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憲

法

第

二

十

七

條

の

一
解
釈

河

村

又

介

日
本
臣
民
ハ
其
ノ
所
有
…罹
ヲ
侵
サ
ル
・
コ
ト
ナ
シ

公
釜
ノ
爲
必
要
ナ
ル
虚
分

ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所

二
依
ル

憲
法
第
二
十
七
條
の
規
定
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
憲
法
の
中
で
も
解
釈

の
最
も
困
難
な
條
項

の

一
で
あ
り
、
從

つ
て
こ

れ
に
關
し
て
は
異
説
が
甚
だ
多
い
。
此
の
條
項
全
鐙
の
解
釈
を
爲
す
に
は
先
づ
そ
の
中
の

「
所
有
権
」
「
不
可
侵
」
「
公
釜
」
「
處
分
」

等
個

々
の
用
語

の
意
義
を
明
確

に
す
る
必
要
が
あ
る
諜
で
あ
る
が
、
是
等
の
用
語
は
何
れ
も
全
文
の
精
神

を
基
礎
と
し
て
解
釈

さ
れ

ね
ば
な
ら
す
、
從

つ
て
相
互
に
密
接
な
關
聯
を
有

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
袋

に
は
先
づ
此
の
條
項
全
饅

に
亘
つ
て
の
二
三
の
代

表
的
學
説
を
検
討
す
る
こ
ご
か
ら
事
を
始
め
よ
う
。

云
ふ
迄
も
な
く
本
條
の
核
心
は
所
有
構
不
可
侵
の
原
則
を
明
か
に
し
九
こ
と
に

あ
る
。
そ
し
て
憲
法
第

二
章
の
臣
民
権
利
義
務
の

規
定
が
凡
て
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、
本
條
も
亦
國
家
権
力

ご
臣
民
と
の
関
係

の
規
律
で
あ
り
、
從
つ
て
國
家
権
力
を
以
て
臣
民
の
所

憲

法
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二
十

七
條

の

一
解
程

六

一



」

『

有
権
を
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
ご
ざ
を
規
定
し
江
も
の
で
あ
る
δ

然
し
な
が
ら
國
家
権
力
に
は
種
々
の
磯
動
形
式
が
あ
る
。
そ
れ
等
種

々

の
國
家
権
力
の
中

の
何
れ
を
制
限
す
る
こ
と
を
本
條
は
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
7
・

立
法
穫
か
、
司
法
権
か
、
行
政
権
か
?

行
政
権

の
中
で
も
、
個

々
の
具
鐙
的
な
處
分
を
爲
す
権
に
樹
す
る
制
限
に
止
ま
る
の
か
、

一
般
的
な
命
令

制
定
樺
を
も
制
限
す
る
の

か
?
・

そ
れ
ε
も
権
力

の
種
類
の
如
何
を
問
は
す
國
家
権
力

一
般

に
樹
す
る
制
限
な
の
か
?
・

○

本
條
を
以
て
原
則

ご
し
て
は
行
政
部
の
處
分
権
に
対
す
る
制
限
に
止
ま
る
ご
解
釈
す
る
の
が
上
杉
博
士

の
説
で
あ
る
。
博
士
に
依

れ
ば
、
所
有
権

は
私
法
上
の
権
利

で
あ

つ
て
、
そ
の
本
質
限
界
は
憲
法
の
自
ら
定
め
る
も
の
に
非
す
、
之
を
定
め
る
に
法
律
を
要
す

る
こ
と

を
憲
法
が
規
定
す
る
に
も
非
す
、
所
有
樺
の
本
質
限
界
は
、
法
律
、
命
令
、
慣
習
法

に
依
り
て
定
ま
り
、
將
來
命
令
を
以
て

所
有
樫
を
制
限
す
る
こ
そ
固
よ
り
憲
法
ご
相
鰯
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
法
規
を
以
て
所
有
棲
の

一
般
的
範
囲
を
定
め
る
こ
ご
を

「
侵

ス
」
と
は
云
は
す
、
「
侵
サ
ス
」
と
は
、
國
法

に
依
り
て
存
在
す
る
具
饅

の
所
有
権
を
、

法
規
に
依
ら
す
、

行
政
上
の
處
分
を
以
て

奪
取
し
叉
は
そ
の
行
使
を
制
限
す
る
こ
ご
を
爲
さ
す

ご
い
ふ
意
で
あ
る
。
警
察
上
の
必
要
に
依

つ
て
制
限
す
る
場
合
に
は
豫
め
法
律

又
は
命
令
を
以
て
之
れ
を
規
定
し
て
置
く
べ
く
、
然
ら
す
し
て
行
政
處
分
を
以
て
突
然
直
接
に
所
有
樫
を
奪
取
し
そ
の
行
使
を
制
限

し
て
は
な
ら
ぬ
こ
い
ふ
の
が
本
條
の
自
由
権

で
あ
る
。
之
れ
に
対
し
て
第
二
項
は
、
公
釜
事
業
を
施
行
す

る
が
爲
め
に
臣
民
の
所
有

梅
を
徴
収

し
制
限
す
る
處
分
は
、
命
令
を
以
て
規
定
す
る
こ
と
を
得
す
貞
法
律
に
本
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
規
定
す
る
も
の
で
あ

る
込
)

法

政

研

究

第
十
一
養

筆

既

六
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上
杉
博
士
は
最
初
、
本
條
第

一
項
を
警
察
制
限

の
場
合
ご
し
、
第
二
項
を
公
釜
事
業
の
場
合
と
し
て

を
ら
れ
た
が
、
後

の
著
書

に

於
て
は
、
之
を
補
足
し
て
先
づ
軍
事
上
の
目
的
の
た
め
に
す
る
所
有
権

の
牧
用
又
は
制
限
を
第

一
項
の
場
合
に
加

へ
、
更
ら
に
公
釜

の
爲
め
必
要
.な
場
合
以
外
の
處
分
は
法
律
叉
は
命
令
を
以
て
之
を
定
め
得
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

然
し
乍
ら
右
の
如
き
説

に
対
し
て
は
疑
義
百
出
す
ゐ
を
禁
め
得
な
い
。
若
し
博
士
の
説
に
於
け
る
が
如
く
法
律
命
令
を
以
て
所
有

椹
の
限
界
を
劃
す
る
こ
と
は
憲
法
の
關
す
る
と
こ
ろ
で
な
く
、
法
律
命
令

に
本
つ
く

一
般
的
制
限

に
依
り
て
爲
さ
れ
る
處
分
は
所
有

権
を
侵
す
の
で
な
い
な
ら
ば
、
公
用
徴
収

そ
の
他
公
釜
事
業
の
た
め
の
所
有
権
制
限
も
亦
、

一
般
的
な
法
律
又
は
命
令
に
依
つ
て
爲

さ
れ
る
限
り
、
所
有
樺
を
侵
す
も
の
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
憲
法
は
何
故

に
此
の
場
合
に
の
み
法
律
を
要
す
る
も
の
と
し
九
の
で
あ

ら
う
か
?
・

博
士
に
從

へ
ば
、
「
こ
れ
は
、

警
察
上
の
處
分
の
場
合

と
は
違
ひ
、
其

の
物
が
、

公
共
の
邪
魔
に
な
る
の
で
な
く
、
其

の
物
が
、
公
共
の
爲
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
」
「
こ
の
必
要
は
專
ら
不
動
産
殊
に
土
地
に
就
て
生
す
る
。
」
「
公
釜
の
爲
め
に
す
る
庭

分
は
、
土
地
に
対
し
、
こ
れ
を
他
の
用

に
供
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、特

に
法
律
を
以
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
蓬
し
卑
の
で
あ
る
。
」

然
し
例

へ
ば
鐵

の
使
用
を
制
限
し
、

ス
テ
ー
ブ

ル
フ
ア
イ
バ
ー
の
混
織
を
命
じ
、
米
穀

の
費
渡
義
務
を
課
す
る
が
如
き
は
、
そ
の
物

が
公
共
の
邪
魔

に
な
る
が
故

に
爲
さ
れ
る
警
察
制
限
で
も
な
く
、
事
不
動
産

に
關
す
る
の
で
も
な
く
、
所
謂
公
釜
事
業
の
用
に
供
せ

ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
叉
直
接
に
は
軍
事
上
の
目
的
の
爲
め
に
爲
さ
れ
る
制
限
で
も
な
い
。
か
ゝ
る

制
限

は
如
何
な
る
法
的
根
振
に

基

い
て
可
能
な
の
で
あ
ら
う
か
?
・

上
杉
博
士
の
論
理
を
以
て
軋す
れ
ば
、
公
釜
の
た
め
必
要
な
處
分
以
外

の
か
ゝ
る
制
限
は
凡
て
、

法
律

の
根
擦
を
要
せ
す
、
軍

に
命
令
を
以
て
爲
し
得
ら
れ
る
ε
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
思
は
れ
る
が
3
果
し
て
そ
れ
で
よ
い
で
あ
ら
う

憲
法
第
二
十
七
條
の
一解
羅

六
三
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研
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十
】
巻

第

一
號

六
四

か
?上

杉
博
士
は

「
軍
事
上
の
目
的
の
爲
め
に
、
所
有
樺
を
取
り
上
げ
叉
は
制
限
す
る
」
こ
と

も
警
察
制
限

ご
同
様
に
命
令

に
依

つ
て

爲
し
得
る
こ
せ
ら
れ
る
。
然
し
乍
ら
土
地
牧
用
法
が
本
條
第
二
項
の
最
も
典
型
的
な
場
合
で
あ
る
こ
ご
は

一
般
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る

ε
こ
ろ
で
あ
る
。

而
し
て
土
地
牧
用
法
は
、
「
公
共
ノ
利
益

ト
爲

ル
ヘ
キ
事
業
ノ
爲
土
地
ヲ
牧
用
叉

ハ
使
用

」
し
得
る
事
業
と
し
て

「
國
防
其
ノ
他
軍
事

二
關

ス
ル
事
業
」
を
揚
げ
て
ゐ
る
(

)
。

本
條
第

一
項
及
第
二
項
の
適
用
範
囲

に
關
す
る
博
士
の
説

が
充
分
な
法
的
根
擦
を
有
た
な
い
こ
と
は
之
れ
に
照
ら
し
て
観
て
も
明
か
で
あ
ら
う
。
博
士
の
説
ε
土
地
牧
用
法
の
規
定
ご
を
強
ひ

て
調
和
さ
せ
よ
う
ご
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
く
軍
事
上
の
目
的
の
爲
め
に
爲
さ
れ
る
所
有
権
制
限
で
も
、
土
地
牧
用
の
場
合
は

「
公
益

ノ
爲
必
要
ナ
ル
處
分
」
で
あ
る
が
、
動
産
の
制
限
は

「
公
釜
ノ
爲
必
要
ナ
ル
處
分
」
で
は
な
い
と
い
ふ
奇
異
な
論
理
こ
な
る
で
あ
ら

.つ
。第

二
十
七
條

の
第

一
項
及
第

二
項

の
適
用
範
囲

に
關
す
る
上
杉
博
士
の
具
麗
的
説
明
を
姑
く
措

い
て
、
そ
の
抽
象
的
論
理
を
追
へ

ば
、
結
果
は
更
ら
に
納
得
し
難
い
も
の
こ
な
る
。
第
二
十
七
條
が
そ
の
全
文
の
構
成
か
ら
観
て
、
第

一
項

に
於
て

一
般
に
所
有
権
不

可
侵
の
原
則
を
宣
言
し
、
第
二
項
に
於
て
公
釜
の
爲
め
必
要
な
場
合
に
特
に
此
の
原
則
の
例
外
と
し
て

之
れ
を
綾
和
す
る
も
の
で
あ

る
こ
ご
は
疑
を
容
れ
な
い
ε
思
ふ
。
然
る
に
博
士
の
説
の
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
論
理
は
正
に
逆

で
あ

つ
て
、
公
釜
の
爲
め
必
要
で
な

い
制
限
は
命
令
を
以
て
爲
し
得
る
け
れ
ざ
も
、
公
釜
の
爲
め
必
要
な
庭
分
は
法
律
に
基
い
て
で
な
け
れ
ば
爲
し
得
な
い
ご
い
ふ
結
論

ご
な
る
。

土
地
牧
用
法

二
條

一
號



上
杉
博
士
は
、
「
本
條
第

一
項
に
は
、
他
の
自
由
権
を
定
む
る
諸
條
ご
異
り
、
法
律
ε
云
ふ
文
字
が
無
い
。
」
そ
れ
故

に
所
有
権
の

奪
取
制
限
は

「
命
令
を
以
て
も
定
め
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
」
と
説
か
れ
る
。

け
れ
ざ
も
か
く
て
は
所
有
権

の
保
護
は
甚
だ

薄
弱
と
な
る
。
突
然

に
奪
取
す
る
こ
と

は
出
來
な
い
が
豫
め
命
令
を
以
て
規
定
し
て
置
け
ば
自
由
に
奪
取
し
得
る
と
い
ふ
の
で
あ
れ

ば
、
行
政
権
は
、
多
少
の
手
續

の
面
倒
を
忍
び
さ
へ
す
れ
ば
.
結
局
そ
の
意
の
儘

に
如
何
な
る
制
限
を
も
爲
し
得
る
。
我
が
憲
法
に

謂

ふ
所
有
権
不
可
侵
の
原
則
ご
は
、
か
く
の
如
き
微
弱
な
る
権
利
で
あ
ら
う
か
?

こ
れ
が

「
財
産
ノ
安
全

ヲ
貴
重

シ
」
と
あ
る
上

論

の
聖
旨
に
添

ふ
解
釈
で
あ
ら
う
か
?
・

そ
れ
は
叉
第
二
章

の
定
め
る
他
の
諸

々
の
自
由
権

に
比
し
て
も
飴
り
に
権
衡
を
失
す
る
も

の
で
は
あ

る
ま
い
か
?
・

○

第
二
の
説
は
、
憲
法
第

二
十
七
條
の
規
定
を
以
て
、
行
政
権
及
司
法
権

に
対
す
る
制
限
を
意
味
す
る
も
の
と
爲
す
こ
と
に
於
て
は

前
掲
の
説
よ
り

一
歩
進
ん
で
ゐ
る
が
、
而
も
荷
ほ
之
れ
を
以
て
立
法
権
に
対
し

て
は
何
等
の
制
限
を
加

へ
る
も
の
で
な
い
ご
し
て
を

る
。
そ
の
説
に
依
れ
ば
、
法
律
を
以
て
財
産
権
の
享
有
叉
は
行
使
に
就
き
如
何
な
る
制
限
を
設
け
よ
う
こ
も
、
そ
れ
は
本
條
に
抵
濁

す
る
も
の
で
は
な
い
。
人
民
の
凡
て
の
権
利
は
法
律
の
下
に
そ
の
数
力
を
有
す
る
も
の
で
、
人
民
は
法
律
の
許
容
し
て
を
る
限
度

に

於
い
て
の
み
そ
の
権
利
を
享
有
す
る
こ
ご
が
出
來
る
。
随

つ
て
初
か
ら
法
律
を
以
て
権
利
の
効
力
を
限
定
す

る
こ
と

の
適
法
で
あ
る

こ
と

は
勿
論
、
既
得
権
と
し
て

現
に
人
民
の
享
有
し
て
居
る
権
利

に
就

い
て
、
法
律
に
依
り
そ
の
効
力
を
制
限
し
叉
は
全
く
之
を
無

数
な
ら
し
め
た
と
し
て
も
、
本
條

に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
如
何
な
る
財
産
権
で
も
立
法
権
に
対
し

て
は
不
可
侵
権
を
対
抗

し

害
ぶ
法
第
ハニ
山
L
七
條

の

一
解

経
　

.

六
班



法
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政

研

究

第

十

一
巻

第

一
號

六
六

得
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
之

に
反
し
て
命
令
を
以
て
し
て
は
、
原
則
ご
し
て
、
財
産
権
を
制
限
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
ご

は
出
來
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
総
て
の
権
利
殊
に
人
民
の
財
産
権

が
如
何
な
る
数
力
を
有
す
る
か
は
、
唯
法
律
を
以
て
の
み
定
め
得
べ
き

所
で
あ
る
。
法
律
が
財
産
椹
の
効
力
を

一
定
し
て
居
る
に
拘
ら
す
、
命
令
を
以
て
そ
の
効
力
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
命
令
を
以
て
法

律
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
法
律

に
依
り

一
定
の
効
力
を
定
め
ら
れ
て
居
る
権
利

を
制
限
す
る
の
は
、
法
律

の
特
別
の
委
任
あ
る
場
合
に
限
る
、
ご
い
ふ
。

此
の
論
は
謂
は
f
法
律
萬
能
論
で
あ
る
。
法
律

に
依
ら
ざ
れ
ば
何
事
を
も
爲
し
得
す
ご
す
る
と
同
時
に
、
法
律
に
依
れ
ば
何
事
を

も
爲
し
得
る
こ
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
法
律
が
そ
の
性
質
上
、當
然
に
、初
か
ら
財
産
擢
の
効
力
を
限
定
す
る
こ
ご
も
、
既
存

の
財
産
擢
の
数
力
を
制
限
し
叉
は
無
数
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
で
あ

る
ご
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
公
釜

の
爲
め
の
必
要
の
有
無

に
拘
ら
す
財
産
樺
を
制
限
し
得
る
筈
で
あ
る
。
然
ら
ば
本
條
第

二
項
は
全
く
無
用
の
冗
言
ご
な
る
で
は
な
い
か
。
現
に
右
の
論
者
は
、

如
何
な
る
財
産
椹
も
立
法
樺
に
対
し

て
は
不
可
侵
権
を
対
抗

し
得
べ
き
で
な
い
こ
い
ふ
原
理
に
依

つ
て
、
例

へ
ば

モ
ラ
ト
リ
ウ
ム
法

に
依
り
或
る
期
間
債
権

の
効
力
を
停
止
し
、
河
川
法
に
依
り
河
川
の
区
域

に
編
入
せ
ら
れ
た
土
地
の
所
有
樺

が
そ
の
数
力
を
失
ふ
も

の
と
し
、
特
別
都
市
計
書
法
に
依
り
土
地
恒
劃
整
理
の
爲
宅
地
の

一
割
ま
で
は
無
補
償
で
減
地
し
得
る
も
の
と
し
て
を
る
こ
ご
等
の

違
憲
で
な
い
こ
と
を
詮
明
し
て
を
る
。
然
し
乍
ら
特
別
都
市
計
叢
法
に
依
る
宅
地
の
減
地
が
本
條
第
二
項

に
基
か
す
し
て
當
然
に
可

能
で
あ
る
な
ら
ば
、
都
市
計
書
法
に
依
る
土
地
牧
用
も
亦
同
様
な
る
べ
き
筈
で
は
あ
る
ま

い
か
。
然
し
後
者

が
第
二
項
に
属
す
る
最

も
典
型
的
な
場
合
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
疑
を
容
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後
者
が
公
釜
の
爲
め
必
要
な
る
處
分
で
あ
る
な
ら
ば
、



前
者
も
亦
さ
う
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

加
之
若
し
右
の
詮
に
於
け
る
が
如
く
立
法
は
財
産
権
の
制
限
に
就
い
て
も
萬
能

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
例

へ
ば
所
有
樺
の
効
力

に
就

い
て
使
用
、
牧
釜
、
處
分
の
樺
能
を
極
度

に
制
限
叉
は
排
除
し
て
、
事
質
上
共
産
制
に
す
る
こ
と
も
可
能
な
筈
で
あ
る
。

一
般

に
は
、
本
案
を
以
て
私
有
財
産
制
度
の
原
則
を
確
立
す
る
も
の
と
爲
し
て
を
る
の
で
あ

る
が
、
右
の
説
に
從

へ
ば
必
す
し
も
さ
う
で

な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が

「
財
産
ノ
安
全
ヲ
貴
重
シ
」
と
あ
る
聖
旨
を
全
う
す
る
所
以
で
あ
ら
う
か
?
・

○

多
く
の
學
者
は
本
條
を
解
し
て
、
公
釜
の
爲
め
必
要
な
る
こ
と
ε
法
律

に
依
る
こ
と
製
を
以
て
、
所
有
模
を
侵
し
得
る
二
つ
の
要

件
ご
爲
し
た
も
の
ご
し
て
を
る
。
換
言
す
れ
ば
、
公
釜
の
爲
め
に
必
要
な
ら
ざ
る
限
り
法
律
を
以
て
し
て
も
所
有
椹
を
侵
す
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
黙
に
於
て
は
本
條
は
立
法
椹

に
対
し
て
も
何
等
か
の
意
味
で
の
制
限
を
加

へ
る
も
の
ご
い
ふ
こ
と
に

な
る
。
田
畑
教
授
や
黒
田
教
授
は
そ
の
こ
と
を
明
言
し
て
を
ら
れ
る
。
然
し
是
等
の
諸
學
者
は
、
右
の
論
理

の
限
り
に
於
て

一
致
す

る
だ
け
で
あ
つ
て
、
實
際
の
適
用
に
於
て
は
恐
ら
く
甚
だ
し
き
相
違
を
生
す
る
。
何
こ
な
れ
ば
、
所
謂
所
有

棲
の
限
界
並
に
本
條

の

規
定
せ
ん
ご
す
る
主
旨

に
就
て
の
所
見
が
、
そ
れ
み
＼
に
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

清
水
博
士
は
民
法
第
二
百
六
條
の
、
「
所
有
者

ハ

法
令
ノ
制
限
内

二
於
テ
自
由

二
其
所
有
物
ノ
使
用
、
牧
釜
及
處
分
ヲ
爲

ス
権
利
ヲ
有

ス
」
ご
い
ふ
規
定
を
援
用
し
て
、
所
有
礎
は
法

律
命
令
の
制
限
内
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
と
し
、
從
つ
て
、
法
律
の
み
な
ら
す
命
令
を
以
て
所
有
権
を
制
限
す
る
も
是
唯
所
有
樺

の
範
囲
を
定
む
る
に
止
り
、
所
有
模
を
侵
す
も
の
に
非
す

と
解
せ
ら
れ
る
。
但
し
博
士
に
於
て
は
そ
の
命
令

は
委
任
命
令
に
限
ら
れ

虫思
法
第
二
十
七
條
の
一
解
釈

六
七
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競
)の
に
対
し
て
・
野
村
氏
も
天
野
氏
も
・
こ
の
場
合
委
任
命
令
に
限
る
理
由
な
き
こ
墓

説
き
・
薯

は
・
警
奮

令
そ
分
讐

も

帝
國
憲
法

に
依
り
認
め
ら
れ
且

つ
法
律
其
の
他

に
違
反
せ
ざ
る
も
の
な
る
以
上
は
総
て
の
命
令
を
含
む
ε
し
、
後
者
は
憲
法
第
二
十

七
條
第
二
項

の
規
定
の
結
果
自
然

に
制
限
さ
れ
江
法
規
命
令
、
郎
ち
處
分
命
令
を
含
ま
ざ
る
も
の
と
し
て
を
ら
れ
る
。
天
野
氏
の
説

も
亦
、
此
の
最
後

の
も
の
と
同
主
旨
な
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

所
有
権
の
限
界
が

一
般
に
命
令
を
以
て
劃
し
得
ら
れ
る
と
す
る
説
は
、
結
局
さ
き
に
引
用
し
た
上
杉
博

士
の
説

と
似
た
結
論
に
露

す
る
。
即
ち

そ
れ
は
行
政
権
に
翼
し
て
所
有
棲

の
不
可
侵
を
保
障
す
る
力
が
甚
だ
薄
弱
で
あ
る
。
所
有
権

の
限
界
を
定
め
る
命
令
は

委
任
命
令

に
限
る
ε
の
説
は
.
上
述
第
二
に
紹
介
し
九
法
律
萬
能
論

ご
同
様
に
、
行
政
権
に
対
し

て
は
強
力
な
保
障

と
な
る
が
、
立

法

に
樹
し
て
は
結
局
殆
ん
ざ
何
等
の
制
限

ε
も
な
り
得
ま
い
。
何
れ
に
し
て
も
、
法
律
叉
は
命
令
を
以
て
劃
し
得
る
限
度
を
明
確
に

示
さ
な
い
限
り
、
法
理
論
的
に
は
、
所
有
礎
を
極
度
に
制
限
し
て
共
産
制
度

に
接
近
せ
し
め
る
こ
と
も
違
憲
で
は
な
い
冠
い
ふ
こ
と

に
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
制
限
が
法
律
及
び
委
任
命
令

に
依

つ
て
の
み
爲
さ
れ
得
る
か
、
独
立

命
令
に
依

つ
て
も
爲
さ
れ
得
る
か
ご

い
ふ
差
違
あ
る
の
み
。
そ
の
敦
れ
で
あ
る
に
し
て
も
、
私
有
財
産
制
度
確
立
を
目
的
ご
し
九
ε
構
せ
ら
れ
る
本
條
の
精
神

に
副
ふ
略

の
こ
は
思
は
れ
な
い
。
「
財
産
ノ
安
全
ヲ
貴
重
」
し
給
ふ
聖
旨
に
適
ふ
ご
も
思
は
れ
な
い
。

こ
れ
ε
全
く
同
様
の
疑
惧
は
佐
凌
木
博
士
の
説
に
就
て
も
生
す
る
。
博
士
は
、
法
律
に
依
る
も

}
般
に
所
有
権
を
侵
す
こ
と
を
得

す
、
之
を
爲
す
こ
と
は
臣
民
の
権
利
の
侵
害
な
り
と
せ
ら
れ
る

一
方
に
於
て
、
臣
民
の
権
利
を
侵
す
と
は
、
臣
民
が

一
般

に
所
有
権

を
認
む
る
國
家

の
制
度
の
下
に
於
て
有
す
る
具
体
的

の
所
有
権
を
喪
失
せ
し
め
叉
は
其

の
行
使
を
制
限
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
所
有
権



な
る

一
般
制
度
其
の
も
の
玉
存
魔

ご
は
、
全
く
別
な
り
ご
説

い
て
を
ら
れ
る
。
然
し
乍
ら
所
有
権
な
る

一
般
制
度
其
の
も
の
が
膿
止

さ
る
れ
ば
、
個

々
具
盟

の
所
有
権
が
悉
く
剥
奪
せ
ら
れ
る
適
そ
の
こ
ご
は
、

「
法
律
を
以
て
す
る
も
國
家
は
公
釜
の
爲
何
時
に
て
も

所
有
権
を
剥
奪
す
る
こ
と

を
得

ご
規
定
す
る
を
得
す
」
と
せ
ら
れ
る
博
士
の
説
と
権
衡
を
失
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
?
・

憲
法
第
二
十
七
條
が
私
有
財
産
制
度

の
確
立
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
所
有
権
ε
い
ふ

一
般
制
度
そ
の
も
の
曳
康
止
を
禁
す
る
も
の
こ

解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
?
・

○

思
ふ
に
憲
法
第
二
章
に
規
定
せ
ら
れ
た
諸
種
の
自
由
権
の
條
項
の
中
、
第
二
十
七
條
の
解
釈

を
特

に
困
難

な
ら
し
め
て
を
る

一
つ

の
理
由
は
、
他
の
場
合
に
於
て
は
、
居
佳
移
転

の
自
由
、
身
體

の
自
由
、
信
教

の
自
由
こ
い
ふ
が
如
く
既

に
法
律
以
前

に
存
す
る
事

實
上
の
自
由
を
憲
法
が
保
障
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
始
め
て
自
由
権
を
生
す
る
に
対
し

て
冷
第

二
十
七
條

の
場

合
に
は
、
所
有
権

こ
い

ふ
も
の
を
豫
定
し
、
そ
の
不
可
侵
を
規
定
し
て
を
る
こ
と
に
存
す
る
。

一
般
に
権
利
が
法
律

の
規
定

に
よ
つ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る

こ
ご
、
所
有
権
と
難
も
、
自
然
法
説
に
於
て
考

へ
る
が
如
く
、
天
賦
、
神
聖

、
絶
対
不
可
侵

の
も
の
と
し
て
實
定
法
以
前

に
存
在
す

る
も
の
で
な
い
こ
ご
は
今
更
ら
言
を
倹
た
な
い
こ
こ
ろ
で
あ

る
。
上
に
引
用
し
た
諸
氏
が
所
有
権

の
限
界
は
或
は
法
律
を
以
て
、
或

は
命
令
を
以
て
し
て
も
自
由
に
劃
し
得
る
も
の
と
せ
ら
れ
る
の
は
こ
の
故
で
あ

る
。
然
し
乍
ら
所
有
権
の
限

界
が
全
く
無
制
限

に
法

律
叉
は
命
令
を
以
て
劃
せ
ら
れ
る
ご
す
る
な
ら
ば
、
私
有
財
産
制
度

の
根
祇
を
崩
す
こ
ビ
も
憲
法
違
反
ε
は
な
ら
な
い
こ
と

玉
な
る
。

治
安
維
持
法
が
私
有
財
産
制
度
否
認
の
運
動
を
罰
す
る
の
は
、
本
條

の
主
旨
に
基
く
ε
い
ふ
こ
ご
が
屡

々
唱

へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
若

憲

法
第
二
十
七
條

の
山
解
麗
…

'

六
九



法

政

砺

究

第
十
繭
巻

第
二
携

七
〇

し
上
の
説
の
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者

の
間
に
は
関
係

な
い
こ
い
ふ
ご
ε
に
な
る
で
あ
ら
う
。
敦
れ
に
せ
よ
所
有
権
の

一
般
的
限

界
が
法
律
叉
は
命
令
を
以
て
無
制
限

に
劃
せ
ら
れ
る
ε
す
る
な
ら
ば
、
第
二
十
七
條
の
文
言
を
、
他
の
部
分
に
於
て
如
何
に
嚴
密

に

解
釈

し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
所
詮
砂
上
の
棲
閣
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
第
二
十
七
條
の
所
有
樺
な
る
も
の
を
、
實
定
法
に
よ
つ
て
自
由
に
限
界
づ
け
ら
れ
る
も
の
ご
解

し
て
は
、
不
都
合
を
生

す
る
。
さ
れ
ば

と
て
自
然
法
的
な
天
賦
の
樺

ε
す
る
こ
と
の
不
可
な
る
所
以
も
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
然
ら
ば
第
二
章

の
他
の

自
由
樺

の
や
う
に
単
な
る

事
質
を
保
護
す
る
規
定

ご
解
し
得
る
か
?
.

本
條
に
關
す
る
學
者
の
説
明
の
中

に
は

「
所
有
の
自
由
」
ε

い
ふ
語
が
往

々
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
所
有
ご
い
ふ
事
實
を
保
護
す
る
ε
い
ふ
意
味
に
解
さ
れ
な
い
で
も
な
い
。
然
し
嚴
密

に
事

實
と
し
て
の
所
有
は
、
物
理
的
に
物
を
把
持
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
せ
い
ん
＼

身
に
著
け

る
以
上
に
物
を
持
つ
こ
ご

は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。
人
が
家
屋
を
持
ち
、
田
畑
山
林
を
持

つ
ざ
い
ふ
が
如
き
は
物
理
的
に
は
不
可
能

で
あ
る
。
是
等
の
物
を
持

つ
と
い
ふ
の
は
既
に
法
律
的
観
念
で
あ
る
。
そ
の
瓢
が
、
居
佳
移
転

の
自
由
や
言
論
集
會
の
自
由
の
如
く
輩
な
る
事
實
を
保
護
す
る

規
定
ご
相
違
し
て
を
る
。
袋
に
於
て
此
の
所
有
権
な
る
も
の
玉
概
念
を
明
確
じ
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
な
り
、
そ
の
こ
と
が
第
二

十
七
條
解
釈

の
鍵
竃
な
る
。

○

右
の
鮎
に
關
し
て
市
村
博
士
の
説
は
、
傾
鶏
に
値
す
る
。
博
士
は
、
権
利

が
法
の
結
果
な
る
こ
と

を
認

め
ら
れ
る
け
れ
ざ
も
、
樺

利

の
内
容
迄
も
法
律
が
定
め
る
も
の
こ
は
説
か
す
、
所
有
権
の
内
容
は
既
に
法
律
を
倹
九
す
し
て
存
在
す
る
、
法
は
唯
之
を
充
實
す



る
力
を
附
與
す
る
に
過
ぎ
す
ε
せ
ら
れ
る
。
博
士
に
從

へ
ば
、
所
有
権
は
ノ
が
直
接

に
物

に
対
し
て
行
ふ
支
配
で
あ
る
。
從

つ
て
そ

の
性
質
上
本
來
無
制
限

の
も
の
で
あ
る
。
故
に
特
別
の
制
限
な
き
以
上
は
凡
て
の
想
像
し
得
べ
き
又
出
來
得

べ
き
支
配
は
所
有
者
が

物

に
対
し
て
爲
し
得
べ
き
こ
と

を
原
則

と
す
る
。
憲
法
に
所
謂
所
有
権
ε
は
此
の
完
全
な
る
支
配

の
状
態
を
指
し

た

る

も

の
で
あ

バ
面
)
博
士
が
、
憲
法

に
所
謂
所
有
権
を
以
て
、
法
以
前
に
定
ま
り
居
る
所
有
樺

の
内
容
を
指
す
も
の
ご
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
確

に
解

繹

に
一
歩
を
進
め
九
も
の
で
は
あ
る
が
、
然
し
博
士
は
、
そ
の
こ
こ
か
ら

一
貫
し
九
論
理
的
蹄
結
を
導
き
出

し
て
來
る
こ
と
を
せ
ら

れ
な
か
つ
た
。
蓋
し
若
し
博
士
の
説
の
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
所
有
権
の
内
容
九
る
物
の
完
全
な
る
支
配
の
状
態
は
、
公
釜
の
爲
め

必
要
な
る
處
分
を
す
る
場
合

の
外
、
法
律
を
以
て
し
て
も
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
筈
で
あ
る
。
然
る
に
博
士
は
さ
う
は
論
結
せ
す
、
単
に

命
令
を
以
て
所
有
権
を
制
限
し
得
る
ご
の
説
を
論
駁
し
て
、
人
が
物
に
対
す

る
支
配
は
法
律
に
依
る
に
非
ざ

れ
ば
侵
犯
す
る
こ
と
能

は
す
、
即
ち
所
有
権
の
こ
と
が
立
法
事
項
で
あ
る
ε
主
張
す
る
に
止
め
ら
れ
た
。
思
ふ
に
法
以
前
の
所
有
権

の
内
容
に
着
眼
せ
ら
れ

た
こ
ご
は
卓
見
で
あ
つ
た
け
れ
こ
も
、
そ
の
内
容
が
廣
き
に
失
し
た
た
め
に
、
法
律
を
以
て
之
れ
を
制
限
し
て
を
る
事
實

と
調
和
せ

す
、
そ
の
こ
と
が
出
発

黙
ご
結
論
ご
の
翻
臨
を
招
い
た
の
で
も
あ
ら
う
か
。

○

憲
法

に
所
謂
所
有
樺
を
以
て
、
實
定
法
が
自
由
に
限
界
づ
け
た
範
囲

内
の
も
の
と
す
る
説
、
天
賦
絶
対

の
物
の
支
配
権

ご
す
る
説
、

物

の
事
貫
上
の
所
有
と
す
る
説
、
何
れ
も
歓
陥
あ
る
こ
ご
を
冤
れ
な
い
こ
す
る
な
ら
ば
、
残
る
と
こ
ろ
は
唯

一
つ
所
謂
定
型
説
あ
る

の
み
。
金
森
氏
に
從

へ
ば
、
憲
法
の
所
有
権
な
る
語
は

一
般
の
意
義

に
依
り
人
が
法
に
基
き
物
に
対
し
て
有

す
る

一
般
的
の
支
配
権

虫
思
法
第
ハ二
十
七
條

の

一
解
…程
…
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政
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究

,
第
十
一
巻

第
一
號

七
二

と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
憲
法
々
典
は
所
有
構
な
る
語

に

一
定
の
意
義

の
存
す
る
こ
と
を
前
提

ε
す
る
。
所
有
権

に
定
型
あ
る
こ
ご
を

豫
想
す
る
。
故
に
こ
の
定
型
あ
る
所
有
権
を
そ
の
儘
存
在
せ
し
め
る
場
合
を
除
く
の
外
は
常
に
所
有
棲
を
侵
す
も
の
ご
謂
ふ
べ
き
で

あ

る
。
そ
の
法
令

に
依
り

一
般
的
に
す
る
と
,
虜
分

に
依
り
箇
別
的
に
す
る
ε
は
問
ふ
ε
こ
ろ
で
な
い
。

右
の
金
森
氏
の
説
は
、
上
に
引
用
し
た
諸
説
中
、
比
較
的
に
最
も
安
當
な
も
の
ε
私
は
信
す
る
。
思
ふ
に
我
れ
々
々
は
、
所
有
模

こ
い
ふ
ご
き
、

一
定
の
内
容

の
も
の
を
観
念
す
る
。
こ
れ
は
勿
論
自
然
法
説
に
云
ふ
が
如
き
天
賦

の
絶
対
無
制
限
な
も
の
で
は
な
い

が
、
實
定
法

に
よ
つ
て
伸
縮
自
在

に
そ
の
限
界
を
劃
し
得
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。

一
定
限
度
以
上
に
そ

の
限
界
内
に
喰
ひ
込
め
ば
、

假
令
そ
れ
が
法
律
を
以
て
な
さ
れ
九
制
限
で
あ
る
場
合
で
も
、
我
れ
々
々
は
之
れ
を
所
有
権

の
侵
害

と
観
念
す
る
。
例

へ
ば
所
有
権

に
つ
き
、
そ
の
處
分
権
を
剥
奪
し
、
牧
釜
権
を
極
度
に
制
限
し
、
辛
う
じ
て
使
用
権

の

一
部
分

の
み
を
剰
す
が
如
き
は
、
た
ご
へ
法

律
に
依

つ
て
な
さ
れ
よ
う
こ
も
、
誰
れ
し
も
之
れ
を
所
有
権
の
侵
害
と
考

へ
る
で
あ
ら
う
。
此
の

一
定
の
限
界
を
有

つ
た
所
有
権

の

観
念
が
即
ち
所
有
権
の
定
型
で
あ
る
。
憲
法
第
二
十
七
條
は
此
の
所
有
権
の
定
型
を
保
護
し
、
公
釜
の
爲

め
必
要
な
る
處
分
で
な
い

限
り
、
假
令
法
律
を
以
て
し
て
も
、
之
れ
を
侵
害
す
べ
か
ら
ざ
る
旨

の
原
則
を
掲
げ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
ご
私
は
信
す
る
。

○

私
は
金
森
氏
の
定
型
説
に
負

ふ
と
こ
ろ
多
い
け
れ
ご
も
、
氏
の
説
に
悉
く
承
服
す
る
誰
で
は
な
い
。
所
有
権
を
以
て
物

に
対
す
る

一
般
的
の
支
配
権

ε
爲
す
こ
と

は
此
の
場
合
狭
き
に
失
す
る
と
思
ふ
。

憲
法
に
所
謂
所
有
権
が
民
法
第
二
百
六
條

の
所
有
権

の
観
念

に
拘
泥
す
る
必
要
な
き
こ
と
は
、
憲
法
が
民
法
に
先
ん
じ
て
制
定
せ



ら
れ
た
こ
と
だ
け
を
以
て
し
て
も
明
か
で
あ
る
。

一
般
に
は
所
有
権
邸
ち
財
産
権
な
り
と
す
る
用
語
法
が
か
な
り
廣
く
行
は
れ
て
を

る
。
憲
法
編
纂
の
任
に
あ
た
つ
た
人

々
も
恐
ら
く
は
か
や
う
な
用
語
法
に
從

つ
た
も
の
と
推
察
せ
ら
れ
る
。
我
が
憲
法
の
編
纂

に
あ

た
つ
て
参
酌
せ
ら
れ
た
プ

ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
於
け
る
E
i
g
e
n
t
u
mの
語
が
、
廣
く
財
産
権
を
意
味
す
る
こ
と
も
此
の
推
測
を
助
け

る
。
況

ん
や
憲
法
が

「
臣
民
ノ
権
利
及
財
産
ノ
安
全
ヲ
貴
重
」
し
給
ふ
聖
旨

に
出
で
曳
廣
く
私
有
財
産
制
度
を
保
障
す
る
こ
と
を
精

神
と
す
る
に
於
て
を
や
。
そ
れ
故
に
所
謂
所
有
権
は
廣
く
財
産
権

と
解
す
る
こ
と
が
最
も
よ
く
憲
法
の
精
神

に
合
し
、
叉
合
理
的
で

も
あ
る
。
從
つ
て
前
節

に
所
有
権

の
定
型
と
述
べ
九
も
の
は
、
正
確
に
語
を
換

へ
て
云

へ
ば
各
種
財
産
権
の
定
型
で
あ
る
。

○

各
種

の
財
産
権

の
定
型
は
、
前

に
述
べ
た
如
く
我
れ
々
々
の
観
念

に
於
て
存
す
る
。
換
言
す
れ
ば
財
産
権

に
關
す
る
社
會

通
念
で

あ

る
。
故
に
之
れ
を
實
定
法

の
規
定
に
よ
つ
て
明
確

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
所
謂
所
有
権

の
限
界
を
劃
す
る
こ
と
で
あ
る
。
此
の
限

界
は
定
型
を
破
壌
し
な
い
限
度

に
於
て
劃
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
れ
を
劃
す
る
實
定
法
が
、
法
律
た
る
こ
と
を
要
す
る
か
、
命

令
を
以
て
事
足
る
か
に
就
て
は
、
憲
法
は
明
言
し
て
ゐ
な
い
け
れ
ご
も
、
公
釜
の
爲
め
必
要
な
庭
分
に
法
律
を
要
す
る
こ
と
の
均
衡

か
ら
考

へ
て
、
叉
憲
法
第

二
章

の
自
由
権
が

一
般

に
法
律

に
依

つ
て
の
み
規
定
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
原
則
に
顧

み
て
、
こ
の
場
合

に
も

法
律
に
依
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
さ
も
な
く
ば
財
産
権

の
限
界
を
劃
す
る
と
い
ふ
ロ
實

の
下
に
、
命
令
を
以
て

そ

の
定
型
が
破
ら
れ
、
本
條
全
體

の
根
柢
が
崩
さ
れ
、
折
角
の
第
二
項
の
保
障
も
室
文
に
饒
す
る
處
れ
を
生
す
る
で
あ
ら
う
。
從
つ

て
民
法
第
二
百
六
條

に
所
謂

「法
令

ノ
制
限
内

二
於
テ
」
の

「
法
令
」
は
、
法
律
叉
は
之
れ
と
同
等
の
効
力

を
有
す
る
命
令
即
ち

委

虫思
法
笛π二
十
七
出燥
の
一
解
経
…

七
三



法

政

研

究

第
十
一
巻

第
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號

七
四

任
命
令
、
緊
急
勅
令
等
を
指
す
も
の
ε
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

○

憲
法
第
二
十
七
條
第
二
項
は
、
本
來
、
所
有
権
不
可
侵
の
例
外

と
し
て
公
・用
徴
収

を
爲
し
得
る
根
擦
を
作
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た

規
定
で
あ
つ
た

で
あ
ら
う
。
然
し
時
勢

の
進
化
に
應
じ

て
そ
れ
は
恐
ら
く
は
起
草
者
が
豫
想
し
九
よ
り
も
遙
に
廣
範
な
役
割
を
勤
め

る
こ
ご
曳
な
つ
た
。

先
づ
袈
に
謂
ふ

「
公
釜
」
が
、
社
會

事
業
、
鐡
道
、
水
道
、
公
園
等
世
に
所
謂
公
益

事
業
に
限
ら
な
い
こ
と
は
、
例

へ
ば
土
地
牧

用
法
(
二條
)
が

「
盆

ハ莉

箏

爲

ル
へ
蚤

業
」
と
し
て

「
土
地
ヲ
牧
用
叉

ハ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
」
も
の
革

に
、

「國
防
其

ノ
他
軍
事

二
關

ス
ル
事
業
」

「
皇
室
陵
墓
ノ
螢
建
叉

ハ
棘
社
若

ハ
官
公
署
ノ
建
設

二
關

ス
ル
事
業
」
等
を
墨
げ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も

推
測
で
き
る
。
即
ち
軍
事
そ
の
他

一
般

に
國
家
目
的
の
爲
め
の
必
要
は
悉
く
公
釜
の
爲
め
の
必
要
と
解
し
得
ら
れ
る
。
例

へ
ば
國
家

総
動
員
法
に
於
け
る
が
如
く

「
職
時

二
際
シ
國
防
目
的
達
成

ノ
爲
國
ノ
全
力
ヲ
最
モ
有
効

二
発
揮
セ
シ
ム
ル
様
人
的
及
物
的
資
源
ヲ

統
制
運
用

ス
ル
」
必
要
上
、
各
種
の
財
産
権
を
牧
用
叉
は
制
限
す
る
こ
と
も

「
輸
出
入
品
等

二
關

ス
ル
臨
時
措
置

二
關

ス
ル
法
律
」

に
於
け
る
が
如
く
、

「
國
民
経
済

ノ
蓮
行
ヲ
確
保

ス
ル
爲
」
め
に
、
、鐵

の
使
用
を
制
限
し
、
ス
テ
ー
ブ

ル
フ
ア
イ
バ
ー
の
混
用
を
命

す
る
こ
と

も
、
凡
て
公
益

の
爲
め
必
要
な
る
處
分
と
認
め
得
ら
れ
る
。

「
處
分
」
も
亦
、
個

々
の
具
體
的

な
行
政
處
分
の
み
な
ら
す
、

法
令
に
依
り

一
般
的
な
牧
用
叉
は
制
限
を
爲
す
こ
ざ
悉
く
を
含
む

と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

○



各
種
財
産
権

の
定
型
ご
い
ふ
の
に
、
畢
寛
財
産
権
の
社
會
通
念

に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
各

々
の
時
代
及
び
社
会

情
勢

に
慮

じ
て
變
遷

し
、
叉
各
種

の
財
産
権
夫
れ
々
々
に
從

つ
て
そ
の
硬
度
を
異

に
す
る
。
例

へ
ば
純
粋
の
所
有
権
に
就
て
は
、
そ
の
長
き
歴

史

と
財
産
椹
の
基
本
型
態
た
る
性
質
め
故

に
、
そ
の
定
型
は
比
較
的
明
確
且

つ
固
定
し
て
を
る
か
ら
、
そ
の
限
界
劃
定
に
は
弾
力
性

が
乏
し
い
が
、
近
代
に
発
達
し
た
特
許
権
や
著
作
権
等
は
、
そ
の
定
型
未
だ
充
分
に
成
熟
固
定
せ
す
、
從

つ
て
そ
の
限
界
は
實
定
法

を
以
て
比
較
的
自
由

に
劃
す
る
こ
ご
が
で
き
る
。

然
し
同
じ
所
有
権

で
あ

つ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
精
神
が
支
配
し
て
ゐ
た
時
代

に
は
、
そ
の
定
型
は
絶
対
無
制
限
に
近
い
も
の

で
あ
つ
た
が
、
近
時

「
権
利
は
濫
用
を
許
さ
す
」

「
所
有
権
は
義
務
を
伴

ふ
、
所
有
権
の
行
使
は
同
時
に
共
同
の
幅
利
の
爲

に
す
る

こ
と
を
要
す
」
等
の
思
想
の
焚
達
に
つ
れ
て
、
あ
る
種
の
制
限
は
、
所
有
権

の
定
型
を
破
壊
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
所
有
権

そ
れ
自
膿

の
性
質
に
基
い
て
そ
れ
に
内
在
す
る
當
然
の
限
界
を
劃
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
ご
観
念
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

今
や
公
釜
優
先
の
聲
が
強
く
叫
ば
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
成
程
公
釜
の
爲
め
私
有
財
産
権
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
廣
い
意
味

に
於
て

は
、
財
産
権
と
い
ふ
も
の
、
性
質
に
内
在
す
る
當
然
の
限
界
を
劃
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
ご
も
考

へ
ら
れ
る
。
然
し
現
實
の
杜
會
通

念
に
於
て
は
、
公
釜
の
爲
め
必
要
な
制
限
を
悉
く
財
産
権
本
來
の
性
質

に
基
く
當
然
の
限
界
ε
は
観
念
せ
す
、
特
別
の
必
要
に
依
つ

て
特
に
外
か
ら
加

へ
ら
れ
た
制
限
ご
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
。
か
ゝ
る

制
限
は
、
所
有
権
そ
の
も
の
」
限
界
を
劃
す
る
も
の

と
し
て
當
然
に
は
爲
し
得
す
、
特
に
第
二
十
七
條
第
二
項
に
基

い
て
初
め
て
可
能
と
な
る
課
で
あ
る
。

具
膿
的
に
観

て
或
る
制
限
が
財
産
権
本
來

の
性
質

に
基
く
内
在
的
限
界
を
示
す
も
の
で
あ

る
か
、
叉
は
特
に
公
釜
の
必
要
に
依
つ

憲
法
第
二
十
七
條
の
一
解
経
…

七
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政
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第

十

一
毬

第

一
號

七
六

て

加

へ
ら

れ

た
外

來

的

制

限

で
あ

る
か

を

、
確

言

す

る
こ
と

は
頗

る

困

難

な
場

合

が
あ

る

が
、

さ

き

に
述

べ

た
や

う

に
財

産

権

の
公

釜

的

性

質

に
關

す

る
理

解

が
増

進

す

る

に
伴

れ

て

、

從

來

第

二
項

に
依

り

特

に
外

か

ら

加

へ
ら

れ

る
制

限

と
観

念

せ

ら

れ

て

ゐ

た

も

・

の

も
、
漸

次
財

産

権

に
當

然

な

内

在

的

限

界

に
過

ぎ

な

い

と
考

へ
ら

れ

る
や

う

に
な

る
で
あ

ら

う
。

然

る
上

は
、

第

二
項

は
漸

次

第

一
項

に
吸

牧

せ

ら

れ
、

途

に

は
特

に
之

れ
を

明

文

と
し

て
存

置

す

る
必

要

す

ら
感

ぜ

ら

れ

な

く

な

る

か

も
知

れ

な

い
。

一
、
上
杉
愼
吉
、
新
稿
虫尽
法
述
義

、
二
九

二
ー

二
九
五
頁

。

二
、
上
杉
愼
吉
、
帝
図
憲
法
蓬
條
講
義
、

八
九
頁
。

三
、
同

上
書
九

一
頁
。

四
、
同

上
書
九
〇
i
九

一
頁
。

五
、
吉
見
謹
三
郎
氏

(
日
本
憲
法
論
二
三
〇
ー
一
二
一=

頁
)
は
、

本
條
第

二
項
が
第

一
項

の
例
外
規
定
で
あ
る
と

の
説
に
反
対
し

て
を
ら
れ
る
が
、

そ
の
論
旨
は
私
に
は
理
解
し
難

い
。

六
、
田
畑
忍
、
帝
國
憲
法
條
義
、

一
七

一
頁
。
黒
田
畳
、
日
本
憲
法
論
、
三

一
九
頁
。

七
、
清

水
澄
、
遜
條
帝
國
憲

法
講
義
、
二
三
七
ー

二
三
八
頁
。

＼

八
、
野
村
信
孝
、
改
訂
憲
法
大

綱
、

一
七

一
頁
。
鈴
木
登
氏

(
帝
國
憲
法
講
義
、
九

七
頁
)
も
同
主
旨
と
思
は
れ
る
。

九
、
金
崎
賢
、
新
論

目
本
憲
法
講
義
、
五
四
〇
頁
。

一
〇
、
天
野
徳
也
、
皇
國
憲
法
學
、
四

】
一
頁
。

一
一
、
伊
藤
博

文
公
修
正
憲
法
稿
本

の
第

二
十

七
條

の
説
明
に
は

、
「
所
有
権

ト

ハ
法
律
又

ハ
規
則

二
禁

セ
サ
ル
所

ノ
限

ハ
各
人
或

ル
物
件

ヲ
得
有

シ

使
用

シ
叉

ハ
虚

分

ス
ル
ノ
自
由
ア
ル
ヲ
謂

フ
所
有
権
ノ
繹
義

ハ
民
法

二
属

シ
テ
憲
法

二
属

セ
ス
散

畠
憲

法

ハ
軍

二
所
有
権

ノ
侵

ス
ヘ
カ
ラ
ザ



ル
ノ
主
義

ヲ
掲
ク
ル
ヲ
以

テ
足

レ
リ
ト
ス
」
と
あ
る
。
こ
れ
亦
、
上
掲

の
諸
説

と
主
旨
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
思
は

れ
る
が
、
そ
の
「
規
剥
」

が
何
を
意
味
す
る
か
は
明
か
で
な

い
。

帝
國
憲

法
義
解
に
は
右

の
引
用
の
部
分
を
制
除
し
、
「所
有
擢

ハ
國
権

二
服
罵

シ
法
律

ノ
制
限
ヲ
受
ケ

サ
ル

ヘ
カ
ラ

ス
」
と
言

つ
て
ゐ
る
。

一
二
、
佐

々
木
惣

一
、
日
本
憲

法
要
論
、
二
三
七
頁
。

一
三
、
例

へ
ば
佐
藤

丑
次
郎
、
憲

法

(
新
法
學
全
集

)
、
ご

】
二
頁
。

一
四
、
例

へ
ば
、
副
島
義

一
、
日
本
帝
國
憲

法
講
話
、
三
三
六
頁
。
佐
藤
氏
前
掲
書

一
二

一
頁
等
。
佐

々
本
博
士
前
掲
書
に
は
、
「
所
有

の
自
由
権
」

憲

法

と
あ
る
。

一
五
、
市
村
光
恵
、
改
訂
帝
國
憲
法
論
、
四

一
五
t
四

M
六
頁
。

一
六
、
金
森
徳
次
郎
、
帝
國
憲
法
要

綱
、

一
四
五
ー

一
五

一
頁
。

一
七
、
所
有
権

の
内
在
的
制
限

の
問
題
に
就

て
は
、
牧
野
英

一
、
民
法

の
基

本
問
題
、
第

四
巻
、
五

一
〇
頁
。

同
博
士
、
法
律
に
於
け
る
倫
理
と
技

術
、
五
六
頁
。
末
川
博

、
所
有
権

の
制
限

へ
経
済
學
雑
誌
二
巻

二
號
四
六
頁

以
下
)
参
照
。

一
八
、
我

が
國
法
は
、
凡

て
私
権
は
公
釜
に
劣
る
と

の

】
般
原
則
を
と

つ
て
ゐ
る
の
で
な
く
、

私
権

の
保
護
自
體

が

一
種

の
公
益
上

の
要
求
で
あ
り
、

從

つ
て
私
権

の
保
護
と

い
ふ
公
釜
に
優
る
別

の
公
釜

の
必
要
あ
る
場
合
に
限
り
、
前
者
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

云
ふ
迄
も
な

い
。

(美

濃
部
達
吉
、
公
用
牧
用
法
原
理
、

三
七
頁
参
照
)
。

憲

法
第

二
十
七
條

の

一
解
羅

,

七
七


