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紹
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と
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批
評
一

星
野
通
教
授
著

「
民
法
典
論
事
史
」
を
讃
み
て

　
　
　
　
t
ー
明
治
家
族
制
度
論
伊
史
1

手
　
塚

愚
皿

鞠
　
日
本
法
制
史
の
研
究
に
お
い
て
、
近
代
法
の
分
野
が
取
り
あ
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ま
だ
あ
た
ら
し
い
。
吉
野
作
造
、
尾
佐
竹
猛
両
博

士
を
先
駆
と
す
る
憲
法
史
研
究
は
、
す
で
に
大
正
時
代
か
ら
は
じ
め
ら

れ
、
現
在
で
は
資
料
も
ほ
と
ん
ど
揃
い
、
そ
れ
に
も
と
づ
ぐ
業
績
も
、
質

量
共
に
み
る
べ
き
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
他
の
部
門
の
研
究
は
そ
れ
に
比

較
し
て
著
し
く
立
ち
お
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
明
治
時
代
が
歴
史
的
ヵ
テ

ゴ
リ
ー
の
裡
に
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
て
か
ら
も
、
日
本
法
制
史
家
が

主
と
し
て
そ
の
研
究
の
時
代
的
下
限
を
徳
川
末
期
ま
で
に
と
ど
め
て
い
た

こ
と
に
も
と
づ
く
。
し
か
し
、
最
近
に
は
小
早
川
欣
吾
、
高
柳
眞
三
、
石

井
艮
助
等
の
諸
教
授
に
よ
り
貴
重
な
力
作
が
発
表
さ
れ
、
こ
の
方
面
の
研

究
も
今
後
ま
す
ま
す
活
濃
化
せ
ん
と
す
る
氣
蓮
が
み
ら
れ
る
。
星
野
撤
授

は
專
門
の
法
制
史
家
で
は
な
い
が
、
十
数
年
來
明
治
民
法
制
定
史
の
研
究

紹
介
と
批
評

に
從
事
さ
れ
（
擬
獅
戴
棚
ゆ
燭
誘
蹴
醐
伽
↓
俺
購
断
朝
難
叶
艶
舶
物
錬
駄
噺
醐
）
、
「
明
治

民
法
編
纂
更
研
究
」
〈
輔
蜘
肚
舩
）
、
「
明
治
十
」
年
民
法
草
案
」
（
鯛
蜘
翫
砿
）
、

罠
法
典
論
争
史
」
（
嬬
墨
等
の
著
書
を
陛
お
ぐ
り
、
そ
れ
ま
浮

と
ん
ど
同
顧
談
の
域
を
脱
し
な
か
ワ
た
民
法
編
纂
史
の
開
拓
に
先
鞭
を
つ

け
ら
れ
た
人
で
あ
り
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
先
駆
渚
の
地
位
を
占
め
て
お

ら
れ
る
。
今
般
、
さ
ら
に
教
授
が
旧
薯
「
民
法
典
論
箏
史
」
の
訂
正
増
補

版
を
公
表
さ
れ
た
の
は
、
わ
が
法
制
史
学
界
の
た
め
、
宴
に
慶
賀
に
た
え

な
い
。
前
著
が
本
文
コ
一
六
頁
、
資
料
二
一
西
頁
か
ら
成
つ
て
い
た
の
に

反
し
、
新
著
で
は
資
料
全
部
を
省
か
れ
た
代
り
に
、
本
交
三
二
一
頁
に
増

補
ざ
れ
、
内
容
的
に
は
著
し
く
詳
細
の
度
を
加
え
て
い
る
。
資
料
の
探
索

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

に
は
さ
ぞ
か
し
不
便
も
多
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
四
國
松
山
に
居
住
さ
れ
る

教
授
の
不
擁
の
研
籏
を
想
5
と
き
、
お
な
じ
分
野
に
志
す
私
は
と
ぐ
に
深

甚
な
る
敬
意
を
表
ざ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。

二
　
本
書
は
第
一
部
と
し
て
旧
民
法
成
立
ま
で
の
民
法
編
纂
史
と
旧
民
法

の
構
造
特
色
を
説
明
し
、
第
こ
部
は
旧
民
法
を
め
ぐ
る
断
行
延
期
両
派
の

論
雫
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
冒
頭
に
は
フ
ラ
ン
ス
法
律
文
化
移
入
の

跡
を
た
ど
り
、
江
藤
新
卒
が
制
度
局
、
左
院
、
司
法
省
に
お
い
て
民
法
編

纂
事
業
を
主
催
し
た
顛
末
を
述
．
へ
、
次
に
大
木
司
法
卿
の
い
わ
ゆ
る
「
明

治
十
～
年
民
法
草
案
」
起
草
の
箏
情
を
読
明
し
、
つ
づ
い
て
明
治
十
ヨ
年

元
老
院
内
に
民
法
編
纂
局
を
設
け
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
中
心
と
す
る
旧
民

法
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
事
業
は
司
法
省
、
外
務
省
、
司
法
省
の
順

に
輔
々
し
た
が
、
途
に
司
法
省
内
法
律
取
調
委
員
会
の
手
に
よ
っ
て
全
草

八
七

（
八
七
）



紹
介
と
批
評

案
が
完
成
し
、
元
老
院
の
審
議
を
経
て
明
治
二
十
三
年
三
月
及
ぴ
十
月
に

公
布
さ
れ
る
過
程
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
旧
民
法
殊
に
そ
の
入
事

編
（
親
族
）
、
財
爺
取
碍
編
第
二
部
（
相
続
）
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
著
者

は
「
，
傳
統
的
大
家
制
を
表
見
的
に
は
承
認
し
乍
ら
」
　
「
実
質
的
に
は
寧
ろ

ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
的
小
家
族
主
義
キ
家
制
原
理
と
し
て
原
理
的
に
探
用
し
た
」

（
｝
○
○
瓶
顛
）
も
の
と
断
定
し
、
こ
こ
に
「
法
典
敗
れ
さ
る
主
因
」
が
あ
っ
た

と
ざ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
一
部
は
著
者
の
旧
著
（
論
翻
）
の
叙
述
に
、
小
早

川
、
石
井
両
教
授
の
研
究
を
僅
か
ば
か
り
探
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
資
料
的
に
は
別
に
あ
た
ら
し
い
発
展
も
な
い
が
（
嘲
額
謙
灘
確
磁
潮
楼
輯
難

勲
柄
熔
瑚
観
膿
鋤
虻
絶
踵
魂
ゲ
喉
）
、
第
二
部
の
論
雫
史
の
場
面
は
分
量
的
に
ら
約

コ
倍
に
な
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
著
者
が
多
年
の
癬
蓄
を
十
コ
分
に
発
揮

さ
れ
た
部
分
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
著
者
は
当
時
の
わ
が
法
学
界
の
歌
況
か
ら
筆
を
起
し
、
フ
ラ
ン
ス

法
学
派
と
イ
ギ
リ
ス
法
学
派
が
理
論
的
に
承
感
情
的
に
も
い
か
に
深
刻
に

相
対
立
し
た
か
を
精
細
に
分
析
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
対
立
が
ほ
と
ん

ど
そ
の
ま
ま
法
典
を
め
ぐ
る
断
行
、
延
期
の
両
派
に
わ
か
れ
た
事
情
を
、

豊
富
な
資
料
を
駆
使
し
て
読
明
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
は
法
典
論
箏
の
意
義

を
理
解
す
る
重
要
な
伏
線
で
あ
ろ
う
。
つ
づ
い
て
法
典
論
箏
の
緒
鞍
と
い

う
べ
き
商
洪
典
論
雫
を
述
べ
、
最
後
に
民
法
典
論
雫
が
「
論
雫
本
格
化
と

そ
の
成
敗
」
「
論
孚
の
原
因
」
「
断
行
派
敗
因
」
「
論
雫
の
史
的
意
義
」
の

四
節
に
亙
り
、
博
引
傍
証
、
時
に
や
や
重
複
の
き
ら
い
が
あ
る
ほ
ど
詳
細

に
画
か
れ
て
い
る
。
著
者
は
論
箏
の
中
心
が
人
事
編
に
あ
っ
た
も
の
と
の

八
八

（
八
八
）

硯
野
に
た
ち
、
そ
の
編
を
め
ぐ
る
攻
防
戦
を
電
点
的
に
論
述
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
本
書
の
副
題
を
「
明
治
家
族
制
度
論
雫
史
」
と
せ
ら
れ
た

所
以
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
に
し
た
が
え
は
論
孚
の
原
因
は
、
第
一
に
人
事
編
が
「
傳
統
的
大

家
族
制
度
を
破
壊
す
る
点
」
（
集
一
庫
順
則
）
第
二
に
「
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ソ

ス
両
学
派
の
間
に
お
け
る
派
閥
的
感
情
的
対
立
」
（
｝
繭
燃
顛
）
で
あ
り
、
副

次
的
原
因
と
し
て
は
「
議
会
の
開
会
を
待
た
ず
」
「
た
だ
元
老
院
の
」
「
一

括
的
審
議
」
を
強
要
し
た
政
府
に
対
す
る
「
一
部
不
卒
政
治
家
の
強
い
反

感
」
（
鵡
勢
盃
あ
る
。
そ
じ
て
延
期
派
が
淳
風
美
俗
に
反
す
る
も
の
と
し

て
非
難
を
あ
び
せ
た
人
事
編
規
定
の
具
体
的
事
例
は
「
ピ
ン
ト
の
は
づ
れ

た
理
由
な
ら
ざ
る
理
由
」
（
｝
藁
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
「
当
時
の
反
動

群
、
印
ち
國
粋
主
義
者
保
守
主
義
者
達
」
を
「
眩
惑
」
し
（
｛
、
南
）
、
か
れ

ら
の
共
鳴
と
支
持
を
う
け
て
遂
に
勝
利
を
牧
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

論
雫
の
史
的
意
義
は
「
歴
史
法
学
対
自
然
法
学
の
単
説
的
相
違
相
立
に
由

來
す
る
挾
雑
物
の
な
い
法
学
戦
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
は
法
学

職
た
る
と
共
に
法
単
㎜
戦
の
方
法
に
お
い
て
展
開
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
鞍

い
、
印
ち
ヨ
ー
・
ッ
パ
文
化
採
取
の
合
理
主
義
的
革
新
的
な
進
歩
主
義
と

封
建
武
士
的
傳
統
を
温
存
せ
ん
と
す
る
保
守
國
粋
主
義
思
葱
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
自
由
主
義
自
由
民
権
主
義
と
國
権
主
義
國
家
主
義
封
建
的
藩
閥
官
僚
主

義
思
想
と
言
う
対
立
的
な
砒
会
的
政
治
的
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
激
し
い
戦
で

あ
り
、
と
同
時
に
多
年
に
亙
る
イ
ギ
リ
ス
法
学
派
フ
ラ
シ
ス
法
学
派
の

深
刻
な
感
情
的
派
閥
抗
雫
で
あ
る
」
（
だ
真
O
）
と
い
弓
の
が
、
そ
の
結
論
で



あ
る
。

三
　
次
に
本
書
を
一
読
し
て
私
の
氣
が
つ
い
た
点
を
率
直
に
述
べ
て
み
た

い
。
ま
ず
史
実
の
点
で
は
、
栗
本
貞
次
郎
が
パ
リ
ー
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
コ
ー

ド
翻
訳
の
助
力
を
仰
い
だ
佛
人
を
「
コ
ソ
シ
ュ
ル
フ
ロ
リ
ヘ
ラ
ル
ド
」

（
蹴
）
、
或
は
司
法
省
御
雇
外
人
を
「
モ
シ
ユ
ー
ル
ブ
ス
ヶ
」
（
降
二
）
と
い
わ

れ
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
姓
名
と
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
5
か
。
コ
ン
シ
子
ル
（
8
房
島
）
は
い
5
ま
で
も
な
ぐ

領
事
（
馴
瀧
響
鎚
輔
綿
越
魂
仙
鱒
）
で
あ
り
、
モ
シ
ュ
ー
ル
は
目
9
巴
Φ
畦
で

あ
っ
て
、
ブ
ス
ヶ
の
姓
名
は
O
Φ
R
瞬
窃
＝
一
置
ぼ
①
切
o
q
呂
蝿
9
で
あ
る
。

ま
た
、
司
法
省
民
法
会
議
出
席
者
も
江
藤
文
書
を
典
拠
と
し
て
六
人
あ
げ

て
お
ら
れ
る
が
（
郎
o
）
、
こ
れ
に
は
得
能
権
大
槍
事
（
良
介
）
が
洩
れ
て
い

る
。
資
料
鱒
写
の
際
の
脱
漏
と
思
わ
れ
る
し
、
た
い
し
た
こ
と
で
も
な
い

が
、
前
蒼
同
塔
あ
っ
た
の
で
（
醐
蟹
講
灘
）
、
喜
し
て
お
く
。
次

に
「
十
一
年
民
法
草
案
」
編
纂
委
員
の
一
人
で
あ
る
牟
田
口
通
照
も
「
当

時
民
事
局
長
と
し
て
司
法
省
内
に
軍
き
を
な
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ

る
」
（
鉱
九
）
と
さ
れ
る
が
、
司
法
省
民
事
局
は
萌
治
十
三
年
四
月
十
六
日

に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
故
、
同
草
案
起
草
導
時
に
は
局
長
は
あ
り
得

な
い
。
大
日
本
教
育
会
の
機
関
雑
誌
名
も
「
大
日
本
教
育
会
」
（
鉱
姻
）
で

は
な
く
て
「
査
譲
套
藩
茜
歪
し
い
（
航
鶴
競
鯉
卿
黙
鷲

い
わ
れ
る
の
は
、
手
野
義
太
郎
氏
の
見
解
を
そ
の
ま
・
利
用
さ
れ
此
竜
の
で
あ
ろ
ら
が
こ
れ
は
卒

野
民
の
誼
み
違
い
で
あ
る
か
二
の
錨
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
大
日
本
教
育
會
の
法
典
論
」
本
誌
第
二

制
臨
雛
縣
）
。
法
典
論
争
の
導
火
線
と
な
っ
た
法
学
士
会
意
見
書
を
決
議
し

た
同
会
総
会
を
コ
一
十
二
年
漁
月
」
（
た
賊
）
と
さ
れ
て
い
る
の
も
同
様
に

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

正
確
で
は
な
い
。
同
総
会
の
期
日
は
四
月
二
十
七
日
で
あ
り
、
こ
の
日
の

決
議
に
し
た
が
っ
て
岡
村
輝
彦
、
山
田
喜
之
助
、
元
田
肇
等
が
意
見
書
を

起
草
し
、
そ
れ
を
法
学
士
会
の
名
で
発
表
し
た
の
が
翌
五
月
で
あ
る
。
な

お
、
司
法
省
法
学
校
出
身
者
中
に
黒
川
誠
一
郎
の
名
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る

が
（
陣
賠
）
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
、
黒
川
は
石
川
縣
々
費
生
と
し
て
パ
リ

ー
大
学
に
学
ん
だ
法
律
家
で
、
明
法
寮
の
法
学
校
創
設
当
初
、
す
で
に
朋

法
寮
大
属
（
事
務
官
）
と
し
て
勤
務
し
、
ブ
ス
ヶ
の
通
訳
な
ど
を
し
た
の

で
あ
っ
て
、
法
学
校
関
係
者
で
は
あ
る
が
出
身
者
で
は
な
い
。
以
上
述
べ

た
点
は
、
い
ず
れ
も
微
々
た
る
暇
瑛
で
あ
つ
て
も
と
よ
り
重
要
な
事
項
で

は
な
い
が
、
本
書
の
こ
の
方
面
に
お
け
る
定
本
た
る
償
値
に
鑑
み
、
史
実

の
よ
り
正
確
を
期
待
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
元
老
院
で
入
事
編
の
「
提
出
草
案
五
百
五
十
條
（
巖
翻
駒
蹴
既
謝

髄
瑛
董
曳
撫
呪
謙
艦
初
融
砿
制
、
れ
）
の
内
二
百
余
條
を
大
量
削
除
し
て
、
内
コ
百

九
十
三
條
が
通
過
し
」
た
（
蛾
O
）
と
読
か
れ
る
の
は
、
か
な
り
重
要
な
誤

解
で
あ
ろ
う
。
著
者
ほ
「
草
案
が
五
百
十
條
だ
っ
た
こ
と
は
草
案
人
事
編

理
由
者
に
よ
ぞ
も
明
奪
あ
詮
（
凱
八
）
と
い
わ
れ
余
、
あ
理
由

書
は
元
老
院
提
出
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
法
律
取
調
委
員
会
に
お
け

る
民
法
人
事
編
組
合
（
鰯
魏
賊
韻
の
）
起
草
の
も
の
で
あ
ワ
て
、
法
律
取
調
委

員
会
の
本
会
議
に
出
席
す
る
報
告
委
員
の
説
明
書
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
五

一
6
條
案
は
第
一
次
草
案
で
あ
り
て
、
こ
れ
を
委
員
会
で
ほ
と
ん
ど
全
條

文
に
亙
ワ
て
修
正
削
除
し
、
四
コ
一
條
の
確
定
案
（
騰
に
輝
曝
疑
簿
）
を
可
決

し
、
そ
れ
が
元
老
院
提
出
案
で
あ
る
。
委
員
会
通
過
案
が
酋
二
一
條
で
あ

八
九

（
八
九
）



紹
介
と
批
詐

っ
た
こ
と
は
、
著
者
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
大
槻
文
彦
薯
「
箕
作
麟
祥

君
傳
」
所
載
の
渡
正
元
談
（
魏
財
磁
耀
職
欄
）
も
明
言
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り

（
綱
鵡
艶
）
、
著
者
は
そ
れ
を
見
落
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
　
次
に
著
者
が
、
民
法
編
纂
史
お
よ
び
法
典
論
雫
に
対
し
て
な
さ
れ
た

考
証
に
つ
い
て
、
私
の
疑
間
を
感
ず
る
点
と
所
見
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
を

述
べ
て
み
た
い
。
江
藤
司
法
卿
の
民
法
会
議
を
読
明
さ
れ
る
項
で
、
こ
の

会
議
の
所
産
た
る
「
刊
本
身
分
証
書
」
に
つ
い
て
著
者
は
前
著
と
同
じ
く

（
賑
雛
謝
曝
戴
）
「
筆
者
未
見
に
属
す
る
」
（
斯
八
）
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
草
案

は
著
滴
の
引
用
さ
れ
る
石
井
良
助
撤
授
の
「
民
法
典
の
編
纂
」
に
そ
の
全

文
が
覆
響
れ
て
い
る
の
墓
り
（
欄
嶺
認
魏
㈱
）
、
嚢
も
そ
の
内
容

は
十
分
に
了
解
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
石
非
教
授
の
こ
の
貴

重
な
紹
介
に
論
及
さ
れ
て
い
な
い
の
は
ど
弓
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
さ

ら
に
民
法
会
議
の
参
加
者
を
、
著
者
は
前
著
と
同
じ
く
肛
藤
交
書
を
典
拠

と
し
て
説
明
さ
れ
る
が
、
小
早
川
教
授
の
「
続
明
治
法
制
叢
考
」
に
発
表

さ
れ
た
「
一
記
録
」
に
は
、
そ
れ
と
異
な
る
人
名
を
あ
げ
て
い
る
（
欄
礪
鉱
）
．

十
分
な
信
用
に
債
す
る
二
つ
の
原
史
料
が
示
す
矛
盾
を
著
者
は
い
か
に
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
部
分
で
は
小
早
川
教
授
の
前
掲
論
文
を

引
用
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
薯
者
が
こ
の
点
の
考
証
を
避
け
ら
れ
る

の
警
う
し
た
こ
と
夏
ろ
う
か
（
靴
耀
影
袈
羅
鶴
現
議
麟
濯
．

ま
た
明
法
寮
に
お
い
て
民
法
会
議
提
出
の
た
め
の
「
楠
田
ブ
ス
ケ
協
力
草

案
」
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
薯
者
は
推
定
さ
れ
て
い
る
（
駕
O
）
。
こ
の
明

法
寮
草
案
に
つ
い
て
も
石
井
教
授
は
前
掲
論
文
に
千
百
数
十
條
に
お
よ
ぶ

九
〇

（
九
〇
）

大
法
典
の
存
在
を
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
著
者
は
そ
の
こ
と
を
述
べ

て
い
な
い
。
要
す
る
に
著
者
の
前
数
，
著
発
表
以
來
、
こ
の
時
代
の
民
法
編

纂
史
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
、
石
井
両
教
授
の
新
資
料
の
提
出
と
精
緻
な

研
究
が
あ
り
（
儲
糖
断
醐
蟷
棚
鵬
初
駅
磁
帽
曝
外
開
湛
喰
獄
顯
馳
禍
⑳
鱒
備
鳩
め
岨
ゆ
飼
罐

旋
閑
砿
騨
）
、
，
そ
れ
ま
で
知
り
得
な
か
つ
た
事
項
が
か
な
り
の
穫
度
ま
で
明

ら
か
に
な
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
が
他
の
学
者
の
そ
れ
ら
貴
重
な

業
績
を
十
分
に
は
撮
取
せ
ず
、
ほ
と
ん
ど
前
著
そ
の
ま
ま
の
考
証
の
域
に

と
ど
ま
つ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
私
に
は
む
し
ろ
不
可
解
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
次
に
元
老
院
の
審
議
に
つ
い
て
「
審
議
遽
延
を
極
度
に
恐
れ
た
法
相
山

田
は
」
「
草
案
逐
條
審
議
を
禁
じ
、
各
編
毎
に
こ
れ
を
全
体
と
し
て
一
括

審
議
す
る
方
法
を
採
ら
し
む
る
こ
と
と
し
た
」
（
臥
九
）
と
し
、
そ
の
「
一

括
審
議
」
墓
つ
た
旨
を
彊
調
託
て
い
る
（
鍛
頸
。
。
諮
設
壁
。

著
者
は
、
元
老
院
で
は
逐
條
審
査
を
全
ぐ
行
わ
ず
、
各
編
毎
に
是
否
を
決

す
る
「
強
引
な
無
理
な
」
方
法
で
通
過
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
五
叫
O
條
の
草
案
を
二
九
三
條
に
ま
で
修

正
し
た
こ
と
は
、
著
奢
も
認
め
て
お
ら
れ
る
（
諭
髄
⑳
靴
難
回
媚
喋
浦
廻
）
。

．
そ
れ
な
ら
ぼ
、
，
こ
の
よ
う
な
圧
縮
が
逐
條
審
議
な
く
し
て
可
能
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
弓
か
。
元
老
院
の
入
事
編
審
議
ば
明
治
コ
十
三
年

五
月
コ
十
七
日
よ
り
約
三
ヵ
月
間
、
十
五
名
の
特
別
委
員
が
逐
條
審
議
を

行
っ
て
大
修
正
を
施
し
、
こ
の
修
正
案
が
本
会
議
を
そ
の
ま
ま
通
過
し
た

の
で
あ
る
。
一
部
議
官
の
反
感
は
、
元
老
院
の
涌
則
た
る
三
読
会
の
制
に



よ
ら
ず
し
て
特
別
委
員
会
に
附
し
、
こ
の
委
員
会
決
定
案
を
本
会
議
で
修

正
を
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
括

審
議
」
は
本
会
議
に
つ
い
て
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
少
く
と
も
人
事
編
に

関
す
る
限
”
元
老
院
貞
体
が
「
逐
條
審
議
」
を
排
し
「
一
潟
千
里
の
一
括

的
審
議
方
法
」
（
顛
○
）
を
行
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、

著
者
の
考
証
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
る
と
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
法
典
論
雫
の
項
で
は
、
著
者
は
旧
民
法
人
事
編
の
基
本
的
性
格
を
「
ヨ
ー

・
ゾ
パ
個
人
主
義
的
」
で
あ
っ
た
も
の
と
論
断
し
、
粍
つ
延
期
論
者
が
そ

れ
に
対
し
て
行
つ
た
攻
撃
の
要
点
を
槍
討
し
、
そ
れ
は
人
事
編
の
中
核
を

衝
い
た
も
の
で
は
な
く
「
奇
な
る
哉
”
」
「
ピ
ン
ト
の
は
づ
れ
た
理
由
な

ら
ざ
る
理
由
」
（
｛
齋
）
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
延
期
派
が
人
事
編
規
定

の
中
か
ら
数
例
を
あ
げ
、
い
わ
ゆ
る
「
淳
風
美
俗
」
に
反
す
る
も
の
と
し

て
攻
撃
し
た
論
旨
が
い
か
に
室
疎
な
「
大
言
批
語
」
で
あ
っ
た
か
は
、
す

で
に
早
ぐ
青
山
道
夫
教
授
が
「
法
典
雫
議
と
淳
風
美
俗
」
（
酬
吻
櫃
躇
想
麗

蜘
槌
解
囎
）
に
お
い
て
き
h
め
て
明
確
に
論
及
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
私

は
こ
の
論
考
こ
そ
明
治
法
典
雫
議
研
究
に
貴
重
な
礎
石
を
築
い
た
も
の
と

し
て
高
ぐ
評
偵
す
る
が
故
に
、
そ
し
て
著
者
が
そ
れ
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
な

い
の
で
こ
こ
に
特
記
じ
て
お
く
。
著
者
の
こ
の
点
に
関
す
る
考
証
竜
青
山

教
授
と
ほ
ぼ
岡
様
の
結
論
に
蓮
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
事
編
の
性
格
を
著

者
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
從
來
の
揃
説
で
も
あ
る
が
、
私
は
遣
憾
な
が
ら

そ
の
よ
う
な
見
解
に
賛
意
を
表
し
得
な
い
。
な
る
ほ
ど
延
期
論
者
が
最
初

に
攻
撃
し
た
人
事
編
第
一
草
案
は
、
反
「
淳
風
美
俗
」
的
、
い
い
か
え
れ
ば

紹
介
と
批
評

ヨ
ー
・
ッ
パ
市
民
法
的
色
彩
の
き
わ
め
て
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る

に
こ
の
草
案
が
法
律
取
調
委
員
会
、
元
老
院
に
お
い
て
い
く
た
び
か
修
正

を
施
さ
れ
る
に
俘
い
（
訟
聯
毅
灘
㎎
鞭
鋤
嫌
謝
關
鯛
開
荊
購
酔
鴨
郵
畔
ポ
炉
魅
）
逐
衣
封

建
的
要
素
を
加
え
、
途
に
は
そ
の
性
格
を
根
禾
的
に
改
変
し
た
と
も
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た
め
公
布
さ
れ
た
旧
民
法
人
事
編
そ
の
も

の
は
明
治
民
法
に
対
比
し
て
勝
る
と
も
劣
ら
ざ
る
牛
封
建
的
民
法
で
あ
っ

た
と
、
私
は
い
い
た
い
の
で
あ
る
（
訊
躍
鴫
渤
瓢
は
鵬
聰
魁
悔
砂
融
縄
欝
幽
鶴
鄭
鍋
砂

剛
爾
咋
輸
呼
）
、
そ
れ
が
た
め
延
期
論
者
の
内
、
極
端
な
反
動
主
義
者
は
別
と

し
て
少
く
と
も
法
律
学
者
の
多
く
は
人
事
編
の
裡
に
反
「
淳
風
美
俗
」
的

要
素
を
ひ
ろ
い
あ
げ
る
の
に
因
難
を
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。
彼
等
が
あ
，

げ
た
理
由
が
甚
だ
貧
弱
で
あ
り
、
反
対
の
た
め
の
反
対
に
終
っ
た
の
は
当

然
の
結
果
で
あ
り
、
私
は
著
者
の
ご
と
く
「
奇
な
る
哉
鯉
」
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
延
期
派
が
攻
撃
を
加
え
た
人
事
編
の
規
定
そ
の
も

の
は
、
編
纂
の
途
上
に
お
い
て
全
く
変
貌
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
等

が
追
及
の
手
を
ゆ
る
め
な
か
ワ
た
の
は
、
反
対
論
の
ゆ
き
が
か
り
と
い
う

よ
り
も
延
期
派
の
学
閥
的
感
情
の
然
ら
し
め
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
旧
民
法
人
事
編
の
性
格
を
い
か
に
考
え
る
か
は
い
わ
ば
見
解
の
相
異

で
あ
り
、
私
と
し
て
も
著
者
の
所
読
を
十
分
に
奪
重
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
反
「
博
統
的
家
族
制
」
、
的
性
格
を
彊
調
さ
れ
る
の
余
り
、
人
事

編
規
定
そ
の
も
の
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
著
者
の
誤
解
を
一
つ
指
摘
し

て
お
く
。
そ
れ
は
「
家
族
が
戸
主
の
同
意
を
得
ず
し
て
養
子
を
な
し
た
る

と
き
に
も
、
戸
主
は
そ
れ
に
対
し
現
行
法
（
棚
馳
銀
法
）
の
み
と
む
る
離
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
　
（
九
一
）



紹

介

主

批

評

権
の
如
き
戸
主
制
裁
権
争
有
せ
ず」
（ι
猷）
と
さ
れ
る
点
℃
あ
る。

人
事

編
に
お
い
て
養
子
を
な
し
得
る
者
は
戸
主
と
「
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
得
タ
ル
」

推
定
家
督
柑
続
人
で
あり
て
C
E、

戸
主
の
許
諾
を
得
な
い
場
合
は
戸

主
か
ら
無
効
を
請
求
し
得
た（ト
艇）
u

し
た
が
っ
て
「
家
族
が
戸
主
の
同

意
を
得
ず
し
て
養
子
を
な
し」
得
る
場
合
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
るυ

五

以
上
は
本
書
の
概
要
を
停
え
る
と
共
に、
私
の
未
熟
な
読
後
の
感
想

を
忌
惜
な
ぐ
述。へ
た
も
の
で
あ
るο
文
中、
著
者
の
虞
意
を
誤
解
す
る
点

叉
は
不
遜
な
態
度
が
あっ
た
な
ら
ば
深
く
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬu

最
後
に
今
日
ま
で
に
わ
が
学
界
が
持
ち
得
た
も
っ
と
も
詳
細
な
明
治
法
典

争
議
研
究
書
の
出
現
を
誠一
帽
す
る
と
と
も
に、
ひ
ろ
ぐ
法
律
生
に
関
心
を

寄
ぜ
る
人
々
の
一
読
を
お
す
す
め
し
た
い。
ハ
河
川
書
房
版）

九

（

九
二

）


