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〈
代
価
は

九
世
紀
後
期
・
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
け
る
法
諺

物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉

一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺｛代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う｝について（ー）

に
つ
い
て
（
一
）

｜
｜
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
上
代
位
論
の
前
史
と
し
て
｜
｜

一
問
題
の
所
在

二
一
九
世
紀
後
期
初
中
葉
に
お
け
る
議
論
状
況

付
中
期
の
論
者
の
そ
の
後

ω

ロ
巳
志
『
明
白
骨
釦
ω
宮
江
田
と
ロ
邑
耳
吋
即
日

S
∞
貯
の
民
の
区
別
の
擁
護

－
議
論
状
況
の
分
析

2

主
観
的
意
味
に
お
け
る
吉
田

3

客
観
的
意
味
に
お
け
る
冨
ω

団
法
諺
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉

に
対
す
る
消
極
的
評
価

1

議
論
状
況
の
分
析

水

太

j幸

郎

2

制
限
適
用
説

3

適
用
否
定
説
（
以
上
本
号
）

岡
「
自
己
展
開
能
力
（
r
g
∞
常
ロ
耳
目
。
E
Z
ロ
肉
）
」
理
論
の
展
開

－
議
論
状
況
の
分
析

2

特
有
財
産
を
め
ぐ
る
展
開

3
Z

巳
語
『
ω
宮
田
耳
目
自
一
一
般
を
め
ぐ
る
展
開

三
一
九
世
紀
後
期
末
葉
に
お
け
る
議
論
状
況

ハ
門
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ヤ
イ
ト
と
デ
ル
ン
プ
ル
ク

ω

二
つ
の
口
町
由
。
ユ
白
色
。
ロ

四
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
全
体
の
総
括

五
結
語
（
以
上
八
一
巻
五
号
）
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30 

問
題
の
所
在

本
稿
の
課
題
は
、
一
九
世
紀
の
前
期
に
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
が
〉
の
句
論
文
に
お
い
て
展
開
し
、
中
期
に
お
い
て
キ
ー

ル
ル
フ
「
理
論
』
に
よ
る
反
論
を
受
け
つ
つ
も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
l

、
プ
フ
タ
を
中
心
に
、
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
、
さ
ら
に
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

『
論

(1
) 

究
』
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
従
来
の
ロ
ロ
町
内
将
位
宮
ω
5
2
B

理
論
に
対
す
る
批
判
が
、
後
期
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ

た
の
か
を
追
跡
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
全
体
に
お
け
る
法
諺
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲

い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
、
つ
も
5
E
S
E
R
a

－
ニ
ロF
2
百
円
巳
L
g
E
Z
g
B

胃
注
目
）
〉
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
に
つ
き
、
現
代
の

物
上
代
位
（
島
白
色
各
。
∞
ロ
号
。
岡
山
民
。
ロ
）
と
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
こ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。

(2
) 

右
の
よ
う
な
課
題
は
、
た
し
か
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
多
数
の
物
上
代
位
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
が

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
論
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
一
般
的

に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
評
価
の
な
か
に
も
実
証
的
に
は
維
持
し
が
た
い
部
分
と
、
看
過
で
き
な
い
相
違
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

通
常
一
ま
と
め
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
学
説
・
理
論
が
み
ら
れ
、
こ
の
こ
と
が
、

一
九
世
紀
普
通
法
学
の
、
現
代
法
学
と
の
関
係
を

含
め
た
評
価
を
少
な
く
と
も
一
部
、
不
精
確
な
い
し
不
相
当
な
ら
し
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
各
著
者
の
テ
ク
ス

一
九
世
紀
普
通
法
学
に
お
け
る
か
の
法
諺
を
め
ぐ
る
議

ト
を
あ
ら
た
め
て
読
み
直
し
、
右
の
諸
点
を
可
能
な
限
り
改
善
し
な
が
ら
、

論
の
展
開
を
描
き
出
し
て
い
き
た
い
。

一
九
世
紀
後
期
初
中
葉
に
お
け
る
議
論
状
況

（一）

中
期
の
論
者
の
そ
の
後



中
期
の
論
者
の
う
ち
、
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
、
プ
フ
夕
、
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

の
三
者
は
後
期
に
お
い
て
自
己
の
見
解
を
修
正
な
い
し
強
化
し

て
い
る
。

一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺（代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う｝について（ー）

(3
) 

フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ

フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
が
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
講
義
入
門
」
第
三
版
（
一
八
四
三
年
）
に
お
い
て
主
張
し
た
見
解
は
、

a
 

第
六
版
以
降
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
書
」
最
終
第
七
版
（
一
八
六
三
年
）
ま
で
基
本
的
に
維
持
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

(4
) 

｜
｜
現
代
で
は
指
摘
す
る
も
の
は
み
ら
れ
な
い
が
l
i

最
終
版
に
お
い
て
一
部
改
説
さ
れ
て
い
る
。

フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
が
一
貫
し
て
主
張
し
た
こ
と
は
、
か
れ
自
身
い
た
る
と
こ
ろ
で
引
用
す
る
よ
う
に
、
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ

l

レ
ン
ブ
ル

(5
) 

ツ
フ
の
論
文
の
圧
縮
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
旧
理
論
は
ロ
口
町

2

巴
冨
ω
5
2
B

を
ロ
口
町
q

巴
宮
ω

宮
ユ
ω
と
ロ

E
S
E
－S
ω
皆
急
に
区
別
し
、

Z
E
S
E
－S
巴
ロ
ユ
ω

・
と
く
に
相
続
財
産
と
特
有
財
産
に
つ
き
、
川
〈
代
価
は
物
の
地
位
を

襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
（
〈
代
位
す
る
も
の
は
代
位
さ
れ
る
も
の
の
性
質
を
受
取
る
（
∞
ロ
弓
。
宮
E
g
g

－
｝
芹
S
E
S
B
a
c
p
E

。
巳
g
z
g
B
E

司
。
官
E
g
o
g
v
と
も
表
現
さ
れ
る
）
ル
l

ル
（
開
花
巳
）
、ω
対
物
的
包
括
訴
権
（
E
R
B
R

位
。
ロ
ロ
可
。a
匙
ω
）
が
適

用
さ
れ
る
と
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
双
方
と
も
に
不
当
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
点
に
あ
る
。
川
に
つ
い
て
は
、
①
相
続
財
産

占
有
者
が
相
続
財
産
中
の
物
を
売
却
し
た
場
合
、
相
続
人
に
は
一
般
に
売
却
代
金
で
は
な
く
物
そ
れ
自
体
を
請
求
す
る
こ
と
が
許
容

さ
れ
て
お
り
、
ロ
－
P
ω
い
N
の
表
現
も
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
こ
の
ル
l

ル
を
ロ
E
S
E
－g
三
ロ
ユ
ω

一
般

に
拡
張
す
る
も
の
と
読
ま
れ
て
き
た
ロ
－
P
ω
い
0

．
5

は
、
真
正
な
解
釈
に
よ
れ
ば
た
ん
に
包
括
承
継
の
み
を
念
頭
に
お
い
た
も
の

で
あ
る
こ
と
、

ω
に
つ
い
て
は
、
①
U
－
P
ω
い
0

・
5

は
対
物
的
包
括
訴
権
拡
張
の
拠
り
所
と
し
て
も
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
け
れ

ど
も
、
こ
う
し
た
解
釈
が
不
当
で
あ
る
こ
と
は

ω
②
の
理
由
か
ら
自
明
で
あ
る
こ
と
、
②
と
く
に
特
有
財
産
の
対
物
的
包
括
訴
権

な
る
も
の
が
許
容
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
り
－

p
r
g

か
ら
明
白
で
あ
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
「
ロ
巳2
2

日S
常
ω

吉
ユω
と
ロ
邑
話
予

包
S
Z
ω

貯
の
民
の
間
の
か
の
混
乱
し
て
い
る
区
別
を
ま
っ
た
く
顧
慮
せ
ず
に
、
ロ
口
町
内
肖
ω
－s
g
ω
5
2
5

に
関
す
る
法
原
則
を
定
立
す

る
ほ
う
が
確
実
に
よ
い
」
。
こ
れ
に
対
し
て
、
。
8
2

。
包

U
・
5
・
N
L
・
∞
に
し
た
が
い
、
ロ
ロ
－
2

吋
ω
－S
1
ロ
ユω
を
ロ
ロ
－5
2

－s
z
z
ユ
・

31 
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己
目
と
み
、
そ
の
特
質
を
有
体
物
の
み
な
ら
ず
無
体
物
も
含
む
と
い
う
点
に
求
め
る
見
解
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
相
続
財
産
や
特

有
財
産
と
い
っ
た
様
々
な
Z
E
S
E
－S
ω
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
各
々
の
ロ

E
S
E
－S
ω
は
「
名
称
」
は

32 

と
も
か
く
「
法
原
則
」
は
共
有
し
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
見
解
は
相
当
で
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
六
版
ま
で
は
ハ
ッ
セ
と
ミ
ユ
1

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
に
は
み
い
だ
さ
れ
な
い
、
次
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
て

(6
) 

い
た
。
「
ロ
ロ
－
2
3

－S
ω
3
2
B

が
法
上
も
一
つ
の
総
体
と
認
め
ら
れ
う
る
か
、
あ
る
い
は
、
法
上
は
た
だ
個
々
の
部
分
の
み
が
考
慮

さ
れ
う
る
か
」
を
あ
ら
ゆ
る
ケ
l

ス
に
お
い
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
、
前
者
で
あ
れ
ば
h
a
s
s
n
P
2
M
E
s
a

－S
ω
で
あ
り
、
「
新
た

な
観
念
的
な
権
利
客
体
が
創
設
さ
れ
る
」
が
、
後
者
で
あ
れ
ば
、g
S
常
守
口
同
比2
3
E
ω

に
す
ぎ
ず
、
「
法
上
は
つ
ね
に
た
だ
複
数

(7
) 

の
個
々
物
が
存
在
す
る
」
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
主
張
は
最
終
第
七
版
に
い
た
り
撤
回
さ
れ
る
。
引
用
文
献
と
主
張
内
容
を
顧
慮
す
れ

ば
、
こ
の
撤
回
は
、
K
S
5青
写
ロ
ロ
Z
o
a－S
ω
は
C
E
S
E
－S
円
で
は
な
い
、
と
し
て
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
を
名
指
し
で
批
判
し
た
、
ヴ
エ

(8
) 

ヒ
タ

l

『
論
究
」
の
解
釈
を
全
面
的
に
受
け
容
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

自
身
は
の
ち
に
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
」
に
お
い
て
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
類
似
の
区
別
を
呼
び
戻
し
て
い
る
こ
と
は
後
で

（
仙
）み
る
と
お

り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
、

フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
の
基
本
的
主
張
を
、
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
論
文
の
圧
縮
と
規
定
す

る
こ
と
に
は
留
保
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
か
れ
は
「
結
論
」
に
お
い
て
旧
理
論
に
お
け
る
右
記
命

(9
) 

題
ω
ω
を
「
も
っ
ぱ
ら
完
全
に
相
続
財
産
の
諸
特
質
」
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
命
題

ω
を
相
続
財
産
に
適
用
す
る
と

い
う
点
で
は
、
と
り
わ
け
ミ
ュ

l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
見
解
と
相
容
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
一
般
に
は
、
こ
の
相
違
が
強
調

（
叩
）

さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
は
、
相
続
請
求
の
規
律
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
ミ
ュl
レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
解
釈
を
完
全

に
受
け
容
れ
て
い
る
（
右
記

ω
①
）
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
日
）

刷
プ
フ
タ
プ
フ
タ
『
提
要
講
座
」
（
一
八
四
二
年
）
、
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
第
三
版
（
一
八
四
五
年
）
で
は
、
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュl



一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺｛代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う｝について（一）

一
八
七
七

（
臼
）

年
）
ま
で
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
か
れ
の
自
己
規
定
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
で
あ
り
、
と
く
に
指
摘
す
る
文
献
も
み
あ
た
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
後
期
の
考
察
と
の
関
係
で
は
、
ロ
ロ
守q
a
s
E
C
ユ
ω

と
ロ
ロ
－2
3

日S
ω
p
a

の
区
別
に
つ
き
、
次
の
点
を
補
足
し
て
お
か
な

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
論
文
に
お
け
る
主
張
が
支
持
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
校
訂
版
の
最
終
の
も
の
（
各
々
一
八
八
一
年
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
し
か
に
、
プ
フ
タ
は
両
者
の
区
別
を
退
け
て
お
り
、
こ
の
点
に
限
っ
て
み
れ
ば
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ

l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
見
解
と
同

旨
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
の
批
判
は
、
両
者
を
ロ
ロ
守
q
a
s
ω
之
さ
き
に
統
合
す
る
と
い
う
点
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
る
。

反
対
か
ら
い
え
ば
、
「
物
」
「
有
体
部
分
」
を
構
成
要
素
と
す
る
ロE
S
E
－S
ω
3
2
B

（
島
町SD
t
z
B）
（
畜
群
、
在
庫
商
品
な
ど
）
と
、

「
権
利
」
「
無
体
部
分
」
を
構
成
要
素
と
す
る
ロ
ロ
守
q
a
g
ω

（
〔
相
続
財
産
、
特
有
財
産
、
嫁
資
の
よ
う
な
〕
財
産
）
を
区
別
す
る
こ

（
日
）

と
そ
れ
自
体
は
受
け
容
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
後
者
を
N

物
（
B
m
r
n
r
g
dに
組
み
入
れ
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
区
別
を
否
定
す
る
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
論
文
と
は
｜
｜
プ
フ
タ
自
身

の
理
解
に
は
反
す
る
け
れ
ど
も
｜
｜
、
根
本
的
に
異
な
る
見
解
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
プ
フ
タ
は
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
」
第
三
版
の
翌
年
、

一
八
四
六
年
に
没
し
た
が
、
死
後
か
れ
の
講
義
を
も
と
に
出
版
さ
れ
た

(H
) 

「
現
代
ロ
l

マ
法
講
義
」
第
一
巻
（
一
八
四
七
年
）
に
は
、
補
遺
阿
ヨ
・
と
し
て
、
の
ち
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、

可
2

可
白
島

z
z
g
B

唱
g
B
b
B
民
Z
E
E
－
。gB
3

－
原
則
（
のB
E
g
R

）
に
つ
い
て
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
原
則

の
主
張
を
詳
し
く
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
叙
述
は
の
ち
の
第
一
二
版
（
一

に
つ
い
て
の
『
提
要
講
座
』
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』

八
七
三
年
）
に
い
た
る
ま
で
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。

（
日
）

プ
フ
タ
は
こ
う
説
き
起
こ
し
て
い
る
。
あ
る
者
が
［
他
人
に
よ
り
］
自
己
の
金
銭
を
も
っ
て
物
を
購
入
さ
れ
た
際
に
は
か
れ
が
購

入
物
の
所
有
者
に
な
る
、
と
い
う
ケ
l

ス
が
多
く
み
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
未
成
年
者
、
軍
人
、
妻
の
際
に
は
こ
う
し

た
事
態
が
生
じ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
は
、
他
の
方
法
で
は
代
償
を
取
得
で
き
な
い
場
合
に
自
己
の
金
銭
に
よ

33 
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っ
て
購
入
さ
れ
た
物
を
丘
ロ
岳
包
括
ロ
で
き
る
優
先
権
（
σ
g
色
巳
E

ニ
ロ
ユω
）
が
か
れ
ら
に
付
与
さ
れ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
「
し
か

し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
命
題
が
そ
の
文
脈
か
ら
掴
み
取
ら
れ
、
そ
こ
か
らz
E
S
E
－S
件
。
三
ロ
ユω
に
妥
当
す
る
と
い
わ
れ
る
か
の
絶

34 

対
的
な
ル
i

ル

（
与g
E
o
p
m巳
）
が
形
成
さ
れ
た
の
で
す
」
。

プ
フ
タ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ル
l

ル
は
主
と
し
て
相
続
財
産
に
適
用
さ
れ
、
ロ
－
F
ω
w
N
Nが
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
け
れ

（
凶
）

ど
も
、
同
法
文
に
よ
っ
て
こ
の
ル

l

ル
を
導
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ロ
・
伊
ω
w
N
Nで
は
、
相
続
財
産
占
有
者
が
同
一
物
を
再
購
入

し
た
際
に
は
こ
の
物
の
み
を
返
還
す
れ
ば
足
り
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
高
価
で
売
却
し
廉
価
で
再
購
入
し

た
場
合
な
ど
に
争
い
と
な
る
。
悪
意
占
有
者
は
も
と
よ
り
、
善
意
占
有
者
に
も
こ
う
し
た
抗
弁
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
占

有
者
は
利
益
を
う
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
善
意
占
有
者
は
物
と
利
益

2
5
2
B
）
［
差
額
］
を
返
還
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
パ
ウ
ル
ス
は
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
ユ
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ウ
ス
元
老
院
議
決
の
基
礎
と
な
っ
た
か
の
ハ
ド
リ
アl
ヌ
ス
帝
の

宣
示
S
守
ミ
さ
雪
之
忌
芯

3

．
ミ
ミ
ご
ミ
ミ
忌
君
、
も
さ

S
h
s
ミ
S
S
R
S
S

認
を
引
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
「
注
意
し
な
さ
い
、
法
学
者
は

こ
の
意
見
を
述
べ
て
い
な
い
し
、
こ
こ
か
ら
推
論
し
て
も
い
な
い
、
こ
の
意
見
は
事
柄
の
比
喰
的
表
現
（

5
0

釘
g
s
n
F
q
k
r
g’

色
コR
r
）
で
あ
っ
て
、
原
理
（
司
ユ
ロ
弘
司
）
で
は
な
い
の
で
す
」
。
も
し
も
原
理
で
あ
る
と
し
た
ら
、
結
論
は
正
当
化
さ
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
と
い
う
の
は
、
も
し
も
そ
う
で
あ
れ
ば
、
①
代
金
に
限
っ
て
、
ま
た
、
②

5

－
i
ロ
告
の
色
。
に
よ
っ
て
も
請
求
で
き
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
こ
う
結
ん
で
い
る
。
「
つ
ま
り
、
か
の
ル

l

ル

（
問
。
m
巴
）
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
の

は
、
た
だ
相
続
請
求
が
利
益
に
拡
張
さ
れ
る
と
い
う
結
果
（
司
己
問
。
）
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か

の
yレ

ヴル
ェは
ヒ誤
タ（つ
l!Zて

-a時
ω 
「コ
ロ喧

い
ま
す
、
こ
れ
を
ル
I

ル
と
み
る
な
ら
誤
っ
た
結
論
に
到
達
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
」
。

P
L
 

け
容
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
か
れ
の
死
後
、
遺
稿
を
基
礎
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
（
一
八
八O
｜
八
一
年
）
で
は

（
路
）

若
干
の
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
両
者
の
関
係
は
一
般
に
は
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
次
の
よ
う
な
相
違
が
み
ら
れ

ヴ
ェ
ヒ
タ
l

『
論
究
』
（
一
八
四
五
年
）
は
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュl
レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
論
文
の
主
張
を
基
本
的
に
受



る
の
で
あ
る
。

一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺｛代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う｝について（ー）

第
一
に
、
理
論
史
の
分
析
に
つ
い
て
。
『
論
究
』
で
は
、
旧
理
論
は
ロ
口
町
角
低
宮
三
ロ
ユ

ω

と
ロ
昆
2
3
5
ω

貯
の
民
を
区
別
す
る
命
題

と
し
て
、

ω
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
の
適
否
、ω
対
物
的
包
括
訴
訟
の
可
否
、
ω
担
保
責
任
の
存

否
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
た
と
分
析
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
」
で
は
な
ん
の
断
り
も
な
く
、
命
題ω
ω
の
み
が

（
叩
）
（
却
）

挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
命
題
川
は
落
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
命
題
ω
は
『
論
究
』
以
前
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ

（
幻
）

れ
に
対
し
て
は
の
ち
に
ウ
ン
ガ
ー
が
そ
の
学
説
史
研
究
に
お
い
て
実
証
的
な
批
判
を
く
わ
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
」

で
は
認
識
を
改
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
現
代
で
は
も
は
や
旧
理
論
の
特
徴
と
し
て
命
題
同
を
挙
げ
る
も
の
は
み
あ
た

（
辺
）

ら
な
い
。

第
二
に
、
z
E
S
E
－S
巴
ロ
ユ
ω
と
ロ
ロ
－5
3

山
富ω
貯
の
民
の
区
別
に
つ
い
て
。
「
論
究
」
で
は
、
「
［
両
者
の
聞
に
は
］
徹
底
的
一
般
的

本
質
的
な
区
別
な
る
も
の
は
法
関
係
上
生
じ
な
い
」
、
「
す
べ
て
の
区
別
は
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
区
別
は
事
実
、
実

際
上
の
意
味
を
有
し
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
区
別
に
実
際
上
の
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
諸
々
の
不
当
と
誤
謬
に
陥
る

で
は
、
「
そ
の
［
総
体
論
の
考
察
の
］
際
に
は
、
古
い
論
者
た
ち
が
そ
う

し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
二
つ
の
本
質
上
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
の
論
者
た
ち
は
諸
ケ
l

（
お
）

ス
と
そ
の
意
味
を
誤
っ
て
解
釈
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
両
テ
ク
ス
ト
の
関
係
は
ど
う
読
ま
れ
る
べ
き
か
。

（
担
）

ま
ず
、
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
で
展
開
さ
れ
た
庁
正
し
い
d
解
釈
を
み
て
よ
う
。
そ
れ
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
法
が
総
体
を
「
真
正
な

法
上
の
統
一
体
、
ミ
ミ
ミ
ヨ
む8
」
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
か
否
か
に
応
じ
て
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ω
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
［
言
葉
の
］
本
来
の
意
味
で
のS
S

ロ
ロ
守q
包
冨
ω
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
次
の
場
合
が
挙

げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
相
続
財
産
に
つ
き
、
ω
包
括
承
継
、
ω
対
物
的
包
括
訴
訟
（
相
続
請
求
）
、
ω
〈
代
価
は
物
の
地
位
を

襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
が
適
用
さ
れ
る
と
き
。
さ
ら
に
、
刷
特
有
財
産
は
「
二
重
の
観
点
か
ら
」
ロ
ロ

z
o
a－S
1
ロ
ユ
ω
を

の
で
あ
る
」
と
断
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
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形
成
す
る
。
ω
軍
営
特
有
財
産
の
資
力
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
が
軍
営
特
有
財
産
に
帰
属
す
る
と
い
う
よ
う
に
お
－
P
ω
N
H
）
、

〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
が
様
々
な
各
特
有
財
産
の
分
配
基
準
と
し
て
適
用
さ
れ
る
ほ
か
、
ω
軍
営

特
有
財
産
、
準
軍
営
特
有
財
産
、
（
ユ
帝
法
に
よ
れ
ば
）
外
来
特
有
財
産
で
は
包
括
承
継
が
生
じ
る
た
め
、
そ
の
際
に
は
同
のωω
ω

が
適
用
さ
れ
る
。
と
く
に
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
①
財
産
は
以
上
の
関
係
を
除
い
て
は
法
上
統
一
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ず
、
と

く
に
生
者
の
間
で
財
産
全
体
を
法
律
行
為
に
よ
り
移
転
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
②
包
括
承
継
（
同
ω
と

ω
）
以
外
に
は
対
物

的
包
括
訴
訟
は
認
め
ら
れ
ず
、
財
産
の
一
部
が
無
権
原
の
第
三
者
の
も
と
に
あ
る
際
に
は
個
物
と
し
て
返
還
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
（
U
－
p
r
印
∞
）
が
挙
げ
ら
れ
、
最
後
に
、
③
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
に
つ
き
注
意
が
促

さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
三
の
と
こ
ろ
で
引
用
す
る
。
他
方
、

ω
ロ
口
町q
巴
S
巴
ロ
ユ
ω
で
は
な
い
場
合
に
は
、
一
般
に
は

ロ
旦
認
可
岳
g
p
a

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
「
法
上
は
統
一
体
は
存
し
な
い
」
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
総
体
は
、
同
観
念
上
の

特
別
な
権
利
客
体
を
形
成
し
な
い
（
ロ
・h
p
ω
υ
0・N
）
、
畜
群
の
乱
ロ
告
の
色
。
は
実
際
上
の
必
要
か
ら
一
体
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
が
、

そ
れ
で
も
個
物
を
捨
象
す
る
も
の
で
は
な
い
、

ω
法
律
行
為
の
際
に
は
一
定
の
関
係
に
お
い
て
一
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
（
譲
渡
、

担
保
設
定
、
遺
贈
な
ど
）
け
れ
ど
も
、
「
［
総
体
の
］
概
念
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
物
件
（
盟
国
問
）
の
一
体
的
な
取
扱
い
は
た
ん
に

処
分
者
の
推
測
さ
れ
た
意
思
に
基
づ
く
、
つ
ま
り
も
っ
ぱ
ら
意
思
解
釈
の
問
題
で
あ
る
」
。
以
上
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
パ

ン
デ
ク
テ
ン
」
で
説
か
れ
た
個
別
の
解
釈
は
、
『
論
究
』
で
主
張
さ
れ
た
も
の
と
違
い
が
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
『
論
究
」
に
お
け
る

区
別
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
言
辞
は
、
旧
理
論
的
な
区
別
を
否
定
す
る
と
い
う
よ
う
に
割
り
引
い
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば

で
は
か
つ
て
の
区
別
に
新
た
な
意
味
を
付
与
し
、
こ
れ
に
応
じ
て
み
ず
か
ら
の
個
別
の
解
釈
を
体
系

36 

な
ら
ず
、
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
」

的
に
提
示
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
三
に
、
法
諺
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
に
つ
い
て
。
『
論
究
」
で
は
、
こ
の
法
諺
は
「
相
続
財

産
の
際
に
す
ら
：
：
：
精
確
に
み
れ
ば
い
か
に
誤
っ
た
諸
判
断
に
到
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
が
明
ら
か
に
な
る
」
「
ま
っ
た
く
同
様
に
、



一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺（代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う｝について（ー）

：
一
般
的
な
も
の
と
し
て
は
い
わ
ゆ
る
ロ
巳
5
3

山
富ω
吉
ユω
な
る
も
の
の
他
の
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
特
有
財
産
お
よ
び
嫁
資
の

際
に
も
適
用
さ
れ
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
で
は
、
「
も
っ
ぱ
ら
包
括
承
継
と
回
付
－Y

［
阿

川
町
・ω
ω
］
に
述
べ
ら
れ
た
限
定
的
な
関
係
に
お
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
ひ
と
は
こ
の
命
題
を
他
の
諸
ケl
ス
に
適
用
し
て
は
な

（
お
）

ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
『
論
究
』
で
相
続
財
産
と
特
有
財
産
の
代
位
物
に
つ
き
一
不
さ
れ
た
個
別
の

（
お
）

で
も
と
く
に
変
更
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
軍
営
特
有
財
産
に
つ
い
て

解
釈
は
、
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
」

は
さ
き
に
み
た
と
お
り
、
相
続
請
求
に
つ
い
て
は
相
続
財
産
中
の
物
の
売
却
代
金
の
規
律
に
つ
き
簡
潔
に
言
及
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る

け
れ
ど
も
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
「
論
究
』
の
参
照
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
両
テ
ク
ス
ト
は
同
一
の
事
柄
を
、

一
方
で
は
消
極
的
に
、
他
方
で
は
積
極
的
に
示
し
た
も
の
と
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
論
究
」

で
は
相
続

請
求
に
つ
き
、
ミ
ユ

1

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
か
の
よ
う
な
徹
底
し
た
否
定
的
言
辞
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

想
起
す
れ
ば
、
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
に
至
り
、
こ
の
法
諺
の
意
味
そ
れ
自
体
を
読
み
替
え
た
、
と
み
る
ほ
う
が
相
当
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

口
c
z
g
E
S
ω
E
E
ω
と

E
Z
o
E
S
ω
s
o
z

の
区
別
の
擁
護

ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
が

Z
E
5
3
日S
ω
3
2
B

に
お
け
る

Z
E
5
2
日S
乞
ロ
ユ
ω
と
ロ
ロ
－5
2

日g
ω
訟
の
巴
の
区
別
を
退
け

て
以
来
、
中
期
で
は
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
も
み
ら
れ
た
が
、
キ
ー
ル
ル
フ
の
反
論
を
塙
矢
と
し
て
、
後
期
に
入
る
と
区
別
そ
の
も

の
を
放
棄
す
る
も
の
は
一
般
に
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

議
論
状
況
の
分
析

1 こ
の
区
別
擁
護
論
の
陣
営
は
け
っ
し
て
一
枚
岩
で
は
な
い
が
、
現
代
で
も
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
議
論
の
見
通
し
は
非

（
幻
）
（
却
）

常
に
悪
い
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
、
N

区
別
基
準
H

に
つ
い
て
は
、
広
く
注
目
を
集
め
た
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

「
法
的
意
味
に
お
け

37 



（
却
）

る
財
産
に
つ
い
て
』
（
一
八
七
九
年
）
に
お
け
る
分
析
が
手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。
こ
れ
を
基
礎
と
し
な
が
ら
本
稿
な
り
に
ま
と
め
直
す
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と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

両
者
の
区
別
基
準
に
つ
き
、
川
内
容
、
ω
基
礎
、
同
規
律
の
い
ず
れ
に
重
き
を
お
く
か
に
よ
っ
て
大
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
川

の
観
点
か
ら
は
、
宮
ω

は
主
観
的
意
味
の
そ
れ
、
す
な
わ
ち

P

権
利
d
と
把
握
さ
れ
、
ω
ω
の
観
点
か
ら
は
、
客
観
的
意
味
の
そ
れ
、

す
な
わ
ち

N

法
H
と
把
握
さ
れ
る
。
川
説
に
よ
れ
ば
、
ロ
口
町qω
山
富
丘
ロ
ユω
と
ロ
口
町
2
ω
－g
ω
貯
の
民
は
、
同
有
体
物
と
無
体
物
の
総
体
、

有
体
物
の
総
体
、
制
権
利
の
総
体
、
（
有
体
）
物
（
ま
た
は
権
利
客
体
）
の
総
体
と
い
う
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ
は
の
さ
E
2

丘

（
却
）

ロ
・
5
w
N－
Y
∞
（
同
説
）
に
端
を
発
す
る
伝
統
的
見
解
で
あ
り
、
キ
ー
ル
ル
フ
（
刷
説
）
を
経
由
し
て
、
プ
フ
夕
、
ジ
ン
テ
ニ
ス
、

ベ
ッ
カ
l

（
向
説
）
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
、
ア
ル
ン
ツ
、
ケ
l

ラ
l

（
同
説
）
な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
他
方
、

ω
説
は
、

ロ
ロ
－25

－s
z
ロ
ユω
は
法
上
創
設
さ
れ
た
総
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ロ
ロ
可
。
吋

ω
山
富ω
皆
急
は
事
実
上
創
設
さ
れ
た
総
体
で
あ
る
と
い

う
。
近
世
に
お
い
て
有
力
に
主
張
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
り
、
テ
ィ
ボ
l

、
近
時
で
は
ベ
ヒ
マ
ン
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
支
持

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
川
説
に
よ
れ
ば
、
ロ
ロ
町q
巴
官
三
ロ
ユω
と
ロ
ロ
可
。
『ω－E
ω
貯
の
民
は
、
法
上
統
一
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
総

体
か
、
た
ん
に
事
実
上
統
一
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
総
体
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
ヘ
プ
ナ1
、
グ
リ
ュ
ッ
ク
、
シ
ュ
ヴ
エ
ツ

ノ
イ
ナ
l

が
こ
れ
に
与
し
て
い
る
。
用
法
に
つ
き
次
の
点

を
確
認
し
て
お
こ
う
。
普
通
法
上
、
（
少
な
く
と
も
狭
義
の
）
ロ
ロ
ぞ2
巴
宮
ω
2
2
5

を
ロ
ロ
z
q
包
冨
ω

守
町
民
と
同
定
す
る
も
の
、c
E
・

2

吋
ω
－S
E
ロ
ユω
を
ロ
ロ
町
内
川
円
低
S
ω
S
ミ
ミ
神
戸
他
方
、
ロ
口
町
内
山
円
低
冨

ω

貯
の
巴
を
ロ
ロ
－
2
3

－S
ω
ぎ
さ
詮
な
と
表
記
す
る
も
の
が
し
ば
し
ば
み

ら
れ
、
Z
E
S
E
－S
ω
p
a

は
ミ
ミ
ミ
3

凡H
S
で
は
な
い
な
ど
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
用
法
と
さ
き
の
学
説
と
の
対
応
関
係
を
分

析
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
川
説
、
と
く
に
伽
説
に
よ
れ
ば
、
ロ
ロ
守
q
ω

山
富
三
ロ
ユω
は
よ
り
精
確
に
は
ロ
ロ
守
角
低
冨
ω
S
ミ
ミ
き

で
あ
り
、
円
。
ω

（
有
体
物
）
か
ら
構
成
さ
れ
な
い
以
上
こ
れ
を
Z
E
S
『
包
宮ω
ミ
ミ
さ
の
下
位
分
類
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
相
当
で
な

く
、
（
少
な
く
と
も
狭
義
の
）
ロ
邑
5
3
5
ω
5
2
B

は
ロ
巳
5
3
5
ω
冶
ミ
の
み
を
指
示
す
る
、
端
的
に
は
ロ
ロ
守
q

色
丹
虫
、
町
内
立
で
は
な

ペ
、
さ
ら
に
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
旧
説
、
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
、
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く
も
っ
ぱ
ら
ロ
ロ
町
角
低
宮
ω

之
さ
さ
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
他
方
、
ω
ω
説
に
よ
れ
ば
、
ロ
ロ
ぞ2
ω

－S
ω
皆
怠
は
ロ
ロ
－2
2

－S
ω

h
g
s
sな
と
も
呼
ば
れ
、
権
利
の
総
体
と
し
て
現
れ
る
場
合
に
は
い
ず
れ
の
Z
E
S
E
－S
ω
で
あ
っ
て
も
ロ
口
町
q
a
g
ω
S
ミ
ミ
さ
と
表

記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
川
説
に
よ
れ
ば
、
ω
ω
説
と
は
異
な
り
、
ロ
口
町
q
a
s
ω
貯
の
巴
は
事
実
上
の
統
一
体
に
す
ぎ
な

い
以
上
、
も
は
や
ミ
§

さ
ら
に
、
も
う
一
つ
、
庁
区
別
対
象
d
と
い
う
分
析
視
角
を
設
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
か
の
法
諺
と
の
関
係
で
は
、
ロ
ロ
r

s
z

－E
三
ロ
ユ
ω
と
し
て
、
同
相
続
財
産
、
特
有
財
産
、
嫁
資
と
い
っ
た
、
の
ち
に
「
特
別
財
産
（ω8
号
ヨ
2

・

B
c
m
g）
」
と
呼
ば
れ

る
財
産
の
み
を
想
定
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
川
財
産
一
般
を
想
定
す
る
の
か
、
と
い
う
視
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ピ
ル
ク

マ
イ
ヤ
ー
か
ら
も
看
過
さ
れ
て
い
る
が
、
か
の
法
諺
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
無
視
で
き
な
い
。
具
体
例
を
挙
げ
る

（
訂
）

も
の
の
み
、
抽
象
的
定
式
を
顧
慮
し
な
い
で
整
理
す
る
と
、
同
説
が
伝
統
的
見
解
、
そ
し
て
多
数
説
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ

ち
、
例
説
は
、
の
さ
お
。
包
U
・
5
w
N－
r
∞
を
塙
矢
と
し
て
、

ヘ
プ
ナ
l

、
グ
リ
ュ
ッ
ク
を
経
由
し
、
プ
フ
夕
、

ア
ル
ン
ツ
、
ゾ
イ

「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
、ベ
ッ
カ
l

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
れ

フ
ェ
ル
ト
、
ケ

l

ラ
l

、

ベ
ヒ
マ
ン
、
ノ
イ
ナ
l

、
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

に
対
し
て
、
川
説
に
与
す
る
の
は
、
シ
ユ
ヴ
エ
ツ
ベ
、
キl
ル
ル
フ
、
さ
ら
に
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
区
別
基
準
か
ら
出
発
し
、
吉
ω

を
主
観
的
意
味
に
理
解
す
る
も
の
と
し
て
、
ジ
ン
テ
ニ
ス
（

ω
ω

説
・
不
明
）
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
（
川
同
説
・
的
説
）
、
宮
ω

を
客
観
的
意
味
に
理
解
す
る
も
の
と
し
て
、
ベ
ヒ
マ
ン
（

ω
説
・
的
説
）
、

（
担
）

（ω
説
・
例
説
）
、
さ
ら
に
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ
l

（ω
説
・
川
説
）
を
考
察
す
る
。
他
の
も
の
は
結
論
の
み
で
あ
る
か
、
す

ノ
イ
ナ
l

で
に
紹
介
し
た
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
必
要
を
み
な
い
。

2 

主
観
的
意
味
に
お
け
る
冨
ω

（
お
）

日
ン
ン
テ
ニ
ス

（
担
）

『
実
務
普
通
私
法
』
（
一
八
四
四
年
）
の
な
か
で
、
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
論
文
を
詳
細

a
 

に
分
析
・
検
討
し
た
あ
と
、
こ
れ
に
反
対
し
た
キ
l

ル
ル
フ
の
姿
勢
に
同
調
し
、
物
の
総
体
と
し
て
の
ロ
巳
2
3

－S
ω
3
2
5

を

ジ
ン
テ
ニ
ス
は

39 



c
a
s
a
－S
丘
ロ
ユ
ω

か
ら
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
た
。
主
張
内
容
は
最
終
第
三
版
（
一
八
六
八
年
）で
も
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変
更
さ
れ
て
い
な
い
。

同
対
物
的
包
括
訴
権
と
、
制
法
ル
l

ル

で
あ
る
か
の
法
諺
を
適
用
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ミ
ュ

l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
は
こ
う
し
た
区
別
と
ル

l

ル
の

結
合
と
と
も
に
、
区
別
そ
れ
自
体
を
も
退
け
、
端
的
に
ロ
口
町
2

也
宮
ω
5
2
B

と
い
う
一
般
的
概
念
の
み
を
承
認
し
た
。
さ
て
、
ジ

（
話
）

ン
テ
ニ
ス
に
よ
れ
ば
、
か
れ
の
主
張
の
う
ち
、
「
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
」
正
当
と
い
え
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ω
z
E
g
g－S
ω
3
2
B

あ
る
い
は
こ
の
概
念
の
区
別
か
ら
単
純
に
結
論
を
導
く
だ
け
で
は
各
総
体
の
法
的
性
質
に
つ
き
正
当
な
認

識
に
は
到
達
し
な
い
こ
と
、

ω
生
者
の
問
で

Z
E
S
E
－E
ω
が
処
分
さ
れ
る
場
合
に
は
集
合
名
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
だ
け
の
個
々

旧
理
論
は

g
E
S
E
－g
三
ロ
ユ
ω
と
ロ
E
S
E

－
仲
間
窃
p
a

を
区
別
し
、
前
者
に
つ
き
、

（
問
。
。
『
丹

m
w『
ゆ
向
。
－
）

の
物
と
権
利
に
姿
を
変
え
る
こ
と
。
［
し
た
が
っ
て
、
区
別
と
結
論
の
一
般
的
結
合
を
否
定
し
た
部
分
に
限
つ
て
の
み
正
当
で
あ
る
。
］

（
お
）

こ
れ
に
対
し
て
、
区
別
そ
れ
自
体
を
退
け
る
こ
と
は
正
当
で
な
い
。
一
つ
は
、
体
系
上
の
理
由
で
あ
る
。
「
体
系
上
の
根
拠
か
ら

み
れ
ば
、
こ
こ
物
権
法
（
∞
R
Z
R
2
g

で
は
も
っ
ぱ
ら
個
々
の
物
（
有
体
物
）
か
ら
な
る
観
念
的
総
体
（
図
。
唱
臣
認BN
g

）

み
が
取
り
扱
わ
れ
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
一
つ
の
区
別
が
か
た
く
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
い
」
。
ミ
ュ

l

レ
ン
ブ
ル
ツ

フ
は
ロ
E
S
円
低
冨ω
ミ
ミ
き

W
C
包
括
円
低
冨
ω

貯
a
w
E
一
忌
ミ
ミ
豆
急
が
無
体
物
か
ら
構
成
さ
れ
う
る
こ
と
の
論
証
と
し
て
、
資
本
ま の

た
は
営
業
の
一
体
的
処
分
に
関
す
る
法
文
（
巴
－s
w
宏
一
口
・2
・
吋F
E
）
を
引
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
取
扱
い
が
正
当
で
あ
る

こ
と
と
物
権
法
に
お
い
て
こ
う
し
た

Z
E
S
円
低
宮ω
5
2
5

を
定
立
し
て
よ
い
こ
と
は
別
問
題
で
あ
り
、
証
明
と
し
て
は
弱
い
。
も

う
一
つ
は
、
実
際
上
の
理
由
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
ロ
E
g
g
－E
ω

（
以
前
の
い
わ
ゆ
る
守
町
民
と
冶
ミ
旬
）
を
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
す
る
こ
と

は
、
［
右
記
］
体
系
上
の
反
対
根
拠
を
除
い
て
も
、
か
つ
て
の
根
拠
の
な
い
対
比
が
実
際
に
誘
発

ひ
ど
い
害
悪
（
巴
与
巳
）
に
引
き
入
れ
が
ち
で
あ
る
の
は
確
実
で
あ
る
」
。
だ
か
ら
、
近
時
キ
l

ル
ル
フ
が

ミ
ュ

l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
に
反
論
し
、
両
者
の
区
別
を
ふ
た
た
び
受
け
容
れ
た
こ
と
は
、
｜
｜
河
内
沼

E
g
Z
0
2と
官

R
E
R
v
g

（
〈
包
ロ
m
g
Nロ
ω
自
民
屋
川
口
自
宮
内
リ
『
め
ロ
）

し
た
の
と
同
じ
く
ら
い
、
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。
£
角
川
丘
と
い
う
か
れ
独
自
の
用
語
の
正
当
性
は
と
も
か
く
l
l

こ
の
限
り
で
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
幻
）

ジ
ン
テ
ニ
ス
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
ロ
ロ
－S
円
ω
山
富ω
3
2
B

－
す
な
わ
ち
「
複
数
の
個
々
の
物
、
よ
り
精

確
に
は
動
産
を
と
も
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
観
念
的
な
統
一
体
」
（
畜
群
、
図
書
館
な
ど
）
は
、
そ
れ
以
外
の
ロ
包
括
円
低B

S
F
い
わ
ゆ
る
ロ
巳
5
3

－S
三
ロ
ユ
ω

か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
）

な
お
、
他
説
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
次
の
指
摘
を
引
い
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ω
ロ
ロ
Z
2
包
宮
ω
5
2
B

は
「
法
上
」
一
に

は
統
一
体
、
他
に
は
個
々
の
部
分
と
し
て
現
れ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
が
現
れ
る
か
に
つ
き
一
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
存
し
な
い
、

し
か
し
、
所
有
権
は
総
体
と
個
物
上
に
存
し
、
占
有
・
取
得
時
効
は
個
物
上
、
担
保
・
契
約
・
遺
言
は
当
事
者
意
思
に
よ
る
な
ど
、

大
枠
を
示
す
こ
と
は
で
き
る
、
ω
こ
う
し
た
ロ
包
括
円
低
宮
ω
3
2
B

に
適
用
さ
れ
る
諸
規
定
の
多
く
は
、
ロ
E
S
E
－S
ω
宮
ユ
ω
に
も
当

て
は
ま
る
、
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ロ
弓
2

盟
宮
ω
E

ユ
ω
は
ロ
ロ
弓
2
2
S
ω
5
2
B

の
よ
う
に
「
互
い
に
一
ま
と
め
に
す
る
こ
と
は
認
め
ら

（
却
）

れ
ず
」
、
各
々
の
総
体
に
つ
き
体
系
上
個
別
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
［
し
た
が
っ
て
、
規
律
に
よ
る
区
別
は
正
当
で
な

（
却
）

ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト

（
引
）

ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
『
実
務
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
』
第
二
版
（
一
八
四
八
年
）
は
、
本
文
で
こ
そ
ロ
ロZ
2
a
g
ω

’ hu 
宮
ユ
ω

と
ロ
口
町
q
ω
－S
ω
貯
の
昆
の
区
別
に
つ
き
伝
統
的
通
説
を
紹
介
す
る
も
の
の
、
脚
注
で
は
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュl
レ
ン
ブ
ル
ツ
フ
の
論

文
に
し
た
が
い
、
区
別
否
定
説
に
与
す
る
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
第
三
版
（
一
八
五
二
年
）
に
お
い
て
叙
述
が
書
き

改
め
ら
れ
、
最
終
第
四
版
（
一
八
六
O
年
）

（
必
）

ぎ
な
い
。

で
も
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
内
容
は
ご
く
簡
潔
な
も
の
に
す

ロ
ロ
守
角
低
冨ω
（3
2
B

）
は
「
統
一
体
と
し
て
権
利
の
対
象
で
あ
る
個
々
の
物
の
複
数
」
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
「
主
た
る
ケ
i

ス
」

は
故
人
の
相
続
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
非
常
に
多
種
多
様
で
分
散
し
た
個
々
の
も
の
か
ら
な
る
積
極
財
産
消
極
財
産
の
総
体
が
統
一

体
と
し
て
一
つ
の
行
為
に
よ
っ
て
相
続
人
に
移
転
す
る
（
包
括
承
継
）
。
通
常
こ
の
ケ
l

ス
は
ロ
巳
2
3

山
富ω
言
、H
Wと
い
う
表
現
に
よ

41 
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っ
て
特
別
扱
い
さ
れ
る
。
こ
れ
と
対
比
し
て
、
畜
群
、
在
庫
商
品
な
ど
が
∞
R
F
g
。
宮
町
色
丹
と
し
て
権
利
客
体
で
あ
る
場
合
に
は
、

ロ
巳2
2

昨
g
k
wミ
と
呼
ば
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
口
口
町
q

低
冨
ω
宮
岡
山ω
に
は
ル
l

ル
（
問
。
向
。
】
）
と
し
て
の
か
の
法
諺
が
適
用
さ
れ
る
（
相
42 

続
請
求
、
軍
営
特
有
財
産
）
。

ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
は
、
こ
う
し
た
一
般
的
な
説
明
を
行
い
つ
つ
も
、
第
二
版
で
は
次
の
よ
う
に
注
記
し
て
い
た
。
「
ロ
ロ
－5
2

－E
ω

L宮
司
法
と
ロ
巳5
2

－S
ω
K町
内
町
民
の
法
上
意
味
の
あ
る
区
別
は
法
律
に
お
い
て
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ

ル
ッ
フ
が
説
得
的
に
証
明
し
た
」
。
し
か
し
、
第
三
版
以
降
で
は
、
こ
の
叙
述
は
次
の
よ
う
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
。
「
上
記
の
表

現
も
、
い
わ
ゆ
る
ロ
巳
5
3

－S
ω
L
R
ミ
な
と
し
て
か
つ
て
ま
と
め
ら
れ
た
複
数
の
諸
ケ
l

ス
に
つ
い
て
の
共
通
の
諸
原
則
も
、
い
ず
れ

も
わ
れ
わ
れ
の
法
源
に
は
現
れ
な
い
」
。
こ
の
変
更
に
つ
き
と
く
に
理
由
は
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
と
く
に
分
析
す
る
も
の
も

（
必
）

み
あ
た
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
区
別
擁
護
論
の
再
興
時
期
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
顧
慮
す
る
と
、
第
三
版
に
い
た
り
、

N

区
別
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
H
と
い
う
よ
う
に
改
説
し
た
も
の
と
読
む
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。

3

客
観
的
意
味
に
お
け
る
宮
ω

（
叫
）

同
ベ
ヒ
マ
ン
ベ
ヒ
マ
ン
『
ロ

l

マ
嫁
資
法
』
第
二
巻
（
一
八
六
七
年
）
に
お
け
る
基
礎
の
相
違
を
起
点
と
し
た
区
別
擁
護
論

（
必
）

は
、
当
人
も
認
め
る
と
お
り
、
ご
く
簡
潔
な
考
察
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
異
論
と
し
て
の
ち
の
学
説
か

ら
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
必
）

ベ
ヒ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
新
理
論
は
ミ
ミ
ミ
ヨ
吟
8

・
言
、
な
の
概
念
を
否
定
す
る
点
に
お
い
て
行
き
す
ぎ
で
あ
る
」
。

て
ミ
ュ
I

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
は
ロ
巳

2
2

－g
ω
の
相
対
的
性
質
を
指
摘
し
、
学
界
か
ら
も
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
と

ロ
昆
5
5
5

乞
ロ
ユ
ω

概
念
の
否
定
は
直
結
し
な
い
。
か
れ
は
嫁
資
［
返
還
］
義
務
（
口
。
豆
急
応
急
。
ロ
）

（
幻
）

次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

ハ
ッ
セ
、
そ
し

の
対
象
と
の
関
連
に
お
い
て

あ
ら
ゆ
る
ロ
口
町
q

包
宮
ω

は
現
実
の

（
ミ
邑
存
在
で
は
な
く
、
抽
象
（
』
守
的
き
さ
S

）
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
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の
な
か
に
統
一
的
観
念
（
o
E
Z
E
W
Z
〈
ミ
ω
E
－s
m

）
と
し
て
現
れ
る
。
だ
か
ら
、
複
数
の
客
体
は
こ
う
し
た
観

念
を
想
起
せ
し
め
る
な
ん
ら
か
の
関
係
省
誌
な
さ

3
h）
に
立
つ
に
相
違
な
い
。
そ
し
て
、
「
こ
の
：
：
：
関
係
は
ま
ず
第
一
に
事
実
上

与
え
ら
れ
る
」
「
生
活
（
Z
Z
S

に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
法
の
前
に
存
在
す
る
」
。
い
わ
ゆ
る
ロ
巳
5
3
5
ω
3
2
B
E
E
s

（
必
）

3
3

山
富ω
貯
の
丘
の
際
に
は
そ
う
で
あ
る
。
法
は
こ
う
し
た
ロ
巳
5
3

－S
ω
を
R
ω

巴
ロ
担M
E
S
ωと
し
て
規
律
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
が
、
も
し
［
つ
ね
に
］
そ
う
す
る
な
ら
ば
粗
野
で
不
器
用
（
『
各
ロE
S

向
。
E
m
o）
と
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
各

人
の
好
み
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
い
わ
ば
先
天
的
な
直
感
に
し
た
が
い
（

g
n
F
色
m
o
B
aロR
m

－a
各
ω
自
ロ

g
m
$
2
8
2
〉
号
。
F
2
・

（
固
め
さω
ω
z
o
E）

g
m

）
こ
の
関
係
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
、
法
も
こ
れ
を
引
き
裂
い
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
さ
ら
に
、
「
複
数
の
客

体
相
互
の
：
：
：
関
係
は
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
、
つ
ま
り
純
粋
に
法
的
な
そ
れ
で
も
あ
り
う
る
」
。
こ
こ
に
属
す
る
の
は
相
続
財
産
、

特
有
財
産
で
あ
る
が
、
嫁
資
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
法
源
上
た
だ
一
度
だ
け
ミ
ミ
ミ
ミ
芯
ど
出
ミ
な
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
（
巴
・
ぉ
－

p
r
h
p）
の
は
タ
ウ
ト
ロ
ギ
l

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
ロ
口
町q
包
宮
ω

宮
ユ
ω

の
際
に
は
、
法
は
複
数
の
権
利
客
体
を
、
一
つ
ま
た
は
複

数
の
関
係
に
お
い
て
「
あ
た
か
も
た
だ
唯
一
の
統
一
的
な
権
利
客
体
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
」
取
り
扱
う
。
こ
う
し
た
取
扱
い
は
、

同
取
得
と
の
関
係
（
包
括
承
継
の
有
無
）
、
制
存
在
と
範
囲
と
の
関
係
（
増
減
能
力
の
可
否
）
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
両
者
が
同

時
に
付
与
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
嫁
資
に
は
刷
は
承
認
さ
れ
る
が
、
同
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
「
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
ハ
ッ

ほ
と
ん
ど
評
判
を
失
っ
た
ロ
ロ
z
q
巴
S
ω
貯
怠
と
ロ
ロ
z
q
巴
S
乙
ロ
ユω
の
対
比
は
疑
い
な
く
そ

セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
以
来
、

の
正
当
性
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
」
。

（
却
）

ω

ノ
イ
ナ

l

ノ
イ
ナ
l

『
私
法
上
の
法
関
係
の
本
質
と
態
様
」
（
一
八
六
六
年
）
は
私
法
体
系
全
体
の
構
想
を
提
示
し
た
画
期

的
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
第
二
章
「
私
法
関
係
の
態
様
」
第
三
節
「
財
産
に
関
す
る
法
関
係
」
第
四
款
「
総
体
と
み
な
さ
れ

た
人
の
財
産
」
に
お
い
て
、
ロ
口
町
q
2
E
ω
山
口
ユω
と
ロ
ロ
－5
3

－S
ω
皆
n
E
の
区
別
が
規
律
の
相
違
の
観
点
か
ら
擁
護
さ
れ
て
い
る
。

ノ
イ
ナ
l

の
い
う
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
に
は
、
前
提
と
し
て
、
か
れ
に
よ
る

s
z
m
u
g－S
ω
と
財
産
（
〈
。s
u
m
s
）

43 
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（
印
）

単
に
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、

g
E
S
円
低
宮ω
と
は
「
一
に
（
宮
口
E
B

）
翻
訳
さ
れ
た
多
（
5
0
5
a
c」
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
「
法
的
な
意
味
で
も
統
一
体
で
あ
る
か
ど
う
か
」
は
こ
の
概
念
だ
け
か
ら
は
決
定
さ
れ
な
い
、
次
に
、
財
産
は
、
「
理
念
的

（
ミ
ミ
ロ
）
」
意
味
の
そ
れ
と
、
「
現
実
的
（
之
内
む
こ
意
味
の
そ
れ
に
区
別
さ
れ
る
。
前
者
は
、
根
本
的
に
は
人
の
財
産
能
力

（5
5
c
m
g
ω冶
忌
念
。
S
、
副
次
的
に
は
積
極
財
産
と
消
極
財
産
の
う
ち
に
現
れ
、
人
そ
れ
自
体
の
代
表
（
『
岳
忌
ω
g
z
q
g
）
と
み

ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
た
ん
に
積
極
財
産
の
総
計
に
す
ぎ
な
い
。
ノ
イ
ナ

l

は
、
ロ
巳
2
2
5
ω

（5
5
B

）
は
ロ
E
S
E
－S
ω

宮
ユ
ω
と
ロ
巳
5
2
5
ω
p
a

に
区
別
さ
れ
、
前
者
は
理
念
的
意
味
の
財
産
、
後
者
は
現
実
的
意
味
の
財
産
に
属
す
る
と
い
い
、
両
者

（
日
）

の
区
別
基
準
に
つ
き
自
己
の
主
張
を
圧
縮
し
た
か
た
ち
で
次
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
。

ロ
巳
認
可ω
山
富
三
ロ
ユω
と
は
、
複
数
の
財
産
客
体
が
「
た
ん
に
生
活
の
事
実
上
の
観
念
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
法
上
現
実
の
も
の
と

し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
」
概
念
の
も
と
に
あ
る
場
合
に
存
す
る
。
だ
か
ら
、
怠
司
法
ロ
。
B
8

・
法
上
の
統
一
体
、
固
有
の
権
利
客
体
と

み
な
さ
れ
る
G
E
M
－2
5

－S
乞
ロ
ユ
ω

が
実
際
上
明
白
に
現
れ
る
の
は
相
続
財
産
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
包
括
承
継
、ω
対
物
的
包

括
訴
訟
（
相
続
請
求
）
、
例
「
少
な
く
と
も
一
定
の
程
度
で
は
」
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
（
〈
包
・
巴
・
印

w

ω
w
N
N）
［
具
体
的
意
味
は
不
明
］
の
ほ
か
、
ゆ
古
い
法
で
は
相
続
財
産
そ
れ
自
体
の
占
有
・
取
得
時
効
も
認
め
ら
れ
た
し
、
さ
ら
に
、

制
［
現
実
の
］
構
成
要
素
が
な
く
て
も
存
続
し
う
る
。
こ
の
こ
と
は
特
定
相
続
が
生
じ
る
場
合
、
た
と
え
ば
家
子
の
遺
言
の
対
象

と
さ
れ
た
軍
営
特
有
財
産
、
準
軍
営
特
有
財
産
に
も
妥
当
す
る
（
ロ
－
P
ω
w
N
0
・
5
）
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ロ
町q
包
宮
ω

貯
の
民
と
は
、
複
数
の
物
ま
た
は
権
利
（
つ
ね
に
積
極
財
産
の
み
）
が
「
法
で
は
な
く
生
活
の
事
実

上
の
観
念
だ
け
が
現
実
の
も
の
、
統
一
体
お
よ
び
客
体
と
み
な
し
て
い
る
」
概
念
の
も
と
に
あ
る
場
合
に
存
す
る
。
だ
か
ら
、
た
ん

に
ロ
。
B
S
p
a

－
法
上
は
お
ω
ω

宮
担
皆
ゅ
の
集
合
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
占
有
・
取
得
時
効
、
刷
所
有
権
、
制
S
E
r

g
z
。
p

仙
引
渡
し
、
同
承
継
（
特
定
承
継
）
、
さ
ら
に
、
的
［
現
実
の
］
構
成
要
素
な
き
そ
れ
は
存
在
し
え
な
い
こ
と
に
現
れ
る
。

な
お
、
法
律
行
為
（
売
却
、
担
保
設
定
、
遺
贈
な
ど
）
の
際
に
は
意
思
に
委
ね
ら
れ
る
問
題
が
同
一
の
原
則
に
よ
っ
て
一
体
的
に
処
理
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さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
当
事
者
意
思
に
よ
る
と
こ
ろ
、
「
こ
れ
に
よ
っ
て
法
的
意
味
で
の
ロ
口
町q
低
S
ω
に
な
る
の
で
は
な
い
」
。

ロ
ロ
守
男ω
山
富ω
p
n
Eは
構
成
要
素
に
応
じ
て
次
の
二
つ
に
区
別
さ
れ
る
。

一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺｛代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う｝について（一）

一
つ
は
、
「
あ
る
程
度
同
一
の
種
類
に
属
す
る
有
体
物
の
み

か
ら
な
る
」
も
の
。
畜
群
、
在
庫
商
品
、
図
書
館
、
土
地
の
属
具
な
ど
が
属
す
る
。
ロ
ロ
z
q
ω
山
富ω
そ
の
も
の
の
〈
宮
門
出g
a
。
ロ
が
許

容
さ
れ
て
は
い
る
が
、
た
ん
に
実
益
か
ら
個
々
の
そ
れ
が
ま
と
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
法
的
意
味
で
の
ロ
ロ
日
2
3

日S
ω
が
観
念
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
「
あ
る
い
は
有
体
物
と
権
利
、
簡
潔
に
は
き
わ
め
て
様
々
な
客
体
か
ら
な
る
」
も
の
。
し

た
が
っ
て
、
し
ば
し
ば
ヨ
〈
ゆ
ロ
ロc
m
g
j
z巳2
3

日S
己
ロ
ユ
ロB

と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
属
す
る
の
は
、
5
ω

唱
。2
E
R
g

の
総
計

（
臼
）

の
意
味
で
の
特
有
財
産
、
嫁
資
、
結
納
な
ど
。
法
的
意
味
で
の
ロ
口
町
角
低
宮
ω

で
は
な
い
こ
と
は
、
同
債
権
債
務
共
存
の
不
可
能
、

似
包
括
承
継
の
不
存
在
、
制
ロ
ロ
日22
5
ω

そ
の
も
の
の
く
5

告
の
色
。
ロ
の
不
許
容
（
権
利
も
構
成
要
素
と
な
り
う
る
か
ら
第
一
類
型
の

意
味
で
の
そ
れ
も
認
め
ら
れ
な
い
）
か
ら
確
認
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
ノ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
ロ
口
町
内
肖
ω
山
富
三
ロ
ユω
と
口
口
町
m
w叫ω
－S
ω
貯
の
民
の
対
比
は
、
人
の
法
に
目
を
向
け
れ
ば
、
ロ
口
町oa
r

s
ω
u
q
ω。ロ
ω
E
B

と

ω
。
巳
。S
ω
旬
。
一
円
ω
。
ロ
ω
E
B

の
対
比
に
相
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
：
：
：
E

を
l
o
g
－S

一ω
吉
ユω
と

Z
E
5
3
山
富ω

貯
の
民
の
対
比
は
し
ば
し
ば
誤
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
［
対
比
そ
れ
自
体
は
］
い
く
ら
反
対
が
述
べ
ら
れ
た
と
し
て
も
、

（
臼
）

現
実
に
正
当
で
あ
り
、
法
学
上
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る
」
。

（
日
）

例
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

『
財
産
」
（
一
八
七
九
年
）
に
お
け
る
考
察
は
難
渋
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
法
源

上
の
根
拠
を
探
り
、
基
礎
の
相
違
か
ら
出
発
し
て
そ
こ
か
ら
内
容
の
相
違
を
演
鐸
し
、
規
律
の
相
違
を
示
す
と
と
も
に
若
干
の
補
足

を
行
い
、
両
区
別
の
法
源
上
理
論
上
実
際
上
の
相
当
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
は
区
別
論
に
対
し
て
、
そ
の
法
源
的
基
礎
の
不
在
を
批
判
し
た
。
け
れ
ど
も
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ

（
日
）

ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
批
判
は
適
切
で
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
反
対
し
てU
・
8
L
P
怠
を
引
き
合
い
に
出
し
た
い
。
わ
れ
わ

れ
の
信
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
法
文
に
は
ロ
口
町
内
尚
也gω
は
お
よ
そ
ロ
ロ
守
2

包
宮
ω

〕
ロ
ユ
ω
と
ロ
ロ
守
2
a
s
ω
貯
の
民
に
区
分
さ
れ
る
と
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（
国
）

い
う
こ
と
が
た
し
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
ロ
・8
L
P
怠
で
は
、
個
々
の

σ
。
E

（
巴
尽
平
ぎS
）
は
「
法
的
意
味
で
の
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（
吉
∞
宮
宮
内
回
。

ω

問
。
。F
Z
）
」
そ
れ
、
す
な
わ
ち
「
『
権
利
（
同2
F
H
O）
」
」
と
、
「
自
然
的
意
味
で
の
（ES
S
E

各
g

∞
宮
口
）
」
そ
れ
、

す
な
わ
ち
「
『
財
（
のg
q

）
』
」
が
区
別
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
き
て
、
前
者
は
き
わ
め
て
様
々
な
法
源
の
な
か
で

E

町
q
a
g
ω
ぎ
ロ
。E

戸
財
産
統
一
体
（

5
5
c
m
g
E開
E
Z
S

に
結
合
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
後
者
は
ど
う
か
。
ロ
ー
マ
人
が
こ

れ
を
統
一
体
に
結
合
し
て
い
た
こ
と
は
説
得
的
に
は
論
証
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
今
日
で
は
こ
う
し
た
統
一
体
が
み
ら
れ
る
の
で

（
貯
）

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
経
済
学
者
の
叙
述
か
ら
完
全
に
証
明
さ
れ
る
。
か
れ
ら
は
法
上
の
関
係
を
ま
っ
た
く
顧
慮
せ
ず
、
必
要
の
充
足

の
た
め
に
事
実
上
あ
る
人
の
意
の
ま
ま
に
な
る
財
の
総
体
（
E
Z

唱
時
さ
ロ
の
位
青
白
）
を
財
産
（
〈qE
C
m
g）
と
呼
び
、
こ
れ
を
統

一
体
と
み
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
財
産
を
有
す
る
。
「
権
利
の
統
一
体
と
し
て
の
法
的
意
味
に
お
け
る

財
産
と
、
財
・
価
値
の
統
一
体
と
し
て
の
自
然
的
ま
た
は
純
粋
に
経
済
的
な
意
味
に
お
け
る
財
産
」
。
前
者
を
ロ
包
括
円
低
宮
ω

宮
ユ
タ

後
者
を
E
M
－5
3

山
宮ω
貯
の
巴
と
呼
ぶ
。
こ
の
区
別
は
「
少
な
く
と
も
間
接
的
に
は
」
「
お
の
ず
と
」

U
・
8
L
P

こ
う
し
て
み
れ
ば
、

h
Sに
基
礎
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
定
義
を
一
見
す
る
と
、
両
者
の
相
違
は
の
さ
留
め
包
U
・
5
・
N
L
・
∞
の
よ
う
に
そ
の
内
容
に
求
め
ら
れ
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。
「
だ
が
、
こ
の
区
別
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
本
来
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
は
な
お
い
っ
そ
う
深
い
と
こ
ろ
に

あ
る
も
の
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
か
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
」
。
で
は
、
そ
の

（
開
）

l

ル
d
と
は
な
に
か
。
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
近
時
で
は
ベ
ヒ
マ
ン
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
、
「
ロ
ロ
－
5
2

－E
ω
〕
ロ
ユ
ω

庁
本
来
的
な
い
し
深
奥
に
あ
る
メ
ル
ク
マ

は
法
秩
序
（
同
ゅ
の
宮gE
E

口
問
）
、
ロ
ロ
可

2
ω

－S
ω
貯
の
巴
は
日
常
生
活
（S
匹
。v
g
u
g

ロ
）
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
統
一
体
」
と
い
う
メ

ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。
こ
の
背
後
に
は
「
法
秩
序
が
財
産
を
統
一
体
と
し
て
独
立
に
作
出
し
た
」
と
い
う
テl
ゼ
が
あ
る
。
こ
の
テ

ー
ゼ
は
次
の
よ
う
に
論
証
さ
れ
る
。
①
相
続
財
産
は
純
粋
な
法
概
念
と
み
な
さ
れ
（
E
E
B
B
g

）
、
。
。
弓
5

が
な
く
て
も
存
続
し

う
る
。
他
方
、
②
日
常
生
活
で
あ
れ
ば
こ
こ
ま
で
の
抽
象
に
は
至
ら
な
い
。
そ
れ
は
つ
ね
に
有
体
的
基
礎
（b
eぬ
込
町
を
のE
ロ
色
ω
向
。
）
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（
印
）

に
基
づ
き
感
覚
（
盟B
）
に
よ
っ
て
の
み
統
一
体
を
創
設
で
き
る
。
家
屋
、
畜
群
、
図
書
館
の
よ
う
に
。
そ
し
て
、
③
法
秩
序
は
法

に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
場
合
に
は
日
常
生
活
の
統
一
的
観
念
を
利
用
す
る
。
た
と
え
ば
、
畜
群
の
乱
ロ
品
目
。
色
。
ゃ
家
屋
の
所
有
権

取
得
の
取
扱
い
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
現
象
を
根
拠
に
、
だ
か
ら
そ
れ
ら
は
事
実
上
の
統
一
体
で
は
あ
り
え
な
い
な
ど
と

い
う
の
は
不
当
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
③
法
秩
序
と
日
常
生
活
の
財
産
統
一
体
の
観
念
は
異
な
る
。
日
常
生
活
に
と
っ
て
は
主
観
的
な

意
味
で
は
有
体
的
支
配
（
ぎ
宮
ユ
W
F
g
∞
各
。
q
R
F
g
）
、
客
観
的
な
意
味
で
は
物
体
（
同8
2
）
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

法
秩
序
に
と
っ
て
は
主
観
客
観
い
ず
れ
に
せ
よ
無
体
的
な
な
に
か
（
o
z
g
d

ロ
志
宮
忌
各2
）
、
よ
り
精
確
に
は
主
観
的
に
み
れ
ば

問
R
F

客
観
的
に
み
れ
ば
河
内
百
宮ω
m
g
R
ロ
B
p
a
円
で
あ
る
。
「
法
秩
序
は
通
俗
的
な
生
活
よ
り
も
早
く
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ

の
解
釈
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、
法
秩
序
固
有
の
財
産
概
念
を
、
法
の
目
的
の
た
め
に
み
ず
か
ら
創
設
し
た
」
。
〔
法
に
よ
る
創
設
い

か
ん
と
い
う
視
角
か
ら
み
る
と
］
、
「
法
的
意
味
に
お
け
る
財
産
、
ロE
S
E
－S
巴
ロ
ユ
ω

と
し
て
の
そ
れ
は
絶
対
的
な
統
一
体
で
あ
る
」

の
に
対
し
て
、
「
ロ
ロZ
R
ω
山
富ω
皆
の
巴
は
法
的
に
は
た
だ
相
対
的
な
統
一
体
に
す
ぎ
な
い
」
。
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
財
産
も
ま
ず
第

一
に
は
事
実
上
の
統
合
で
あ
る
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
主
張
は
根
拠
の
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
伺
）

こ
う
し
た

Z
E
S
E
－E
E
C
ユ
ω
と

Z
E
S
E
－S
ω
p
a

の
基
礎
の
相
違
は
、
そ
の
内
容
の
相
違
を
当
然
に
生
ぜ
し
め
る
。
日
常
生
活

は
自
然
的
か
つ
感
覚
的
解
釈
に
よ
り
純
粋
に
事
実
上
の
理
由
を
も
と
に
結
合
さ
れ
て
い
る
も
の
を
統
一
体
と
す
る
の
に
対
し
て
、
法

秩
序
は
一
定
の
法
目
的
の
た
め
に
法
上
の
性
格
、
内
的
関
係
を
有
す
る
も
の
を
統
一
体
と
す
る
。
つ
ま
り
、
日
常
生
活
に
よ
り
創
設

さ
れ
る
統
一
体
は
有
体
物
を
基
礎
と
す
る
も
の
の
、
他
の
内
容
上
の
制
限
を
受
け
な
い
の
に
対
し
て
、
法
秩
序
に
よ
り
創
設
さ
れ
る

統
一
体
は
法
上
の
関
係
に
規
定
さ
れ
た
内
容
上
の
制
限
を
受
け
る
。
た
と
え
ば
、
畜
群
概
念
は
自
然
の
性
向
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
か

ら
、
他
人
の
所
有
す
る
家
畜
が
混
在
し
て
い
て
も
な
お
そ
の
性
格
を
失
わ
な
い
が
、
他
方
、
ロ

E
S
E
－S
ω
σ。
5
2
B

が
債
権
者
の

責
任
財
産
の
た
め
に
創
設
さ
れ
る
際
に
は
、
事
実
上
の
関
係
は
問
題
と
な
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
債
務
者
の
権
利
の
み
を
包
含
す
る
。
要

す
る
に
、
「
ロ
ロ
ぜq
岳
宮
古
江
ω

と
し
て
の
財
産
の
特
質
か
ら
お
の
ず
と

c
E
S
E
－S
ω
』
ロ
ロ
ロB

と
し
て
の
特
質
も
判
明
す
る
。
あ
ら
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ゆ
る
ロ
口
町
内
肖
ω
山
富ω
貯
の
巴
を
一
不
すZE
S
E
－S
ω
5
2
B

（g
号
。
『
色
町
ロ

B

ロ
ゅ
の
ロ
。
ロ

E
g
号
。
E

出
口
自
）
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
」
。
ノ、

ツ
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セ
に
よ
れ
ば
法
上
の
統
一
体
と
の
関
係
で
は
物
理
性
い
か
ん
は
ま
っ
た
く
問
題
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
が
、い
ま
や
不
当
な
見
解
と

断
じ
て
よ
い
。

さ
て
、
問
題
は
両
者
の
区
別
の
実
際
的
意
義
で
あ
る
。
こ
の
区
別
に
は
実
益
が
あ
る
の
か
。
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

は
次
の
二
点
を
指

（
臼
）

摘
す
る
。
一
つ
は
、
ロ
E
2
3
H
S
1
z
ユ
ω

は
「
法
領
域
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
」
統
一
体
と
し
て
登
場
す
る
の
に
対
し
て
、

z
E
S
ヤ

包
g
ω
皆
a
－
は
「
法
上
は
た
だ
散
発
的
な
諸
関
係
に
お
い
て
の
み
」
統
一
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、

c
E
S
E
－S
巴
ロ
ユ
ω

は
も
っ
ぱ
ら
権
利
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
点
に
か
か
わ
る
。
後
者
を
敷
街
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。
ロ
ロ
守
q

包
冨
ω

皆
丘
町
で
は
法
上
は
異
な
る
人
に
帰
属
す
る
も
の
も
結
合
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ロ
守R
包
宮
ω

は
法
上
A
に
帰
属

す
る
け
れ
ど
も
、
構
成
要
素
の
一
部
は

A

で
は
な
く

B

に
帰
属
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
う
し
た
際
に
、

A

が
無
権
原
者
C

か
ら

ロ
口
町q
低
冨
ω
を
乱
ロ
品
目
。
町
g

し
た
場
合
、
C

は
B

へ
の
一
部
帰
属
を
も
っ
て
抗
弁
で
き
な
い
が
、
A
は
の
ち
に

B

か
ら
i
ロ
品
目
。
町
g

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
畜
群
の
託
ロ
《
出g
位
。
で
は
、
原
告
は
大
部
分
の
家
畜
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
よ
く
、
被
告
は

訴
外
第
三
者
の
家
畜
の
存
在
い
か
ん
を
と
わ
ず
す
べ
て
を
原
告
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
も
と
よ
り
真
正
所

有
者
の
権
利
を
奪
う
も
の
で
は
な
い
（
巴
－
P
H
・
H
・
日
ロ
・A
W－
－N
ロ
－
p
y
N
ω
w
u）。
他
方
、
ロ
ロ
－
S

円
ω
－S
己
ロ
ユ
ω

の
際
に
は
こ
う
し
た

事
態
は
観
念
で
き
な
い
。
ロ
ロ
言
。
吋
ω
－
S
己
ロ
ユ
ω
で
は
法
上
単
一
人
に
帰
属
す
る
権
利
し
か
結
合
さ
れ
え
な
い
。
だ
か
ら
、
A

が
有
す

る
ロ
口
町2
包
宮
ω

の
一
構
成
要
素
を
第
三
者
が
取
得
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
構
成
要
素
は
ロ
口
町
q

包
宮
少
し
た
が
っ
て
A
に
帰
属
す
る

の
を
停
止
す
る
こ
と
に
な
る
。
相
続
請
求
の
際
に
は
、
た
し
か
に
原
告
は
す
べ
て
の
構
成
要
素
が
自
己
に
帰
属
す
る
こ
と
を
証
明
す

る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
被
告
は
故
人
の
無
権
利
の
証
明
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
法
源
上
は
明
示

的
で
な
い
）
か
ら
、
こ
こ
で
も
口
口
町q
a
g
ω
と
構
成
要
素
の
帰
属
主
体
の
同
一
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ュl
レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
は

畜
群
の
乱
ロ
込
町
g

位
。
と
相
続
請
求
の
区
別
を
転
倒
さ
せ
よ
う
と
企
て
て
い
る
け
れ
ど
も
、
以
上
の
こ
と
か
ら
支
持
で
き
な
い
。
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最
後
に
、
次
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ロ
z
o
a
－S
己
ロ
ユ
ω

に
は
、
ロ
ロ
宮
内
川
円
低
冨
ω
σ。
ロ
。
E
B

そ
の
も
の
、
そ
し
て

Z
E
S
E
－S
ω
σ。
ロ
。
E
B

号
皆
ロ
急
で
あ
る
相
続
財
産
の
み
な
ら
ず
、
特
有
財
産
と
嫁
資
も
ま
た
含
ま
れ
る
の
か
。
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ

ー
に
よ
れ
ば
、
特
有
財
産
訴
権
・
嫁
資
［
返
還
］
義
務
と
の
関
係
と
い
っ
た
「
法
に
よ
り
統
一
体
と
し
て
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
」

（
臼
）

肯
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
①
こ
れ
ら
は
ロ
口
町q
包
宮
ω
σ。
ロ
。
2
5
S
S

か
ら
分
離
さ
れ
る
以
上
、
権
利
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
本
質
的
か
つ
始
原
的
に
法
秩
序
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
②
法
秩
序
が
自
己
の

σ。
ロ
。
E
B

ロ
巳
2
3

－E
己
ロ
ユ
ω

を
多
く
の
よ
り
小
さ
な
統
一
体
に
分
割
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
な
ら
ば
、
当
事
者
が
こ
の
許
可
を
用

い
た
と
い
う
一
事
だ
け
で
こ
れ
ら
を
ロ
E
S
E
－g
ω
貯
の
民
と
呼
ぶ
こ
と
は
相
当
で
な
い
ほ
か
、
③
特
有
財
産
と
嫁
資
は
一
貫
し
て

ロ
包
括
a

－g
ω
σ
。
ロ
。
E
B

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
③
は
、
い
ず
れ
も
権
利
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
（
内
容
の

観
点
）
と
、
Z
E
2
3
5
ω
σ
。
ロ
。
E
B

が
担
い
手
の
経
済
上
の
必
要
一
般
に
仕
え
る
一
方
、
特
有
財
産
と
嫁
資
は
奴
隷
ま
た
は
家
子

の
独
立
経
営
の
実
施
あ
る
い
は
夫
婦
生
活
の
経
済
上
の
必
要
の
充
足
に
特
別
に
仕
え
る
こ
と
（
目
的
の
観
点
［
一
般
／
特
殊
の
関
係
］
）

に
基
づ
く
。
だ
か
ら
、
特
有
財
産
と
嫁
資
は
法
源
上
も
明
示
的
に
宮
E
B
。
ロ
E
B
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ミ
ユ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
は
、

特
有
財
産
は
家
長
の
意
思
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
と
し
、
区
別
否
定
の
一
論
拠
と
し
て
い
る
が
、
内
容
は
権
利
に
限
ら
れ
る
以
上
完
全

な
自
由
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
し
、
他
面
、
法
秩
序
の
許
可
を
用
い
た
だ
け
で
ロ
包
括
互
宮
ω

貯
怠
と
み
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

向
法
諺
《
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
》
に
対
す
る
消
極
的
評
価

以
上
の
よ
う
に
、
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ

l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
批
判
は
ロ
口
町2
巴
s
z
z
ユ
ω

と
口
口
町
q
a
g
ω
p
a

の
区
別
そ
れ
自
体
を

排
斥
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
ら
の
批
判
は
法
諺
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
に

対
し
て
重
要
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
一
方
で
、

z
E
S
E
－S
包
ロ
ユ
ω

の
一
般
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
役
割
を
否
定

さ
れ
、
他
方
で
、
も
は
や
無
制
限
に
は
適
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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50 

の
ち
に
み
る
シ
ェ
l

ラ
l

の
U
2
8
2
ω
民
。
ロ
以
来
、
ひ
ろ
く
流
布
し
た
見
方
に
よ
れ
ば
、
こ
の
議
論
状
況
は
さ
ら
に
細
か
く
次
の

（
臼
）

よ
う
に
分
析
さ
れ
る
。
出
発
点
は
、
こ
の
法
諺
に
対
す
る
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュl
レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
態
度
の
相
違
の
認
識
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
普
通
法
学
で
は
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ

l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
見
解
は
同
一
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た

け
れ
ど
も
、
分
析
的
に
み
れ
ば
両
者
の
聞
に
は
次
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ッ
セ
は
こ
の
法
諺
の
適
用
を
一
応
は
認
め

（
臼
）

て
い
る
の
に
対
し
て
、
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
は
適
用
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
読
み
直
す
と
、
学

説
は
、
ω
制
限
適
用
説
（
ハ
ッ
セ
の
系
譜
）
と
、

ω
適
用
否
定
説
（
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
系
譜
）
に
分
類
で
き
る
。
ω
で
は
、
相

続
財
産
に
つ
き
か
っ
部
分
的
に
適
用
す
る
も
の
が
一
般
と
い
え
、
∞
で
は
、
債
権
的
効
果
し
か
認
め
な
い
見
解
の
登
場
が
注
目
さ
れ

る

こ
の
分
析
視
角
に
し
た
が
い
つ
つ
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
誤
り
を
修
正
し
て
代
表
的
な
学
説
を
振
り
分
け
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

（
侃
）

ろ
う
。

ω
説
に
は
、
同
相
続
財
産
に
つ
き
適
用
を
肯
定
す
る
も
の
に
、
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
、
ツ
ィ
マ

l

マ
ン
、
ア
ル
ン
ツ
、
ケ
l

ラ
l

、

ノ
イ
ナ
l

、
こ
の
う
ち
、

ω
相
続
財
産
お
よ
び
特
有
財
産
に
つ
き
適
用
を
肯
定
す
る
も
の
に
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
、
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

『
パ

ン
デ
ク
テ
ン
』
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ω
説
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
l

、
プ
フ
夕
、
そ
し
て
キ

l

ル
ル
フ
、
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

「
論
究
』
を

経
由
し
て
と
く
に
次
の
も
の
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
同
相
続
請
求
に
つ
い
て
は
、
債
権
的
効
果
説
の
鴨
矢
と
な
っ
た
シ
ュ
レ
ー

ダ
ー
と
、
こ
れ
を
支
持
し
た
コ
l

ラ
l

、
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
、
刷
特
有
財
産
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
（
側2
）
異
な
る
庁
理
論d

ベ
ル
ニ
l

チ
ェ
、
制
嫁
資
に
つ
い
て
は
、
ベ
ヒ
マ
ン
。

を
用
意
す
る
、

マ
ン
ド
リ
、

フ
イ
ツ
テ
ィ
ン
グ
、

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
順
に
、
川
説
と
し
て
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
、
ア
ル
ン
ツ
、
ケ
l

ラ
l

、

ω
説
と
し
て
、
シ
ュ
レ

l

ベ
ヒ
マ
ン
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
際
に
は
、
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
と
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

を
考
察
し
た
と
き
に
留
意
し
た
よ

ダ
l

、

コ
l

ラ
l

、

う
に
、
形
式
的
な
適
否
の
み
な
ら
ず
、
具
体
的
な
意
味
に
も
着
目
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
も
の
は
、
さ
き
に
み



（
前
）

た
も
の
と
の
ち
に
触
れ
る
も
の
、
ご
く
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
。

2 

制
限
適
用
説

（
伺
）

ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト

（ω
）
 

ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
「
実
務
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
』
第
二
版
（
一
八
四
八
四
九
年
）
は

Z
E
S
E
－S
乞
ロ
ユ
ω
と

一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺｛代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う｝について（二）

先
U

ロ
ロ
z
q
ω
－S
ω
p
a

の
区
別
と
は
異
な
り
、
か
の
法
諺
に
つ
い
て
は
後
の
版
で
も
大
き
な
変
更
は
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
死
後
に

（
叩
）

出
版
さ
れ
た
第
一
巻
第
四
版
（
一
八
六

O
年
）
で
は
生
前
の
欄
外
注
に
基
づ
く
と
み
ら
れ
る
定
式
の
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
。

す
で
に
み
た
と
お
り
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
ロ
ロ
－
5
3
5

巴
ロ
ユ
ω

の
主
た
る
ケ
l

ス
は
積
極
財
産
消
極
財
産
の
一
体
的
移
転

（
包
括
承
継
）
が
生
じ
る
相
続
の
際
に
み
ら
れ
、
畜
群
、
在
庫
商
品
な
ど
、
∞
州w
n
F
8
0
E
F
巳
円
で
あ
る
E
E
S
E
－S
ω
貯
の
巴
か
ら
区
別

さ
れ
る
。
そ
し
て
、

z
E
S
E
－S
乞
ロ
ユ
ω

に
は
「
通
常
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
い
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉
と
表
現
さ
れ
る
」

（
円
）

（
岡
高
巴
こ
が
適
用
さ
れ
る
。
第
四
版
に
よ
れ
ば
、
ロ
ロz
q
a
g
巴
ロ
ユ
ω
の
返
還
を
求
め
る
者
は
「
本
来
は
こ
れ
に
属
さ
な

「
ルl
ル

い
が
、
そ
の
も
の
の
た
め
に
（
宗
門
）
｜
｜
と
り
わ
け
そ
の
資
力
に
よ
っ
て
（
き

ω

号
ロ
富
山
号
宮
）
｜
｜
購
入
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い

は
手
放
さ
れ
た
物
の
地
位
を
占
め
た
も
の
の
す
べ
て
」
を
請
求
で
き
る
と
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
版
ま
で
は
、

宮
司
と
g
ω

色
g
Z
5

巴
ロ
は
。
ι
2
で
結
ば
れ
、
「
資
力
に
よ
っ
て
ま
た
は
た
だ
そ
の
も
の
の
た
め
に
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ
て

、a

，
－
0

・ν

争
人

（η
）
 

こ
の
ル
l

ル
が
適
用
さ
れ
る
の
は
相
続
請
求
と
特
有
財
産
で
あ
る
。
ま
ず
、
相
続
請
求
に
つ
き
、
こ
の
ルl
ル
が
引
き
合
い
に
出

さ
れ
る
第
一
巻
と
第
三
巻
の
各
脚
注
で
は
、
ロ
－
P
ω
い
0
・
買
－a
N一
口
－P
ω
い
0

・
H
N
U－
P
ω
w
N
Nが
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ

れ
ら
の
法
文
を
脚
注
で
引
く
本
文
を
逆
引
き
す
る
と
、
こ
う
解
説
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ω
。
－
P
ω
い
0
・
胃
・
，H

一
相
続
財
産

あ
る
い
は
そ
の
個
々
の
構
成
要
素
の
た
め
に
購
入
さ
れ
た
物
の
返
還
も
ま
た
、
と
り
わ
け
そ
の
購
入
が
相
続
財
産
の
資
力
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
場
合
に
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω
U
・
切w
ω－
M
O
W
N
一
U
－
P
ω
w
N
0・H
N
一
物
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
原
告
は
悪
意
占

有
者
よ
り
物
そ
れ
自
体
と
果
実
の
調
達
あ
る
い
は
そ
の
価
値
と
利
息
の
い
ず
れ
か
一
方
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
U
・
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♂
ω
い
N
の
解
説
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
区
別
論
批
判
の
文
脈
で
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
、
そ
し
て
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
を
引
い
て
い

る
か
ら
、
か
れ
ら
の
そ
れ
に
従
う
つ
も
り
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
法
文
お
よ
び
そ
の
解
釈
と
も
に
校
訂
前
後
で
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ

な
い
か
ら
、
一
般
的
定
式
の
修
正
は
、
右
ω
の
具
体
的
叙
述
に
対
応
し
て
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
他

方
、
特
有
財
産
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
通
常
は
り
－

P
ω
い
0

・
5

を
根
拠
と
し
て
特
有
財
産
一
般
に
対
す
る
適

用
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
が
、
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
に
よ
り
こ
の
法
文
は
た
ん
に
そ
の
相
続
と
関
連
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

52 

い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
「
｜
｜
ち
な
み
に
、
こ
の
命
題
（
∞ωR
）
は
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
軍
営
特
有
財
産

に
つ
き
実
際
に
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
軍
人
が
軍
営
特
有
財
産
の
資
力
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
は
｜
｜
一
般
ル

l

ル
に
よ
っ
て
｜
｜

家
長
の
財
産
に
帰
属
す
る
の
で
は
な
く
、
ー
ー
そ
の
特
有
財
産
の
一
部
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
わ
－
R
ω
N
H
）0

（η
）
 

な
お
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
は
こ
の
ル

l

ル
と
の
関
連
で
、
次
の
こ
と
を
補
足
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
古
い
文
献
に
よ
く
み
ら
れ
る

命
題
〈
代
位
す
る
も
の
は
代
位
さ
れ
る
も
の
の
性
質
を
受
取
る
〉
は
「
こ
の
一
般
性
の
ま
ま
で
は
誤
り
で
あ
る
」
。
そ
こ
で
は
、
ゎ
・

ω
・ω
ド
。
［
受
寄
者
が
寄
託
者
の
金
銭
を
用
い
て
自
己
の
た
め
に
購
入
し
た
物
は
寄
託
者
に
直
接
帰
属
し
な
い
］
な
ど
の
参
照
が
指
示

さ
れ
て
い
る
。

（
社
）

ω

ア
ル
ン
ツ
ア
ル
ン
ツ
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
書
』
第
一
巻
は
か
の
法
諺
に
つ
い
て
は
初
版
（
一
八
五
二
年
）
か
ら
最
終
第

（
花
）

一
四
版
（
一
八
八
九
年
）
以
来
一
貫
し
て
、
ご
く
簡
潔
、
そ
し
て
暖
昧
に
触
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

同
書
に
よ
れ
ば
、
ロ
E
S
E
－S
ω
5
2
5

は
有
体
物
の
総
体
（
畜
群
な
ど
て
ロ
ロ
ぞq
a
g
巴
ロ
ユ
ω

は
有
体
物
と
無
体
物
の
総
体
、
財

産
関
係
の
総
体
（
相
続
財
産
、
嫁
資
、
特
有
財
産
）
と
規
定
さ
れ
、
ロ
ロ
－
3
3

－S
己
ロ
ユ
ω

に
つ
き
こ
う
注
記
さ
れ
る
。
「
〈
物
は
代
価
の

地
位
を
襲
い
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉
ル
l

ル
（
岡
高
巳
）
？
」
。
ア
ル
ン
ツ
自
身
が
参
照
を
指
示
し
た
の
は
、
ハ
ッ
セ
と
ミ
ユ1

の
ち
に
補
訂
者
が
こ
れ
に
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

「
パ
ン

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
、
そ
れ
に
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

『
論
究
』
と
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
で
あ
り
、

デ
ク
テ
ン
』
と
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ
l

を
付
け
加
え
て
い
る
。



も
っ
と
も
、

ア
ル
ン
ツ
は
『
民
事
法
論
集
」
第
二
巻
（
一
八
七
三
年
）
に
収
め
ら
れ
た
相
続
請
求
に
関
す
る
こ
論
文
に
お
い
て
、

次
の
諸
点
に
つ
き
か
の
法
諺
に
言
及
し
て
い
る
。

一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺｛代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う｝について（一）

第
一
に
、
相
続
人
は
相
続
財
産
占
有
者
に
よ
る
購
入
物
も
相
続
請
求
に
よ
り
返
還
請
求
で
き
る
、
と
い
う
点
に
つ
き
、
〈
物
は
代

（
河
）

価
の
地
位
を
襲
う
〉
を
引
い
て
い
る
。
判
断
基
準
は
相
続
財
産
の
た
め
に
（
皆
『
）
購
入
さ
れ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
と
こ
ろ
、
ω
請
求

が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
同
相
続
財
産
中
の
金
銭
が
使
用
さ
れ
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
似
占
有
者
個
人
の
金
銭
が
使
用
さ
れ
た
場
合

も
ー
ー
も
ち
ろ
ん
代
金
の
償
還
を
要
す
る
が
｜
｜
｝
含
ま
れ
る
反
面
、
∞
相
続
財
産
の
た
め
で
は
な
く
、
他
の
利
益
に
お
い
て
（E

S

号
z
a
民
向
。
自E
Z
2
2
0
）
購
入
さ
れ
た
場
合
に
は
、
た
と
え
相
続
財
産
中
の
金
銭
が
使
用
さ
れ
た
と
し
て
も
請
求
は
認
め
ら
れ

な
い
（
巴
－
F
ω
・N
0・
官
山
一
〈
包
・
巴
－

u
・
ω
w
N
F
H）
。
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
は
こ
う
し
た
全
体
の
理
解
を
前
提
に
、
あ
く
ま
でω

同
の
規
律
の
み
を
表
す
こ
と
を
明
示
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
相
続
人
は
相
続
財
産
中
の
物
の
売
却
代
金
の
み
を
相
続
請
求
に
よ
り
返
還
請
求
で
き
る
、
と
い
う
点
に
つ
き
、
〈
代
価

（
打
）

は
物
の
地
位
を
襲
う
〉
を
引
い
て
い
る
。
悪
意
の
相
続
財
産
占
有
者
に
よ
っ
て
相
続
財
産
中
の
物
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、

ω
管
理
に

と
っ
て
不
可
欠
（
Z
。
岳
当g

仏
首w
o
g
で
あ
っ
た
際
に
は
、
同
相
続
人
は
あ
く
ま
で
売
却
代
金
の
み
を
請
求
で
き
る
に
と
ど
ま
る

｜
｜
た
だ
し
真
正
価
値
以
上
で
も
よ
い
｜
｜
（
巴
・
印
い
い0
・
N
U
・
印
い
－N0・
5

ロ
・
印
い
・N0・
N
r
u－
P
ω
w
ω
ω
L
）
け
れ
ど
も
、
ω
有
責

に
廉
価
で
譲
渡
さ
れ
た
と
き
に
は
真
正
価
値
の
賠
償
を
請
求
で
き
る
（
巴
－
P
ω
い
伊
丹
巴
・
印
い
・ω
F
W
U・
印
・ω・
印
砕
い
）
、
他
方
、
ω
そ

う
し
た
事
情
が
な
く
、
悪
意
で
譲
渡
さ
れ
た
際
に
は
、
相
続
人
は
物
そ
れ
自
体
と
付
加
物
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
評
価
額
、
あ
る
い

は
、
売
却
代
金
と
利
息
を
選
択
的
に
請
求
で
き
る
（
U
－
P
ω
い
0

・
N
r
u－
P
ω
い
伊
丹
ロ
・
印
・ωい
F
H
9
u－
P
ω
・8
・
r
u
－
P
ω
・8
・ω
）
。

こ
こ
で
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
でω
同
の
規
律
と
の
関
係
に
限
ら
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
売
却
代
金
に
対
す
る
相
続
請
求
が
特
有
財
産
訴
権
の
規
律
に
服
す
る
か
、
と
い
う
聞
い
と
の
関
連
に
お
い
て
、
〈
代
価

（
花
）

は
物
の
地
位
を
襲
、
つ
〉
を
引
い
て
い
る
。
特
殊
な
文
脈
で
あ
る
た
め
、
必
要
な
限
り
で
立
ち
入
っ
て
お
こ
う
。
パ
ウ
ル
ス
は
、
ま
ず
、53 
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ロ
－
P
ω
・
ω
P
Hに
お
い
て
、
相
続
人
は
相
続
財
産
中
の
物
が
家
子
ま
た
は
奴
隷
の
も
と
に
存
す
る
場
合
［
ケ

l

ス
I

］
、
物
の
返
還

可
能
性
が
存
す
る
際
に
は
、
家
長
ま
た
は
主
人
に
対
し
て
相
続
請
求
を
提
起
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ユl
リ
ア
l

ヌ
ス
を
引
き
な

が
ら
、
こ
の
こ
と
は
［
家
長
ま
た
は
］
主
人
が
［
家
子
ま
た
は
奴
隷
が
取
得
し
た
］
相
続
財
産
中
の
物
の
売
却
代
金
を
特
有
財
産
に

有
す
る
場
合
［
ケ
l

ス
H

］
に
も
、
A
E何
回
包
何
回
宮
ユ
ω

唱
。ω
ω
2
ω
。
3

（
権
利
占
有
者
に
つ
い
て
の
よ
う
に
）
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
次
に
、
ロ
・
印
い
い
。
胃
・
に
お
い
て
、
ケ
ー
スH
に
つ
き
特
有
財
産
訴
権
の
規
律
、
す
な
わ
ち
特
有
財
産
廃
止
後
一
年
の
短
期

消
滅
時
効
と
権
力
所
有
者
の
権
力
服
従
者
に
対
す
る
債
権
の
控
除
権
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
問
い
、
プ
ロ
ク
ル
ス
と
ユ

l

リ
ア

l

ヌ
ス
の
否
定
的
見
解
を
引
く
。
い
ず
れ
も
適
用
さ
れ
な
い
、
円
吉
宮
ロ
。
ロ
母
胃2r
a
S
F
路
島
町
R

注
目S
ω
胃
S
Z
円
（
な
ぜ
な

ら
特
有
財
産
に
つ
き
訴
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
相
続
財
産
が
請
求
さ
れ
る
か
ら
）
。
パ
ウ
ル
ス
は
、
こ
の
見
解
を
低
唱
円
。
巴

m
w
F
ω
v
g
丹
完
『
，

54 

〈
5
5

－
B
E
ω
宮
口
E
S

（
も
し
奴
隷
ま
た
は
家
子
が
売
却
代
金
を
有
す
る
な
ら
ば
）
正
当
と
い
う
。
最
後
に
、
家
子
ま
た
は
奴
隷
が
売

却
代
金
と
し
て
受
領
し
た
金
銭
を
消
費
し
て
し
ま
っ
た
が
、
他
の
特
有
財
産
か
ら
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
［
ケ

l

ス
E

］
を
問

マ
ル
キ
ア
l

ヌ
ス
に
依
拠
し
つ
つ
、
こ
の
場
合
に
は
あ
た
か
も
特
有
財
産
に
つ
き
訴
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
規
律
さ
れ
な

題
と
し
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ア
ル
ン
ツ
は
こ
の
う
ち
、
ケ
ー
ス
H

の
設
問
に
対
す
る
解
答
を
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
て
い
る
。
以
下
の
論
理
で
あ
る
。
も
し
も
売
却
代
金
が
「
人
的
義
務
、
本
来
の
。
豆
町m
m
w位
。
」
を
基
礎
づ
け
る

と
み
る
な
ら
、
「
た
ん
に
相
続
請
求
の
形
式
で
受
け
容
れ
ら
れ
た
特
有
財
産
訴
権
」
が
存
す
る
は
ず
だ
か
ら
、
肯
定
説
に
到
達
す
る

で
あ
ろ
う
、
し
か
し
そ
う
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
以
上
、
こ
こ
で
は
「
売
却
代
金
そ
の
も
の
が
相
続
財
産
に
属
す
る
も
の
と
み
な
さ

れ
て
い
る
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
内
）

例
ケ

l

ラ
l

ケ
l

ラ
l

の
遺
稿
を
も
と
に
し
た
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
」
（
一
八
六
一
年
）
は
、
と
き
お
り
制
限
適
用
説
の
例
と

（
剖
）

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
非
常
に
一
般
的
・
抽
象
的
な
叙
述
で
あ
り
、
法
諺
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
確
定
す
る
の
は

（
剖
）

困
難
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
の
ち
の
第
二
版
（
一
八
六
七
年
）
で
も
変
わ
り
が
な
い
。



一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺｛代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う〉について（一）

ロ
ロ
可
。
吋
色
丹
g
E
ユ
ω

は
相
続
財
産
、
特
有
財
産
、
嫁
資
の
よ
う
な
無
体
物
を
も
含
ん
だ
観
念
的
総
体
で
あ
り
、
図
書
館
、
畜
群
、
在

庫
商
品
な
ど
と
い
っ
た
有
体
物
の
み
の
観
念
的
総
体
で
あ
る

Z
E
S
円
低
宮ω
貯
急
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
だ
が
、
旧
来
の
よ
う
に
こ
の

区
別
を
不
当
に
一
般
化
す
る
の
は
相
当
で
な
い
。
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
、
っ
〉
あ
る
い
は
〈
代
位
す
る

も
の
は
代
位
さ
れ
る
も
の
の
性
質
を
受
取
る
〉
ル
l

ル
（
同
諸
島
も
、
「
こ
れ
を
定
立
し
て
よ
い
の
は
相
続
財
産
の
際
に
の
み
か
っ

た
だ
特
別
な
関
係
に
お
い
て
だ
け
で
あ
り
、
す
べ
て
の
ロ

E
S
E
－s
t
ロ
ユω
に
つ
き
一
般
に
定
立
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。

し
か
し
な
が
ら
、
総
論
各
論
を
含
め
、
法
文
の
引
用
も
、
右
以
上
の
説
明
も
み
い
だ
さ
れ
な
い
。
な
お
、
物
の
区
分
一
般
に
つ
い
て

ハ
ッ
セ
、
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
、
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

「
論
究
』
な
ど
の
参
照
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

で
は
あ
る
が
、

3 

適
用
否
定
説

（
但
）

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
『
相
続
財
産
回
復
訴
訟
の
際
の
利
益
」
（
一
八
七
六
年
）
の
な
か
で
、
ロ
－P
ω
い
N
の
読

a
 

み
方
と
債
権
的
効
果
説
の
展
開
を
軸
と
し
て
、
か
の
法
諺
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
。
そ
の
内
容
を
本
稿
な
り
に
整
理
す
る
と
、
以
下

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

（
部
）

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
批
判
の
冒
頭
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
法
諺
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
の
よ
う

な
解
釈
は
「
そ
れ
が
要
求
す
る
拡
張
の
ま
ま
で
維
持
で
き
な
い
こ
と
は
わ
た
く
し
に
と
っ
て
確
実
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。
一
般
理

論
は
も
と
よ
り
法
源
も
そ
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
「
財
産
総
体
（5
5
c
m
g
ω
m
g
N
g）
の
本
質
」
は
構
成
要
素
の
交
替
に
も
か
か

わ
ら
ず
同
一
性
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
説
明
す
る
に
す
ぎ
ず
、
次
の
間
い
の
答
え
を
教
示
す
る
も
の
で
は
絶
対
に
な
い
。
「
占
有
者

が
取
得
の
事
実
の
性
質
に
よ
れ
ば
自
己
の
権
利
に
帰
す
る
［
は
ず
の
］
法
律
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
：
：
：
が
ど
の
よ
う
に
し
て

Z
E
5
3
－S
ω
の
一
部
と
な
り
う
る
の
か
」
。
そ
し
て
、
法
源
上
も
か
の
解
釈
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ロ
－
P
ω
・
N
N
が
主
た
る
典
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
パ
ウ
ル
ス
が
か
の
ハ
ド
リ
ア

l

ヌ
ス
帝
の
宣
示

A
N
a
s
h
v

ミ
S
H
ミ
号
泣
達
。
ミ
S

向
。s
s
p
ミ
ミ
む
ね
3

．
足
、
ミ
ミ
ミ
忌
言
、
マ
ミ
凡
尽
き
ミ

S
S
R
S

包
白
内
、H
A
N
s
a
o
s
s

。

§
e
s
s
芝
、
町
民
凡
H
6
3

．

N
h
s
・
号
令
室
遣
を
引
い
て
い
る
55 
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（
剖
）

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
言
明
は
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
川
パ
ウ
ル
ス
は
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
主

張
を
し
て
い
な
い
。
①
か
れ
は
同
一
物
が
再
購
入
さ
れ
た
際
に
善
意
占
有
者
は
物
と
利
益
［
差
額
］
を
返
還
す
べ
き
と
い
う
文
脈
で

56 

右
宣
示
を
引
用
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
物
は
相
続
財
産
の
一
部
に
留
ま
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
代
金
の
み
を
、
し
か
し
全
代
金
を
返
還
さ
せ
た
に
相
違
な
い
か
ら
。
②
こ
れ
に
対
し
て
、
物
は
売
却
に
よ
り
一
旦
分
離
さ

れ
た
が
ふ
た
た
び
ま
た
搬
入
さ
れ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
反
論
し
て
は
な
ら
な
い
。
物
が
売
却
に
よ
り
分
離
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
再
購

入
の
際
に
は
疑
わ
し
い
と
き
に
は
相
続
財
産
の
一
部
と
は
な
ら
な
い
［
表
見
相
続
人
の
財
産
と
な
る
］
、

U
－
P
ω
い
印
L
宮
内
は
こ

の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
∞
ハ
ド
リ
ア
l

ヌ
ス
帝
の
宣
示
も
額
面
ど
お
り
に
受
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
①
右
に
引
用

さ
れ
た
著
名
な
言
明
に
は
、
。
町
内
乱
（
で
き
る
）
と
喝
さ
遣
さ
ミ
。
（
い
わ
ば
）
が
含
ま
れ
て
い
る
の
を
正
し
く
評
価
す
る
な
ら
、
「
こ

れ
に
よ
っ
て
法
命
題
（
同
2
F
E
S
R
）
な
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
」
こ
と
が
確
信
さ
れ
る
。
ま
た
、
②
［
次
に
論
証
さ
れ
る
よ
う
に
占

有
者
は
債
権
的
な
返
還
義
務
を
負
う
に
す
ぎ
な
い
か
ら
］
、
こ
の
言
明
は
「
比
喰
的
な
説
明
（
σ
E
F
Z

弓
医
符
g
m
）
、
人
為
的
な
正

当
化
（
E
S
B
n
F
。
問
。
。
『
民
。
邑
空
白
岡
）
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
す
で
に
ミ
ュ

1

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
は

ω
①
、
プ
フ
タ
は
川
①

ω
②
と
も
に
同
旨
を
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
部
）

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
結
論
と
し
て
こ
う
主
張
す
る
。
「
売
却
代
金
そ
の
も
の
：
：
：
が
相
続
財
産
に
帰
属
す
る
と
は
け
っ
し
て
語
っ
て

は
な
ら
な
い
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
取
得
さ
れ
た
も
の
の
移
転
に
向
け
て
の
占
有
者
に
対
す
る
請
求
権
が
相
続
財
産
の
一
部
と
な

る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
。
①
ロ
－P
ω
L
P
日
U
－
P
ω
W
5
w
N
0・
P
ω
い
0

・
H
N
U－
P
ω
L
∞
司
三
巴
－P
ω
い
0
・
さ
い
な
ど

に
よ
れ
ば
、
相
続
財
産
の
売
却
代
金
が
い
ま
だ
回
収
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
占
有
者
は
債
権
を
譲
渡
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
②
ロ
・
伊
ω
w
N
F
H∞
は
、
売
却
代
金
が
回
収
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
こ
れ
に
対
す
る
相
続
請
求
を
「
人
的
な
給
付
e
s
g
’

E
位
。
ロg

唱
。
『ω。
ロ
何
回
目
。

ω
）
」
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
部
）

反
対
説
の
挙
げ
る
法
文
は
、
以
下
の
考
察
に
よ
っ
て
「
［
証
明
］
力
を
喪
失
す
る
」
。
川
ア
ル
ン
ツ
はU－
P
ω
．
8

胃
・
を
引
き
合
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い
に
出
す
。
し
か
し
、
同
法
文
は
売
却
代
金
を
相
続
財
産
の
一
部
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
①
同
法
文
に
先
立
つ
り
－P
ω
w
E
Lの

な
か
で
、
売
却
代
金
は
［
家
長
ま
た
は
］
主
人
か
ら

3
A
c
g
E吉
ユ
ω宮
ω
お
お
。

B
E
す
な
わ
ち
。
σ
ロ
m
m
gユ
R
F
ま
た
は
そ
れ
に
類

（
釘
）

す
る
請
求
原
因
に
基
づ
き
返
還
さ
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
②
ケ
l

ス
H

の
設
問
に
対
す
る
解
答
を
基
礎
づ
け
る
の
に
売
却
代
金
が

相
続
財
産
の
一
部
に
な
る
こ
と
を
仮
定
す
る
必
要
は
な
い
、
［
家
長
ま
た
は
］
主
人
の
責
任
の
原
因
は
［
家
子
ま
た
は
］
奴
隷
の
一

方
的
活
動
に
よ
る
利
得
に
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
場
合
に
一
年
時
効
と
控
除
権
が
観
念
さ
れ
な
い
の
は
不
法
行
為
な
ど
の
ケ

1

ス

と
同
じ
と
い
う
べ
く
、
本
解
答
は
こ
の
一
般
原
則
の
適
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。ω
ヴ
イ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は

り
・
P
ω
い
N
と
の
関
連
で
よ
く
知
ら
れ
た
り
・

5
込
い
H
を
引
く
。
こ
こ
で
は
相
続
財
産
売
主
が
の
ち
に
相
続
財
産
中
の
物
を
第
三

者
に
売
却
し
た
場
合
、
物
の
滅
失
後
に
相
続
財
産
買
主
に
売
却
代
金
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
法
文
は
当
面
の
問
題
と
か

か
わ
り
を
持
た
な
い
。
①
売
却
代
金
に
対
す
る
。

t
E
m色
。
ロ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
ま
た
、
②
相
続
財
産
売
主
と

相
続
財
産
占
有
者
の
聞
に
は
、
相
続
財
産
の
法
上
の
所
有
者
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
本
質
的
な
相
違
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
川

近
世
で
は
む
－
P
N
W
H∞
を
援
用
す
る
も
の
が
み
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
明
ら
か
に
不
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
法
文
で
は
相
続

請
求
は
占
有
者
に
よ
る
対
象
の
交
替
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
続
す
る
こ
と
の
み
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
。

（
槌
）

さ
ら
に
、
次
の
法
文
は
か
の
解
釈
と
「
完
全
に
対
立
し
て
い
る
」
。
川
口
－Pω
w
M
O
W
S
は
、
相
続
人
は
た
と
え
売
却
物
が
相
続
請

求
以
前
に
色
。
胃
ユ
め
（
滅
失
）
ま
た
は
品
。

B

ぽ
巳
（
喪
失
）
し
て
い
て
も
売
却
代
金
を
請
求
で
き
る
と
い
う
か
ら
、
反
対
に
、
こ
う
し

た
事
情
が
存
し
な
い
場
合
に
も
相
続
人
が
売
却
代
金
を
請
求
で
き
る
こ
と
は
他
の
法
文
か
ら
も
判
明
す
る
よ
う
に
疑
い
な
い
。
そ
し

て
、
U
－
P
ω
w
N
Hは
品
。B
E
E

に
は
時
効
取
得
さ
れ
、
相
続
財
産
か
ら
分
離
し
た
場
合
も
含
ま
れ
る
と
注
記
す
る
か
ら
、
物
は
売
却

お
よ
び
引
渡
し
が
な
き
れ
で
も
時
効
取
得
さ
れ
る
ま
で
は
相
続
財
産
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
「
そ
う
で
あ
る

な
ら
、
代
金
が
そ
れ
以
前
に
物
の
代
わ
り
に
き
ち
ん
と
相
続
財
産
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
。

ω
u
－
P
ω
い
ω
・
＋
日
ロ
－

P
ω
L
ω．
∞
に
よ
れ
ば
、
相
続
財
産
占
有
者
が
相
続
財
産
を
売
却
し
た
場
合
、
相
続
人
は
買
主
に
対
し
て
相
続
財
産
に
つ
き
準
相
続

57 
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請
求
（
Z
S
島
官
民
ω

湾
民
位
。
ロ
民
間
ω
）
を
有
す
る
。
し
か
し
、
買
主
に
対
す
る
請
求
が
こ
こ
で

Z
E－
－ωR

位
。
と
い
わ
れ
る
理
由
は
、
買

主
が
占
有
す
る
の
は
u
g
。
B

司
S
B

で
あ
っ
て
喝
さ
F
2
色
。
ま
た
は
官
。
宮
ω
8
ω
ω

。
円
ゅ
で
は
な
い
と
い
う
一
点
に
尽
き
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
「
代
金
が
相
続
財
産
に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
も
語
ろ
う
と
す
る
の
か
？
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そ
う
い
う
な
ら
ば
、
相
続
財

産
は
本
来
の
財
産
と
な
ら
ん
で
そ
の
等
価
物
を
含
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
。
ち
な
み
に
、
。
－
P
ω
w
N
F
H吋に
い
う
買

主
の
先
決
訴
権
の
抗
弁
（
誌
の
め
司
宏
司
S

＆
E
w
－
－
）
は
反
論
に
な
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
同
抗
弁
は
買
主
が
売
主
に
追
奪
請
求
で

き
な
い
場
合
に
は
付
与
さ
れ
な
い
、
と
い
う
命
題
か
ら
す
で
に
判
明
す
る
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
や
は
り
二
重
帰
属
に
到
達
し
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
以
上
に
み
た
法
文
は
す
べ
て
売
却
代
金
の
規
律
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
同

（
卸
）

一
の
理
は
購
入
さ
れ
た
も
の
の
規
律
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
相
続
財
産
の
た
め
に
購
入
さ
れ
る
も
の
が
相
続
財
産
に
［
直
接
］
帰

属
す
る
と
い
う
主
張
の
た
め
に
、

U
－
P
ω
w
N
C胃
・
一
円
）
・

F
ω
い
0

・
H
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
相
当
で
な
い
。
①
こ
れ

ら
の
法
文
は
相
続
財
産
占
有
者
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
物
が
い
か
な
る
要
件
の
も
と
で
相
続
請
求
の
対
象
を
形
成
す
る
の
か
に
つ
き
判

断
す
る
に
す
ぎ
ず
、
相
続
財
産
へ
の
［
直
接
］
帰
属
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
②

U
－
P
ω
い
。
胃
・
は
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
写
本

で
は
問
符B
S
E
Z
E
S

芝
、
ミ
む
ね
な
さ
と
さ
れ
て
お
り
、
一
見
す
る
と
誤
解
を
招
き
や
す
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
テ
ク
ス
ト

は
モ
ム
ゼ
ン
版
に
し
た
が
い
同
常
自
活
ロE
E
3

ど
ミ
忌
芯
号
、
ミ
ミ
ミ
ミ
柚
と
校
訂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
伺
）

コ
l

ラ
l

コ
l

ラ
l

は
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
論
文
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
、

F
．d
w
買
の
第
一
九
巻
（
一
八
七
七
年
）
に
こ

L
U
 

の
論
文
に
対
す
る
好
意
的
な
書
評
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
な
か
で
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
か
の
法
諺
に
対
す
る
批
判
の
う
ち
、
債
権
的
効

果
説
の
と
こ
ろ
を
明
断
な
か
た
ち
で
定
式
化
し
た
。
今
日
で
は1
1

お
そ
ら
く
か
れ
の
名
声
も
相
ま
っ
て
1
1

同
説
に
与
す
る
代
表

（
別
）
（
位
）

的
な
テ
ク
ス
ト
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
コ

l

ラ
l

は
次
の
よ
う
に
断
じ
た
。

通
説
は
「
誤
っ
て
い
る
」
。
相
続
人
と
新
た
に
取
得
さ
れ
た
も
の
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
未
回
収
既
回
収
の
売
却
代
金
、
新
た
に
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購
入
さ
れ
た
物
な
ど
と
の
関
係
は
直
接
的
な
も
の
（
島
5
2
2

）
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
間
接
的
な
も
の
（
－
E
2
2
苛
ω
）
、
相

続
財
産
占
有
者
の
人
格
を
と
お
し
て
仲
介
さ
れ
た
も
の
（
2
5

宮
各
2

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
続
人
は
未
回
収
の
売
却
代
金
の
債

権
者
（
q
a
5
5
、
売
却
代
金
ま
た
は
新
取
得
物
の
所
有
者
（
巴

m
g
p
B
E
q）
で
は
な
く
、
相
続
財
産
占
有
者
に
対
し
て
売
却
訴

権
（
R

ま

2
E
E

）
の
譲
渡
、
売
却
代
金
ま
た
は
新
取
得
物
の
所
有
権
移
転
に
向
け
ら
れ
た
債
権
的
請
求
権
（
。
冨
哲
吉
号
。

F
q

〉
国
名E
岳
）
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
［
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
も
説
く
よ
う
に
］
と
く
に
売
却
訴
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
。
－

P
ω
L
P

＋
印
一
口
・
印
い
L
P
N
U
－
P
ω
L
∞
同
｝
円
ふ
り
－

P
ω
い
0
・
恥0
・
N
な
ど
を
み
れ
ば
「
法
源
は
疑
い
の
余
地
を
残
し
て
い
な
い
」
。
［
ア
ル
ン
ツ

が
反
対
説
の
論
拠
と
し
て
引
く
］
U
－
P
ω
・
ω
p
r
o
－
P
ω
．ω
目
。
－
P
ω
．8

胃
・
も
こ
の
解
釈
と
矛
盾
し
な
い
。
ロ
ー
マ
法
は
家
長

ま
た
は
主
人
の
直
接
責
任
を
他
の
同
種
の
ケ
l

ス
で
も
承
認
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
要
す
る
に
、
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
、
つ
あ
る
い
は
そ
の
逆
〉
と
い
う
の
で
は
な
く
、
特
殊
な
事
情
の
も
と
で
、
物
に
対
す
る
権

利
の
代
わ
り
に
、
売
却
代
金
返
還
に
対
す
る
債
権
的
請
求
権
が
入
り
、
［
反
対
に
、
〕
相
続
財
産
中
の
金
銭
に
対
す
る
権
利
の
代
わ
り

に
、
こ
の
金
銭
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
物
の
所
有
権
移
転
に
向
け
ら
れ
た
債
権
的
請
求
権
が
入
る
の
で
あ
る
」
。

（
回
）

ベ
ヒ
マ
ン
『
嫁
資
法
」
第
二
巻
（
一
八
六
七
年
）
は
既
述
の
よ
う
に
区
別
擁
護
論
を
展
開
し
た
あ
と
、
嫁
資
返

P
L
 

還
債
務
の
対
象
を
具
体
的
に
考
察
す
る
な
か
で
、
か
の
法
諺
の
役
割
を
完
全
に
否
定
し
た
。
か
れ
の
議
論
は
後
世
の
そ
れ
を
つ
よ
く

（
倒
）

規
定
し
て
い
る
。
妻
の
同
意
の
有
無
と
い
う
視
角
か
ら
、
要
点
を
絞
っ
て
考
察
し
て
お
こ
う
。

（
部
）

ま
ず
、
「
嫁
資
の
書
換
え
（
宮
s
z
g

晋
号
宏
）
」
が
行
わ
れ
た
場
合
。
こ
れ
は
「
こ
れ
ま
で
の
嫁
資
客
体
の
代
わ
り
に
他
の
物
を

嫁
資
と
す
べ
き
と
い
う
夫
と
妻
の
聞
の
合
意
」
を
い
い
、
交
換
契
約
（

U
5
。
F
S
号
お
）
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
と
の

関
連
で
は
次
の
諸
点
が
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
嫁
資
が
設
定
さ
れ
た
後
に
は
じ
め
て
行
わ
れ
る
こ
と
。
こ
れ
と
対

比
さ
れ
る
の
は
、
設
定
時
に
行
わ
れ
る
「
評
価
さ
れ
た
嫁
資
（
色
2
8

注
目
お
宮
）
」
、
す
な
わ
ち
実
際
の
嫁
資
の
代
わ
り
に
そ
の
価
値

に
相
応
す
る
一
定
の
金
額
を
嫁
資
と
す
べ
き
と
い
う
夫
婦
の
合
意
で
あ
る
。
二
つ
は
、
妻
に
不
利
益
で
な
い
場
合
に
限
っ
て
完
全
に

ベ
ヒ
マ
ン
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許
容
さ
れ
る
こ
と
。
妻
に
不
利
益
な
場
合
に
は
嫁
資
の
契
約
は
存
在
し
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
、
本
来
の
嫁
資
客
体
が
嫁
資
に
と
ど

ま
る
（
巴
・
お
w
ω・N
日
ロ
・N
ω・
ω
w
N∞
）
。
三
つ
は
、
「
夫
が
妻
の
同
意
を
え
て
嫁
資
物
を
売
却
ま
た
は
交
換
し
、
反
対
に
、
嫁
資
金
銭
に

よ
っ
て
物
を
購
入
す
る
場
合
」
も
こ
の
概
念
に
含
ま
れ
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
「
金
銭
ま
た
は
物
は
嫁
資
と
な
る
」
（U・
N
P

60 

ω
w印
。
一
口
・
お
い
・
ω
N一
口
・N
ω
L・ω
N
H】
吋
・
）
。
し
か
し
、
右
定
式
を
前
提
と
す
れ
ば
、
こ
の
関
係
に
つ
き
独
立
の
視
点
を
定
立
す
る
の
は
明

ら
か
に
無
駄
で
あ
る
。
こ
う
し
た
胃
s
z
s
t
。
号
宏
に
よ
る
嫁
資
客
体
の
交
替
の
際
に
は
か
の
法
諺
は
ま
っ
た
く
問
題
と
さ
れ
て

、
母
、
局
‘
、

s
O

し
＃
匂

l
v

（
伺
）

次
に
、
夫
に
よ
り
「
一
方
的
任
意
譲
渡
」
「
購
入
」
が
行
わ
れ
た
ケ
l

ス
。
こ
の
場
合
に
は
嫁
資
の
交
替
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ベ

ヒ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
一
般
的
に
は
ま
っ
た
く
使
え
ず
か
っ
証
明
さ
れ
て
い
な
い
命
題
（
∞
ω
酎
）
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
い
代
価
は

物
の
地
位
を
襲
う
〉
を
は
な
か
ら
用
い
よ
う
と
し
な
い
な
ら
」
、
た
だ
こ
の
結
論
に
の
み
到
達
し
う
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
①

夫
の
一
方
的
処
分
に
よ
る
嫁
資
客
体
の
変
動
は
説
得
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
か
ら
。
ひ
と
た
び
嫁
資
が
妻
に
手
に
入
れ
ら
れ
た

（
仏g
E
Z
F

ユ
m円
台

E
g
g
e

あ
と
、
こ
の
嫁
資
が
ど
の
客
体
か
ら
形
成
さ
れ
る
の
か
に
つ
き
夫
の
自
由
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、

そ
の
他
の
嫁
資
関
係
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
点
だ
け
で
も
す
で
に
決
定
的
で
あ
る
が
、
②
嫁
資
客
体
の
交
替
に
は
法
源
上
明
示
的
に

妻
の
同
意
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
唱
。
ロ
ロ
ロS
E
。
品
。
民ω
が
存
す
る
ケ
l

ス
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
付
け

加
わ
る
。
も
し
も
夫
の
一
方
的
処
分
に
よ
り
同
一
の
効
果
が
生
じ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
う
し
た
合
意
の
強
調
に
は
意
味
が
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
い
っ
そ
う
明
確
か
つ
説
得
的
な
の
は
、
③
直
接
に
か
つ
明
示
の
言
葉
を
も
っ
て
右
仮
説
に
反
対
す
る

U
・
N
P

ω
．
8

で
あ
る
。
同
法
文
は
、
品
。
ω

何
回
。
注
目m
w
Sの
あ
と
、
物
の
存
在
に
応
じ
て
物
そ
れ
自
体
の
返
還
か
評
価
価
値
の
返
還
か
を
区
別

す
べ
き
と
い
う
合
意
［
特
約
］
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
、
物
売
却
の
ケ

l

ス
に
つ
き
、
丸
遺
品
柚
尽
き
な
誌
な
ミ
室
内
S
H
R
S
F
S
S
な

さ
ミ
な
さ
問
、s
a
s

叫
（
も
し
も
妻
の
同
意
も
追
認
も
な
く
生
じ
た
の
な
ら
）
、
物
返
還
を
要
す
る
と
い
う
。
い
わ
ん
や
品
。

ω

忠
注
目
ω
S
が

ま
っ
た
く
存
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
ま
す
ま
す
同
じ
こ
と
が
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
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（
貯
）

よ
く
知
ら
れ
た
次
の
命
題
が
問
題
と
な
る
。
ガ

l

イ
ウ
ス
一
問
。
P
A
C
m布
。

M

品
。
一
S
E
－5
2

ロ
U

g
B

司
R
ω

宮
。
ω
ロ
ロ
F
品
。
宮
】22
ω
o
i
品
。
ロ
宮
司
（
嫁
資
金
銭
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
も
の
は
嫁
資
に
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
）
（

U
・N
ω・ω
w

ウ
ル
ピ
ア

l

ヌ
ス
一

E
F
Z
S
ロ
宮
包
括

σ
5
・
a
ロ
湾
〈
巴
宮
内
宮
件
。
【zs
o
g
E
S

－
。
州
島
。
件
。
。
。

B
3
3
S
F
S
E
m包
2
F
S

こ
の
解
釈
に
対
し
て
は
、

印
品
）
、

品
。s
－2

包
昆
（
嫁
資
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
嫁
資
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
嫁
資
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
も
の
に
限
っ
て
［
妻
は

優
先
す
る
］
）
（U
・
N
P
ω
w
N
N
・
＝ω
］
巳
汁
）
。
ベ
ヒ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
両
命
題
は
本
来
的
に
は
、
古
典
法
に
お
け
る
妻
の
請
求
特
権

（
司
ュi－o
m山
口
百
。
民
向
。
ロ
門
出
）
、
す
な
わ
ち
嫁
資
請
求
の
物
的
担
保
（
現
物
先
取
り
に
よ
る
他
の
債
権
者
か
ら
の
優
先
）
と
関
連
す
る
に
す
ぎ

ず
、
右
解
釈
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ウ
ル
ピ
ア
l

ヌ
ス
が
か
の
命
題
を
こ
う
し
た
「
ま
っ
た
く
特
定
の
関
係
」
に
お
い
て
定

立
し
て
い
る
こ
と
は
そ
の
文
脈
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
超
え
て
一
般
的
な
意
味
を
付
与
す
る
義
務
も
、
権
利
も
、
い
ず
れ
も

存
し
な
い
。
他
方
、
ガ
l

イ
ウ
ス
に
よ
る
「
歳
言
風
の
」
命
題
は
「
ま
っ
た
く
普
遍
的
に
」
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
国
庫
担

保
土
地
の
競
落
人
の
表
題
を
有
す
る
法
務
官
の
告
示
注
解
（
5
8

包

a
g
S
M
U
5
2。
号
E
P－
－
。
待
問
｝

g
a
E
S
ユ
宮
ω
）
』
に
基
づ
く

か
ら
、
同
じ
く
妻
の
宮
・
玄
『
包
ロ
自
。
也
m
g
告
と
関
連
し
て
い
る
。
ユ
帝
法
で
は
同
）
g
a
E
E
S

制
度
は
す
で
に
消
失
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
右
命
題
は
編
纂
上
n
－
P
巳
い
C
に
お
い
て
創
設
さ
れ
た
妻
の
品
目
ロ
阿
国
。
｝
再
開

R
F
Z
B
宮
巴
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
解
釈

さ
れ
る
。
こ
の
解
釈
に
反
対
し
た
い
な
ら
、
次
の
二
つ
の
逃
げ
道
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。

一
つ
は
、
妻
の
同
意
を
前
提
し
て
い
る

と
読
む
こ
と
、
二
つ
は
、
ま
っ
た
く
文
字
ど
お
り
［
一
般
的
に
］
読
む
こ
と
。
し
か
し
、
前
者
も
や
は
り
制
限
解
釈

l
l

異
な
る
意

味
で
は
あ
る
が
ー
ー
ー
を
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
、
［
だ
か
ら
優
位
性
を
主
張
で
き
な
い
］
。
後
者
は
次

の
理
由
か
ら
相
当
で
な
い
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
①
一
義
的
な
法
源
に
矛
盾
す
る
、
論
理
的
に
一
貫
し
な
い
、
妻
の
利
益
に
反
す

る
。
の
み
な
ら
ず
、
②
夫
の
一
方
的
処
分
に
よ
る
嫁
資
客
体
の
変
動
と
い
う
重
要
か
つ
深
刻
な
命
題
が
、
法
源
上
た
だ
一
度
だ
け
、

特
殊
な
作
品
か
ら
の
脈
絡
な
き
抜
書
き
の
な
か
で
表
明
さ
れ
て
い
る
と
読
む
の
は
無
理
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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と
し
た
の
は
｜
｜
論
題
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
｜
｜
1
5

守
o
a
g
巴
ロ
ユω
と

S

可
。a
g
ω
p
a

の
区
別
で
あ
っ
た
。
か
の
法
諺
が
攻
撃
さ

れ
た
の
は
そ
れ
が
ロ
ロ
守
2

巴
S
1
z
ユ
ω
の
特
質
と
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
期
後
期
の
普
通
法
学
説

を
評
価
す
る
際
に
、
か
の
法
諺
に
対
す
る
態
度
だ
け
を
切
り
取
っ
て
考
察
す
る
の
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
後
世
の
研
究
で
は
区
別
論
に
対
す
る
考
察
は
し
っ
か
り
と
な
さ
れ
な
い
傾
向
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
区
別
論
に
触
れ
な
い
も

の
と
し
て
、
∞
g
d
F
P
R
ω
ω

去
の
め
舎
弘
－P
問
主
将
F

∞
号
『
。
官
民
。
ロ

ω
匂
ユ
ロN
F
ω・
5

一
問
。
戸
戸
旨
各
国
骨
肉
戸ω
・
品
一
巧ER
E

－

∞
ロ
号
。
官
民
。
P
ω
・
h
g
r
ω吋E
c
n
F
言
。
『
円F
a
B
n
F
R問
。
。F
z
q
g
R
ω・
5
・
区
別
維
持
と
い
う
結
論
の
み
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
、

待
目
白
F
お

ω
ω
ロ

2
a
F
ω
・
H
r
d司E
U
E
V
H
H
h
m
b
B
E

ロ
B
ω

ロ
の
の
め
門
戸
∞
・
印

l
N
p
a
田
君
男
口
町
品
目
ロ
阿
国
各
。
ω
ロ
弓
。
尚
昆
8

・ω
・
包
1
8

ロ
ロ
色
∞
・N匂
司
ロ
・5

（
脚
注
で
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤl
の
参
照
指
示
、
財
産
に
つ
い
て
は
立
ち
入
っ
た
考
察
を
く
わ
え
る
）
一
君
田
包
ゐ
B
E
C
B

2
2

包
戸
ω
・
芯
ロ
ロ
弘
司p

也
（
脚
注
で
ベ
ヒ
マ
ン
、
マ
ン
ド
リ
、
と
く
に
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ
1

の
参
照
指
示
）
・
一
次
資
料
を
精
査
す
る
こ

と
な
く
区
別
が
放
棄
さ
れ
た
と
不
当
に
も
断
じ
る
の
は
、
富
里
目
白

F

品
目
ロm－w
F
O
∞
ロ
門
司
。
肉
色
。

p
ω
・
H
ω・
こ
れ
に
対
し
て
、
当
R
E
F

ω
ロ
司
。
官
民
。
P

∞
－g
l
a

ロ
ロ
門
戸
∞
・
∞
司
ロ
－

H
は
区
別
論
に
つ
き
立
ち
入
っ
た
分
析
・
検
討
を
く
わ
え
る
が
、
キ
ー
ル
ル
フ
に
依
拠
し
て
自

己
の
見
解
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
、
学
説
史
研
究
で
は
な
い
。

（
お
）
∞
宮
芹
乱
。
－
q
F
B
F
R

巳
ヨ
z
u
ω
2
5

・U
V
円
ぎ
の
『
円
四
2
3

ロ
品
。E
g
円
ゅ
のF
F
∞
・
〉
ロ
出
・
白
色
・

F
甲
S
E
E
ω

・
冨
・5
8

・
宝
N
U・

口
∞
l

可
申
3
・
E
S

円
四
品
目
。
品
。
詳
の

8
8

巳
g

－

（m
m）
密
ユ
国
男
E
E
F
C
o
g
二

S
3
5
c
m
g
官
官
ユ
ω
巴
ω
n
F
g巴
ロ
ロ
宍
窓
自
由
ω
n
F・5
E
W
Z
0
5

ロ
g
E

品
目g
h
ュ
g
m
g

H∞
吋
タω
・
5
ω
l
S
F〈
m
－
－
宮
内
リ
『
∞
－

H
C
H
l
H
C
N
は
四
つ
の
学
説
に
分
類
し
て
い
る
。
各
々
次
の
よ
う
に
区
別
す
る
と
い
う
。
同
総
体
の
創

設
が
法
・
法
秩
序
に
よ
る
か
あ
る
い
は
人
間
の
意
思
・
通
常
生
活
の
言
語
慣
用
と
必
要
に
よ
る
か
、
刷
法
領
域
で
も
総
体
と
し
て
承
認
さ

れ
取
り
扱
わ
れ
る
か
あ
る
い
は
た
ん
に
日
常
生
活
の
も
と
で
の
み
そ
う
さ
れ
る
か
（
た
と
え
ば
、
か
の
法
諺
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
）
、

同
総
体
の
構
成
要
素
が
有
体
的
な
そ
れ
と
無
体
的
な
そ
れ
で
あ
る
か
た
ん
に
有
体
的
な
そ
れ
で
あ
る
か
（
な
お
、
前
者
を
権
利
の
み
と

す
る
も
の
も
あ
る
）
、
他
人
格
化
さ
れ
た
総
体
か
あ
る
い
は
そ
う
さ
れ
て
い
な
い
総
体
か
。
同
ω
刷
説
に
つ
い
て
は
、
副
田
隆
重
「
相
続

回
復
請
求
権
に
関
す
る
一
考
察
付
」
名
法
七
八
号
五
六
頁
注
二
七
（
一
九
七
九
年
）
が
す
で
に
紹
介
し
て
い
る
。
本
稿
が
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

の
分
類
を
変
更
修
正
補
充
し
た
と
こ
ろ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
学
説
の
整
理
に
つ
き
、
吉

ω

を
主
観
的
意
味
に
理
解
す
る

か
客
観
的
意
味
に
理
解
す
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
制
説
と
例
制
説
の
対
比
を
際
立
た
せ
る
一
方
、
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
仙
説
を
省
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略
し
た
。
第
二
に
、
著
者
の
位
置
づ
け
に
つ
き
、
区
別
否
定
説
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
プ
フ
タ
と
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
旧
説
を
各
々
正
し
く

振
り
分
け
な
お
す
と
と
も
に
、
ジ
ン
テ
ニ
ス
、
ベ
ッ
カ
l

、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
、
ケ
l

ラ
l

、
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
を
あ
ら
た

に
付
加
し
た
。
第
三
に
、
学
説
と
用
法
の
関
係
に
つ
き
、
制
説
括
弧
書
説
と
c
E
S
「
巴
宮ω
S
3．

S
F

同
説
と
ロ
ロ
言
。
『
也
宮

ω

ぎ
遺
言
訟
の

対
応
関
係
し
か
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
論
理
と
実
証
の
両
面
か
ら
、
ロ
ロ
ぞ
め
『ω山
富ω
S
3．

S
F

ロ
ロ
ぞq
a
s
ω
ぎ
遺
怠
訟
の
位
置
づ

け
を
見
直
す
と
と
も
に
、
ロ
ロ
日
認
可
也
宮
ω
認
さ
き

W
E
D
－S
司
ω
－E
ω
』
町
内
止
と
の
関
係
を
整
理
し
、
ミ
ミ
ミ
ミ
宮
崎
で
は
な
い
と
い
う
主
張
も
合
わ

せ
て
分
析
し
た
。

（
初
）
の
円
。
ω
男
色
ロ
・

5
・
N
L
・
∞
に
は
ヨ
持
品
目
出
2
E
C
B
g
同
ロ
包
括
円
低
冨ω
s
s
eミ
S

ミ
L
m
R
注
P
E
A
g
m
w
n
位
。
ロ2
8

ロ
寄
再
ロ
宮
司
一
児
島

巴
E
E
ω
F
N
・N
ω・2
2
言
。
E

白
色
。
8

号
。
諸
島
告
。
〈
色
。
。
弓
R
g
g
Z
E
g
g

－
E
Z
E
位
。
・
t

（N
芦
田
局
室
盟
国
・5
5
0
m
g
w∞
－

H
C
A
F〔
強
調
と
補
足
は
水
津
〕
）
と
あ
る
が
、
一
般
に
は
、
有
体
物
の
み
な
ら
ず
無
体
物
か
ら
も
構
成
さ
れ
る
と
読
ま
れ
て
い
る
。ω・ロ
R

冨
E
E
5

埋
め
回
忌
免
∞
・ω
N
U一
回
国
富
田
男
、
。s
u
m
s
－
∞
・5
品
・

（
担
）
ち
な
み
に
、
区
別
否
定
説
も
批
判
対
象
と
し
て
、
例
説
を
想
定
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
ハ
ッ
セ
、
ミ
ュl
レ
ン
ブ
ル
ツ
フ
、
サ
ヴ

ィ
ニ
l

、
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
新
説
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
説
を
想
定
し
て
い
た
の
は
、
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

『
論
究
」
。
守F
S
ロ

n
Fユ
ω
民
自

国
島
白
・
口
。σq
C
E
S
円
ω
－s
ヱ
ロ
ユω
ロ
ロ
a
B
E
E

－
ロ
ロ
【
日

E．

σ
q
d
E
S
『
g

－
・
ロ
ロ
円
四
∞
吉
喧
旧
宮
司
’
∞

Z
2
2

色
。
P
K
F
n
同J
回
向
日
・
印
（

H∞
N
N）
・ω
・
ロ

（
特
有
財
産
・
嫁
資
・
相
続
財
産
）
一
冨EE
Z

男

R
F
K
FのH
J∞
・ω
N
F
ω
N叩（
相
続
財
産
・
特
有
財
産
・
嫁
資
。
た
だ
し
、
∞
・ω
主
l
ω合
は

財
産
一
般
も
標
的
に
す
る
）
一
司
ユ
包
号v
n
E
g
z
F
2
の
Z
4
・
∞
百
円
命
日
常
ω

｝5
E
m
g
問
。B
貯
のF
g
閉
め
のF
F
回
巳
・
戸
田
q
E
H
∞h
P
0

・
m

匂
・
ω
・
ω
吋
∞
ロ
包
司
ロ
－B

（
相
続
財
産
・
特
有
財
産
・
嫁
資
〔
「
一
定
の
目
的
の
た
め
に
特
別
に
限
定
さ
れ
た
財
産
」
〕
）
一
巧
」
F
n
E
g
w

開
5
2
命
日
ロ

m
g
－
m
y
ω・
N

（
総
財
産
・
特
有
財
産
・
〔
多
数
説
に
よ
れ
ば
〕
嫁
資
）
・
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
新
説
に
つ
い
て
は
前
節
で
示
し
た
。

（
認
）
典
拠
を
ま
と
め
て
示
し
て
お
く
。
括
弧
内
は
順
に
ロ
E
S
E
－s
z
ロ
ユω
と
ロ
ロ

q
q
包
冨
ω

貯
の
民
の
区
別
基
準
と
ロ
ロ
可
2

也
S
巴
ロ
ユ
ω

の

具
体
例
で
あ
る
。
r
H円
山
巧
仲
間
』
己
宮

ω

司
一
門
町
内
田
ユ
各
国
含
安
田
・
同

d
g
『
角
川t
R
F
E司
5
2

－R
F
2
n
。
B
E
g
s

円
三
百
円
島
町
田
巳
ロ
ゅ
の
の
宮
内
リ

F
g

z
a
z
E
8
2
5

岳
門
－2
2
5
5
ω

件
。
ロ
〉g
m
ω
v
p司
自
犀
ロ
ユ
m
w・
冨
・
口
∞ω
ム
N
吋
∞
．
∞
－
N
C
ω
（
法
律
そ
れ
自
体
が
総
体
と
承
認
す
る

か
・
か
の
法
諺
が
適
用
さ
れ
る
か
・
権
利
を
把
握
し
う
る
か
の
三
基
準
〔
し
た
が
っ
てω
説
と
ω
ω
説
の
総
合
と
も
い
い
う
る
が
、
前
二

者
が
削
説
を
志
向
し
て
い
る
た
め
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ
！
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
は
刷
説
に
分
類
し
た
〕
、
相
続
財
産
・
特
有
財
産
）
一

n
E
住
吉
虫
色
ユ
与
さ

z
P
R

関
与
g
B
可
F
Z

開
ユ
管
Z
E

持
母
石
川
昌
弘0
2
2
5

各
国
巳
－
E
P
N
・
吉
国
－h
・
H
F開
ユ
g
m
g
H
∞
0
0・
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協
同
吋N
m
y∞
・8
A
山
（
法
律
が
総
体
と
み
な
し
特
別
な
諸
権
利
を
認
め
た
と
こ
ろ
の
無
体
物
か
ら
も
構
成
さ
れ
る
総
体
と
、
た
ん
に
共
通
の

種
類
に
属
す
る
複
数
の
個
々
の
有
体
物
の
総
体
〔
こ
こ
で
も
重
点
に
し
た
が
い
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
！
と
同
様
、

ω
説
に
分
類
し
た
〕
、
相

続
財
産
・
特
有
財
産
）
一
〉
E
S
P

・
町
生
各
』5
E
ω
E
H
E
E
J
S
ω
件
。
自
己2
3
E
o
w
g
ロ
・
同2
F
F
U
・
〉
口
出
・
日
仏
・

F
守
口
三
∞
お
ふ

N
∞N
・
∞
・5
∞
（
法
律
そ
れ
自
体
に
よ
り
積
極
消
極
財
産
か
ら
な
る
多
様
な
も
の
が
結
合
さ
れ
た
総
体
と
、
自
由
意
志
に
よ
り
他
の
個
別
の

物
件
が
結
合
さ
れ
た
総
体
、
財
産
）
二
巴
可
ゅ
の
宮ω
2
当
用

F
U
S
E
E

－ω
岳
φ
甲
山J
S
C・
－2
Z
E
ω
o
E
q
F
g

民
間g
〉
回
一
巧
g

内H
E
m－
∞
仏
－

F
K
F・K
F口
出
・
喝
の
む
邑
ロ

m
g
Z
N∞
・
協
定u
－
N
8
1
N
O∞
ム
8
・
∞
・8
∞
l
N
S
（
法
が
総
体
と
み
る
か
た
だ
個
々
の
物
の
み
と
み
る
か
、
総
財

産
・
相
続
財
産
・
家
子
財
産
・
嫁
資
）
己
各
自
口
町
ユ
怠
ユ
岳
冨

ω
江
戸
口
回
目
戸
F
d
5
。
号
巳
g

向
。B
巳
号
ロ
c
i
－
円
ゅ
の
F
Z
白
色
－F

旨
S
5
5
g
w
協
同ω
回
・3
・
∞
－S
H
l
ω
N
N（
旬
。
。
砕
き
守
な
宮
の
統
一
体
と

Y
R
S
S
2
0
N
q．ミ
の
統
一
体
、
財
産
）
一
司
ユ
包
ユ
各
宮
島
急
m

J可
。z

同
E
N
F
H
d足
。
E
g
一
〈
。
ュ2
5
m
S

・M
・
〉
ロP
回
色
・F
r
f
N
F
m
H
∞
笥
w
m
A
5
・
∞
・5
∞
（
有
体
物
と
無
体
物
の
総
体
と
有
体
物
の
総

体
、
相
続
財
産
・
特
有
財
産
・
嫁
資
）
一
切
ヨ
ω
仲
間B
自
白
星
回
国
自

F
ω
至
。
B

宮
町

g
t
m
g
E
E
σ
E
2
3
E
・
g

・
－
当
。
－
B
R

g
g
w
m吋
H
W
ω・N
∞
ω
百
戸
内
（
権
利
の
総
体
と
権
利
客
体
の
総
体
、
相
続
財
産
・
嫁
資
・
特
有
財
産
）
一F
E
d丘
町
〉E
u
d
E
芹
q
g

ロ

〉
B
g
t
q
m
L
h
F
円
ぎ
の
町
内
田
将
司
自
【
同
共
同

O
P
E
－
〉
ロ
出
－

w∞
宮
再m
R
ニ
∞
∞m
wム
品
∞
弘
・
窓
口
ロ
仏
ω
・
8
〉
E

ロ
・
印
（
有
体
物
と
無
体
物
・
財
産

関
係
の
総
体
と
有
体
物
の
総
体
、
相
続
財
産
・
嫁
資
・
特
有
財
産
）
・
な
お
、
マ
ン
ド
リ
の
態
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
附
）

（
川
）
参
照
。

（
お
）
わ
何
時
右
号En
F
F
E
S
S

品
目
ヨ
塁

H
F
U
S胃
R

野
島
。
向
。B
a
H
5
c
i
r・2
F
r
E

出
－w
g
－
F
Z
－E
m
H
∞
芹
ω
－
E
P
E

・

H
W円h
u
e
N
－m
H
M
W
A
W

∞
・

（
泊
）
出
版
年
（
一
八
四
四
年
）
か
ら
す
れ
ば
本
来
「
中
期
」
で
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
文
献
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
期
の
捧
尾
に
位
置
づ
け

た
巧
骨
耳
目

L
W
5昇
。
E

ロ
m
g
w
∞
・N
l
h
F（
一
八
四
五
年
）
に
お
い
て
な
お
顧
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
学
説
史
と
い
う
観
点
か
ら

「
後
期
」
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
お
）
∞
盟
国
富ω
w
c
i
r

・

2
E
J
ω
出
・
H
S・
8
一
∞
－A
F
ω
ω
ロ
ロ
w
g
古
島
。
一
巴
－
－

c
i
】
円
ゅ
の
F
q
円
切k
p
y
H
J
M

・
8
一
∞
－A
E
Cロ
ロ
w
g
司
包
件
。
・
ち
な
み

に
、
グ
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
正
当
。
と
は
い
わ
な
か
っ
た
の
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

ω
す
べ
て
の
ロ
昆
認
可
也
宮ωは
個
々
が
総
体
に
消
失

す
る
こ
と
を
共
有
し
、
あ
ら
ゆ
る
交
替
を
顧
慮
せ
ず
に
同
じ
も
の
で
あ
り
続
け
る
、
川
多
く
の
ロ
ロz
q
包
宮
ω

は
た
だ
特
別
な
関
係
に
の

み
実
際
上
の
利
益
を
提
供
し
、
こ
れ
を
除
け
ば
す
べ
て
は
個
々
の
法
関
係
に
解
消
さ
れ
る
、
ω
ロ
口
町q
包
冨
ω

が
構
成
要
素
の
減
少
に
よ
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型
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会
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記
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当
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型
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1郡
小
〉
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吋

0
ド
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耳
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~
昼

1樟
税
~
~
実
場
経
会

1津
さ
蛍
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告
さ
e

11担
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!1.;qS,
い
票
制
客
様
。
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ミ
e
場
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s
e
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会

l合
同
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吋
ν
ニ
ト
Q

f）
戸
~
~
さ
童
委
←
〈
蓉
!
1
0
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~
-
R
~
1
担
保
e
，
毛
布
欄
掛

,jJ，.......）いエトO

f
 J
 ,jJ。
山
為
’

fJ
 E;; 

1
・P
<
~
r
毛
会
♂
酎
司
会

1場
震

~!'.(af
）
戸~
t
i
~
相

，..：，ヲ
エ
。
ト
ヤ
ト
ー
ト
入
e
匙
吉
装
組
~
1
軍
恒
←

!{a
~
 ti, 

SCHERER, 

res succedit, S. 
11-

12
〔
さ
e
卑
諜
〕
.

~
~
，
 
,jj-v!l

翻
曜
午
：
F
’
＊
~
堅
摺
臣
漏

,jJ
J
ν
g
 ~..,P~,jj

制
判
官
い
絡
’
b
時

~
t
i
'

WrNDMDLLER, pretium succedit, S. 
6; 
W
E
L
回
，
p
r
e
t
i
u
m
succedit, S. 

73 Fn. 10; MENKEN, dingliche S
u
汀
ogation,

S. 
12 Fn. 

6) 
;
 Rudolf LEONHARD, D

e
r
 Erbschaftsbesitz, A

b
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
 z
u
m
 Privatrecht u

n
d
 Civilprozess des D

e
u
t
s
c
h
e
n
 

Reiches, Bd. II, 
H. 3, Jena 1899, S. 

65-66. 

（
き
）

J
o
h
a
n
n
 A
d
a
m
 S
E
U
F
目
前
，

Praktisches
Pandektenrecht, 1. 

Aufl., Bd. I, 
III, 

Wiirzburg 1825, 2. 
Aufl., Bd. I, 

III, 

Wiirzburg 1848, 1849, 3. Aufl., Bd. I, 
Wiirzburg 1852, 4. Aufl., Bd. I, 

III, Wiirzburg 1860, 1872. 

(
 

ffi) 
h
ャ
ト

t-l
~
ミ
ム
当
’

universitas
iuris

心
universitas

facti 
Q
凶

~,jjJia:挺
（
糧
理
組
（
弓
）
総
堕
D
’
が
や
!
1
1
<
i
1
同
社
e
尽

盛
下

.J..,P線
11
崖

,jjJia:~m~1型
γ
ド
エ
~
o
~

ヰゴ
J
’
〈
去
三
組
令
ト

Q...;;E;;:t主
ピ
起
杓

~!'(a...;;E;;
e
記
留
置

4年
｝
司
民
主
挙
時
｝

!l~iM眠
時
糧

gfti
棋

11

握
~
盤
!
l
~
寝
杓
~
~
.
，
；
；
~
~
－
%
＇

!'.(a。
SEUFFERT,

Pandekten1 I,ｧ 62, S. 
7
6
 u
n
d
 Fn. 4, 

5; 
rn., 

Pandekten1 III,ｧ 578, S. 
193 

u
n
d
 Fn. 4, S. 

195 u
n
d
 Fn. 20, 23. 

（
定
）

SEUFFE町
，
Pandekten4

I, 
Vorwort, S. 

XI. 

（
に
）

SEUFFE町
，
P
a
n
d
e
k
t
e
n
2
I, 
ｧ

 62, S. 
75; 

ID., Pandekten3 I, 
ｧ
 62, S. 

82; 
ID., Pandekten4 I, 

ｧ
 62, S. 

73. 

（
ど
）

S
E
U
F田
町
，

P
a
n
d
e
k
t
e
n
2
I,ｧ 62, S. 

7
5
-
7
6
 Fn. 4; 

ID., Pandekten2 III,ｧ 578, S. 
199 u

n
d
 Fn. 4, 

S. 
2
0
0
-
2
0
1
 u
n
d
 Fn. 20, 

23; 
ID., Pandekten4 I, 

ｧ
 62, S. 

73 Fn. 4; 
ID., Pandekten4 III, 

ｧ
 578, S. 

2
5
5
 u
n
d
 Fn. 5, 

S. 
2
5
8
-
2
5
9
 u
n
d
 Fn. 20, 2

3
 
(hered-

（1）ドニやり→〈小一臨申起梨 nb田唱と刊一容 FJ輯心叩〕己認（ b容さ田中と〉檎岩崎士勾け一許制閣制ヘペ’」三・罷曜日曜単 Jh1



( 寸
‘

itatis petitio); 
ID., P

a
n
d
e
k
t
e
n
2
 I, 

ｧ
 62, S. 

7
5
 
7
6
 Fn. 5; 

ID., P
a
n
d
e
k
t
e
n
4
 I, 

ｧ
 62, S. 

73 Fn. 5
 (peculium), vgl. a

u
c
h
 ID., 

Pandekten4 III, 
Sachregister: Art. 

,,res succedit in l
o
c
u
m
 pretii“,

S. 504. 

（
ロ
）

S
E
U
F田
町
，

P
a
n
d
e
k
t
e
n
2
I, 
ｧ
 62, S. 

7
6
 Fn. 5; 

ID., Pandekten4 I, 
ｧ
 62, S. 

73 Fn. 5. 

（
ご
）

L
u
d
w
i
g
 A
R
N
D
T
S
 Ritter v

o
n
 A
r
n
e
s
b
e
r
g
,
 L
e
h
r
b
u
c
h
 d
e
r
 P
a
n
d
e
k
t
e
n
,
 1. 

Aufl., M
t
i
n
c
h
e
n
 1852, 9. 

Aufl., 
Stu仕

gart

1877, 14. Aufl., Stu仕
gart

1889; ID., Hereditatis petitio, in: 
G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 civilistische Schri立

en,
Bd. II, 

Stu仕
gart

1873, ｧ
 

45, 
S. 

2
7
8
-
3
1
0
;
 ID., W

e
s
e
n
 u
n
d
 U
m
f
a
n
g
 d
e
r
 hereditatis petitio, in: 

G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 civilistische Schri立

en,
B
d
.
 II, 

Stu仕
:gart

1873, ｧ
 47, s. 

3
1
5
 
381. 

（
巳
）

A
R
N
D
百
，
Pandekten1,

ｧ
 48, S. 

4
5
 A
n
m
.
 5; 

ID., Pandekten9, ｧ
 48, S. 

5
5
 A
n
m
.
 5; 

ID., Pandekten14,ｧ 48, S. 
6
5
 A
n
m
.
 5. 

（
記
）

A
R
N
D
百
，

Hereditatis
petitio, S. 294. 

（
仁
）

A
R
N
D
百
，
Hereditatis

petitio. S. 2
9
6
 
297, a

u
c
h
 S. 

2
9
5
 Fn. 99. 

（
符
）

ARNDTS, W
e
s
e
n
 u
n
d
 U
m
f
a
n
g
,
 S. 

356-358, Zit. S. 
357. 

（
定
）

Friedrich L
u
d
w
i
g
 V
O
N
 KELLER, P

a
n
d
e
k
t
e
n
:
 V
o
r
l
e
s
u
n
g
e
n
 a
u
s
 d

e
m
 N
a
c
h
l
a
s
s
e
 d
e
s
 Verfassers, 1. 

Aufl., Leipzig 

1861, 2. 
Aufl., Bd. I-II, Leipzig 1867. 

(&5) 
W
A
L
日

R,
Surrogation, S. 

10 Fn. 1; 
W
E
L
L
E
,
 pretium succedit, S. 

7
3
 Fn. 10; M

E
N
K
E
N
,
 dingliche S

u
汀
ogation,S.

12 

Fn.6. 

(;;()) 
V
O
N
 K
E
L
日

R,
Pandekten1, ｧ

 45, S. 
82, 83, 84-85, Zit. S. 

85, vgl. a
u
c
h
 insb. ｧ

 545, S. 
1024-1026; ID., Pandekten2 I,ｧ 

45,S. 106, 107, 1
0
8
,
Z
比

S.
108, vgl. a

u
c
h
 insb. ID., Pandekten2 II,ｧ 545, S. 

502-504. 

(
 
~
）
 

F
r
a
n
z
 SCHRODER, D

a
s
 C
o
m
m
o
d
u
m
 bei der Erbschaftsklage, Heidelberg 1876. 

（
~
）
 

SCHRODER, C
o
m
m
o
d
u
m
,
 s. 

30-31, vgl. a
u
c
h
 S. 

37, Zit. s. 
30, 31. 

（
~
）
 

SCHRODER, C
o
m
m
o
d
u
m
,
 S. 31-32, S. 

3
1
F
n
.
4
,
 S. 

3
2
 Fn. 6, 

S. 41, Zit. S. 32. 

（
お
）

SCHRODER, C
o
m
m
o
d
u
m
,
 S. 4

0
 
41, vgl. S. 

1
2
-
1
3
 Fn. 2

0
 
24, Zit. S. 41. 

（
~
）
 

SCHRODER, C
o
m
m
o
d
u
m
,
 S. 

34-38, Zit. 
S. 

31.
布
~
’
A
吋
ム
－
~
－
~
杓
抑
止
！
｛
－
~

D. 5, 
3, 

2
2
 ~
 ~
+
0
!
2
母
時

D.
5, 

3, 

2
0
 pr.; D

.
 5, 

3, 
20, 1

 ~
~
リ
小

,._j~誕
わ
＜
~
~
~
,
.
_
j
ν
絡
’fご

い
；
二
時
。

司君”
r
、

∞。。 N）市叩占 Y網目∞駅定制貯出
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n
 

r
、
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&i) 
＋.！同

J
’
A
R
N
D
お
，
W
e
s
e
n
u
n
d
 Umfang, S. 

357 Fn. 
130

但
骨
’

f
J
~
~
咲

4忌h穏
穏
J

’
D.

5, 
3, 

34, 
1
 !l
~
士
時

quasi
a
 

iuris possessore ...lJエ
小

1ト
h
k
ム
t
i
~
m
突
入

J
「
小
柄
'Vti4ロ言語

J
布
エ

J
...lJ鰻

で
い
ニ

＋.！o

（
~
）
 

SCHRODER, C
o
m
m
o
d
u
m
,
 S. 

39 
40, z

比
S.
39. 

（
~
）
 

SCHRODER, C
o
m
m
o
d
u
m
,
 S. 

38-39 u
n
d
 S. 

12 Fn. 20. 

（
宗
）

Josef KOHLER, B
e
s
p
r
e
c
h
u
n
g
 v
o
n
 Franz S

e
h
r
り
der:

D
a
s
 C
o
m
m
o
d
u
m
 bei Erbschaftsklage, KrVJSchr, Bd. 19 

(
1
8
7
η

，
S. 498-511. 

（
忌
）

SCHERER, res succedit, S. 
17 u

n
d
 Fn. 2; 

SCHULTE, res succedit, S. 
10 u

n
d
 Fn. 11; WINDMDLLER, pretium succedit, S. 

76 u
n
d
 Fn. 161; RAAscH, Surrogationsprinzip, S. 

17 u
n
d
 Fn. 17, S. 

4
6
 u
n
d
 Fn. 36; GIRSBERGER, dingliche Surrogation, 

S. 
2
0
 u
n
d
 Fn. 28; WELLE, pretium succedit, S. 

73 u
n
d
 Fn. 12, 

14. 

（
包
）

KOHLER, KrVJSchr, S. 
508-510, vgl. a

u
c
h
 S. 

500, Zit. 
S. 

509-510.
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KOHLER, ArchBiirgR, S. 
9, 

12 ti
リ
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起

~
1
1
騒
副
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jさ~
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...lJ出
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二
時
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’
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 -4'誕

紐
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起
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）
ゐ
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車
堪
：
l
~
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い
剖
υ
’
~
ト
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為
1
E;;~
組
会
＆

;¥1~
韮
制
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心
’

fJ
E;;~

骨組
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0
 

い
ま
題
宕
羽
越
贈
明

lli4持
迫
撃
（
Ausgleichungsanspriiche)

~i!-1恥
時

...lJエ
エ
’
~

~-4' E;;申
E
エ
い
二
時
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＇
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Iト
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~
誕
胡
n
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o
~
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1
 151111111蝶

’
1
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P
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蝶
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1
 151~＜

＜
蝶
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1
 lヨキ
J
O
蝶
持
吋
’
b

’之、－
H
弐
入
~
誕
e
者
全
帳
柚
’

Paul

R
o
m
,
 Bayrisches Civilrecht, Bd. I, 

Tiibingen 1871, ｧ
 58, S. 

350, 351 [S. 351 Fn. 33 t
H
込
e
誕
檎
印
税
佳
昭
（
R
e
c
h
臼
sa包

）

人
J...Jν総

!EE令
i-0為

P
s. 

351 ti
＋.！~

~
!
l

「J
会

...J~為
♂

fJ
~
 fJ...lJ当

1
：起
:m~よ

さ
ま
帳
揺
れ
）
~
ν
エ
布
エ

J
...lJ鰻

~...J’
1布
｛
世
話
芸
制

+.!ti
話
余

~m:{1同
極
北

1程
！
令
J
ν
二
時
］
。

(
 

85) 
August BECHMANN, D

a
s
 romische Dotalrecht, Abt. II, 

Erlangen 1967. 

（
ま
）

SCHERER, res succedit, S. 
66-68; SCHULTE, res succedit, S. 

25-30; WINDMULLER, pretium succedit, S. 
31-37; 

BEYER, Surrogation, S. 
40-59; WELLE, pretium succedit, S. 

40-47 u
n
d
 S. 

74 Fn. 15. 
＋.！~...J

＇
令
て
い
Q
是
主
馬
込
1K
牢
約
£

（1）ドェO斗〈小鉱山悼起梨 e阜己主認す J甑仰山間｝要（ b察当壇乞〉檎岩崎士持け一料叩世明細トャり一・罷曜日曜嗣 Jhl
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て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
バ
イ
ヤ
ー
と
ヴ
ェ
レ
を
参
照
。

（
侃
）
回
開
わ
回
忌
〉

Z
F
U。
s
r
．
。
。
｝
回
二
戸
協
同
（
｝

ω
・
∞
－NH
N・
仰H
C
P
ω・N
N吋
l
N
N∞
・N
F
ω
・
N
H
N
W
N
N

吋
w
N
N∞・

（M
m）
回
開
何
回
冨
〉
Z
F
U。
s
r・
2
V
門
戸
m
H
C
P
ω
・N
ω］
｛l
N
ω
N
W
N
F

∞
－N
ω
H・

（
貯
）
回
目
何
回
冨
〉

Z
F
U。
s
r・
2
F
門
戸
m
H
C
P∞
－N
ω
ω
N
ω
h
r
m

ロ
ゲ
∞
・h
g
ω
h
H
A
W
A
Y
N
F

∞
－N
ω
ω・
な
お
、
ベ
ヒ
マ
ン
は
、

n
－
F
H
N
L
Nは
［
一

見
自
説
を
支
持
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
］
こ
の
問
題
と
は
関
連
が
な
い
と
い
う
（
協
同
c
p
∞
－N
ω
ω）
。
な
ぜ
な
ら
、
文
言
ど
お
り
読
め
ば
、

夫
が
嫁
資
金
銭
に
よ
り
購
入
し
た
不
動
産
が
直
接
的
に
妻
に
取
得
さ
れ
る
か
が
問
わ
れ
、
帝
は
こ
れ
を
否
定
す
る
け
れ
ど
も
、
購
入
不
動

産
が
嫁
資
に
す
ら
属
さ
な
い
か
ど
う
か
に
は
ま
っ
た
く
立
ち
入
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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