
般
の
必
然
の
産
物
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
む

し
ろ
、
自
己
の
土
台
そ
の
も

の
を
掘
り
崩
し
て
行
く
資
本
主
義

の
農
業

へ
の
滲
透
に
対
し
て
本
来
敵
対
的
な
、
し
か
し
そ
れ
が
不
可
能
な
ら
ば
、
事
態
を
こ
の
経
済
的

…

、

・

＼

・

(
一
〇
)

必

然

の

推

移

に

委

せ

ろ

こ

と

な

く

、

そ
れ

に

適

応

す

ろ

こ
と

に

全

力

を

尽

し

た

プ

ロ
イ

セ

ン
国

家
権

力

の

特

殊

な

性

格

に

、

そ

の
理

由

を

求

め

ね
ば

た

ら

な

い

で
あ

ろ

う

。

そ

の

意
味

に

お

い

て
、

実

質

的

審

査

主

義

を

「
プ

ロ
イ

セ

ン
絶

対

主

義

の
法

律

的

表

現
」

と
解

す

ろ

こ

と

は

正

し

い

で
あ

ろ

う

..

(
一
)

そ

の
登
記
手
続

の
実
、例

に

つ
い
て
は
、
V
g
l
.
 
G
e
y
e
r
t
,
 
B
e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 
i
i
b
e
r
 
e
i
n
i
g
e
 
w
u
n
s
c
h
e
n
s
w
e
r
t
e
 
A
e
n
d
e
r
u
n
g
e
n
 
a
u
f

d
e
m
 
G
e
b
i
e
t
e
 
d
e
r
 
J
u
s
t
i
z
,
 
i
n
 
D
e
u
t
s
c
h
e
 
G
e
r
i
c
h
t
s
Z
e
i
t
u
n
g
 
1
8
6
1
,
 
S
.
 
2
0
3
.
 
(
K
l
e
i
n
e
,
 
a
.
 
a
.
 
0
.
 
S
.
 
2
4
 
f
.
)

(
二
)

川
島

・
前
掲
書

三
〇
五
頁
註

一
二
〇
頁
参

照



は
、
官
吏

に
よ
る
審

査
と
不
動

産
取
引
の

矛
盾

の
例
を
挙
げ
て

い
る
。
投
資

の
た
め
に
は
第

一
に
、
土
地
価
格
の
把
握

が
要
請

さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
そ

の
審
査

に
あ

た

つ
て
官
吏

に
落
度

が
あ
る
と
き
は
、
債
権
者

に
賠
償
義

務
を
負

わ
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た

た
め
に
、
官
吏

は
土
地

の
価
格
を
過
少

に
評
価

し
、
又
、
抵
当
権
設
定

の
渋

滞
を
も
た
ら
し
、
投
資
家

に
と

つ
て
は
堪
え
ら
れ
な

か

つ
た

の
で
、
こ
の
第

一
の
要
請

は
す

て
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
、
と
。

ヨ
ー

ロ
ツ
パ
の
抵
当
法
中

で
、
抵
当
権

の
公
示
性

と
特

定
性

の
原
則

に
立

つ
て
い
る
立
法

も
、

そ
れ
に

二

つ
の
基
本
体
系
が
あ

る
。
第

一
の
体
系
ー

不
動
産
信
用

に
対
す
る
国
家

の
後
見
的
監

督
を
な
す

も

の
ー

A

.
抵
当
権
登
記

の
た
め
、
当
該

事
件

判
事

の
協
力

お
よ
び
抵
当
権

に
対
す
る
適
式

な
承
認
を
要
求
す
る
も

の
。
判
事

は
ラ

ン
ト
法

に
従

つ
て
、
土

地
の

一
定

価
値

に

つ
い
て
だ
け

承
認
を
与
え
う
る
。
B

・
新

し

い
プ

ロ
イ
セ

ン
、
オ
ー

ス
ト
リ
ヤ
、
バ
イ

エ
ル
ン
、
ヴ

ユ
ツ
テ

ン
ベ
ル
ク
、
ザ
ク

セ

ン
の
制
度

。
登
記
を
要
求

さ

れ
る
法
律

行
為

は
、
信
頼
す

べ
く

、
適
法
な
も
の
と
看
徹

さ
れ
、
か

つ
当
事
者

の
約
定

の
方
式

お
よ
び
証
書
作
成

の
方
式

に
指
摘
す

べ
き

欠
点

な

し
、
と
い
う
限
度

で
、
監
督

の
原
理

が
抵

当
権

登
記
官
吏

の
審
査
主
、義
の
形
を
と
る
も

の
。
第

二
の
体
系
ー

公
示
性
と
特
定
性

の
二
原
則

の
み

を
田
一守
す

る
ー

フ
ラ

ン
ス
の
制
度
。
登
記
さ
れ
た
行
為

の
真
実
性
は
、
事
実
上
外
面
的
な
現
象
上

の
も

の
で
あ
り
、
又
当
事
者

の
意
思

に
従

つ

た
登
記
を
表
象
す

る
。
法

は
、
法
律

行
為

を
適
法

・
適
式

・
有
敷

に
な

し
う

る
た
め
、
そ
の
権
利
を
注
意

し
調
査
す
る

こ
と
を
市
民
自
身

に
ま

か

せ

て

い

る

。

が

引

用

し

た

、

の
言
葉

。

登
記
官
吏

の
審
査

の
範
囲

は
原
因
関
係

に
ま

で
及
び
・
か

つ
裁
判
的
審
査

の
方
法

で
行
わ
れ
た
点

に
特
色

が
あ

る
。
今

日
の
ス
イ
ス
法

も
実
質

A
. 

L
eist, 

Privatrecht  
and 

K
apitalism

us 
im

 
19. 

Jahrhundert. 
1911, 

S. 
5 ff.

Jahrbiicher 
fiir 

die 
preus 

=
ische 

G
esetzgebung, 

R
echtsw

issenschaft 
and 

R
echtsverw

altung, 
19 

B
d., 

1822

B
erlin, 

S. 
194 

(H
edem

ann, 
a. 

a. 
O

. 
S. 

260)

O
ffentlichkeit

B
esonderheit

V
gl. 

M
itterm

aier, 
a. 

a. 
O

. 
B

d. 
33, 

S. 
483 

f.

M
itterm

aier
H

authuille, 
D

e 
la 

revision 
du 

regim
e 

hypothecaire, 
paris 

1843

B
eitrag 

zum
 

R
eform

 
des 

H
ypothekenw

esens 
von 

W
einm

ann 
(O

berlandsgerichtsrath 
and 

D
irektor 

zu M
erse

burg.) 
M

erseburg 
1848. 

(M
itterm

aier, 
a. 

a. 
O

. 
B

d. 
33, 

S. 
443)



的
審
査
主
義

(審
査

の
対
象

は
原
因
関
係

に
及
ぶ
)
を
と

る

(
民
九
六
五
条

一
項
)
が
、
審

査

の
方
法
は
、
た

ゴ
必
要
な
方
式
を
履
践

し
て
い
る

か

ど
う
か

(
た
と
え
ば

原
因
行
為

の
公
証
)

の
審

査

で
あ

つ
て
、
い
わ
ば
窓

口
的
審
査

で
あ

る
点

で
異

る
。

(民
九
六

五
条

三
項

)
。
形
式
的

・
実

質
的
審
査

主
義

の
テ
ル
ミ

ノ
ロ
ギ
ー
に

つ
い
て
は
、

鈴
木

「
不
動

産
登
記
に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
実
質
的

お
よ

び
形
式
的
審
査

主
義

に

つ
い
て
」

(
登
記
研

究

一
〇

〇
号
、
と
く
に

一
六
頁

以
下
)
参

照
。

(
九
)

一
へ
五
七
年

一
月

、
抵
当
・
貯
蓄
・
貸
付
銀

行
等

の
創

設
に
関
す

る
法
律
案
、

に
関

し
て
、
プ

ロ
イ
セ

ン
貴
族
院

で
述

べ
ら
れ

た
、
農
林
省

局
長

F
.
 
V
.
 
M
a
n
t
e
u
f
f
e
l

の
言
明
は
こ
の
こ
と
を
正
直
.に
反
映
し

て
い
る
。
「
私
は
土
地
所
有
が
わ
が
国

で
占

め
る
政
治
的
位
置
に
お

い
て
は
、
土

地
所
有

に
債
務
負
担

の
可
能
性
を
容
易

に
す

る
こ
と
は
、

の
ぞ
ま

し
い
も
の
と
考
え
な

い
。
…
…
も

し
諸
君
が
上
地
所
有

を
も

つ
と
流
動
化

し
、

債
務
負
担
を
も

つ
と
容
易

に

せ
ん
と
欲

す
る
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
結
尻
、
シ

ユ
レ
ー
ジ

エ
ン
又
は
ポ

ン
メ
ル

ン
に
あ

る
騎

士
領
が
十
地

所
有
者

の

財
布

の
中

で
こ
の
ウ

ン
タ
ー

・
デ

ン
・
リ

ン
デ

ン
を
散
歩
す
る
よ
う
な
事
態

に
立
ち
至

る
で
あ

ろ
う
。
」
V
g
l
.
 
M
.
 
W
e
y
e
r
m
a
n
n
,
 
Z
u
r
 
G
e
s
c
h

i
c
h
t
e
 
 
d
e
s
 
I
m
m
o
b
i
l
i
a
r
k
r
e
d
i
t
w
e
s
e
n
s
 
i
n
 
P
r
e
u
s
s
e
n
,
 
1
9
1
0
,
 
S
 
1
8
9
 
f
.

(
一
〇
)

た
と
え

ば
、
林

・
前
掲

書

一
九
七
頁

参
照
。

二

一
)

川
島

・
前
掲
書

三
〇

五
頁
註

一
一
九
は
、
実
質
.的
審

査
主
義

の
根
拠
を
、

「
取
引
社
会
が
ま
だ
自
分

の
足
で
立

つ
に
至

つ
て
い
な
い
こ
と
、

国

家

の

『
後
見
的
役
割
』
が
大
き
な
意
咲
,を
も

つ
て
い
た
こ
と
、
そ

の
こ
と
が
登
記

に
お
け
る
実
体
法
的
審
査
主
義

の
成
立
を
決
定

し
た
重
要
な

原
因

の
少
く
と
も

一
つ
で
あ

つ
た
。」

と
さ
れ
る

。

(
一
二
)
V
g
l
,
 
K
l
e
i
n
e
,
 
a
.
 
a
.
 
0
.
 
S
.
 
2
3
 
f
f
.

従

つ
て
ま
た
、
き
く
に

一
八
五
〇
年
の
調
整
令
A
b
i
u
s
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z

以
後

、

さ
ら
に
決
定
的
に
資
本
主
義
的
商
品
生
産
ー
流
通
の
渦

中
に
巻
き
こ
ま
れ
た
農
業
経
営
は
、
不
動
産
信
用
の
欲
求
を
高
め
ろ
と
N
も
に
、

こ
の
よ
う
な
実
質
的
審
査
主
義
を
、
国
家
に
よ
る
厄
介

な
た
え
が
た

い
後
見
き
感
じ
さ
せ
・
そ
の
排
除
を
求
め
る
声
も

い
よ
い
よ
高
ま

つ
て
行

つ
た

の
で
襲

噸

四
。

か
く
し
て

一
八
七
二
年
所
有
権
取
得
法
お
よ
び
不
動
産
登
記
法

の
制
定
に
よ
う
、
物
権
行
為
の

「無
因
」
的
構
成
に
よ
つ
て
、
実
質
的



審
査
主
義
を
排
除
す
う
に
至
つ
た

。

所
有
権
取
得
法
草
案
理
由
書
ぱ
、

「
大
土
地
所
有
と
資
本
所
有
と
の
社
会
的
お
よ
び
法
律
的
関
係
が
…
・.・こ
の
世
紀
の
二
〇
年
代

以
来

漸
次
的
に
、
五
〇
年
及
び
六
〇
年
代
以
来
急
速
な
発
展
を
と
げ
て
、
顕
著
に
変
化
」
し
た
こ
と
、
そ
の
結
果

「
土
地
所
有
者
と
土
地
と
は

…
…
農
業
立
法
に
よ
つ
て
人
格
的
制
約
及
び
残
存
す
る
負
担
L
a
s
t
e
nか
ら
次
第
に
解
放
さ
れ

て
」
来
た
し
、

「
土
地
の
閉
鎖
性
A
b
g
e

s
e
 
h
l
o
s
s
e
n
h
e
i
t

は
、
土
地
の
…
・三
分
割

・
結
合

・
次
第
に
頻
繁
ま
な
る
変
更
に
譲
歩
し
始
め
た
」
こ
と
を
認
め
、
結
論
と
し
て
現
行
不

動
産
法
ぱ
迅
速
と
可
動
性
の
要
求
を
充
た
さ
な

い
、

「何
故
な
ら
ば
、
法
律
行
為
の
適
法
性
の
厳
密
な
審
査

が
非
常
に
緩
慢
に
行
わ
れ
う

と
、

一
種
の
当
事
者
に
対
す
ろ
監
督
を
生
み
出
し
、

程
度
が
高
じ
る
と
厄
介
な
も
の
と
考
え
ら
れ

る
よ
う

に
な
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
。」
と

述

べ
て
い
ろ
。

所
有
権
取
得
法
第

一
条
ぱ

「
自
由
譲
渡
の
場
合
に
は
、

土
地
所
有
権
は
A
u
f
l
a
s
s
u
n
g

を
基
礎
と
し
て
生
す

ろ
.
上
地
登
記
簿

へ
の

所
有
権
移
転
登
記
に
よ
つ
て
の
み
取
得
せ
ら
れ
ろ
。
」
と
規
定
し
、
第
二
条
は

「
土
地
の
A
u
f
l
a
s
s
u
n
g
は
、
口
頭

で
し
か
も
同
時
に

管
轄
権
あ
ろ
登
記
官
吏
の
前

で
な
さ
れ
う
ま
こ
ろ
の
、
登
記
済
み
所
有
権
者
が
新
取
得
者
の
登
記
に
同
意
す

ろ
旨
、
お
よ
び
新
取
得
者
が

こ
の
登
記
を
申
請
す
ろ
旨
の
申
述
に
よ
つ
て
生
す

ろ
。
」
と
規
定
し
て
、
た
寒
土
地
所
有
権

の
譲
渡
に
向
け
ら
れ
た
意
思
表
示
の
み
を
含

む
A
u
f
l
a
s
s
u
n
g

と
、
登
記
に
ょ
つ
て
所
有
権
移
転
が
生
す
ろ
こ
と
を
明
記
し
、
抽
象
的
物
権
契
約
の
意
義

を
明
ら
か
に
し
て
い
ろ
。

し
た
が
つ
て
、

審
査
の
対
象
も
こ
の
A
u
f
l
a
s
s
u
n
g

の
み
に
及
ぶ
の
で
あ
り
、

そ
の
原
因
た
ろ
債
権
的
行
為
に
及
ぶ
こ
と
は
で
き
な

い
。
登
記
法
第
四
六
条
ぱ
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

。
「登
記
判
事
は
、
実
行
さ
れ
た
A
u
f
l
a
s
s
u
n
g

す

な
わ
ち
登
記
も
し
く
は
抹
消

の
同
意
の
適
法
性
を
、
そ
の
形
式
及
び
内
容
か
ら
審
査
す

ろ
義
務
が
あ
る
。
こ
の
申
請
登
記
も
し
く
は
抹
消

の
た
め
の
障
害
が
、
審
査
に

よ
つ
て
明
ち
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
登
記
判
事
は
申
請
者
に
通
知
す
ろ
こ
と
を
要
す

る
。
す

で
に
な
さ
れ
た
A
u
f
l
a
s
s
u
n
g

、
登
記
も
し

く
ぱ
抹
消

の
承
諾
の
基
礎
に
あ
る
法
律
行
為
の
瑕
疵
は
、
申
請
さ
れ
た
登
記
も
し
く
ば
抹
消
に
対
し
却
下
す

ろ
理
由
と
な
ら
な
い
。
」



こ
の
よ
う
に
、
物
権
行
為
の

「
無
因
性
」
は
、
不
.動
産
信
用
の
最
後

の
障
害
と
な
つ
た
実
質
的
審
査
主
義

を
排
除
し
て
、
特
殊
プ
ロ
イ

セ
ン
的
な
社
会
ー
法
律
関
係

の
上
で
、

を
完
成
す
う
た
め
の
法
律
構
成
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
そ
れ
は
、

一
般
に
考
え
ら
れ

て
い

る
よ
う
に
、
取
引
安
全
の

と

い
う
積
極
的
な
目
的
の
た
め
に
生
れ
出
た
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
ろ
。
こ
の
よ
う
な
法
律
構
成
が
、
そ

の
ま

x
ド
イ
ツ

民
法
八
七
三
条
、
九
二
五
条
に
承
継
さ
れ
た

の
で
あ
つ
て
、
こ
x
に
物
権
行
為

の

「無
因
性
」
と

い
う
ド
イ
ツ
法
に
特
殊

な
法
概
念
の
成
立
し
た
根
拠
が
見
出
さ
れ
る
。

(
一
三
)

「領
主
支
配
的
結
合
の
廃
止
、
こ
れ
ま
で
制
限
的
に
所
有
し
た
農
民
諸
関
係
の
完
全
な
所
有
へ
の
移
行
、
共
同
体
の
分
割
.
解
体
は
、
新
た

な
諸
関
係
と
争
訟
と
を
生
み
出
し
、
投
資
の
必
要
を
増
し
、
か
つ
そ
れ
に
ょ
つ
て
官
庁
事
務
責
任
の
単
純
化
が
二
重
に
要
請
さ
れ
る
端
緒
を
な
し

た

。
」

一
八
五
三
年
に
、

一
七
八
三
年
の
抵

当
条
例

の
改

正
法
律
案

が
提
出
さ
れ
た
が
、
そ

の
時

に
も
実
質

的
審

査
主
義

の
維
持

が
強
調

さ
れ
、
実

現
を
み

な
.か

つ
た
。

も

、
「
無
因
」
的
構
成

の
も

つ
意
義

を
指
摘

し
て
い
る
。

「
白
由
な
精
神

が
い
か
な

る
国
家
的
監
督

と
も
斗

つ
た
と
き
、

は
じ
め
て
、

一
般
的
な
登
記
法
改
革

運
動

と
結
び

つ
い
て
、
審
査

の
排

除
を
求

め
る
声

が
急
速

に
高

ま

つ
た

。」

は
、
プ

ロ
イ
セ

ン
下
院

に
お
け
る
こ
の
草
案
審
議

に
さ
い
し
て
現
わ
れ

た
利
害

の
対
立
を
三

つ
に
分
類

し
、

そ
れ
が
当
時

の
階
級
構
成

の
反
映

で
あ
る
こ
と
を
指
摘

。
第

一
の
グ

ル
ー
プ
ー

自
己

の
利
益
が
表

現
さ
れ

て
い
る
故

に
草
案
を
歓
迎
す
る
強
力

な
グ

ル
ー
プ
。

つ
ま
り

、
投

資
者
と
、
自
己

の
豊

業
経
営

の
資
本
主
義
的

発
展

の
た
め
に
資
本

を
必
要

と
す

る
土
地
所
有
者
。
第

二
の
グ

ル
ー
プ

ー

農

業

の
資
本

主
義

的
発
展

に
よ

つ
て
、
自
己

の
政
治
的
影
響
力
が
危
殆

に
頻

し
て
い
る

の
を
見
た
大
十
地
所
有
者

の
反
動
的
部
分
。
第
三
の

グ

ル
ー
プ
ー

投
資
者

に
搾

取
さ
れ
、
抵

当
権

設
定

に
ょ
り

、
そ
れ
を
自
己
の
農

業
経
営

の
発
展

の

モ
メ

ン
ト
と
す

る
よ
り

は
、
そ
れ
に
ょ

つ
て
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投
資
家

に
死
命
を
制

せ
ら
れ

て
し
ま
う
と
こ
ろ
の
、
従

つ
て
資
本

主
義

の
拡

大
に
対

し
自
己
閉
鎖

の
傾
向

を
も

つ
小
土
地
所
有
者
。
第

二
お
よ
バ

第

三
の
グ

ル
ー
プ
は
、
草
案

に
対

し
て
そ
れ
ぞ

れ
別
個

の
理
由

か
ら
反
対

し
た
。

(
一
八
)

抵
当
権
な
ら
び

に
土
地
債
務

に

つ
い
て
も

、
同
様

の
規
定
が
な

さ
れ

た
。
所
有
権
取
得
法

一
八
条

、

一
九
条
。

(
一
九
)

川
島

・
前
掲
書

二
二
八
頁
以

下
は
、
こ
の
こ
と
を
明
確

に
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

(
二
〇
)
V
g
l
.
 
M
o
t
i
v
e
 
B
d
.
 
1
1
1
 
,
 
S
.
 
1
8
9

と
こ
ろ
で
、

「無
因
性
」
に
つ
い
て
の
サ
ヴ
イ

ニ
ー
等
の
理
論
が
、
こ
の
立
法
に
対
し
い
か
な
る
関
連
を
込
つ
た
か
、
こ
の
こ
と
を
最

後
に
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
立
法
の

「前
進
な
、
根
本
的
な
概
念

の
解
明
な
く
し
て
は
不
可
能

で
あ
つ
た
。
事
実
上
プ
ロ
イ
セ
ン
の
発
展
に

は
、
よ
し
そ
れ
が
実
際
上
の
結
果
17一お
い
て
究
極
的
に
は
ロ
ー
マ

法
に
背
を
向
け
る
こ
と
に
な

つ
た
に
せ
よ
、
パ

ン
デ
ク
テ
ン
理
論

の
息

吹
き
が
辿
ら
れ
う
ろ
。

サ
ヴ
イ

ニ
ー
学
派
が
克
ち
得
た
と
こ
ろ

の
構
成
的
な
明
確
さ
は
、
"
n
a
t
i
i
r
l
i
c
h
e
s
"
 
E
i
g
e
n
t
u
m

や
、
半
ば
は
登

記
簿
に
半
ば
は
人
的
債
権
に
よ
り
か
x
つ
て
い
ろ
抵
当
権

の
ご
と
き
不
明
瞭
な
概
念
に
は
我
慢
す
ろ
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
よ
う
な

〔
サ
ヴ
イ

ニ
ー
学
派

の
〕
明
確
さ
は
、
そ
れ
が
立
法
に
自
己
の
刻
印
を
つ
け
、
か
つ
プ
ロ
イ
セ

ン
の
発
展

の
主
要
点
が

一
八

七
二
年
に
や
つ
と
落
着
し
た
こ
と
が
ば
つ
き
り
す

る
以
前
に
、
人

々
の
共
有
財
産
に
な

つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
」

そ
し
て
、
土
地
所
有
権
は
登
記
に
よ
つ
て
の
み
取
得
さ
れ
る
、
と

い
う
命
題

の
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
で
ぱ
最
終
的
結
論
ぱ

そ
な
わ
つ
て
は
い
な
か
つ
た

。

「何
故
な
ら
そ
の
命
題
自
体
ぱ
、

登
記
以
外
に
叉
は
登
記
以
前

に
、
形
象
B
i
l
dの
純
粋
さ
を
そ
こ
な
う

何
か
他
の
要
件
が
挿

入
さ
れ
る
か
ど
う
カ
に

つ
い
て
は
何
も
言
つ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
正
に
こ
の
点
に
つ
い
て
パ

ン
デ
ク
テ



ン
理
論
の
鋭

い
精
神
が
清
掃
的
に

働
く
の
で
あ
る
。

重
苦
し
い
実
質
的
審
査
主
義
は
克
服
さ
れ
、
か
つ
登
記
の
基
礎
と
し

て
ぱ
、
抽
象
的
な

・
す
べ
て
の

の
附
属
物
か
ら
解
放
さ
れ
た
当
事
者
の
合
意

が
択
び
取

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
。

か
く
て
所
有
権
取
得
は
、

今
日
な
お
ド
イ
ツ
法
の
そ
れ
に
内
在
す

る
確
た
る
構
成
上

の
特
徴
を
獲

得
し
た
の
で
あ

る
。
」

こ
の
よ
う
に
し
て
一
八
七
二
年
所
有
権
取
得
法
な

い
し
ド
イ
ツ
民
法
の

「無
因
」
的
構
成
は
、

「後
期
パ

ン
デ
ク
テ
ン
理

嗣
が
、

の

に
対
す
ろ
関
係
に
つ
い
て
の
、

数
十
年
に
亘
る
研
究
に
お
い
て
克
ち
得
た
構
成
理
論
を
た

黛
利
用
し
た

に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
つ

。
」

又

彼

は
、

パ

ン
デ

ク

テ
イ

ス
ト

を

次

の
よ

う

に
も

評

価

し

て

い

る

。

「
内

容

的

に

は
、

ロ
ー

マ
法

は

究
極
的

に
は
退

け
ら
れ
た
が
、
そ
の
間
に
得
ら
れ

た
輝

か
し
い
思
考
訓
練

は
逆

に
反

ロ
ー

マ
的

な
登

制
度

の
基
礎

と
な

つ
た
。
」

む

す

び

以
上

の
考
察
に
よ
り
、
物
権
行
為
の

「無
因
性
」
理
論
は
、
不
動
産
登
記
に
お
け

ろ
実
質
的
審
査
主
義

の
排
除
と

い
う
役
割
を
荷
う
こ

と
に
よ
つ
て
、
法
律
制
度

へ
と
定
着
し
た
こ
と
を
述

、、へ
た
。

そ
れ
は
登
記
制
度

の
完
成
を
意
味
し
た
。
し
か
も
ド
イ
ツ
に
お
け
ろ
近
代
的
な

・
完
備
し
た
不
動
産
登
記
制
度

の
確
立
こ
そ
は
、
大
土
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地
所
有
者
に
よ
る
資
本
主
義
的
な
農
業
経
営
の
成
立
を
、
そ

の
基
礎
ま
す
う
も
の
で
あ
ろ
。

一
九
世
紀
の
社
会
改
革

の
主
要
課
題
と
し
て

不
動
産
信
用
ー
抵
当
権
制
度
日
登
記
制
度
の
整
備
を
、
要
求
し
推
進
し
た
の
は
、
封
建
貴
族
か
ら
大
土
地
の
私
的
所
有
者

へ
の
転
身
に
成

功
し
、
資
本
主
義
的
な
農
業
経
営
者
ま
し
て
安
定
し

。
か
つ
上
昇
的
な
地
位
を
占
め
た
階
級
に
外
な
ら
な
か

つ
た
。
実
質
的
審
査
主
義

の

排
除
ぱ
、
ま
さ
に
こ
れ
ら

の
階
級
が
、
転
身
に
取
残
さ
れ
、
資
本
主
義

の
農
業

へ
の
侵
入
と
x
も
に
刻

々
ま
そ

の
生
存

の
土
台
を
堀
り
崩

さ
れ
て
行
く
か
つ
て
の
盟
友

に
、
た
も
と
を
わ
か
つ
た
こ
占
を
意
味
し
て
い
ろ
。
ド
イ
ツ
法
上
、
物
権
行
為

の

「無
因
性
」
が
確
立
し
た

の
ぱ
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
条
件
に
お
い
て
ゴ
あ
つ
た
と
言

え
よ
う
。

従
つ
て
ま
た
、
無
因
債
務
の

一
般
概
念
が
、
訴
訟
に
お
け
ろ
債
権
実
現
の
容
易
化

・
債
権

の
財
産
化
と

い
う
意
味
で
は
、
物
権
行
為

の

「無
因
性
」
と
は
そ
の
法
技
術
的
性
格
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
理
論
的
系
譜
の
上
か
ら
は
な
お
密
接
な
関
連

を
も
つ
て
い
ろ
以
上
、
そ
れ

が

一
般
概
念
と
し
て
ド
イ
ツ

法
上
確
立
し
た
根
拠
も
ま
た
、
物
権
行
為
の

「無
因
性
」
の
確
立
と
無
関
係
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
B
a
h
r

に
見
ら
れ
る
極
端
な
意
思
主
義
理
論
も
、
本
稿

の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
、
私
的
取
引
に
対
す
ろ
国
家

の
警
察
的
干
渉

の
排
除
と
、
や
は

り
関
連
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
今
日
、
そ
の
歴
史
的
役
割
を
果
し
た
物
権
行
為
の

「無
因
性
」
概
念

の
機
能
、
な
お
意
思
主
義
的
構
成
を
中
心
と
し
、
債
権
の

流
通
ま
い
う
モ
メ
ン
ト
に
よ
つ
て
媒
介
さ
れ
て
い
な
い

「
無
因
」
債
務

の
一
般
概
念
の
機
能
、
等
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
た

い

。


