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剣
　
例
　
研
　
究

九
八

（
一
〇
五
〇
）

〔
民
法
　
二
二
〕
意
思
表
示
の
到
達
時
期

（
還
饗
灘
議
輩
鞍
欝
毒
）

　
【
判
示
事
項
】
　
支
彿
催
告
の
効
力
は
、
受
領
櫨
限
あ
る
者
の
支
配
圏
内
に
催

告
書
が
お
か
れ
た
時
に
襲
生
し
、
受
領
灌
限
あ
る
者
の
受
領
あ
る
い
は
了
知
を

必
要
と
し
な
い
。

　
【
参
照
條
丈
】
　
民
法
九
七
條

　
【
事
資
】
上
告
會
吐
X
の
使
用
人
で
あ
る
A
は
、
被
上
告
會
枇
Y
の
事
務
室

に
お
い
て
Y
吐
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
B
の
娘
0
に
封
し
、
同
肚
あ
て
の
延
滞

賃
料
の
麦
沸
請
求
書
（
催
告
書
）
を
交
付
し
た
。

　
當
時
B
は
不
在
で
あ
り
、
娘
C
も
Y
肚
の
使
用
人
で
は
な
く
、
A
が
來
肚
の

際
に
た
ま
た
ま
Y
肚
に
遊
び
に
來
て
い
た
だ
け
で
あ
つ
て
、
B
よ
り
別
段
に
事

務
庭
理
の
依
頼
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
C
は
A
の
持
参
し
た
邊
達
簿
に
B
の
机
上
に
あ
つ
た
B
の
印
を
勝
手
に
押
し

て
當
該
催
告
書
を
受
取
つ
て
B
の
机
の
中
に
入
れ
た
ま
ま
、
Y
肚
の
肚
員
に
も

告
げ
な
か
つ
た
の
で
、
後
に
な
つ
て
X
吐
よ
り
Y
肚
に
封
し
て
契
約
を
解
除
す

る
旨
の
書
面
が
來
る
に
及
ん
で
、
Y
吐
で
は
前
記
の
催
告
書
が
來
て
い
る
こ
と

を
知
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
原
審
で
あ
る
大
阪
高
裁
は
、
催
告
書
が
受
領
穣
限
の
な
い
C
に
交
付
さ
れ
た

の
で
未
だ
Y
肚
が
そ
の
内
容
を
了
知
出
來
る
状
態
に
お
か
れ
た
も
の
と
は
い
え

な
い
こ
と
、
及
び
契
約
解
除
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
る
ま
で
Y
杜
に
お
い
て
そ

の
催
告
を
了
知
し
な
か
つ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
催
告
の
到
達
を
否
定
し
、
右

催
告
は
契
約
解
除
の
前
提
と
し
て
の
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
判
示
し
た
。

　
X
肚
よ
り
原
到
決
は
民
法
九
七
條
に
「
到
達
」
の
意
味
を
誤
つ
て
解
繹
し
た

違
法
が
あ
る
と
し
て
上
告
。

　
【
判
旨
】
　
原
判
決
破
棄
。

　
（
理
由
）
隔
地
者
間
の
意
思
表
示
に
準
ず
べ
き
右
催
告
は
民
法
九
七
條
に
よ

り
到
達
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
効
力
を
生
ず
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
到
達
と

は
右
會
肚
の
代
表
取
締
役
な
い
し
は
同
人
か
ら
受
領
の
灌
限
を
付
與
さ
れ
て
い



た
者
に
よ
つ
て
受
領
さ
れ
或
は
了
知
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
の
謂
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
の
者
に
と
つ
て
了
知
可
能
の
状
態
に
お
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

と
解
す
べ
く
、
換
言
す
れ
ば
意
思
表
示
の
書
面
が
そ
れ
ら
の
者
の
い
わ
ゆ
る
勢

力
範
園
（
支
配
圏
）
内
に
お
か
れ
る
こ
と
を
以
て
足
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ

る
（
堀
髄
［
璽
鋸
繭
肇
霞
明
無
謬
麺
蘇
二
）
．

　
原
判
決
の
確
定
し
た
事
實
の
推
移
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
C
は
た
ま
た
ま
右
事

務
室
に
居
合
せ
た
も
の
で
、
右
催
告
書
を
受
領
す
る
権
限
も
な
く
、
そ
の
内
容

も
知
ら
ず
、
且
つ
會
吐
の
肚
員
に
何
ら
告
げ
る
こ
と
が
な
か
つ
た
と
し
て
も
、

右
催
告
書
は
B
の
了
知
可
能
の
状
態
に
お
か
れ
た
も
の
、
勢
力
範
園
に
入
つ
た

も
の
と
認
め
て
い
さ
さ
か
も
妨
げ
な
く
、
從
つ
て
こ
の
よ
う
な
場
合
こ
そ
は
民

法
九
七
條
に
い
う
到
達
が
あ
つ
た
も
の
と
解
す
る
を
相
當
と
す
る
。

　
【
評
繹
】
　
到
旨
に
封
し
て
、
私
は
疑
間
を
持
つ
。

　
催
告
が
債
務
者
に
債
務
の
履
行
を
促
が
す
意
思
の
通
知
で
あ
つ
て
、
そ
の
効

力
襲
生
の
時
期
が
隔
地
者
に
封
す
る
意
思
表
示
の
効
力
に
闘
す
る
民
法
九
七
條

の
準
用
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
も
、

民
法
九
七
條
が
隔
地
者
に
封
す
る
意
思
表
示
の
効
力
護
生
の
時
黙
と
し
て
い
る

「
到
達
」
の
意
味
が
問
題
と
な
る
。
上
告
理
由
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
昭
和
一

一
年
二
月
一
四
日
の
大
審
院
判
決
（
礁
牒
恥
）
は
、
到
達
と
は
「
事
物
普
通
ノ
順

序
二
從
ヘ
バ
相
手
方
二
於
テ
其
ノ
内
容
ヲ
了
知
ス
ル
ヲ
得
ル
状
態
ニ
マ
デ
意
思

　
　
　
　
剣
　
例
　
碍
　
究

表
示
ヲ
置
ク
コ
ト
、
換
言
ス
レ
バ
、
已
二
其
ノ
状
態
二
置
カ
レ
タ
ル
以
上
相
手

方
二
於
テ
早
晩
之
ヲ
了
知
ス
ル
コ
ト
ハ
一
般
取
引
ノ
通
例
上
期
シ
テ
之
ヲ
待
ツ

ニ
足
ル
コ
ト
一
で
あ
つ
て
、
『
相
手
方
ヲ
シ
テ
意
思
表
示
ノ
内
容
ヲ
了
知
セ
シ

ム
ベ
ク
表
意
者
ノ
側
ト
シ
テ
常
識
上
爲
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
爲
シ
了
リ
タ
ル
時
」
に

意
思
表
示
は
相
手
方
に
到
達
す
る
も
の
と
し
て
宛
名
人
の
内
縁
の
妻
が
通
知
受

領
を
拒
絶
し
た
事
例
に
つ
い
て
到
達
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
の
他
明
治
四
五
年

三
月
コ
ニ
日
（
鳩
講
島
）
、
大
正
六
年
三
月
一
九
日
（
隅
騰
貯
）
、
昭
和
九
年
二
月
二

六
日
（
傭
塑
距
軌
）
、
昭
和
九
年
一
〇
月
二
四
日
（
蒲
塑
庇
甦
等
の
各
大
審
院
剣

決
は
、
現
實
に
相
手
方
が
了
知
せ
ず
と
も
、
同
居
の
親
族
、
留
守
宅
の
家
族
そ

の
他
一
般
取
引
の
観
念
か
ら
見
て
相
手
方
の
た
め
に
其
書
面
を
受
領
す
べ
き
機

關
た
る
者
に
通
知
が
手
交
さ
れ
た
場
合
に
、
通
知
の
到
達
が
あ
つ
た
も
の
と
認

め
て
い
る
。

　
か
よ
う
な
判
例
の
見
解
は
學
読
も
一
般
に
こ
れ
を
支
持
し
て
お
り
（
晶
魏
鯛
鯛

調
鰍
騨
劃
財
』
㎝
酔
鰍
諮
田
肇
鑛
ハ
規
整
』
盛
薫
鯨
馴
嚇
斑
脚
綴
驕
鎌
縣
）
、
到
達

主
義
の
立
場
か
ら
は
、
通
常
の
過
程
よ
り
了
知
可
能
で
あ
り
取
引
慣
行
上
了
知

が
一
般
に
期
待
さ
れ
る
範
園
”
い
わ
ゆ
る
客
観
的
支
配
圏
内
“
に
通
知
が
お
か

れ
た
場
合
に
は
到
達
が
あ
つ
た
も
の
と
し
て
い
る
（
鵬
融
、
轍
辮
膚
簾
既
漣
備
脚
【
軌

勤
頁
）
．

　
か
よ
う
な
鋼
例
學
読
を
引
い
て
上
告
論
旨
は
原
判
決
を
批
判
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
論
黙
は
次
の
三
個
に
要
約
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
（
一
〇
五
一
）



　
　
　
　
剣
　
例
　
研
　
究

　
①
原
判
決
が
了
知
主
義
の
立
場
に
た
つ
か
到
達
主
義
の
立
場
に
た
つ
か
曖
昧

な
こ
と
。

ω
上
告
會
肚
は
表
意
者
と
し
て
常
識
上
な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
絡
つ
て
い
る

こ
と
。

　
⑧
相
手
方
會
肚
の
事
務
所
に
お
い
て
催
告
書
が
暗
獣
の
内
に
事
務
の
補
佐
が

認
め
ら
れ
て
い
た
代
表
取
締
役
の
娘
に
受
領
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
数
日
に
わ
た

つ
て
同
書
面
が
代
表
取
締
役
の
机
の
抽
斗
に
保
管
さ
れ
た
こ
と
は
、
相
手
方
會

肚
に
同
書
面
に
よ
る
通
知
を
了
知
し
得
ぺ
き
状
態
が
生
じ
た
こ
と
を
意
味
す

る
。

　
本
剣
決
は
こ
の
上
告
を
容
れ
て
催
告
の
到
蓬
を
肯
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
到
決
理
由
に
お
い
て
了
知
可
能
の
状
態
を
意
思
表
示
の
書
面
が
相
手
方
の

支
配
圏
内
に
お
か
れ
る
こ
と
と
読
い
て
い
る
黙
が
注
意
を
ひ
く
。
了
知
可
能
性

を
支
配
圏
と
言
換
え
た
だ
け
な
ら
ば
言
葉
の
問
題
で
し
か
な
い
が
、
意
思
表
示

の
性
質
か
ら
し
て
、
到
達
一
了
知
可
能
性
の
意
味
を
よ
り
正
確
に
捕
え
る
に

は
、
こ
の
支
配
圏
と
い
う
溝
成
は
一
つ
の
興
味
あ
る
問
題
を
提
供
す
る
か
ら
で

あ
る
。

　
上
告
論
旨
の
ω
、
す
な
わ
ち
了
知
主
義
と
到
達
主
義
と
の
關
係
に
つ
い
て
は

民
法
が
到
達
主
義
を
採
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
到
達
主
義
と

い
う
の
も
そ
れ
ほ
ど
到
然
と
し
た
内
容
を
持
つ
言
葉
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、

相
手
方
の
了
知
を
本
來
の
目
的
と
す
る
意
思
、
襯
念
の
表
示
行
爲
の
特
質
や
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
（
一
〇
五
二
）

意
者
、
相
手
方
間
の
負
澹
の
均
衡
と
い
う
要
講
か
ら
、
ど
の
程
度
の
了
知
可
能

性
を
も
つ
て
到
達
と
い
う
か
は
、
可
威
り
に
デ
リ
ケ
！
ト
な
問
題
で
あ
る
。
原

審
の
や
や
漠
然
た
る
表
現
に
は
、
む
し
ろ
こ
の
黙
の
解
決
の
困
難
さ
が
讃
み
と

れ
る
の
で
あ
つ
て
、
上
告
論
旨
は
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
わ
か
り
切
つ
た
こ
と
を

言
つ
て
い
る
だ
け
で
特
に
問
題
と
は
な
ら
な
い
（
民
法
が
意
思
表
示
の
効
力
の

嚢
生
す
る
時
馳
と
し
て
到
達
時
を
探
つ
た
の
は
、
了
知
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ

り
相
手
方
の
悪
意
・
怠
慢
か
ら
登
効
時
鮎
が
左
右
さ
れ
る
危
険
を
避
け
る
と
同

時
に
、
了
知
と
い
う
内
心
的
事
實
を
表
意
者
側
か
ら
立
詮
す
る
こ
と
が
困
難
と

な
る
こ
と
を
救
濟
す
る
と
い
う
政
策
的
理
由
に
基
く
の
で
あ
つ
て
、
到
建
と
い

う
も
實
は
了
知
の
法
的
推
定
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
岡
松
・
民
法

理
由
総
則
物
権
編
二
一
〇
頁
）
。

　
上
告
理
由
の
第
二
黙
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
上
告
會
吐
と
し
て
は
常
識
上
な

す
べ
き
こ
と
を
全
て
な
し
終
つ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
上
何
を
し
ろ
と
云
う
の
か
、

と
云
う
原
鋼
決
に
封
す
る
批
到
も
、
常
識
論
と
し
て
は
一
感
首
肯
さ
れ
る
よ
う

で
あ
る
が
、
到
達
主
義
は
、
相
手
方
に
と
つ
て
了
知
が
一
般
に
期
待
さ
れ
る
程

度
の
状
態
に
通
知
を
置
く
ま
で
は
、
通
知
者
の
側
に
於
て
一
切
の
危
瞼
を
負
澹

す
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
通
知
者
の
側
か
ら
の
み
問
題
を
捕
え
て
、
な
す
べ
き

こ
と
は
な
し
終
つ
た
か
ら
到
達
が
あ
つ
た
と
い
う
の
は
論
理
が
逆
で
あ
り
、
到

達
の
意
味
を
不
明
瞭
と
す
る
。
結
局
こ
の
黙
の
解
決
は
上
告
理
由
の
第
三
誰
す

な
わ
ち
到
達
と
云
う
に
足
る
了
知
可
能
性
の
有
無
に
か
か
つ
て
い
る
の
で
あ



り
、
民
法
は
む
し
ろ
通
知
が
到
達
し
な
け
れ
ば
、
通
知
者
は
な
す
べ
ぎ
こ
と
か
、

全
て
な
し
絡
え
た
と
は
云
え
搬
と
の
評
贋
を
與
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
上
告
論
旨
は
、
こ
の
黙
で
は
、
到
達
の
有
無
の
問
題
と
、
到
達
が
何
人
か
の

行
爲
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
た
場
合
に
誰
が
如
何
な
る
責
任
を
負
う
か
と
い
う
間
題

と
を
混
同
し
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。

　
郵
便
受
に
入
れ
ら
れ
た
通
知
さ
え
到
達
す
る
の
に
、
代
表
取
締
役
の
娘
に
受

領
さ
れ
、
代
表
取
締
役
の
机
に
籔
日
も
保
管
さ
れ
て
い
て
ま
だ
到
達
し
た
と
云

え
ぬ
の
で
は
常
識
に
反
す
る
と
い
う
上
告
理
由
は
、
本
件
の
最
大
の
問
題
黙
で

あ
り
、
本
剣
決
に
封
す
る
疑
義
も
こ
の
黙
に
あ
る
。

　
會
肚
が
法
人
と
し
て
受
領
能
力
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
會
肚

の
い
か
な
る
機
關
が
受
領
権
能
を
有
す
る
か
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
。
受
領

権
能
あ
る
も
の
に
了
知
が
一
般
に
期
待
さ
れ
る
状
態
に
通
知
が
置
か
れ
て
、
は

じ
め
て
到
達
が
完
成
す
る
の
で
あ
り
、
支
配
圏
と
云
う
も
、
か
か
る
意
味
で
通

知
内
容
を
了
知
し
得
る
た
め
の
通
知
の
交
配
で
あ
つ
て
、
物
理
的
な
意
味
で
の

通
知
書
面
の
支
配
で
は
な
い
。
從
え
ば
庭
に
投
入
さ
れ
た
通
知
書
は
到
達
し
た

も
の
と
は
云
え
な
い
し
、
郵
便
受
に
通
知
書
が
投
入
さ
れ
た
場
合
に
も
、
到
達

の
時
期
は
書
面
の
占
有
が
相
手
方
に
移
つ
た
時
期
（
投
入
時
）
と
一
致
す
る
も

の
で
は
な
く
、
當
該
通
知
の
了
知
が
一
般
に
期
待
さ
れ
る
時
期
と
考
え
ら
れ
る

（
深
夜
に
通
知
書
が
投
入
さ
れ
た
場
合
は
到
達
は
翌
朝
と
な
る
。
民
法
九
七
條

と
同
旨
の
ド
イ
ッ
民
法
一
三
〇
條
の
解
繹
と
し
て
も
、
書
面
の
占
有
取
得
と
通

　
　
　
　
剣
　
例
　
研
　
究

知
の
到
達
と
を
匿
別
す
る
立
揚
が
支
配
的
で
あ
る
。
国
昌
β
Φ
8
置
岳
－
Z
甘
づ
霞
－

留
ざ
ト
曾
暮
」
』
・
置
鏡
島
即
磯
o
ψ
臼
9
。
從
つ
て
ま
た
、
相
手
方
が

理
由
な
く
通
知
の
受
領
を
拒
ん
だ
場
合
に
は
、
書
面
の
占
有
は
移
鱒
せ
ぬ
に
不

拘
、
通
知
は
到
達
し
得
る
こ
と
に
な
る
（
前
記
昭
和
九
年
、
昭
和
一
一
年
の
各

大
審
院
判
決
は
故
意
に
通
知
受
領
を
拒
縄
し
た
場
合
に
到
達
を
認
め
た
事
例
で

あ
る
）
Q

　
本
件
の
事
案
で
も
、
受
領
構
限
の
な
い
者
が
事
務
室
で
受
取
つ
た
と
い
う
だ

け
で
は
、
會
批
が
受
領
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
も
と
よ
り
、
會
吐
側
が
知

ら
な
い
間
に
取
締
役
の
机
の
中
に
通
知
書
が
放
置
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
了

知
可
能
性
が
一
般
に
期
待
出
來
な
い
の
で
あ
つ
て
、
未
だ
到
達
し
た
も
の
と
は

見
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
從
つ
て
本
判
旨
が
通
知
の
到
達
を
認
め
る
た
め
に

は
、
漢
然
と
通
知
が
了
知
可
能
の
状
態
に
置
か
れ
た
こ
と
を
指
示
す
る
だ
け
で

は
不
充
分
で
あ
り
、
受
領
者
と
會
肚
と
の
間
の
事
實
的
支
配
關
係
あ
る
い
は
通

知
書
の
置
か
れ
た
状
況
と
會
肚
側
の
了
知
の
期
待
可
能
性
と
の
關
係
に
つ
い
て

の
論
謹
が
必
要
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
相
手
方
の
妨
害
に
よ
つ
て
通
知
の
到
達
が
渥
延
あ

る
い
は
阻
止
さ
れ
た
場
合
の
効
果
は
、
一
つ
の
問
題
で
あ
る
が
、
本
件
の
よ
う

に
通
知
が
後
に
了
知
さ
れ
た
場
合
に
は
、
通
知
の
効
果
は
本
來
こ
の
了
知
の
時

に
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
効
果
護
生
の
遅
延
が
專
ら
相

手
方
の
事
情
に
基
く
場
合
に
は
、
相
手
方
に
お
い
て
催
告
の
逞
延
を
主
張
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
（
一
〇
五
三
）



　
　
　
　
判
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こ
と
は
信
義
則
に
反
す
る
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
見
る
の
が
愛
當
で
あ
ろ

う
。
こ
の
場
合
に
本
到
旨
の
よ
う
に
到
達
を
擬
制
す
る
こ
と
は
、
不
當
に
到
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

の
観
念
を
擬
張
す
る
も
の
で
賛
成
出
來
な
い
。

（
一
〇
五
四
）

（
内
池
慶
四
郎
）


