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今
泉
孝
太
郎
著

誠
新
物
権
法
論

　
終
験
後
、
民
法
學
の
分
野
に
お
い
て
は
、
法
肚
會
學
的
研
究
が
お
お
い
に
促

進
せ
ら
れ
、
み
．
こ
と
な
成
果
を
み
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
解
羅

學
の
分
野
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
み
る
べ
ぎ
進
歩
が
あ
つ
た
と
は
思
え
な
い
。

然
し
な
が
ら
法
解
繹
學
が
法
學
の
重
要
な
一
分
科
で
あ
る
こ
と
に
は
常
に
か
わ

り
が
あ
る
べ
き
で
は
な
く
、
從
つ
て
私
は
民
法
に
關
す
る
す
ぐ
れ
た
解
羅
學
的

な
著
書
が
、
法
肚
會
學
的
な
螢
作
と
並
ん
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。

　
今
般
、
今
泉
孝
太
郎
教
授
は
、
昭
和
二
五
年
三
月
初
版
の
「
新
物
権
法
論
」

を
、
そ
の
後
に
物
灌
法
に
關
す
る
諸
法
規
の
大
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
並
び

に
、
、
初
版
に
お
い
て
は
、
『
初
め
、
著
者
自
身
、
推
敲
を
盤
し
た
と
、
内
心
、

自
負
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
後
に
な
つ
て
、
不
充
分
だ
と
思
は
れ
る
と
こ

ろ
も
あ
り
、
相
當
、
氣
に
懸
つ
て
、
機
會
あ
ら
ば
加
筆
し
た
い
と
考
へ
て
』
お
ら

れ
た
こ
と
、
を
原
因
と
し
て
加
筆
修
正
せ
ら
れ
、
改
訂
新
物
権
法
論
と
し
て
出

　
　
　
　
溜
介
と
批
欝

版
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
こ
の
私
の
望
み
が
か
な
つ
た
こ
と
は
、
ま
こ

と
に
喜
び
に
た
え
な
い
。

　
以
下
本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
つ
て
、
先
ず
本
書
の
全
般
的
な
特
徴
と
も
い

う
べ
ぎ
も
の
を
概
観
し
、
次
い
で
編
章
を
お
つ
て
、
物
権
法
の
重
要
な
問
題
舳

に
つ
い
て
、
著
者
が
い
か
に
考
え
て
お
ら
れ
る
か
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
剛
　
本
書
の
全
般
的
特
徴
と
し
て
は
、
次
の
三
つ
の
こ
と
を
あ
げ
た
い
と
思

う
o

　
e
　
す
で
に
ふ
れ
た
如
く
本
書
は
、
法
解
繹
學
分
オ
！
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
研
究

方
法
に
從
つ
て
書
か
れ
て
い
る
。
と
い
つ
て
も
勿
論
い
わ
ゆ
る
概
念
法
學
流
の

も
の
で
は
な
く
、
『
傳
統
的
な
概
念
の
財
産
目
録
を
持
て
る
成
文
法
が
、
急
速

度
に
、
進
展
す
る
生
活
關
係
を
完
全
に
支
配
し
得
な
い
の
は
自
明
で
あ
る
。
そ

こ
に
、
解
羅
法
學
の
耕
す
べ
き
瀞
々
た
る
沃
野
が
用
意
さ
れ
て
ゐ
る
。
』
（
序
丈

四
頁
）
、
と
い
う
著
者
の
解
羅
學
の
本
質
観
に
立
脚
し
て
、
我
々
の
現
實
生
活

の
『
客
観
的
基
盤
た
る
「
舞
毫
」
そ
の
も
の
、
印
ち
、
場
が
、
時
代
と
共
に
著

し
ぐ
墜
化
し
て
來
る
事
實
を
見
逃
す
』
（
序
文
三
頁
）
こ
と
な
く
、
現
實
生
活
の

歴
史
性
に
充
分
の
注
意
を
彿
つ
て
お
ら
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
『
我
々
は
、
各
自

濁
立
し
、
自
我
中
心
的
に
措
定
さ
れ
た
個
人
と
し
て
生
活
す
る
と
共
に
、
そ
の

ま
ま
、
互
に
關
蓮
し
て
、
そ
こ
に
新
な
中
心
を
持
つ
、
よ
り
高
い
次
元
の
祉
會

へ
と
、
そ
の
生
活
を
韓
化
さ
せ
て
ゐ
る
。
』
（
序
丈
二
頁
）
從
つ
て
『
民
法
は
、

そ
れ
自
薩
の
た
め
の
世
界
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
我
々
の
實
在
の
全
現
象
の
眞

　
　
　
　
　
　
　
マ
ク
ロ
。
コ
ス
モ
ス
こ
ク
ロ
・
コ
ス
モ
ス

唯
中
に
置
か
れ
、
大
宇
宙
と
小
宇
宙
と
の
聞
の
振
動
に
順
礁
せ
ね
ば
な
ら
な
い

使
命
を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
』
（
序
文
三
頁
）
を
強
調
さ
れ
る
。
こ
こ
に
現
實
生

活
の
枇
會
性
の
正
し
き
把
握
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
か
よ
う
な
著
者
の
立
場
ば
、
わ
け
て
も
い
わ
ゆ
る
公
共
の
編
祉
、
及
び
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
（
四
五
三
）



紹
介
と
批
評

濫
用
禁
止
の
原
則
の
意
義
の
読
明
に
際
し
て
明
確
な
形
を
と
つ
て
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
印
ち
こ
れ
等
の
原
則
を
以
て
、
自
由
が
抑
制
さ
れ
る
制
限
と
し
て
の
み
、

軍
に
そ
の
清
極
的
側
面
に
つ
い
て
こ
れ
を
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
等
の
原
則
の
意

義
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
規
制
に
よ
つ
て
人
々
の
自
由
な
る

活
動
が
杜
會
的
に
調
和
せ
ら
れ
て
、
赴
會
的
意
義
に
轄
化
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
高
次
の
存
在
理
由
が
創
造
せ
ら
れ
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
く
、
『
自

由
の
性
格
に
杜
會
性
を
護
見
す
る
こ
と
に
、
近
代
的
創
造
の
力
黙
が
置
か
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
』
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
三
頁
、
五
九
頁
）
。

　
筒
學
読
及
び
到
例
が
相
當
詳
細
に
引
用
、
註
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
實
直

な
、
又
讃
者
の
便
宜
を
考
え
ら
れ
た
よ
い
態
度
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
⇔
　
次
に
手
綾
法
、
印
ち
民
事
訴
訟
法
及
び
競
費
法
と
の
關
蓮
に
常
に
留
意

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
一
般
に
從
來
の
民
法
書
と
い
え

ば
、
民
法
プ
・
i
・
ハ
ー
の
部
分
に
つ
い
て
は
相
當
詳
細
な
論
述
を
み
る
も
の
で

あ
つ
て
も
、
訴
訟
法
と
の
關
蓮
に
は
無
關
心
な
も
の
が
多
か
つ
た
。
而
し
て
訴

訟
法
書
に
お
い
て
む
實
睦
法
に
封
し
て
は
、
同
檬
な
態
度
を
と
る
も
の
が
一
般

的
で
あ
つ
た
。
こ
の
檬
な
悪
い
意
味
の
專
門
主
義
は
、
實
際
事
件
に
封
し
て
は

相
關
相
補
の
關
係
に
あ
る
實
騰
法
と
手
績
法
と
を
、
學
問
的
に
は
無
縁
な
も
の

と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
法
學
の
理
論
科
學
と
し
て
の
進
歩
が
は
ば
ま
れ
て
い

た
の
み
な
ら
ず
、
實
務
に
役
立
ち
難
い
抽
象
的
論
議
が
多
か
つ
た
が
た
め
に
、

實
陵
の
た
め
の
技
術
を
供
與
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
、
充
分
に
は
は
た
し
得
な

か
つ
た
感
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
書
は
、
特
に
捲
保
物
灌
法
の
部
分
に
お
い
て

は
、
充
分
に
手
績
法
の
規
定
に
注
意
が
彿
わ
れ
、
そ
れ
と
の
關
連
領
域
に
く
わ

し
い
読
明
が
及
ん
で
い
る
。
例
え
ば
民
法
第
三
〇
四
條
に
い
わ
ゆ
る
差
押
の
意

義
に
つ
い
て
は
、
諸
読
を
批
到
せ
ら
れ
た
後
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
『
「
差
押
」
が

六
二

（
四
五
四
）

主
と
し
て
特
定
保
全
と
消
滅
防
止
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る

け
れ
ど
も
、
手
績
上
に
於
て
は
明
ら
か
に
請
求
纏
に
封
す
る
執
行
で
あ
る
か

ら
、
第
三
六
八
條
の
類
推
に
よ
り
「
本
差
押
」
を
原
則
と
し
、
被
澹
保
債
灌
の

辮
濟
期
が
到
來
せ
ざ
る
と
き
に
始
め
て
例
外
的
に
假
差
押
手
綾
に
よ
る
べ
き
も

の
と
考
え
る
。
こ
こ
に
、
民
法
第
三
〇
四
條
所
定
の
「
差
押
」
の
趣
旨
を
貫
ぬ

く
こ
と
も
出
來
る
し
、
債
務
名
義
を
要
せ
ざ
る
黙
も
矛
盾
な
く
読
明
す
る
こ
と

が
出
來
る
』
と
さ
れ
る
（
一
七
五
頁
ー
一
八
二
頁
）
。
又
灌
利
質
の
實
行
方
法

に
關
し
て
は
、
民
事
訴
訟
法
に
定
め
る
執
行
方
法
に
つ
い
て
も
民
法
並
び
に
民

事
訴
訟
法
の
諸
規
定
の
調
和
の
上
に
解
羅
を
立
て
ら
れ
（
二
七
二
頁
以
下
）
、
更

に
留
置
灌
の
敷
力
（
一
五
八
頁
以
下
）
及
び
抵
當
灌
の
實
行
に
關
し
て
も
同
檬

で
あ
る
（
三
三
一
頁
以
下
）
。

　
然
し
な
が
ら
、
更
に
慾
を
い
え
ば
、
軍
に
訴
訟
法
の
諸
規
定
と
民
法
と
を
調
和

せ
し
め
た
解
羅
を
う
ち
た
て
る
の
み
な
ら
ず
、
最
新
の
訴
訟
法
學
の
理
論
と
し

つ
く
り
關
蓮
さ
せ
た
罠
法
の
理
論
を
建
設
し
て
戴
け
れ
ば
と
思
う
の
で
あ
る
。

例
え
ば
借
地
法
及
び
借
家
法
に
於
け
る
地
代
、
家
賃
値
上
の
請
求
及
び
地
上
物

件
買
取
請
求
権
の
性
質
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
以
つ
て
形
成
灌
で
あ
る
と
い
う
通

読
に
反
封
さ
れ
、
値
上
請
求
灌
又
は
買
取
請
求
灌
の
行
使
に
よ
つ
て
相
手
方
に

承
諾
を
爲
す
べ
き
義
務
を
生
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
請
求
に
甥
し
て
相
手
方
が

鷹
ぜ
ざ
る
時
は
、
請
求
者
は
裁
到
所
に
封
し
そ
の
金
額
の
相
當
な
る
こ
と
の
確

認
及
び
相
手
方
の
承
諾
に
代
る
べ
き
到
決
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
從
つ
て
こ

の
訴
は
確
認
及
び
給
付
の
訴
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
通
読
に
勝
る
こ
と
著
者
の

摘
示
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
（
九
六
頁
ー
九
七
頁
）
、
な
お
若
干
の
ぎ
ご
ち
な
さ

を
感
じ
る
。
む
し
ろ
到
決
の
設
灌
的
敷
力
を
そ
の
ま
ま
承
認
し
て
、
こ
の
訴
を

創
設
の
訴
と
考
え
、
而
し
て
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
請
求
灌
と
は
給
付
請
求
灌
で
は



な
く
、
相
手
方
に
封
す
る
既
存
の
灌
利
髄
係
の
攣
更
請
求
灌
で
あ
る
と
な
L
た

方
が
す
つ
き
り
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筒
第
三
〇
一
條
に
よ
る
留
置
灌
潰

滅
の
請
求
に
つ
い
て
も
同
様
な
誘
明
を
さ
れ
る
が
（
一
七
〇
頁
i
一
七
三
頁
）
、

亦
、
同
檬
の
疑
問
が
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
◎
　
更
に
農
地
法
乃
至
農
民
法
と
民
法
と
の
關
連
に
論
述
が
及
ん
で
い
る
こ

と
も
、
本
書
の
大
き
な
特
色
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
近
來
、
民
法
學
者
の
多
く

が
、
民
法
と
螢
働
法
と
の
關
蓮
に
多
大
の
興
味
を
も
つ
て
い
ら
れ
る
け
れ
ど

も
、
農
民
の
法
律
關
係
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
關
心
が
梯
わ
れ
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
我
が
國
に
お
い
て
は
農
民
の
法
律
關
係
は
、
螢
働
法
と
億

別
な
意
昧
に
お
い
て
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
く
市
民
法
原
理
を
以
て
律
す

る
こ
と
が
不
當
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
農
民
は
総
人
口
の
過
牛
敷
を
し
む
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
封
す
る
研
究
の
極
め
て
必
要
な
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
著
者
は
す
で
に
從
來
の
農
業
法
の
概
念
を
や
ぶ
つ
て
、
㍉
農
民
法
」
な
る

概
念
を
建
設
せ
ら
れ
た
が
（
「
農
民
の
法
律
性
格
」
法
學
研
究
第
二
一
巻
四
號
所

載
）
、
本
書
に
お
い
て
も
、
主
と
し
て
永
小
作
灌
（
九
九
頁
以
下
）
及
び
先
取
特

罐
（
二
〇
六
頁
以
下
）
の
読
明
に
際
し
て
、
か
か
る
研
究
の
あ
ら
わ
れ
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
婁
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
二
　
次
に
本
書
の
編
章
を
追
つ
て
、
物
灌
法
の
重
要
な
問
題
に
つ
き
、
い
か

な
る
読
明
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
本
書
は
三
編
よ
り
成

り
、
第
一
編
総
論
　
第
二
編
基
本
的
物
灌
　
第
三
編
捲
保
物
灌
　
と
な
つ
て
い

る
。　

e
　
第
一
編
に
お
い
て
は
、
物
権
攣
動
の
基
礎
理
論
に
つ
い
て
概
観
し
よ

う
。
ω
　
物
灌
行
爲
の
濁
自
性
及
び
無
因
性
を
認
め
得
る
や
否
や
に
關
し
て

は
、
と
も
に
原
則
と
し
て
之
を
肯
定
せ
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
他
入
の

紹
介
と
批
評

灌
利
の
費
買
を
有
敷
と
認
め
た
第
五
六
〇
條
及
び
不
當
利
得
の
第
七
〇
三
條
の

存
在
を
示
さ
れ
る
。
然
し
な
が
ら
通
常
の
場
合
に
は
、
『
登
記
又
は
引
渡
と
い
ふ

が
如
ぎ
第
三
者
に
封
す
る
蜀
抗
要
件
の
確
定
行
爲
の
中
に
、
そ
の
物
灌
的
敷
果

を
望
む
意
思
表
示
が
包
含
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
が
多
い
』
、
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
又
債
灌
の
特
定
（
第
西
〇
一
條
二
項
）

は
物
罐
の
攣
動
を
生
ず
る
と
な
す
通
説
に
は
反
甥
せ
ら
れ
て
い
る
（
一
四
頁
ー

一
八
頁
）
。
㈲
　
第
一
七
七
條
に
關
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
㈲
本
條
に
い
わ
ゆ

る
第
三
者
の
意
昧
に
關
し
て
は
、
『
同
一
の
不
動
莚
に
關
し
正
當
の
権
原
に
因
ら

ず
し
て
権
利
を
主
張
し
、
又
は
不
法
行
爲
に
因
つ
て
特
定
不
動
産
に
損
害
を
與

へ
た
者
の
如
き
は
』
當
然
に
除
外
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
も
の
と
い
わ
れ
、

叉
か
よ
う
な
者
で
な
い
限
り
は
善
意
、
悪
意
の
匠
別
は
不
要
な
も
の
と
さ
れ
る

（
隔
二
頁
ー
二
二
頁
）
。
㈲
到
抗
し
得
ず
の
意
味
に
つ
い
て
は
否
認
権
読
を
探
る

（
ニ
ニ
頁
）
。
⑥
登
記
請
求
権
の
本
質
は
、
物
上
請
求
灌
で
あ
り
、
又
㈹
中
間

省
略
の
登
記
の
有
敷
性
は
、
最
初
の
譲
渡
人
甲
が
中
間
の
譲
受
人
乙
と
最
終
譲

受
人
丙
と
の
聞
の
譲
渡
を
認
め
る
限
り
は
、
甲
丙
聞
に
物
灌
移
韓
が
威
立
し
得

る
状
態
に
あ
る
か
ら
、
甲
丙
聞
の
移
韓
登
記
及
び
登
記
原
因
は
有
敷
で
あ
る
と

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
読
く
（
二
四
頁
ー
二
六
頁
）
。

　
口
　
第
二
編
に
於
て
は
、
ω
占
有
灌
取
得
の
要
件
と
し
て
の
自
己
の
爲
に
す

る
意
思
（
心
素
）
は
、
占
有
制
度
の
本
質
か
ら
寛
か
に
解
す
べ
き
こ
と
は
疑
の

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
我
が
民
法
の
解
繹
と
し
て
は
、
全
く
無
覗
す
る
こ
と

は
出
來
な
い
。
そ
こ
で
本
人
の
知
ら
ざ
る
内
に
郵
便
受
函
等
に
投
入
さ
れ
た
郵

便
物
に
關
し
て
は
説
明
の
困
難
が
あ
る
。
著
者
は
占
有
意
思
を
ば
、
客
観
化
さ

れ
た
意
思
（
〇
三
①
貯
戴
三
Φ
昌
Φ
の
昼
ε
①
彗
貯
曽
響
）
で
あ
る
と
考
え
、
郵
便
受

函
の
如
き
は
、
こ
の
客
観
的
主
観
の
表
現
で
あ
る
と
読
明
さ
れ
る
（
三
三
頁
－
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
　
　
（
四
孟
五
）
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三
四
頁
）
。
　
㈲
動
産
の
印
時
取
得
に
關
し
て
は
、
㈲
第
一
九
三
條
に
よ
り
被
害
。

者
叉
は
遺
失
主
が
、
占
有
者
に
甥
し
目
酌
物
の
同
復
を
請
求
し
得
る
期
間
、
目

酌
物
の
所
有
灌
は
何
人
に
蹄
麗
す
る
か
と
い
う
と
、
第
一
九
五
條
及
び
遺
失
物

法
の
規
定
と
の
關
連
上
被
害
者
叉
は
潰
失
主
に
存
す
る
と
さ
れ
る
。

　
叉
働
第
一
九
四
條
に
よ
る
代
贋
辮
償
は
、
占
有
者
の
被
害
者
叉
は
遺
失
主
に

封
す
る
請
求
灌
を
認
め
た
も
の
と
解
す
べ
き
か
、
或
は
箪
に
抗
辮
権
を
認
め
た

も
の
に
す
ぎ
な
い
の
か
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
之
は
買
主
の
費
主
に
封
す
る

剥
奪
捲
保
の
求
償
灌
の
攣
形
で
あ
り
、
輩
な
る
便
宜
主
義
よ
り
認
め
ら
れ
た
抗

辮
灌
で
は
な
い
か
ら
、
代
償
請
求
灌
で
あ
つ
て
、
し
か
も
代
贋
の
辮
償
あ
る
ま

で
買
受
品
の
引
渡
を
拒
み
得
る
抗
辮
権
の
附
着
せ
る
も
の
で
あ
る
と
読
か
れ

る
（
四
六
頁
ー
五
〇
頁
）
。

　
◎
　
第
三
編
捲
保
物
権
は
、
著
者
が
非
常
に
力
を
入
れ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る

部
分
で
あ
り
、
頁
敷
に
し
て
も
第
一
編
及
び
第
二
編
の
ほ
ぼ
倍
に
近
い
の
で
あ

る
。
そ
の
第
一
章
澹
保
物
灌
の
概
念
は
捲
保
物
灌
の
基
礎
理
論
で
あ
り
そ
こ
で

は
推
保
制
度
の
歴
史
的
並
び
に
比
較
的
研
究
に
始
ま
り
、
金
融
資
本
主
義
時
代

に
お
け
る
物
的
捲
保
の
意
義
を
読
き
（
稔
第
五
章
抵
當
灌
参
照
）
、
更
に
各
種
の

推
保
物
灌
に
通
ず
る
法
律
的
性
質
に
つ
い
て
相
當
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

著
書
は
す
べ
て
の
澹
保
物
権
に
通
ず
る
物
灌
性
を
、
目
的
物
の
交
換
便
値
を
直

接
に
（
印
ち
義
務
者
の
行
爲
を
仲
介
せ
ず
し
て
）
穣
利
者
が
取
得
し
得
る
駐
に

お
い
て
認
め
る
べ
き
こ
と
を
力
読
せ
ら
れ
る
。
然
し
な
が
ら
捲
保
物
権
を
以

て
、
物
膣
的
贋
値
灌
（
ω
9
げ
oo
蜜
冒
N
零
①
冨
弓
Φ
o
げ
σ
）
と
し
て
、
贋
値
灌
（
債
灌
）

と
物
鶴
灌
（
一
般
物
灌
）
と
の
中
聞
に
存
在
す
る
第
三
灌
性
を
有
す
る
も
の
と

考
え
る
立
場
に
封
し
て
は
多
大
の
疑
問
を
提
出
せ
ら
れ
て
い
る
（
＝
一
二
頁
ー

一
四
三
頁
）
。

六
四

（
四
五
六
）

　
次
に
各
個
の
捲
保
物
権
に
關
す
る
論
述
の
中
主
要
な
も
の
を
ひ
ろ
つ
て
み
る

と
、
ω
留
置
権
者
は
第
二
九
八
條
に
よ
り
留
置
物
に
つ
き
保
存
に
必
要
な
る
使

用
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
之
を
以
て
通
読
は
留
置
灌
者
の
灌
利
で
あ
る
と
い

つ
て
い
る
が
、
不
當
で
あ
り
Y
む
し
ろ
保
存
に
必
要
な
程
度
の
使
用
を
な
す
こ
と

は
、
善
管
注
意
義
務
の
内
容
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
而
し
て
保
存
に
必

要
な
程
度
の
使
用
に
よ
つ
て
牧
釜
を
派
生
し
た
場
合
そ
れ
は
不
當
利
得
で
は
な

く
留
置
物
よ
り
生
じ
た
果
實
に
準
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
第
二
九
七
條
に

よ
り
債
穣
の
辮
濟
に
充
當
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
（
一
六
六
頁
ー
一
六
七
頁
）
。

㈲
敷
金
契
約
の
法
律
的
性
質
に
關
し
て
は
、
解
除
條
件
付
消
費
寄
託
と
、
之
よ

り
生
ず
る
返
還
請
求
灌
を
債
権
質
と
せ
る
も
の
と
を
混
合
し
た
一
種
の
無
名
契

約
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
読
に
封
す
る
批
到
に
明
確
に
答
え
ら
れ
る
。
邸
ち
債

灌
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
三
六
三
條
に
從
つ
て
債
灌
の
讃
書
を
質
権
者
が
占
有

せ
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
が
、
敷
金
契
約
の
場
合
に
は
、
敷
金
の
預
り
謹
を

債
権
者
が
占
有
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
債
灌
質
誘
は
不
當
で
あ
る
と
い
う
非

難
に
封
し
て
は
、
敷
金
預
り
讃
の
本
質
よ
り
こ
の
非
難
の
嘗
ら
ざ
る
こ
と
を
論

謹
さ
れ
る
（
一
九
一
頁
、
一
九
四
頁
）
。
㊦
第
三
四
八
條
の
韓
質
の
性
質
に
つ
い

て
は
質
権
と
共
に
そ
の
捲
保
す
る
主
た
る
債
灌
を
質
入
す
る
も
の
で
あ
る
と
の

読
、
及
び
債
権
者
の
有
す
る
質
灌
が
韓
質
権
者
に
解
除
條
件
付
に
譲
渡
さ
れ
る

と
の
読
を
、
い
ず
れ
も
排
斥
さ
れ
て
、
韓
質
権
者
は
質
権
者
の
質
灌
に
ょ
つ
て

限
定
さ
れ
た
る
質
物
そ
の
も
の
に
ょ
り
物
的
に
捲
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
質
物
の
上
に
新
な
る
質
権
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
読
か
れ
る
（
二

四
四
頁
ー
二
四
六
頁
）
。
◎
所
有
者
抵
當
に
關
し
て
は
、
我
が
民
法
の
解
羅
理

論
と
し
て
、
問
題
な
く
肯
定
せ
ら
れ
る
の
は
、
混
同
の
例
外
と
し
て
生
ず
る
い

わ
ゆ
る
後
稜
的
所
有
者
抵
當
で
あ
る
け
れ
ど
も
（
三
五
三
頁
）
、
そ
の
他
の
場



合
に
お
い
て
も
、
こ
の
成
立
を
認
め
得
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
多

大
の
疑
問
を
示
さ
れ
て
い
る
（
二
八
七
頁
i
二
八
八
頁
）
。
　
㈹
抵
當
不
動
産
に

つ
き
假
登
記
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
第
三
取
得
者
も
蘇
除
権
を
有
す
る
や
否
や

の
問
題
に
お
い
て
は
、
第
三
八
一
條
と
の
關
蓮
か
ら
、
假
登
記
の
第
三
取
得
者

も
瀞
除
灌
あ
り
と
読
か
れ
る
（
｝
二
五
頁
ー
一
二
七
頁
）
。

　
以
上
ま
こ
と
に
そ
ま
つ
な
概
観
で
あ
つ
た
が
、
要
す
る
に
本
書
は
、
『
新
し

い
法
律
に
現
は
れ
る
叉
は
現
は
る
べ
き
敷
多
の
「
幻
想
」
』
を
、
『
い
ま
我
々
の

螢
み
つ
つ
あ
る
生
活
の
内
容
的
分
化
に
愛
當
』
せ
し
め
る
、
と
い
う
『
解
纏
法

學
の
宿
命
的
任
務
を
』
、
『
確
實
に
進
め
』
つ
つ
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
（
登
行
所
　
帝
國
判
例
法
規
出
版
肚
、
定
憤
四
〇
〇
圓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
崎
俊
行
）
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六
五

（
四
五
七
）


