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〔
民
法
　
七
〕

債
墾
繋
島
中
断
の
範
園
（
難
慮
難
鱒
糞
）

　
【
判
示
專
項
】
債
権
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
判
決
を
求
め
る
旨
明
示
し
た
訴

の
捏
起
に
よ
る
滑
滅
時
効
中
噺
の
効
力
は
、
當
初
訴
求
し
た
範
園
に
限
つ
て
生

じ
そ
の
後
請
求
の
鑛
張
に
よ
り
訴
訟
物
と
な
つ
た
残
額
に
は
及
ば
な
い
。
（
少

籔
意
見
が
あ
る
。
）

　
【
参
照
條
丈
】
　
民
法
一
四
九
條
、
一
五
三
條
、
一
五
七
條
二
項
、
七
二
四
條
、

民
事
訴
訟
法
一
九
八
條
、
二
三
五
條

　
【
事
實
】
　
高
駆
線
の
ス
パ
ー
ク
か
ら
生
じ
た
火
災
の
た
め
居
佳
家
屋
に
被
害

を
受
け
た
被
上
告
人
（
原
告
・
被
擦
訴
人
）
が
、
配
雷
會
批
で
あ
る
上
告
人

（
被
告
・
控
訴
人
）
を
相
手
と
し
て
不
法
行
爲
に
基
く
損
害
賠
償
請
求
の
訴
を

提
起
し
た
（
第
一
審
新
潟
地
裁
長
岡
支
部
）
。
被
上
告
人
は
當
初
損
害
全
額
の

一
割
に
相
當
す
る
金
額
を
請
求
し
（
火
災
畿
生
は
昭
和
一
コ
年
五
月
一
コ
日
で

あ
り
、
訴
提
起
の
日
時
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
訴
賦
は
同
二
三
年
一
一
月
二
二

日
に
邊
達
さ
れ
て
い
る
）
、
そ
の
後
訴
提
起
時
よ
り
三
年
以
上
脛
過
し
た
昭
和

二
七
年
一
二
月
九
日
に
請
求
を
残
額
に
擾
張
し
て
い
る
。
原
審
（
擦
訴
審
）
は

配
電
會
肚
が
蓬
電
の
た
め
架
設
し
た
電
路
は
民
法
七
一
七
條
に
い
う
工
作
脇
に

剣
　
例
　
碑
　
究

あ
た
る
と
し
て
、
こ
の
電
路
保
存
に
蝦
疵
あ
る
た
め
稜
生
し
た
火
災
に
つ
い
て

は
配
電
會
批
は
電
路
の
占
有
者
ま
た
は
所
有
者
と
し
て
民
法
七
一
七
條
に
よ
り

責
任
を
負
う
べ
く
、
こ
の
場
合
は
「
失
火
ノ
責
任
二
關
ス
ル
法
律
」
の
適
用
は

な
い
と
到
示
し
（
舗
鐵
蹴
甥
喋
飢
）
、
訴
提
起
よ
り
三
年
以
上
脛
過
し
て
か
ら
な
さ

れ
た
請
求
の
濃
張
部
分
が
時
効
消
滅
し
た
と
の
擦
訴
人
の
主
張
を
排
斥
し
て
、

分
量
的
に
は
一
個
の
債
灌
の
一
部
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
て
も
ど
の
一
部
か
特

定
さ
れ
て
い
な
い
｝
部
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
債
権
全
腫
が
訴
訟
物
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
訴
訟
係
鵬
の
効
果
も
到
決
の
既
到
力
も
債
灌
全
髄
に
つ
い

て
生
じ
、
時
効
中
噺
の
効
力
も
起
訴
時
に
債
灌
全
額
に
つ
い
て
生
ず
る
と
す
る

（
銅
趾
二
）
（
第
二
審
東
京
高
裁
第
四
民
事
部
）
。
原
到
決
に
假
執
行
宣
言
が
つ
い

て
い
た
の
で
會
吐
は
彊
制
執
行
を
冤
れ
る
た
め
全
額
を
一
鷹
支
沸
つ
た
が
、
一

部
請
求
は
そ
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
時
効
を
中
臨
し
残
額
は
時
効
消
滅
し
た
旨

主
張
し
て
上
告
し
、
民
事
訴
訟
法
一
九
八
條
二
項
に
よ
り
給
付
し
た
も
の
の
返

澤
を
講
求
し
た
の
が
本
事
件
で
あ
る
。

　
【
制
旨
】
　
原
到
決
中
講
求
櫨
張
に
か
か
る
残
額
に
つ
き
被
上
告
人
の
詰
求
を

五
三
　
　
（
一
〇
〇
三
）
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認
容
し
た
部
分
を
破
棄
、
原
審
に
差
戻
．

　
裁
到
上
の
講
求
に
よ
る
時
効
の
中
漸
が
請
求
の
あ
つ
た
範
園
に
お
い
て
の
み

そ
の
効
力
を
生
ず
べ
き
こ
と
は
、
裁
判
外
の
講
求
に
よ
る
場
合
と
何
等
異
る
と

こ
ろ
は
な
い
。
そ
し
て
裁
到
上
の
請
求
が
あ
つ
た
と
い
う
た
め
に
は
箪
に
そ
の

灌
利
が
訴
訟
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
訴

訟
物
と
な
つ
た
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
、
民
法
一
四
九
條
、
一
五
七
條
二
項
、

民
事
訴
訟
法
二
三
五
條
等
は
す
べ
て
こ
の
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
も
の
と
解
す

べ
き
で
あ
る
。

　
一
個
の
債
槽
の
敷
量
的
な
一
部
に
つ
い
て
の
み
到
決
を
求
め
る
旨
明
示
し
て

訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
原
告
が
裁
到
所
に
封
し
て
主
文
に
お
い
て
判
断
す
べ

き
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
は
債
灌
の
一
部
の
存
否
で
あ
り
全
部
の
存
否
で
は
な

い
。
そ
れ
故
債
槽
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
判
決
を
求
め
る
旨
明
示
し
た
訴
の
提

起
が
あ
つ
た
場
合
、
訴
提
起
に
よ
る
清
滅
時
効
中
臨
の
効
力
は
、
そ
の
一
部
の

範
園
に
お
い
て
の
み
生
じ
、
そ
の
後
時
効
完
成
前
残
部
に
つ
き
講
求
を
機
張
す

れ
ば
、
残
部
に
つ
い
て
の
時
効
は
、
擬
張
の
書
面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
と
き

中
断
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
眠
碑
傭
麟
難
、
一
）
。
若
し
、
こ
れ
に
反
し
、

か
か
る
場
合
訴
提
起
と
共
に
債
槽
全
部
に
つ
き
時
効
の
中
臨
を
生
ず
る
と
の
見

解
を
と
る
と
き
は
、
訴
提
起
當
時
原
告
自
身
裁
剣
上
請
求
し
な
い
旨
明
示
し
て

い
る
残
部
に
つ
い
て
ま
で
訴
提
起
當
時
時
効
が
中
臨
し
た
と
認
め
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
不
合
理
な
結
果
は
到
底
是
認
し
得
な
い
。

　
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
見
る
に
、
本
訴
が
本
件
不
法
行
爲
に
よ
り
各
自
の
蒙

つ
た
損
害
の
全
額
を
明
ら
か
に
し
た
上
そ
の
う
ち
一
割
に
相
當
す
る
各
金
額
に

つ
い
て
の
み
槽
利
を
行
使
す
る
旨
明
示
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
．
こ
と
は

原
釧
示
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
右
訴
の
提
起
に
よ
る
消
滅
時
効
中
漸
の
効
力

五
四
　
　
（
一
〇
〇
四
）

は
右
當
初
訴
求
の
金
額
の
範
園
に
限
つ
て
生
ず
べ
く
、
そ
の
後
請
求
の
擬
張
に

よ
り
訴
訟
物
と
な
つ
た
残
額
に
は
及
ば
な
い
も
の
と
解
す
べ
ぎ
と
こ
ろ
、
原
到

決
が
こ
れ
を
右
残
額
に
及
ぶ
も
の
と
解
し
、
こ
の
理
由
を
も
つ
て
右
残
額
に
關

す
る
上
告
人
の
時
効
の
抗
癖
を
た
や
す
く
排
斥
し
去
つ
た
の
は
、
法
令
の
解
繹

を
誤
り
審
理
不
盤
の
違
法
に
陥
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
論
旨
は
理
由
が
あ
る
。

　
以
上
は
第
二
小
法
廷
の
多
敷
意
見
で
あ
る
が
、
藤
田
裁
到
官
は
次
の
諸
鮎
を

あ
げ
て
本
件
に
お
け
る
訴
提
起
に
よ
る
債
権
全
額
に
つ
い
て
の
時
効
中
断
を
認

め
ら
れ
て
い
る
。
ω
一
部
訴
求
の
際
に
訴
訟
係
属
の
効
果
が
そ
の
一
部
に
つ
い

て
だ
け
生
ず
渇
の
は
多
敷
意
見
の
読
く
通
り
だ
が
、
わ
が
民
法
は
「
裁
到
上
ノ

講
求
」
と
い
う
解
繹
上
ゆ
と
り
の
あ
る
文
言
を
用
い
て
い
る
し
、
裁
到
外
の
講

求
に
も
一
定
條
件
の
下
に
中
臨
効
を
認
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
が
民
法
の
規

定
す
る
時
効
中
断
効
と
訴
訟
係
馬
と
の
間
に
は
ド
イ
ッ
法
上
見
ら
れ
る
如
き
不

可
分
密
接
な
關
係
は
な
い
。
働
大
審
院
の
判
例
も
こ
の
黙
に
つ
い
て
必
ず
し
も

一
貫
し
て
い
る
も
の
で
な
く
、
本
件
の
先
例
た
る
昭
和
四
年
三
月
一
九
日
の
到

決
と
反
封
の
内
容
の
到
決
（
大
正
一
一
年
六
月
一
〇
日
、
昭
和
五
年
六
月
二
七

日
、
昭
和
一
四
年
三
月
一
二
一
日
の
各
判
決
）
も
見
出
さ
れ
る
。
⑧
民
法
が
請
求

を
中
蜥
事
由
と
し
た
理
由
は
杜
會
の
永
績
し
た
状
態
を
安
定
せ
し
め
る
こ
と
を

一
事
由
と
す
る
時
効
制
度
に
封
し
、
槽
利
の
上
に
眠
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を

表
明
し
て
時
効
の
効
力
を
遮
臨
す
る
黙
に
あ
る
。
民
法
が
裁
判
上
の
請
求
を
要

求
し
た
理
由
は
訴
訟
と
い
う
確
定
の
形
式
で
確
實
に
権
利
の
存
在
を
主
張
す
る

こ
と
を
要
求
す
る
に
止
ま
り
、
必
ず
し
も
訴
訟
係
馬
と
い
う
ま
で
の
訴
訟
上
の

効
果
を
要
求
し
た
も
の
と
解
す
る
必
要
は
な
い
。
本
件
の
如
く
権
利
者
は
訴
訟

の
係
麗
中
は
い
つ
で
も
講
求
の
鑛
張
と
い
う
方
法
で
残
額
請
求
全
部
に
つ
き
容

易
に
到
決
を
求
め
得
る
場
合
は
こ
れ
を
「
裁
到
上
ノ
請
求
二
準
ス
ヘ
キ
モ
ノ
」



と
み
ら
れ
る
。
ω
損
害
賠
償
請
求
権
そ
の
も
の
が
訴
訟
で
雫
わ
れ
、
そ
の
一
部

が
訴
訟
係
馬
し
て
い
る
以
上
、
採
謹
上
の
困
難
を
避
け
る
と
い
う
時
効
制
度
存

在
の
一
事
由
は
残
部
の
請
求
に
つ
い
て
も
そ
の
理
由
の
大
牟
を
失
つ
て
い
る
。

㈲
訴
訟
物
と
さ
れ
そ
の
存
否
が
訴
訟
上
雫
わ
れ
て
い
る
債
権
の
一
部
が
訴
訟
進

行
中
に
時
効
滑
滅
す
る
こ
と
は
常
識
に
反
す
る
。

　
【
評
繕
】
　
本
剣
旨
の
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
訴
提
起
に
よ
る
時
効
中
噺
の
範
園
が
訴
訟
物
、
從
つ
て
既
剣
力
の
客
観
的
範
園
に
一
致
す
る
と

す
る
理
論
で
あ
り
、
こ
の
前
提
か
ら
到
旨
は
一
部
請
求
に
關
す
る
從
來
の
通
読
に
從
つ
て
既
到
力
の
範
園
を
訴
に
よ
つ
て
求
め
ら
れ
た
債
椹
の
一

部
に
限
定
し
、
中
断
効
を
そ
の
範
園
で
認
め
、
後
で
請
求
の
振
張
さ
れ
た
残
部
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
に
と
つ
て
直

接
の
先
例
と
み
ら
れ
る
昭
和
四
年
三
月
↓
九
日
の
大
審
院
到
決
（
民
集
八
．
四
．
一
九
九
頁
。
事
件
は
同
じ
く
不
法
行
爲
に
基
く
損
害
賠
償
請
求
に
關
し
、
原

告
は
時
効
完
成
前
に
訴
を
起
し
た
が
、
時
効
期
間
満
了
後
、
第
一
審
、
第
二
審
に
お
い
て
請
求
を
擾
張
し
て
い
る
）
に
お
い
て
大
審
院
は
「
請
求
に
よ
る
時
効

の
中
噺
は
裁
剣
上
の
講
求
た
る
と
裁
剣
外
の
請
求
た
る
と
を
問
わ
ず
其
請
求
あ
り
た
る
範
園
に
於
て
の
み
時
効
の
中
噺
を
來
す
も
の
な
る
を
以

て
、
一
部
の
講
求
は
残
部
の
請
求
に
封
す
る
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
な
し
。
從
つ
て
債
椹
者
が
裁
到
上
一
部
の
請
求
を
爲
し
た
る
後
其

申
立
を
擾
張
し
て
残
部
の
請
求
を
爲
し
た
る
場
合
に
於
て
も
其
申
立
擾
張
の
時
に
初
め
て
残
部
の
請
求
に
封
し
て
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
ろ
も

の
」
と
し
て
本
件
に
お
け
る
と
同
様
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
昭
和
四
年
の
到
決
で
大
審
院
は
中
断
効
が
「
請
求
あ
り
た
る
範
園
」
に
つ
い

て
生
ず
る
と
読
く
だ
け
で
、
何
を
も
つ
て
そ
の
「
講
求
あ
り
た
る
範
園
」
を
確
定
す
る
か
、
訴
訟
係
属
あ
る
い
は
既
到
力
と
い
う
よ
う
な
訴
訟
法

上
の
効
力
と
中
断
と
の
關
係
は
直
接
に
明
言
し
て
い
な
い
の
に
謝
し
て
、
今
同
の
最
高
裁
到
決
は
、
裁
剣
上
の
請
求
が
あ
つ
た
と
い
う
た
め
に
は

そ
の
権
利
が
訴
訟
物
と
な
つ
た
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
、
時
効
中
断
を
訴
訟
係
属
の
効
果
と
見
る
態
度
を
明
ら
か
と
し
た
も
の
で
あ
る
（
こ
れ
に

劃
し
近
時
の
下
級
裁
判
決
に
は
反
封
の
趣
旨
の
も
の
を
散
見
す
る
。
す
な
わ
ち
昭
和
二
七
年
八
月
二
〇
日
大
阪
裁
剣
決
ー
判
例
タ
イ
ム
ス
ニ
八
號
六
八
頁
ー
は
請
求
の

趣
旨
の
捜
張
は
新
た
な
請
求
椹
の
行
使
で
な
い
か
ら
濁
立
し
て
消
滅
時
効
に
か
か
ら
な
い
と
し
、
第
二
審
の
大
阪
高
裁
－
下
級
民
集
四
．
一
一
．
一
七
七
頁
ー
も
こ
れ

を
支
持
す
る
）
。
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か
か
る
最
高
裁
到
所
の
見
解
は
、
そ
の
性
質
上
二
つ
の
間
題
に
分
け
て
槍
討
す
る
の
が
便
宜
で
あ
る
。
そ
の
一
は
民
法
一
四
九
條
民
事
訴
訟
法

二
三
五
條
に
關
し
て
時
効
中
断
と
訴
訟
係
属
乃
至
既
到
力
と
の
關
係
を
如
何
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
の
二
は
一
部
請
求
に
お
け

る
既
到
力
の
範
園
を
如
何
に
確
定
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
大
審
院
の
態
度
に
一
貫
し
た
も
の
が
な
い
こ
と
は
藤
田
裁
到
官
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
昭
和
五
年
六
月

二
七
日
の
到
決
（
民
集
九
・
九
・
六
一
九
頁
。
保
険
契
約
存
在
確
認
の
別
訴
で
勝
訴
し
て
い
る
原
告
が
保
瞼
金
を
請
求
し
た
が
、
こ
の
請
求
椹
に
つ
い
て
は
短
期
時

効
が
完
成
し
て
い
る
。
そ
こ
で
請
求
穫
の
基
礎
た
る
契
約
の
存
在
確
認
を
求
め
る
訴
は
、
そ
の
判
決
確
定
ま
で
そ
の
間
に
生
じ
た
請
求
権
の
時
効
進
行
を
止
め
る
か
否

か
雫
わ
れ
た
）
に
お
い
て
大
審
院
は
、
基
礎
た
る
契
約
の
存
在
確
認
訴
訟
は
そ
こ
か
ら
生
ず
る
請
求
椹
を
實
現
す
る
手
段
に
属
す
る
か
ら
、
か
か

る
手
段
に
出
た
以
上
は
請
求
穫
自
髄
に
つ
き
給
付
の
訴
を
起
さ
ず
と
も
椹
利
者
は
椹
利
の
上
に
眠
る
も
の
で
な
い
と
し
て
時
効
中
断
を
認
め
て
い

る
。
さ
ら
に
昭
和
一
四
年
三
月
二
二
日
の
蓮
合
部
剣
決
（
偶
葬
一
獄
恥
四
）
で
は
、
債
務
者
か
ら
提
起
し
た
債
穫
不
存
在
確
認
の
訴
に
債
椹
者
が
被

告
と
し
て
慮
訴
し
勝
訴
到
決
を
得
る
こ
と
は
、
そ
の
債
穫
の
時
効
を
中
断
す
る
か
と
い
う
間
題
に
つ
い
て
、
大
審
院
は
從
來
の
否
定
的
態
度
を
改

め
、
被
告
と
し
て
の
鷹
訴
に
も
中
断
効
を
認
め
る
に
至
つ
た
（
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
諸
黙
で
あ
る
。
ω
中
断
事
由
た
る
裁
剣
上
の
請
求
に
確
認
訴

訟
を
も
含
め
る
以
上
、
漕
極
的
確
認
の
訴
に
封
し
被
告
と
し
て
自
己
の
穫
利
を
主
張
す
る
こ
と
は
こ
れ
を
裁
判
上
の
請
求
と
み
て
差
支
な
い
。
図
一
方
に
お
い
て
穫
利

腸
係
の
存
否
が
訴
訟
上
雫
わ
れ
て
い
る
問
に
他
方
そ
の
灌
利
が
時
効
消
滅
す
る
の
は
條
理
に
反
す
る
。
⑧
清
極
的
確
認
訴
訟
で
請
求
棄
却
の
判
決
が
確
定
す
れ
轍
そ
の

結
果
は
積
極
的
確
認
訴
訟
で
原
告
勝
訴
の
判
決
が
確
定
し
た
の
と
同
じ
で
あ
り
、
中
断
事
由
と
し
て
は
爾
者
を
別
に
扱
う
理
由
が
な
い
）
。
こ
の
二
つ
の
到
決
は
裁

到
上
の
請
求
が
中
断
事
由
た
る
根
櫨
を
廣
く
そ
の
権
利
行
使
と
い
う
面
に
求
め
、
訴
訟
法
上
の
効
果
と
中
断
と
の
關
係
を
切
断
し
て
い
る
黙
で
注

目
に
憤
す
る
。

學
読
は
多
く
訴
提
起
に
よ
る
時
効
中
藝
舞
力
あ
る
い
は
そ
の
藷
も
て
の
嚢
係
属
の
効
果
と
驚
（
曄
蕪
羅
撫
八
盤

飾
じ
。
そ
の
根
嫁
は
既
到
力
に
よ
り
訴
訟
物
た
る
椹
利
關
係
の
存
否
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
從
來
の
縫
績
し
た
事
實
歌
態
が
否
定
さ
れ
、



時
効
の
基
礎
た
る
事
實
が
崩
れ
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
じ
く
中
噺
事
由
た
る
承
認
に
裁
到
上
、
裁
到
外
を
問
わ
ず
無
制
約
に

中
断
効
を
認
め
る
民
法
の
建
前
か
ら
す
れ
ば
、
訴
提
起
に
よ
る
中
断
の
場
合
に
の
み
既
到
力
に
よ
る
事
實
朕
態
の
否
定
と
い
う
理
由
を
持
出
す
の

は
お
か
し
い
し
、
假
に
こ
の
立
場
に
立
つ
な
ら
何
故
に
取
得
時
効
の
場
合
に
権
利
主
張
が
占
有
繊
績
な
る
事
實
歌
態
を
破
る
の
か
、
ま
た
既
到
力

が
例
外
的
に
封
世
的
効
力
あ
る
場
合
の
中
断
効
の
範
園
に
疑
問
を
生
じ
、
中
断
の
時
期
を
起
訴
時
と
す
る
民
事
訴
訟
法
二
三
五
條
は
實
質
的
根
振

を
猷
く
こ
と
に
な
る
（
既
剣
力
を
以
つ
て
確
定
さ
れ
る
の
は
口
頭
辮
論
終
結
時
の
椹
利
歌
態
だ
か
ら
、
本
條
は
こ
の
時
馳
に
生
ず
べ
き
中
断
の
効
力
を
便
宜
的
に
遡

ら
せ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
）
。
　
こ
の
黙
で
は
訴
提
起
の
時
に
権
利
の
上
に
眠
る
態
度
を
破
る
灌
利
行
使
が
あ
つ
た
こ
と
を
中
断
の
根
携
と
み

る
立
場
（
難
創
難
揃
誘
鷺
黎
羅
項
報
詐
諜
購
塾
霧
鵡
鮭
窪
嘗
老
え
る
．

　
か
よ
う
に
既
到
力
あ
る
い
は
そ
の
先
騙
と
し
て
の
訴
訟
係
属
か
ら
直
接
に
中
断
効
を
根
嫁
づ
け
る
こ
と
は
出
來
な
い
け
れ
ど
も
、
他
面
わ
が
民

法
は
翁
上
の
鶉
行
健
裁
舞
の
そ
れ
よ
曇
窪
中
断
蓼
認
め
（
肇
讐
そ
の
箪
姦
利
の
騎
力
あ
る
確
甕
か
か
ら
し
め
て

い
る
（
懸
色
の
で
、
露
蕾
も
て
の
鶉
行
使
に
か
か
る
霧
藁
件
を
必
要
与
書
躾
上
の
理
象
毒
簡
わ
れ
な
け
れ
婆

ら
な
い
。
私
は
同
じ
く
中
断
事
由
た
る
承
認
が
不
要
式
た
る
に
醤
し
て
権
利
者
側
か
ら
す
る
請
求
に
か
か
る
要
件
を
必
要
と
す
る
理
由
は
、
承
認

は
そ
れ
自
艦
で
椹
利
者
・
義
務
者
間
に
椹
利
行
使
を
期
待
出
來
な
い
信
頼
關
係
を
作
る
の
に
封
し
、
椹
利
者
側
か
ら
の
椹
利
行
使
は
輩
な
る
訴
訟

外
の
請
求
か
ら
訴
、
そ
の
他
の
手
段
に
よ
る
椹
利
實
現
の
態
度
ま
で
襲
展
す
る
に
至
つ
て
は
じ
め
て
、
時
効
の
効
果
を
排
斥
す
る
に
足
る
當
事
者

間
の
事
情
を
形
成
す
る
難
に
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
意
味
で
裁
到
上
の
請
求
が
あ
つ
た
と
い
う
た
め
に
は
、
そ
の
椹
利
が
訴
訟
物
と
な
つ
た
こ
と

を
要
す
る
と
す
る
剣
旨
は
結
果
的
に
正
し
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
本
件
の
よ
う
な
一
部
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
の
既
到
力
の
客
観
的
範
園
に
つ
い
て
は
、
債
櫃
が
分
量
的
に
可
分
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を
一

定
の
標
準
で
他
の
部
分
と
直
別
特
定
出
來
な
い
な
ら
ば
、
債
椹
全
部
が
不
可
分
に
訴
訟
の
目
的
物
と
な
り
翫
到
力
は
そ
の
全
額
に
及
ぶ
と
す
る
立

場
が
あ
る
（
粂
子
、
民
事
法
研
究
e
四
二
〇
頁
。
本
件
の
前
審
た
る
東
京
高
裁
は
こ
の
立
場
よ
り
残
額
の
時
効
中
断
を
認
め
て
い
る
。
訴
訟
上
の
請
求
を
一
定
の
事
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實
關
係
と
こ
れ
に
基
く
一
定
内
容
の
具
腔
的
要
求
か
ら
特
定
さ
れ
た
法
的
主
張
と
み
る
新
訴
訟
物
理
論
の
立
場
か
ら
三
ク
月
教
授
は
、
か
か
る
場
合
に
全
部
の
請
求
が

訴
訟
物
と
な
り
原
告
の
金
額
の
主
張
は
給
付
剣
決
の
上
限
を
叢
す
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。
三
ヶ
月
、
民
事
訴
訟
法
一
〇
八
頁
。
但
し
同
教
授
は
時
効
中
断
を
訴
訟

係
厨
の
効
果
と
み
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
る
。
同
書
三
三
二
頁
）
。
し
か
し
一
部
請
求
と
明
示
す
る
訴
が
提
起
さ
れ
た
と
き
、
こ
れ
を
棄
却
す
る
到
決
は
た

し
か
に
そ
の
全
額
に
つ
い
て
裁
剣
所
の
到
断
を
要
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
認
容
す
る
到
決
に
全
額
に
つ
い
て
の
既
鋼
力
を
認
め
る
こ
と
は
裁
剣

所
の
剣
断
が
現
實
に
及
ば
な
い
事
項
に
既
剣
力
を
及
ぼ
す
結
果
と
な
る
し
、
構
利
者
が
自
己
の
構
利
を
如
何
な
る
態
様
、
範
園
で
主
張
す
る
か
は

原
則
と
し
て
そ
の
自
由
で
あ
る
べ
き
で
、
一
部
に
つ
い
て
訴
を
起
す
こ
と
か
ら
残
部
の
放
棄
を
一
律
に
推
定
す
る
こ
と
も
出
來
な
い
か
ら
、
こ
の

勲
で
も
剣
旨
に
お
け
る
既
剣
力
の
確
定
を
正
當
と
し
た
い
り
部
訴
訟
は
當
事
者
の
現
實
の
意
思
と
し
て
は
、
試
訴
、
瀬
踏
み
と
し
て
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

勿
論
か
か
る
訴
訟
が
裁
到
所
の
審
理
重
複
に
よ
る
負
推
檜
加
、
訴
訟
費
用
等
々
訴
訟
制
度
蓮
用
の
面
で
好
ま
し
く
な
い
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
が
、
こ
れ
は
か
か
る
請

求
に
つ
い
て
全
額
に
相
當
す
る
訴
訟
用
印
紙
貼
用
を
命
ず
る
如
き
解
繹
あ
る
い
は
立
法
を
も
つ
て
解
決
さ
る
べ
き
問
題
で
、
こ
れ
を
既
判
力
の
範
園
か
ら
扱
い
、
あ
る

い
は
當
事
者
の
残
額
放
棄
の
意
思
を
擬
制
す
る
態
度
に
は
疑
間
が
あ
ろ
う
）
。

　
以
上
の
諸
霜
に
お
け
る
到
旨
に
從
う
も
、
な
お
こ
こ
に
疑
間
の
飴
地
を
残
す
の
は
、
本
件
の
よ
う
な
損
害
賠
償
に
基
く
一
部
請
求
は
な
お
全
額

に
つ
い
て
の
主
張
を
含
み
、
こ
れ
が
わ
が
民
法
上
濁
自
の
中
断
効
を
持
つ
可
能
性
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
到
旨
が
何
等
言
及
し
て
い
な
い
黙
で
あ
る

（
少
敷
意
見
の
あ
げ
る
①
の
理
由
は
こ
の
鮎
を
暗
示
す
る
如
く
で
あ
る
）
。
す
な
わ
ち
本
件
に
お
い
て
當
初
の
訴
に
よ
り
既
到
力
あ
る
確
定
を
求
め
ら
れ
て

い
る
の
は
、
訴
に
提
示
さ
れ
た
一
部
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
一
部
を
根
擦
づ
け
る
損
害
の
立
誰
は
一
部
の
損
害
で
な
く
全
損
害
な
の
だ
か

ら
、
こ
れ
は
債
構
全
額
の
主
張
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
張
は
既
到
力
あ
る
確
定
を
要
求
し
て
い
な
い
勲
で
民
法
に
豫
定
す
る
「
裁
到
上

の
請
求
」
と
は
見
ら
れ
な
い
が
、
し
か
も
軍
純
な
る
催
告
よ
り
彊
力
な
槽
利
主
張
た
る
黙
で
は
、
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
た
訴
、
あ
る
い
は
消

極
的
確
認
訴
訟
に
お
け
る
被
告
の
鷹
訴
と
別
に
扱
う
理
由
が
な
い
。
か
く
し
て
當
初
訴
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
一
部
は
民
法
に
い
わ
ゆ
る
裁
剣
上
の

請
求
と
し
て
中
断
効
あ
り
、
残
部
に
つ
い
て
は
訴
に
よ
り
生
じ
た
一
慮
の
中
断
効
が
請
求
の
横
張
に
よ
り
確
定
し
た
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
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す
な
わ
ち
わ
が
民
法
は
裁
到
上
の
請
求
が
訴
と
し
て
適
法
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
ド
イ
ッ
民
法
一
二
二
條
、
ス
イ
ス

債
務
法
ニ
ニ
九
條
の
よ
う
な
不
適
法
な
訴
の
却
下
の
後
一
定
期
間
内
に
適
法
な
訴
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
る
中
断
効
保
全
の
規
定
が
な
く
、
代
り

に
裁
到
外
の
請
求
た
る
催
告
に
一
鷹
の
中
断
効
を
認
め
る
特
殊
な
立
法
を
と
つ
て
い
る
。
立
法
者
の
意
圖
と
し
て
は
、
不
適
法
な
訴
に
は
中
断
効

を
與
え
な
い
と
と
も
に
、
催
告
を
中
噺
事
由
と
す
る
こ
と
に
よ
り
か
か
る
場
合
の
當
事
者
が
中
断
の
機
會
を
失
う
不
都
合
を
避
け
得
る
と
し
た
よ

う
で
あ
る
（
璽
即
難
誓
論
嘲
講
翫
養
、
）
．
訴
を
裁
到
上
の
葉
た
る
高
謄
裁
鐸
の
催
婁
み
窪
ら
、
訴
却
下
の
場
△
・
に

も
催
告
と
し
て
の
中
断
効
は
残
る
は
ず
で
、
最
初
の
訴
提
起
後
六
月
内
に
適
法
な
訴
を
起
す
こ
と
に
よ
り
中
断
効
は
保
全
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が

（
た
だ
し
軍
な
る
催
告
の
反
復
に
よ
つ
て
中
噺
効
を
保
全
す
る
こ
と
は
認
め
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
　
か
か
る
不
適
法
な
訴
に
軍
な
る
催
告
以
上
の
椹
利
行
使
た
る
實
質

を
既
に
承
認
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
）
、
訴
提
起
よ
り
却
下
ま
で
に
六
月
以
上
経
過
し
た
場
合
は
、
當
事
者
は
中
断
の
機
禽
を
失
う
不
利
盆
を
冤
れ

な
い
。
我
妻
博
士
は
裁
到
上
の
主
張
は
訴
と
し
て
適
法
な
形
式
を
具
備
せ
ず
と
も
催
告
よ
り
明
確
な
構
利
主
張
と
し
て
他
の
中
噺
手
績
に
移
る
べ

奨
ヵ
月
の
計
籍
絞
て
装
手
響
そ
の
計
算
を
停
止
し
、
起
籔
姦
筆
馨
了
時
と
さ
れ
る
（
纏
綾
嘱
謹
）
．
現
行
法
の
不
備

と
そ
れ
に
封
慮
す
る
立
法
者
の
意
圖
が
催
告
に
あ
つ
た
こ
と
よ
り
し
て
、
民
法
の
規
定
す
る
裁
到
上
の
請
求
と
催
告
と
の
間
に
か
か
る
特
殊
な
第

三
の
請
求
を
認
め
る
博
士
の
見
解
は
、
中
断
事
由
に
關
す
る
わ
が
民
法
の
特
殊
性
に
最
も
適
切
な
も
の
と
考
え
る
。
無
制
限
に
一
部
請
求
に
よ
る

全
額
の
時
効
中
断
を
認
め
る
の
は
、
中
噺
の
根
擦
た
る
権
利
行
使
の
観
念
を
接
張
し
過
ぎ
る
も
の
で
民
法
上
の
根
檬
に
と
ぼ
し
く
、
ま
た
中
断
効

の
及
ぶ
範
園
を
不
明
確
と
す
る
し
、
既
到
力
目
中
断
の
前
提
か
ら
残
部
を
排
斥
す
る
こ
と
も
、
そ
の
前
提
自
艦
に
疑
間
あ
る
ほ
か
裁
剣
外
の
請
求

に
中
断
効
を
與
え
た
わ
が
民
法
の
要
請
を
無
覗
す
る
結
果
と
な
り
、
と
も
に
賛
成
出
來
な
い
。

　
中
断
効
が
全
額
に
及
ぶ
理
由
の
一
つ
と
L
て
、
損
害
賠
償
請
求
椹
が
一
部
に
っ
い
て
訴
訟
係
属
し
て
い
る
場
合
に
、
残
額
に
つ
い
て
探
讃
上
の

困
難
を
避
け
る
と
い
う
、
時
効
制
度
の
一
根
橡
が
な
く
な
る
こ
と
が
多
く
主
張
さ
れ
て
い
る
（
少
数
意
見
の
ω
の
理
由
）
が
、
私
は
次
の
理
由
か
ら
疑
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間
を
持
つ
。

　
時
効
の
目
的
は
永
績
せ
る
事
實
的
秩
序
の
維
持
に
あ
り
、
そ
の
機
能
は
長
期
に
亙
る
占
有
、
穫
利
不
行
使
を
要
件
と
し
て
穫
利
攣
動
を
生
ぜ
し

め
る
質
的
韓
化
に
あ
る
。
時
効
に
固
有
な
こ
の
機
能
よ
り
す
れ
ば
、
取
得
時
効
に
あ
つ
て
は
そ
の
横
利
が
他
人
に
属
す
る
こ
と
、
浩
滅
時
効
に
あ

つ
て
は
そ
の
穫
利
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
時
効
要
件
の
前
提
で
あ
つ
て
、
最
初
か
ら
自
分
に
瞬
属
す
る
も
の
が
自
分
の
も
の
と
さ
れ
、
あ
る
い
は

存
在
し
な
い
椹
利
が
沿
滅
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
、
假
令
そ
の
立
詮
が
困
難
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
時
効
の
機
能
と
は
無
關
係
で
あ

る
。
し
か
し
反
面
こ
の
前
提
を
強
調
し
て
そ
の
立
謹
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
時
効
援
用
者
は
困
難
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
（
こ
の
立
謹
は
遠
い

過
去
の
穫
利
取
得
．
辮
濟
を
立
讃
す
る
の
と
同
等
の
困
難
を
俘
う
）
、
時
効
制
度
の
運
用
を
窮
屈
に
し
、
か
え
つ
て
永
績
し
て
現
在
に
い
た
る
事
實
的
秩

序
の
維
持
と
い
う
目
的
に
反
す
る
結
果
と
な
る
。
時
効
要
件
の
前
提
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
時
効
の
効
果
に
一
致
し
て
し
ま
う
か
ら
、

こ
の
前
提
の
確
定
は
制
度
運
用
の
黙
よ
り
す
れ
ば
重
要
で
な
く
、
裁
鋼
所
と
し
て
は
「
占
有
構
績
」
、
穂
利
の
「
不
行
使
」
を
確
定
す
れ
ば
、
當

事
者
の
援
用
あ
る
限
り
時
効
の
効
果
を
認
定
し
て
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
た
ま
た
ま
自
分
に
属
す
る
も
の
を
自
分
の
も
の
と
到
断
し
、
存
在

し
な
い
穫
利
を
消
滅
し
た
と
到
断
し
て
も
、
こ
れ
は
制
度
運
用
の
か
か
る
方
法
か
ら
生
じ
た
派
生
的
結
果
に
過
ぎ
ず
、
時
効
本
來
の
効
果
で
は
な

い
。
こ
の
意
味
で
立
謹
困
難
を
救
う
こ
と
を
時
効
の
副
次
的
制
度
目
的
と
み
る
の
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
立
謹
困
難
が
救
わ
れ
る
の
は
正
確
に
は

「
他
人
の
物
」
「
椹
利
存
在
」
と
い
う
前
提
事
實
で
あ
つ
て
、
「
自
己
の
物
」
「
穰
利
不
存
在
」
は
こ
の
前
提
に
つ
い
て
の
立
誰
救
濟
の
反
映
た
る
に

止
ま
る
．
時
効
を
探
躾
則
と
み
る
立
爆
、
こ
の
鍵
鶏
の
穰
票
途
編
害
的
を
露
結
し
奄
の
で
、
畠
心
華
義
（
灘
藩
躍

條
）
を
探
り
、
謹
擦
奨
約
を
認
め
な
い
現
行
民
事
訴
訟
法
の
原
則
と
も
衝
突
す
る
。

本
到
決
に
つ
い
て
は
谷
口
教
授
（
判
例
評
論
一
八
號
一
〇
頁
）
、

三
淵
最
高
裁
到
所
調
査
官
（
法
律
時
報
三
一
巻
七
號
六
二
頁
）
が
評
羅
さ
れ
て
い
る
。
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