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民

法

演

習

其
の
一

阿

武

京
二

郎

緒

言

法
律
學
は
實
際
生
活
の
科
學
で
あ
る
。
法
律
は
吾
々
人
間
生
活
の
現
象
で
あ
つ
て
、
吾

々
の
實
際
生
活
を
離
れ
て
は
法
律
も
法
律

學
も
な
い
。
法
縫
、及
び
法
律
學

の
理
論
は
吾

々
の
實
際
生
活
に
於
て
其
の
實
数
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從
て
、
法
律
學
は
吾
々

の
實
際
生
活
に
即
し
て
學
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
學
の
理
論
は
軍
に
理
論
と
し
て
で
は
な
く
、
實
際
生
活
に
於
て
作
用
す

る
所

の
理
論
と
し
て
學
ば
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
而
し
て
之
が
た
め
に
は
、
法
律
學
を
學
ぶ
も
の
と
し
て
は
㌔
其
の
學
ぶ
仕
方
に

於
て
斯
か
る
科
學
と
し
て
の
法
律
學
の
性
質
に
滴
合
す
る
様
な
特
別
の
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
法
律
學
に
付

て
實

物
教
育
又
は
實
覗
教
育

と
も
謂
ふ
べ
き
教
育
方
法
が
必
要
と
な
つ
て
來
る
の
で
あ
る
。
此

の
点
に
關
し
私
は
夙
に
法
律
學
的
ク
リ
ニ

●

イ
ク
乃
至
は
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
を
實
行
し
來
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
實
は
巳
に
古
く

一
八
六
三
年
獨
逸

マ
イ
ン
ツ
に
於
け
る

第
四
回
獨
逸

法
曹
會
議
で

フ
ォ
ル
ク

マ
ア
ル
司
法
省
参
事
官
の
な
し
た
提
案
に
表
は
れ
た
所
で
あ
つ
て
、

當
時
イ
ェ
リ
ン
グ
も
此
の

法
律
學
的
ク
リ
ニ
ィ
ク
の
理
念
は
法
律
學
獲
達
の
歴
史
か
ら
理
解
せ
ら
れ
る
と
何
等
薪
し
い
こ
と
で
は
な
く

、
法
律
學
の
從
來
の
方

向
か
ら
の
當
然
の
蹄
結
で
あ
る
と
し
て
居
る
所
で
あ
る
。
即
ち
法
律
學
も
其

の
所
謂
科
學
の
族
を
な
し
て
自
然
科
學
特
に
醫
學
に
族

を
な
し
、
今
や
法
律
學
者
は
法
律
制
度
を
理
解
す
る
た
め
に
解
剖
學
的
な
叉
生
理
學
的
な
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
に
、
法



律
實
際
家
は
馨
學
的
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
、
事
案
を
ぽ
解
剖
學
者
の
如
く
解
剖
し
馨
者
が
疾
病
に
付
診
噺
す
る
様
に

診
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
而
し
て
此
の
法
律
學
的
署
學
的
教
育
は
法
律
學
的
ク
リ
ニ
イ

ク
を
措

い
て
他
の
何
虜

で
得
ら
れ
る
か
と
問
ふ
て
居
る
の
で
あ
る
。
馨
學
敢
育
が
ク
リ

ニ
イ
ク
な
し
に
は
成
就
せ
ら
れ
い
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
然
る
に
法

律
學
に
付
て
は
今
日
樹
之
を
訣
い
で
居
る
の
で
あ
る
。
法
律
學
の
今
日
の
科
學
状
態

は
イ

エ
リ
ン
グ
時
代
と
は
異
り
更
に
進
歩
し
で

居
る
。法
律
學
教
育
は
警
學
教
育
の
み
を
標
準
と
す
る
の
で
は
固
よ
り
足
り
な
い
の
で
あ
つ
て
、法
律
學
の
今
日
の
嚢
達
は
當
然
法
律

學
教
育
の
仕
方
に
於

て
考
慮
せ
ら
れ
る
べ
き
所

で
は
あ
る
が
、
法
律
學
が
實
際
生
活
の
科
學
た
ポ
点
に
於
て
は
変
り
な
い
所
怨
あ
つ

て
、斯
か
る
科
學
と
し
て
の
法
律
學
の
性
質
に
ふ
さ
は
し
い
右
の
や
う
な
教
育

方
法
が
法
律
學
教
育
に
必
要
な
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

實
に
法
律
學
は
實
際
生
活
の
科
學
で
あ
る
。即
ち
そ
れ
は
す
べ
て
實
地
法
律
學
に
於
て
實
数
を
有
つ

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

叉
其
の
理
論
的
知
見
は
個

々
の
具
体
的
事
案
に
於
て
利
用
せ
ら
れ
且
吟
味
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈

の
も
ρ
で
あ

る
。
具
体
的

事
案
の
威
理
は
實
に
其
の
機
會
を
吾

々
に
與

へ
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
右
の
や
う
な
法
律
教
育
の
仕
方
は
法
律
教
育
の
特
殊
の
方
法

と
し
て
其
の
任
務
を
十
分
果
し
得

る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
私
は
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。
寳
に
巳
に
イ
∫
リ

ン
ゲ
も
主
張
す
る
如
く
、

青
年
を
法
律
學
に
導
き
入
れ
る
所

の
任
務
は
斯
か
る
仕
方
に
よ
つ
て
最
も
適
切
に
果
し
得
る
の
で
あ
る
。

抑

々
,
學
生
は
個
々
の
具
体
的
事
案
に
付
き
具
体
的
形
態
に
於
て
眼
前
に
描
き
出
さ
れ
る
概
念
の
み
を
現
實
に
把
握
し
得
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
付
て
は
、
何
人
も
疑
は
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
法
律

の
講
義
に
於
て
具
体
的
事
案
を
例
示
す
る
こ
と
だ
け
で
は
十

分
と
は
思
は
れ
な
い
。
具
体
的
事
案
を
利
用
す
る
法
律
教
育
の
仕
方
形
式
に
は
様

々
あ
る
が
、
學
生
を
し
て
自
ら
呉
体
的
事
案
を
盧



理
せ
し
め
る
所
の
形
式
は
法
律
敬
育
の
任
務
を
果
す
に
甚
だ
効
果
多

い
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
理
論
的
研
究
か
ち
他
に
轉
ず

る
こ
と
で
は
な

い
、
む
し
ろ
正
し
く
之
に
導
き
之
を
様
々
な
点
で
促
進
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
教
師
と
學
生
と
の
双
方
に

と
り
て
利
益
あ
る
両
者

の
接
触
を
與

へ
、
理
論
的
講
義
の
効
果
を
知
り
、
そ
れ
に
付
て
の
誤
解
を
除
去
し
、.
そ
れ
に
於
け
る
不
十
分

を
補
ふ
機
會
を
敏
師
に
與

へ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
又
そ
れ
は
學
生
を
し
て
自
己
の
知
識

の
範
囲
と
確
實
性
と
を
實
感
せ
し
め
て
否

應
な
し
に
自
己
の
知
識
の
程
度

に
付
明
か
な
ら
し
め
る
。
周
知
の
や
う
に
非
常
に
か
け
離
れ
た
法
律
の
規
定
も
屡

々
単
一
事
藁
に
刻

み
込
め
ら
れ
る
の
で
、
斯
か
る
形
式
の
法
律
教
育
は
學
生
を
し
て
否
慮
な
し
に
諸
學
説
の
要
鮎
を
知
ら
し
め
、
自
己
の
方
向
を
定
め

得
し
め
、
体
系
に
付
て
の
概
観
を
獲
得
せ
巴
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
學
生
を
し
て
理
論
的
諸
學
説
を
把
握
し
そ
れ
を
學
得
す
る
に

付
き
有

つ
關
心
を
高
め
、
其
の
諸
學
説

に
樹
す
る
理
解
、
特
に
其
の
概
念
に
付
て
の
微
妙
な
る
差
異
に
劉
す

る
理
解
を
鋭
く
し
、
其

の
記
憶
を
強
く
し
、
豊
富
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
人
の
知
る
如
く
抽
象
的
な
る
法
律

の
規
定
は
初
學
者

に
は
あ
た
か
も
具
体

的
事
案
に
於
て
叉
そ
れ
に
即
し
て
こ
そ
容
易
に
理
解
せ
ら
れ
確
實
に
印
象
附
け
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
抽
象
的
思
惟
を
要
求
す
る

所

の
法
律
學
ほ
ど
其
の
學
習
が
其

の
最
初
に
於
て
困
難
に
し
て
從
つ
て
又
興
味
を
惹
か
な
い
も
の
は
な
い
。
初
學
者
は
何
等
の
撮
点
.

を
有
ち
合
せ
て
居
な
い
所

の
見
知
ら
ぬ
概
念
の
世
界
に
移
さ
れ
て
居
る
の
だ

知
る
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
れ
は
彼
を
此
の
新
し
い
世
界

に
入
れ
る
た
め
に
人

の
使
用
す
る
所
の
言
葉
を
ば
理
解
す
る
こ
と
な
く
む
し
ろ
甚
だ
努
力
し
て
段
々
と
學
得

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
、
極
度
に
不
愉
快
,な
状
態

に
お
か
れ
た
標
に
思
ふ
の
で
あ
る
。
彼
れ
に
は
法
律
概
念
が
あ
た
か
も
具
体
的
対
象

で
あ
る
か
の
如

く
そ
れ
と
交
渉
し
そ
れ
を
虚
理
す
る
こ
と
が
要
求
せ
ら
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
而
も
其
の
本
質
的
前
提
た
る
彼
れ

に
示
さ
れ
る
事
物



を
見
る
眼
と
も
い
ふ
べ
き
抽
象
的
思
推
の
能
力
は
あ
た
か
も
彼
れ
に
歓
げ
て
居
る
。
教
師

の
主
要
任
務
は
此

の
理
由
か
ら
斯
か
姦
濠

親
的
仕
方
を
與

へ
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
の
目
的
は
初
學
者
に
抽
象
的
な
る
も
の
を
最
初
其
の
純
粋
な
形

に
於
て
示
す
の
で
な
く
し
て
具
体
的
事
案
の
其
体
性
に
於
て
、
即
ち
其
の
眼
に
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
か
又
は
ぼ
ん
や
り
し
て
居
る

輪
廓

に
其
体
的
な
る
容
易
に
把
握
の
出
來
る
内
容
を
與

ぺ
る
こ
と
に
依
り
最
も
確
實
に
達
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
外
見
上

は
迂
路
で
は
あ
る
が
、
實
は
其
の
目
的
に
達
す
る
最
も
近
い
最
も
確
實
な
る
道
で
あ
る
。
蓋
し
此
の
手
段

こ
そ
は
斯
か
る
手
段
を
用

ふ
る
こ
と
な
く
抽
象
的
形
態
に
於
け
る
法
律
概
念
に
通
し
得
る
能
力
を
最
も
早
く
彼
れ
に
與

へ
る
か
ら
で
あ
る
。

然

る
と
こ
ろ
、
法
律
學
的
教
育
に
於
て
も
敏
師

の
活
動
が
主
と
し
て
學
生
の
自
己
活
動
の
発
展

に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
付
て
は
何
等
の
疑
な
い
所
で
あ
る
も
即
ち
法
律

の
教
師

の
最
高

の
任
務
は
其
の
教
師
が
學
生
に
其

の
自
主
的
思
惟
を
促
す
と

い
ふ
任
務

で
あ
る
。教
育
手
段
は
自
已
活
動
の
誘
發

で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。斯
く
い
は
れ
る
場
合
主
と
し

て
初
歩
の
講
義
が
問
題
で

あ
る
が
、そ
れ
は
単
な
る

繹
験
的
知
識
の
傳
授
に
在
る
に
非
す
し
て
、そ
こ
で
は
學
生
は
教
師
の
観
点
に
移

つ
て
自
己
の
観
察
力
を
働

か
せ
る
様
に
自
己
の
眼
を
以
て
見
る
こ
と
を
學
ぶ
こ
と
に
よ
つ
で
激
師
と
學
生
と
の
精
神
的
共
同
が
設
定

せ
ら
れ
惹
べ
き
で
あ
る
。

有
能
な
る
法
律
家
を
養
成
せ
ん
と
の
目
的
の
完
全
な
る
達
成
に
は
、
斯
か
る
仕
方
で
講
義
の
内
容
を
可
及
的
に
良
く
す
る
こ
と
を

以
て
は
十
分
で
は
な
い
。
教
材

の
揺
取
に
代

へ
て
、
學
生
が
敏
師
,の
指
導

の
下
に
独
立

し
て
そ
れ
を
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
な

課
題
、
即
ち
其

の
課
題

の
処
理

に
於
て
何
が
適
法
な
り
や
、
叉
既
存

の
権
利
は
如
何
に
認
め
ら
れ
確
定

せ
ら
る
べ
き
か
に
付
て
の

判
噺
を
ば
自
ら
下
し
得
る
能
力
が
方
法
柄

に
與

へ
ら
れ
、
叉
法
律
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
を
ば
取
引
生
活
の
個

々
の
事
案
に
適
切



に
適
用
す
る
様
に
學
生
が
誹
練
せ
ら
れ
.る
様
な
課
題
を
與
ぺ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
o
教
材
を
何
れ
の
時
間
に
於
て
も
絶

ヘ
ナ
受
け

入
れ
る
こ
と
、
小
さ
い
独
立

の
問
題
に
付
て
で
も
自
由
な
る
自
己
形
成
と
得
た
知
識
の
利
用
と
に
於
て
自
己
を
験
す
る
こ
と
を
許
す

こ
と
な
し
に
、
此
の
敏
材
の
受
け
入
れ
が
休
み
な
く
強
制
せ
ら
れ
る
こ
と
ほ
ど
人
を
倦
怠
さ
せ
る
と
と
は
な
く
、
爾
後
の
永
き
研
究

を
不
快
な
ら
し
め
る
こ
と
は
な

い
奮で
あ
ら
う
。
知
識
の
単
な
る

受
け
入
れ
と
、
獲
得
し
た
能
力
を
自
ぢ
使
用
す
る
こ
と
と
の
恒
常
的

結
合
こ
そ
は
、
初
め
て
眞

の
教
育
方
法
を
常
に
與

へ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
の
み
が
學
生
を
し
て
自
己
の
成
し
途
げ
た
進
歩
と

自
己
の
現
時

の
知
識
の
程
度
と
に
付
て
監
硯
す
る
こ
と
を
得
し
め
、
教
授
者
を
し
て
嘉
講
者

の
現
實
の
状
態
を
知
る
こ
と
を
得
し
め

る
の
で
あ
る
。

さ
て
固
よ
り
理
論
的
講
義
に
於
て
も
人
は
そ
れ
に
例
を
交

へ
挿
入
し
て
其

の
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
を
力
め
て
す
る
の
で
、

抽
象
的
な
る
も
の
を
其
の
純
粋
な
ぎ

、
の
形
に
於
て
で
は
な
し
に
具
体
的
事
案
に
於
け
る
具
体
性
に
於
て
示
す
こ
と
の
手
段
は
そ
こ

,

で
も
通
常
利
用
せ
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
叉
更
に
そ
こ
で
も
仕
方
に
依
つ
て
は
受
講
者
が
此
の
手
段
を
自
主
的

に
利
用
す
る
こ
と
の
機
會
も
提
供
せ
ら
れ
得
る
の
で
は
あ
る
が
、
此

の
こ
と
は
理
論
的
講
義
に
於
て
は
何

と
し
て
も
實
際
上
困
難
で

あ
り
、假
令
試
み
ら
れ
て
も
十
分
で
は
な
い
。學
生
の
自
主
的
活
動
を
喚
起
す
る
こ
と
の
此
の
後
の
目
的
の
達
成
に
は
、
此
の
理
論
的

講
義
と
は
別
に
独
立

し
て
行
は
れ
妬
べ
き
學
生
の
側
で
具
体
的
事
案
を
處
理
す
る
形
の
法
律
教
育
手
段
た
る
上
述
の
法
律
學
的
ク
リ

一一
イ
ク
又
は
之
に
類
似

の
形
の
演
習
が
當
然
利
用
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
吾
々
の
法
律

の
實
観
教
育
文
は
法
律
學
的
ク
リ

ニ
イ
タ
を
内
容
ど
'す
る
其
の
演
習
ぱ
、
法
律
を
具
休
的
事
案
に
対
す

る



適
用
に
於
て
學
ぶ
こ
と
の
可
能
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
實
感
を
與

へ
る
方
法
に
依
り
法
律
的
概
念

の
特
徴
を
ば
有
形

的
に
實
覗

せ
し
め
、
大
學
教
育
に
と
り
て
最
も
重
要
な
る
法
律
の
根
本
思
想
を
具
体
的
實
感
に
齎
し
得

る
の
で
あ
る
。
又
陳
述
反
対

陳
述
の
方
法
に
依
り
、
理
論
的
講
義
に
依
り
授
け
ら
れ
た
知
識
が
更
に
強
く
助
成
促
進
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

此

の
種

の
仕
方

の
演
暫
に
於
け
る
事
案
に
付
て
の
判
断
は
、
己
に
理
論
的
講
義
を
賠
い
た
學
生
に
し
て
、
其
の
演
習
の
助
け
に
依

り
法
律
概
念
の
更
に
生
き
た
把
握
と
そ
れ

の
深
化
と
に
達
せ
ん
と
努
力
す
る
學
生
に
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
學
生

に
対
し
學
識
と
判
断
力
と
洞
察
力
と
に
対
す

る
高
い
要
求
を
な
す

の
で
あ
つ
て
、
學
生
は
其
の
事
案
に
付
て
そ
れ
が
如
何
な
る
理
論

に
關
す
る
か
に
付
て
の
明
確
な
る
理
解
を
得
し
め
る
こ
と
に
誘
は
れ
る
で
あ
ら
う
、
叉
否
慮
な
し
に
多
方
面
に
亙
つ
て
推
敲
し
、
此

の
機
愈
に
教
科
書
其

の
他
論
文
著
書
に
就
き
更
に
詳
細
な
る
研
究
を
な
す
で
あ
ら
う
。

實
に
フ
ィ
ヒ
テ
は

「
吾

々
の
課
題
に
於
て
訓
練
せ
ら
る
べ
き
も
の
は
科
學
的
知
性
使
用
の
技
術
で
あ

る
。
敏
師
は
只
教
材
を
與

へ

て
學
生
の
活
動
を
誘
焚
す
る
の
で
あ
る
。
學
生
自
身
が
其
の
敏
材
を
処
理

す
る
。
し
か
し
敦
師
は
學
生
が
此
の
教
材
を
果
し
て
盧
理

す
る
か
ど
う
か
、
叉
如
何
に
虚
理
す
る
か
を
見
て
、
其
の
処
理

の
仕
方
か
ら
學
生
が
完
成
の
如
何
な
る
段
階
に
立
つ
か
を
考
慮
の
上

彼
れ
に
與

へ
ん
と
す
る
新
教
材
を
ば
共
の
段
階

に
應
ぜ
し
め
得
る
状
態

に
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
敬

へ
て
居
る
が
、
吾

々

の
演
習
も
斯
く
の
如
き
趣
旨
を
根
本
と
し
て
そ
こ
に
學
生
の
自
主
的
活
動
が
期
待
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ

る
。

吾
々
の
仕
方
の
演
習
は
更
に
重
要
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
人
は
菅
に
明
晰
な
る
頭
騰
の
人
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
ぽ
が
り
で
な

く
、
叉
暖
き
感
受
牲
あ
る
心
を
有
た
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
法
律

の
眞

の
司
り
手
で
あ
る
た
め
に
も
安
當
す
る
の
で
あ

る
。
吾

々
の
仕
方
の
演
習
は
斯
か
る
こ
と
も
教

へ
る
で
あ
ら
う
。



正
義
の
實
現
の
最
大
の
叉
最
も
危
険

な
る
敵
は
形
式
主
義
的
感
覚

で
あ
る
。
形
式
主
義
的
法
律
解
釋

に
依
れ
ば
訴
訟
は
甚
だ
無
雑

作
に
甚
だ
容
易
に
完
結
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
形
式
主
義
的
法
律
解
釈

の
誘
惑
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
痛
切
に
斯
か
る
解
釋
に

は
氣
が
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
吾

々
の
演
習
は
斯
か
る
点
に
付
き
實
に
屡

々
教

へ
る
所
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

學
生
は
更
に
そ
こ
で
法
律
の
規
定
と
概
念
と
の
直
接

の
内
容
を
學
ぶ
べ
き
の
み
な
ら
す
、
彼
れ
が
法
律

の
實
務
に
移
る
に
方

つ
て

其
の
第
二
の
準
備
時
期
た
る
司
法
官
試
補
時
代
に
至
つ
て
彼
れ
に
與

へ
ら
れ
る
も
の
た
る
實
務
に
付
て
の
精
確
な
る
知
識
と
判
事
の

許
に
齎
さ
れ
、る
所
の
澤
山
の
事
實
資
料
を
理
解
し
そ
れ
に
徹
底
し
精
通
す
る
能
力
と
を
獲
得
せ
し
め
る
所

の
法
律
實
務
家

の
熱
意
を

養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
學
生
は
彼
れ
が
法
律
家
と
し
て
實
際
生
活
に
入
る
な
ら
ば
彼
れ
を
待
つ
所
の
彼
れ
の
將
來

の
活
動
、
比
への
高
い
崇
高
な
る
任
務
に
付
て
の
大
体
の
印
象
を
得
る
。
判
事
検
事
乃
至
辯
護
士

は
如
何
な

る
仕
事
を
な
す
か
、
學
生

は
理
論
的
講
義
に
於
け
る
少
し
ば
か
り
の
例
で
は
何
等
そ
れ
に
付
て
の
正
し
い
観
念
を
得
る
こ
と
の
出
來

な
い
所
の
其
の
仕
事

の
仕

方
に
付
て
の
大
体
の
印
象
を
得
る
の
で
あ
る
。

-私
は
先
年
民
事
訴
訟
法
の
講
義
に
於
て
裁
判
所
の
訴
訟
記
録
の
謄
薦
を
教
材
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
が
あ

つ
た
。
又
、
曾
て
本
學

田
中
教
授
と
當
時
來
講
中
の
齎
藤
常
三
郎
博
士
と
の
協
力
を
得
て
民
事
訴
訟
の
法
廷
に
於
け
る
實
演
を
試

み
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ

れ
は
實
に
此
の
實
覗
教
育
の

一
端
た
る
試
圖
で
あ
つ
た
。
伺
又
私
は
私
の
民
法
演
習
の
時
間
に
於
て
は
他

の
様

々
の
形
式
の
外
特
に

具
体
的
事
案
を
資
料
と
し
て
學
生
を
し
て
民
法
の
實
際
的
運
用

を
研
究
せ
し
め
る
こ
と
を
も
な
し
來
つ
て
居

る
の
で
あ
る
が
、
私
の

民
法
演
習
の
此
の
部
分
亦
此
の
實
硯
教
育

の

一
試
圖
で
あ
る
。



私
は
本
誌
で
私
の
法
律
學
實
覗
教
育

の

一
端
と
し
て
の
民
法
演
習
を
試
み
、
具
体
的
事
案
を
養
斜
と
し
て
こ
ご
で
學
生

の
讃
者
と

共
に
其
の
實
際
的
解
決
の
道
を
研
究
し
た
い
と
思
ふ
。

固
よ
り
此

の
民
法
演
習
は
民
法
學

の
範
囲
に
止
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
の
學
的
態
度
上
そ
れ
は
時
と
し
て
他
の
法
律
學

の
領
域
乃
至
他
の
科
學
領
域
に
ま
で
亙
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
私
は
本
誌
上
で
民
法
演
習
を

開
始
す
る
に
方
つ
て
、
世
ハの
点
に
關
し
て

一
言
こ
こ
で
脚
か
私
の
學
的
態
度
の

一
端
を
示
し
、
豫
め
断
り
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

さ
て
、
吾
々
は
法
律
學
を
學

ぶ
も
の
で
あ
る
。
即
ち
法
律
を
學
的
に
認
識
乃
至
理
解
す
る
こ
と
を
學
ぶ
も

の
で
あ
る
。
個
別
科
學

に

於
け
る
學
的
認
識
が

一
切
の
存
在
た
る
世
界
に
於
け
る
特
殊
領
域
の
存
在
を
統

一
的
に
把
握
す
る
も
の
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、

法
律
學
が
特
定
の
法
典
を
矛
盾
な
き
体
系
に
組
織
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
法
律
學

の
本
質
を
見
誤
る

も
の
で
あ
る
。
意
識
的
に
か
叉
無
反
省
の
ま
ま
か
は
知
ら
な
い
が
、
今
日
斯
か
る
態
度
で
書
か
れ
た
法
律
書
は
少
か
な
ら
す
あ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
日
の
科
學
状
態
か
ら
は
取
り
淺
さ
れ
た
古
い
法
律
學
に
屬
す
る
。
法
律
學
も
イ

エ
リ
ン
グ
の
所
謂
科
學

の
族

を
し
て
社
會
諸
科
學

の
他

の
隣
接

の
も
の
に

一
時
族
立
ち
新
し
い
も
の
を
経
験
し
て
蹄

つ
た
の
で
あ
つ
た
。
最
近
の
批
會
諸
科
學
の

発
達

が
促
し
た
所
の
此

の
現
象
を
経
た
今
日
の
法
律
學
は
、
最
早
や
語
學
と
論
理
學
と
に
蓋
き
た
や
う
な
斯
か
る
古
い
法
律
學
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

さ
て
へ
ー
グ
ル
に
依
つ
て
初
め
て
哲
學
的
に
把
握
せ
ら
れ
た
所
の
客
観
的
精
神

の
具
体
的
在
り
方
を
十
分
に
理
解
せ
し
あ
、
實
に



吾
々
に
と
り
て
重
要
な
る
対
象

た
る
法
律
其
の
他
言
語
、
風
習
、
道
徳
、
藝
術
、
宗
教
、
科
學
と
い
ふ
や

う
な
客
観
的
糖
紳
の
豊
富

な
る
内
容
の
在
り
方
を
十
分
に
満
足
す
る
様
に
理
解
せ
し
め
る
能
力
あ
る
哲
學
は
、
今
日
最
も
進
歩
し
た
而
も
最
高
度
に
批
判
的
な

る
批
判
的
存
在
論
の
哲
學
を
措
い
て
他
に
求
め
る
こ
と
は
出
來
な
い
と
私
は
確
信
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
而
も
又
此
の
哲
學
以
外

の

從
來
の
哲
學
は
上
か
ら

の
観
念
論
も
下
か
ら
の
唯
物
論
も
す
べ
て
其

の
物

の
見
方
が

一
面
的
に
し
て
人
爲
的
で
あ
る
に
反
し
て
、

一

切
の
現
象
を
同
価
値

と
し
て
受
取
る
所
の
現
象
學
特
に
最
も
自
然
的
な
る
物

の
見
方
を
な
す
所
の
此
の
批
制
調
存
在
論

の
み
は
、

一

切
の
現
象
に
無
理
を
加
ふ
る
こ
と
な
く
世
界
を
正
し
く
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
而

し
て
吾

々
が
此
の
哲
學
の
探
究
的
問
題
思
惟
の

態
度
を
以
て
、
今
日
迄
の
全
人
類
の
成
し
途
げ
た
諸
科
學
の
成
果
を
手
が

」
り
と
し
て
世
界

の
自
然
的
な
存
在
秩
序
を
嚴
密
な
る
現

象
分
訴
に
依
り
探
究
す
る
と
き
、
吾
々
の
否
鷹
な
し
に
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
理
念
的
存
在
と
實
在
的
存
在
と
の
爾
世
界

一

で
あ
り
、
又
實
在
世
界
に
於
け
る
存
存
構
造
の
複
難
性
の
程
度
に
依
る
上
下
的
な
る
階
位
秩
序
を
成
す
所

の
物
理
的
な
る
も
の
、
生

物
的
な
る
も
の
、
心
的
な
る
も
の
及
び
精
聯
的
な
る
も

の
の
四
個
の
存
在
暦
で
あ
る
。
様

々
の
法
則
性
乃
至
領
値

の
如
き
理
念
的
存

在
は
實
在
的
世
界
に

一
部
包
持

せ
ら
れ
て
居

る
が
、
互
に
独
立

し
て
存
立
す
る
。
而
し
て
叉
實
在
的
世
界

に
於
け
る
彼

の
暦
関
係

は

固
よ
り
形
象
と
い
ふ
形
態
と
は
趣
を
異
に
し
、
植
物
、
動
物
に
於
け
る
種
々
な
る
種
島
の
様
に
並
行
す
る
も
の
で
も
な
く
、
動
物

に

於
け
る
物
理
的
な
る
も
の
、
人
間
に
於
け
る
動
物
的
な
る
も
の
、
如
く
中
に
食
ひ
込
ん
だ
関
係

で
も
な
い
、
そ
れ
は
特
定
の
特
序
原

理
に
從

つ
た
重
な
り
合
ひ
の
関
係
で
あ
る
。
此

の
重
な
り
合

ひ
の
関
係
に
於
て
各
層
は
互
に
依
存
し
つ
」
而
も
同
時

に
互
に
独
立

し

て
居
る
と
い
ふ
極
め
て
独
特
な
る
関
係
を
示
す
の
で
あ
る
。
各
暦
は
夫

々
異
つ
た
種
種
な
る
根
本
本
質
特
徴
を
表
は
し
な
が
ら
而
も



又
共
通
な
る
諸
特
徴
を
も
示
し
て
居
る
関
係

に
在
る
の
で
あ
る
。
而
し
で
又
各
暦
に
属
す
る
存
在
亦
必
ず

し
も
軍
純
な
る
併
存
関
係

に
在
る
の
で
は
な
く
、
特

に
最
高
の
存
在
暦
た
る
精
神
的
存
在
暦
に
於

て
は
其
の
構
造
最
も
複
雑
に
し
て
互
に
織
合
せ
の
関
係

に
在

る
の
で
あ
る
。
即
ち
吾

々
は
範
疇
的
法
則
に
依
り
世
界
を
様
造
と
分
類
と
に
於
て
把
握
す
る
仕
方
で
世
界

の
有
つ
全

扁
性
を
明
か
に

し
得

る
の
で
あ
る
。
今
日
自
然
科
學
的
層
に
於
て
も
人
類
の
理
解
し
得
た
所
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
り
、
心

的
並
に
精
神
的
存
在
暦
に

付
て
も
根
本
的
準
備
研
究
に
街
飲
け
て
居
り
、
吾
々
は
今
日
漸
く
範
疇
論
の
端
緒
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
現
在

の
問
題
状
態
は
範
疇

的
全
構
造
の
或
る
断
片
を
窺
知
す
る
こ
之
を
許
す
に
過
ぎ
な
い
所
で
は
あ
る
が
、
極
め
て
大
ざ
つ
ば
に
言

づ
て
吾
々
は
大
休
右
の
如

き
内
面
的
聯
關

の
形
態

に
於
け
る

一
種
の
組
織
体
系
と
し
て
の
世
界
の
全

一
性
に
到
逡
し
得
る
の
で
あ
る
。
今
日

の
自
然
科
學
の
歌

態
は
個
別
學
科
の
釜
々
分
化
の
増
大
す
る
こ
と
に
依
り
特
徴
附
け
ち
れ
て
居

る
が
其
の
分
化
に
拘
ら
す
其

の
全
体
に
亙

つ
て
精
神
的

綜
合

へ
の
過
程
が
行
は
れ
て
居
り
、

「
般
に
最
近
め
諸
科
學

の
襲
達
は
互
に
他
の
領
域
と
の
共
同
を
著
し
く
促
し
其
の
統

一
の
方
向

に
向
つ
て
居
る
こ
と
を
吾

々
は
看
取
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
實

に
此
の
科
學
襲
達
の
最
近
の
傾
向
は
叙
上
の
世
界
の
全

一
性
に
關
蹴す

る
見
通
し
と

の
關
聯

に
於
て
初
め
て
よ
く
之
を
理
解
し
得
る
所

で
あ
る
。

そ
こ
で
此

の
意
味

の
世
界
の
全

一
性
と
い
ふ
こ
と
か
ら

一
切
の
存
在
に
対
す

る
唯

一
の
科
學
と
し
そ

の
全

一
科
學
が
構
成
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
哲
學
は
其
の
全

一
科
學
の
基
礎
的
部
分
を
構
成
し
世
界
の
構
造
に
於
け
る
原
理
的
な
る
も
の
、根
本
的
な
る
も

の
を
問
題
と
し
、
諸
個
別
科
學
は
其
の
.世
界
の
部
分
を
研
究
対
象

と
す
る
。
而
し
て
之
に
付
哲
學
は
諸
個
別
科
學
が
世
界
の
部
分
を

其

の
特
殊
の
方
法
に
依
り
研
究
す
る
こ
と
を
前
提
し
其

の
知
識
を
所
與
と
し
て
前
提
し
、
諸
個
別
科
學
は
自
己
の
把
握
し
得
ざ
る
世



界
の
全

一
性
を
ぱ
哲
學
が
問
題
と
す
る
こ
と
を
前
提
し
其

の
成
果
を
其
の
指
導
原
理
と
す
る
の
で
あ
る
。
匝
し
て
叉
哲
學
は
す
べ
て

の
存
在
領
域
の
特
殊
的
な
る
も
の
を
ぜ
そ
れ
が
個
別
科
學

の
問
題
に
突
き
當
る
所
ま
で
追
求
す
る
の
で
あ

つ
て
そ
こ
で
個
別
科
學
に

接
續
す
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
吾

々
の
哲
學
は
諸
個
別
科
學
の
問
題
と
す
る
所

の
同

一
の
劉
象
領
域

の
存
在
基
礎
を
問
題
と
す
る
こ

と

、
な
り
、哲
學
の
個
別
科
學
に
対
す

る
固
定
し
た
限
界
線
に
決
し
て
引
か
れ
な
い
で
、哲
學
が
個
別
科
學

と
重
な
る
所
の
廣
い
限
界

地
帯
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
斯
く
て
哲
學
と
個
別
科
學
と
は
相
互
に
補
足
す
る
関
係

に
在
り
不
可
分
の
関
係

に
在
る
。

一
切
の
個
別
科
學
と
離
れ
た
萌
學
は
な
く
、
個
別
科
學
と
離
れ
た
哲
學
は
個
別
科
學
指
導
の
能
力
な
き
所

の
現
實
遊
離
の
世
に
用
な

き
哲
學
で
あ
る
。
而
し
て
又
哲
學
と
離
れ
た
個
別
科
學
は
盲
目
で
あ
つ
て
そ
こ
に
は
眞

の
學
的
理
論
は
な
く
眞
の
個
別
科
學
は
な
い
。

さ
て
又
前
述

の
如
く
實
に

一、切

の
存
在
た
る
世
界
の
全

一
性
は
甚
だ
異
る
形
の
多
様
性
の
重
疊
関
係

に
於
け

る
全

一
性
で
あ
る
。

そ
れ
は

一
の
体
系
、
秩
序
、
關
聯
と
い
ふ
全

一
性
を
有
す
る
。
あ
た
か
も
範
疇
の
王
國
に
於
て
は

一
切
は
不
可
分
離
的
に
相
關
聯
し

て
居
る
の
で
あ
る
。
其
の
關
聯

の
仕
方
、
程
度
は
極
め
て
強
度
な
も
の
か
ら
、
そ
れ
に
比
べ
る

と
全
く
無
視

し
得
る
や
う
な
微
弱
な

も
の
に
至
る
ま
で
且
ハ体
的
に
は
様

々
で
は
あ
る
が
、其
の
相
互
關
聯
を
無
視

し
て
は
世
界
の
部
分
の
正
し
い
把
握
は
不
可
能

で
あ
る
。

さ
れ
ば
個
別
科
學
の
方
で
も
如
何
な
る
も
の
も
単
独

で
は
無
力
で
あ
り
、其

の
個
別
科
學
と
し
て
の
任
務
を
果
す
こ
と
は
出
來
な

い
。

か
く
て
は
實
際
生
活
上
の
科
學
は
實
際
生
活
に
實
敷
を
有
つ
理
論
を
立
て
得
な
い
。
そ
れ
.は
他
の
個
別
科
學
と
の
協
力
を
絶
対

に
必

要
と
す
る
の
で
あ
る
。

我
が
國
民
に
付
常
に
私
の
遣
憾
と
し
耻
辱
と
し
て
す
ら
感
じ
て
居
る
こ
と
は
國
民
生
活
に
於
け
る
科
學
め
未
發
達
、
科
學
的
精
碑

.



の
幼
稚
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。今
次

の
大
職
は
此
の
点
に
付
國
民

の
ム
大
蝿
醒
を
促
し
様

々
の
教
訓
を
與

へ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、そ

れ
は
蕾
に
ょ
く
人
の
指
摘
す
る
所
の
土
木
工
學

の
み
に
關
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
我
が
國
民

の
科
學
發
達
の
水
準
が
更

に
高
く
眞
に

一
等
國
國
民

の
そ
れ
に
達
し
て
居
た
ら
ん
に
は
、
而
し
て
國
民
が
各
方
面
に
亙
つ
て
機
械
力
を
利
用
す
る
こ
と
を
も
っ

と
も
つ
と
知
つ
て
居
た
な
ら
ば
、
同
じ
乏
し
き
経
済
力
を
以
て
し
て
も
労
働
力
は
ど
ん
な
に
か
節
約
し
得
た
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
ふ

こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
由
來
我
が
國
で
は
客
観
的
眞
實
に
対
す

る
知
識
は
輕
視
せ
ら
れ
周
匝
な
る
認
議
と
綿
密
な
る
思
慮

と
は
侮
蔑

せ
ら
れ
勝
で
あ
る
。而
し
て
室
元
氣
の
大
言
肚
語
が
尊
軍
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
単
純
幼
稚
な
る
物
の
見
方
が
力
を
揮
ふ
の
で

あ
る
。重
ね
て
言
ふ
、
室
元
氣
だ
け
で
は
何
事
も
出
來
る
も
の
で
は
な
い
。
卸

々
科
學
の
進
夢
と
い
ふ
こ
と
拡
物
理
學
の
進
歩
の
魅
史

が
實
証
し
て
居
る
や
う
に
以
前
観
察
か
ら
逸
睨
し
て
居
た
所

の
事
實
が
新
た
に
観
察
に
上
る
に
至
り
観
察

が
更
に

一
暦
具
体
的
と
な

る
こ
と
か
ら
出
る
結
果

に
外
な
ら
な
い
。之
は
實
に
容
観
的
眞
實
を
追
求
す
る
所

の
科
學
的
精
神

の
徹
底
忙
外
な
ら
な
い
。之
に
付
人

は
世
界
の
存
在

の
娑
素
は
他
の
意
外
の
領
域
に
在
る
存
在
要
素
に
作
用
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
曾
て

支
那
事
変
勃
発

の
年
で
あ
つ
た
、

一
塊
の
土
を
耕
し
て
も
食
料

の
増
産
を
計

る
こ
と
の
急
務
を
主
張
し
た
私
に
対
し

て
我
が
國
で
は

年

々
米

の
産
出
は
富
豊
に
し
て
而
も
四
面
海
を
以
て
團
ま
れ

て
居
り
魚
類
費
富
な
れ
ば
食
料
に
困
る
こ
と
は
な
い
と
反
駁
し
た
食
料

に
関
係

の
專
門
の
某
帝
大
教
授
が
あ
つ
た
の
で
あ
つ
た
、
米
や
魚
は
人
の
労
力
な
し
に
は
人
間
の
ロ
に
入

る
や
う
に
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
叉
上
述

の
學
の
相
互
關
聯
と
い
ふ
こ
と
は
今
日
の
科
學
獲
達
の
水
準
に
付
き

一
慮
の
。理
解
あ
る
も

の
で
あ
れ
ば
容
易
に
理

解
し
得

る
事
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、我
が
國
で
は
其

の
こ
と
の
理
解
は
十
分
で
は
な
い
。例

へ
ば
基
本
的
理
論
科
學
は
動
も
宇
れ



ぼ
無
視

ら
れ
輕
説
せ
ら
れ
勝
で
あ
る
が
・
今
日
の
大
験
は
共
の
必
要
を
十
分
に
痛
切
に
歌

～
た
筈
で
あ
る
。
人
は
此
の
大
職
に
役
立
・

つ
所
の
科
學
と
し
て
は
、
直
接
そ
れ
に
関
係

の
實
用
科
學
と
共
に
そ
れ
の
な
し
得
ざ
り
し
多
く
を
成
し
途
げ
絶
大
な
る
貢
献
を
成
し

た
所
の
他
の
個
別
科
學
た
る
基
本
的
理
論
科
學
の
隠
れ
た
る
偉
勲
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
實
用
科
學
は
常
に
基
本
的
理
論
科
學
か

ら
の
助
力
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
又
法
律

に
關
し
て
も
法
律
學
は
固
よ
り
経
済

學
上
の
知
識
を
絶
対

に

必
要
と
し
、
法
律
史
は
経
済
史
と
分
離
し
て
は
ほ
と
ん
ど
其
の
歴
史
的
知
識
た
る
意
義
を
喪
失
す
る
。
法
典
成
立
の
沿
革

を
以
て
人

が
兵

の
法
庫
の
歴
史

と
す
る
な
ら
ば
、
其
の
人
に
は
歴
異
の
何
た
る
か
が
理
解
せ
ら
れ
て
居
な
い
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法

律
の
解
釈

が
法
典

の
文
子
の
論
埋
に
止
ま
つ
て
居
て
は
そ
れ
は
法
律
を
科
學
的
に
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

此
の
存
在
間
の
相
互
關
.聯
と
い
ふ
こ
と
は
各
橦
の
實
定
法
領
域
間
に
付
て
も
同
様
で
あ
る
。
公
法
と
私
法
と
の
関
係

に
付
て
は
巳

に
久
し
い
以
前
か
ら
學
者
の
注
目
強
調
す
る
所
に
薦
し
周
知
の
事
實
で
あ
る
。
公
法
學
及
び
私
法
學
は
相
互
に
他
の
領
域
の
知
識
な

し
に
は
十
分
で
は
な
い
。
行
政
法
と
民
法
と
の
間
に
於
て
は
近
時
特
に
其
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
法
の
理
論
に
通
す
る

こ
と
な
し
に
は
民
法
の
正
し
い
理
論
は
立
て
得
な
い
こ
と
は
多
年
私
の
主
張
す
る
斯
で
あ
る
。
私
法
上
の
権
利
が
特
に
刑
罰
を
以
て

保
護
せ
ら
れ
て
居
る
や
う
な
場
合

私
法
學
は
當
然
刑
法
の
範
囲

に
突
き
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
の
專
門
領
域
に
侵
入
し
て
而
も
其

の
課
題
に
付
て
だ
け
で
も
其
の
專
門
領
域

の
學
者
に
劣
ら
ざ
る
研
究
を
成
す
こ
と
は
容
易
で

は
な
い
。
私
の
微
力
固
よ
り
其
の
柄
で
は
な
い
、
此

の
民
法
演
習
に
於
て
は
む
し
ろ
狼
い
範
囲

に
止
ま
る
の
が
賢
明
で
あ
ら
う
。
し

か
し
時
と
し
て
身

の
程
を
知
ら
な
い
叙
上
の
如
き
越
境
を
敢
て
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

一
言
し
た
所
以
で
あ

る
。



因
に

一
言
附
加
す
る
こ
と
が
あ
る
。
叙
上
の
仕
方
の
科
學
に
は
多
方
面
の
學
者

の
協
力
を
好
都
合
と
す
る
。
我
が
國

で
は
由
來
科

學
の
す
べ
て
の
專
門
領
域
に
付
共
同
研
究
に
於
て
甚
だ
訣

げ
て
居
り
、
こ
れ
が
た
め
外
國
に
見
る
や
う
な
科
學
的
大
事
業
が
乏
し
い

の
で
あ
る
。
所
謂
綜
合
大
學
は
あ
る
が
、
研
究
の
綜
合
は
な

い
の
が
我
が
國
大
學
の
現
献
で
あ
る
。
私

は
叙
上
の
意
味
の
科
學

の
仕

方
の
た
め
、
共
同
研
究
の
學
風
の
我
が
國
に
盛
な
ら
ん
こ
と
を
切
望

ず
る
も
の
で
あ
る
。

事

案

第

一

X
は
其

の
子
た
る
関
係

に
在

る
者
次
女
Y
の
、み
な
り
し
た
め
將
來
戸
主
た
る
X
の
家
督
を
相
続

せ
し
め
る
た
あ
大
正
九
年
二
月
二

十

一
目
8
と
女
培
と
爲
す
爲
め
に
す
る
婿
養
子
縁
組
を
爲
し
た
。
然
る
と
ご
ろ
A
男
が
同
年
四
月
八
日
X
の
婚
姻
外

の
子
と
し
て
田

生
し
、
母
Z

の
家
に
入
る
こ
と
を
得
ざ
り
し
爲
め

一
家
を
創
立
し
た
が
、
其
の
後
X
は
同
年
十
二
月
二
十

五
日
A
を
認
知
し
て
大
正

十
三
年

一
月
二
十
三
日
死
亡
し
た
。
B
は
其
の
後
X
家
の
家
督
相
綾
人
と
し
て
其
の
財
産
を
承
縫
し
其
の
戸
主
と
し
て
X
家
の
家
業

「

を
櫃
績
経
営

し
て
來
た
が
、
其

の
後
A
か
ら
X
家
の
財
産
に
付
請
求
あ
り
、
昭
和
九
年
七
月

六
日
A
に
樹

し
金
二
萬
五
千
圓
を
贈
與

し
A
は
B
に
対
し
爾
後

一
切

の
請
求
を
爲
さ
ざ
る
こ
と
と
し
た
。
然
る
に
A
は
其
の
後
昭
和
十
五
年
十
月
五
日
B
に
対
し
相
続

回
復

の
訴
を
提
起
し
た
。

A
及
び
8
間
の
法
律
関
係

如
何
。


