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法学研究82巻 12号（2009

序
ー
ー
本
研
究
の
問
題
意
識

民
法
八
五
条
は
「
こ
の
法
律
に
お
い
て
『
物
』
と
は
、
有
体
物
を
い
う
」
と
す
る
。
同
条
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
流
れ
を
汲
み

無
体
物
を
も
物
に
含
め
た
旧
民
法
の
規
定
を
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
倣
っ
て
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

（

1
）
 

で
あ
る
。

（

2
）
 

し
か
し
、
物
概
念
を
有
体
物
に
制
限
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
古
く
か
ら
批
判
が
強
い
。
今
日
の
社
会
的
・
経
済
的
事
情
に
か
ん
が

み
れ
ば
、
物
を
有
体
物
に
制
限
す
る
の
は
狭
き
に
失
す
る
。
権
利
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
精
神
的
創
造
物
、
集
合
物
、
企
業
な
ど
も
物
に

含
め
る
べ
き
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ド
イ
ツ
民
法
典
が
な
ぜ
、
物
を
有
体
的
対
象
に
制
限
し
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。

当
時
の
三
大
法
典
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
い
ず
れ
も
、
物
に

無
体
物
を
含
め
る
広
い
物
概
念
な
い
し
財
概
念
を
採
用
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
起
草
者
は
な
ぜ
、
狭
い

物
概
念
を
採
用
し
、
そ
う
し
た
定
義
規
定
を
置
い
た
の
か
。

有
体
物
規
定
に
は
な
お
も
う
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
民
法
起
草
者
が
参
照
し
た
の
は
、
精
確
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
第
一
草
案

（

3
）
 

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
草
案
で
は
物
規
定
は
物
権
編
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
総
則
編
に
移
行
さ
れ
た
の
は
第
二
草
案

に
お
い
て
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
民
法
の
起
草
過
程
で
は
、
第
二
草
案
を
参
照
す
る
よ
り
前
に
、
物
規
定
の
総
則
編
へ

（

4
）
 

の
配
置
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
物
規
定
は
総
則
編
で
は
な
く
物
権
編
に
置
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る



（

5
）
 

も
の
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
次
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
民
法
典
の
第
一

草
案
は
な
ぜ
物
規
定
の
位
置
を
物
権
編
の
冒
頭
と
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
、
第
二
草
案
で
は
な
ぜ
こ
れ
を
総
則
編
に
移
行
す
る
こ

と
に
し
た
の
か
。

こ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
に
は
、
こ
う
し
た
問
題
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
応
答
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が

生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
の
ち
に
示
す
よ
う
に
、
そ
の
多
く
は
資
料
的
制
約
か
ら
、
『
第
一
草
案
理
白
書
』
と

『
第
二
委
員
会
議
事
録
』
、
つ
ま
り
ム
グ
ダ
ン
編
集
に
か
か
る
「
ド
イ
ツ
民
法
典
全
資
料
集
』
所
収
資
料
し
か
参
照
で
き
な
か
っ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
で
す
ら
部
分
的
に
考
察
す
る
に
と
ど
ま
る
。
さ
ら
に
、
一
九
七

0
年
代
以
降
、
ヤ
l
コ
プ
ス
と
シ
ュ
ー

ベ
ル
ト
に
よ
り
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
過
程
に
お
け
る
未
公
刊
資
料
が
続
々
と
公
刊
さ
れ
、
資
料
の
状
況
は
現
在
大
幅
に
改
善
さ
れ
て

い
る
。
『
成
立
史
資
料
集
成
』
「
起
草
者
提
出
資
料
集
成
』
『
逐
条
・
審
議
資
料
集
成
」
所
収
資
料
が
こ
れ
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り

す
る
と
、
本
研
究
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
新
資
料
を
用
い
な
け
れ
ば
、
不
十
分
で
あ
る
の
は
も
と
よ
り
、
不
正
確
な
結
論
し

か
え
ら
れ
な
い
。
新
資
料
を
用
い
た
研
究
も
な
い
で
は
な
い
が
、
参
照
範
囲
が
限
定
的
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
重
要
な
問
題
は
看
過

さ
れ
て
い
る
。

有体物規定に関する基礎的考察 I

課
題
と
方
法

本
研
究
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
物
概
念
規
定
の
立
法
趣
旨
を
、
新
資
料
を
広
く
用
い
て

（

6
）
 

実
証
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
先
行
研
究
と
の
関
係
を
明
確
に
し
、
ま
た
、
検
証
の
可
能
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
ま

（

7
）
 

ず
本
研
究
が
基
礎
と
す
る
資
料
を
提
示
し
、
そ
の
後
で
こ
れ
ら
に
つ
い
て
分
析
・
検
討
を
加
え
る
と
い
う
手
法
を
と
り
た
い
。
あ
ら

か
じ
め
関
連
規
定
を
み
て
お
こ
う
。

213 



法学研究82巻 12号（2009:12) 

ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
物
を
有
体
的
対
象
に
制
限
す
る
規
定
を
、
総
則
編
に
配
置
し
て
い
る
（
切
由
。
）
。
こ
の
規
定
は
直
接
に
は
第

二
草
案
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

6
3
m）
。
そ
れ
以
前
の
第
一
草
案
で
は
規
定
の
位
置
が
異
な
り
、
物
権
編
の
冒
頭
に
置
か
れ
て

い
た

8
3∞
）
。
ヨ

l
ホ
ウ
の
物
権
法
部
分
草
案
に
も
対
応
規
定
が
あ
る
（
仰
H

）
が
、
同
草
案
は
そ
も
そ
も
規
定
の
仕
方
を
異
に
し

て
お
り
、
物
概
念
の
定
義
で
は
な
く
、
物
規
定
の
適
用
関
係
と
い
う
か
た
ち
で
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
・
草
案
の
基
礎
に
は
、

民
法
典
編
纂
の
基
本
方
針
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
本
研
究
で
は
、
民
法
典
編
纂
の
基
本
方
針
に
始
ま
り
、
部
分
草
案
、
第
一
草
案
を
経
由
し
て
、
第
二
草
案
で
完
成
し
た

214 

規
定
が
ド
イ
ツ
民
法
典
に
結
実
す
る
ま
で
の
経
緯
を
追
跡
す
る
。
も
っ
と
も
、
紙
幅
と
内
容
の
関
係
上
、
本
研
究
は
構
成
を
二
部
に

分
け
、
本
稿
で
は
第
一
部
と
し
て
、
第
一
草
案
が
成
立
す
る
ま
で
、
す
な
わ
ち
主
に
ヨ
l
ホ
ウ
物
権
法
部
分
草
案
を
め
ぐ
る
議
論
を

（

8
）
 

取
り
上
げ
る
。
そ
れ
以
降
、
ド
イ
ツ
民
法
典
成
立
に
至
る
ま
で
の
考
察
と
全
体
の
総
括
は
、
次
稿
・
第
二
部
で
行
う
こ
と
に
す
る
。

民
法
典
一
編
纂
の
基
本
方
針

（一）

体
系
に
関
す
る
問
題

一
八
七
四
年
四
月
一
五
日
、
準
備
委
員
会
（
〈
2
E
B
E
g－
。
ロ
）
は
連
邦
参
議
院
（
回

g号
ω
S
F）
の
付
託
に
対
す
る
回
答
と
し

て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
の
計
画
と
方
法
に
関
す
る
「
答
申
（
の
E
R
E
g）
」
を
同
議
院
に
提
出
し
た
。
こ
の
答
申
は
民
法
典
編
纂

の
基
本
方
針
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
後
二

O
年
あ
ま
り
に
及
ぶ
編
纂
事
業
を
根
本
的
に
規
定
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
。

本
稿
と
の
関
連
で
は
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
採
用
が
い
わ
ば
当
然
の
前
提
で
あ
る
か
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
点
が
と
く
に
重

要
で
あ
る
。

同
年
の
九
月
以
来
、
連
邦
参
議
院
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
第
一
委
員
会
（
口
町
戸
開
。

s
E
g
Eロ
）
は
、
各
条
文
を
起
草
す
る
前
に



決
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
予
決
問
題
（
〈
。
広

g
m
g）
を
検
討
し
た
。
同
年
九
月
二
三
日
、
第
四
回
本
会
議
（
書
記
一
ノ
イ
バ

ウ
ア
l
）
の
際
に
は
「
ド
イ
ツ
民
法
典
の
体
系
（
ω
3
Z
B品
g
切
の
回
）
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
準
備
委
員
会
答
申
で
は
は
っ
き
り
と

し
て
い
な
か
っ
た
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
採
用
が
明
確
に
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
三
日
後
の
二
六
日
、
第
六
岡
本
会
議
（
書
記
一
ノ
イ

パ
ウ
ア
l
）
で
は
、
本
稿
の
問
題
と
の
関
連
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
、
「
総
則
で
規
制
さ
れ
る
べ
き
素
材
（
巴
巴
自
己
釘
JOBZロ
g

叶色

2
8
m
o
z
eロ
冨
巳

o
E
g）
」
に
つ
き
議
決
が
な
さ
れ
た
。

以
下
で
は
、
準
備
委
員
会
答
申
、
第
一
委
員
会
の
各
予
決
審
議
の
内
容
を
順
に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（

9
）
 

準
備
委
員
会
答
申

〔

G
I
〕
答
申
の
起
草
者
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
キ
ュ

l
ベ
ル
、
ノ
イ
マ
イ
ヤ
i
、
ヴ
ェ

l
パ
l
の
五
人

で
あ
る
。
答
申
で
は
、
民
法
典
編
纂
の
目
的
、
方
法
、
対
象
な
ど
、
多
く
の
事
柄
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
体
系
に
関
連
す
る
記
述

は
意
外
と
少
な
い
。
後
期
普
通
法
学
の
精
華
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
を
採
用
す
る
こ
と
は
自
明
の
も
の
と
み
ら
れ
て
い
た
節
が
あ
る
。

（叩）

関
連
部
分
を
抜
書
き
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（ニ）

有体物規定に関する基礎的考察 I

〔

G
2
〕
わ
れ
わ
れ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
将
来
の
法
典
は
以
下
の
前
提
を
充
足
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
ド
イ

ツ
帝
国
内
に
存
す
る
民
法
体
系
の
う
ち
た
し
か
な
も
の
と
さ
れ
た
共
通
の
法
制
度
と
法
命
題
を
堅
持
す
る
こ
と
、
相
互
に
法
規
が
異

な
っ
て
い
る
場
合
に
い
ず
れ
の
法
規
を
採
用
す
る
か
は
、
第
一
に
社
会
の
要
求
と
合
目
的
性
を
顧
慮
し
、
次
い
で
法
律
的
｜
論
理
的

な
首
尾
一
貫
性
に
し
た
が
っ
て
決
定
す
る
こ
と
、
今
日
の
状
況
に
適
合
す
る
法
原
理
を
徹
底
し
て
積
極
的
に
採
用
す
る
際
に
は
、
か

な
ら
ず
伝
統
的
な
法
お
よ
び
地
方
の
固
有
の
事
情
に
と
く
に
配
慮
す
る
こ
と
、
最
後
に
、
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
法
命
題
の
条
文

化
に
際
し
て
は
、
学
者
だ
け
に
通
用
す
る
隠
語
も
、
法
律
条
文
に
不
可
欠
な
技
術
上
の
明
断
性
と
精
確
性
を
暖
昧
に
し
て
し
ま
う
い

わ
ゆ
る
俗
語
も
い
ず
れ
も
用
い
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
圧
縮
さ
れ
た
簡
潔
さ
を
目
指
し
、
一
般
人
に
も
理
解
で
き
る
、
し
か
し
厳
し
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い
技
術
に
よ
っ
て
磨
き
ぬ
か
れ
た
法
律
用
語
を
使
用
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
で
あ
る
。

〔

G
3
〕
し
た
が
っ
て
、
課
題
と
し
て
は
、
本
質
的
に
三
つ
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
ド
イ
ツ
帝
国
内
で
現
在
通
用
し
て
い
る
規

範
の
す
べ
て
に
わ
た
り
合
目
的
性
、
内
容
の
真
実
性
、
実
施
の
一
貫
性
を
顧
慮
し
な
が
ら
調
査
す
る
こ
と
、
普
通
法
と
呼
ば
れ
て
い

る
法
（
普
通
民
法
と
ド
イ
ツ
私
法
）
の
共
通
の
基
礎
と
は
異
な
る
近
年
の
大
き
な
民
事
立
法
、
ラ
ン
ト
法
お
よ
び
随
時
発
布
さ
れ
る

帝
国
法
の
諸
規
定
を
ど
の
程
度
維
持
す
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
調
整
を
試
み
る
べ
き
か
、
試
み
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
調
整
を
す

べ
き
な
の
か
を
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
、
最
後
に
、
正
し
い
条
文
化
お
よ
び
正
し
い
配
列
に
で
き
る
限
り
の
配
慮
を
払
う
こ
と
」
。

〔

G
4
〕
こ
う
し
て
み
る
と
、
現
行
の
民
法
典
な
い
し
草
案
の
一
つ
を
直
接
、
将
来
の
法
典
ま
た
は
そ
の
主
要
部
分
の
基
礎
と
す
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る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
①
バ
イ
エ
ル
ン
・
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
民
法
典
と
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
が
こ
の
目
的
に
適
さ
な
い
こ

と
は
、
「
詳
し
く
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
」
。
②
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
た
し
か
に
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
編
纂
者
的
技
能
を
み
せ
て
い
る
。

「
し
か
し
、
形
式
と
内
容
と
も
に
不
均
一
で
あ
り
、
体
系
に
お
い
て
も
欠
陥
を
含
ん
で
い
る
（
F
E
2
Eロ
E
S
E
O
B
ω
3
8
g）。

し
か
も
多
く
の
点
で
ド
イ
ツ
法
学
の
成
果
に
も
、
た
と
え
ば
不
動
産
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
今
日
の
取
引
の
要
求
に
も
遅
れ
を
取
っ

て
い
る
」
。
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
帝
国
内
の
法
の
多
様
性
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
そ
れ
に
適
し
た
基
礎

を
提
供
で
き
な
い
。
③
ヘ
ッ
セ
ン
大
公
国
民
法
典
草
案
お
よ
び
ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典
は
、
い
ず
れ
も
中
規
模
の
一
支
邦
国
の
た
め

の
法
典
編
纂
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
、
後
者
は
す
で
に
本
質
的
に
統
一
的
な
法
が
存
在
し
て
い
た
た
め
に
、
相
異
な
る
法
体
系
間
の
調

整
と
い
う
作
業
に
は
取
り
組
ん
で
い
な
い
。
④
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
民
法
典
草
案
（
物
権
法
と
債
務
法
部
分
の
み
完
成
）
お
よ
び
一
般
ド

イ
ツ
債
務
関
係
法
草
案
も
、
今
般
の
目
的
を
部
分
的
に
し
か
満
た
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
主
要
な
一
部
の
み
を
編
纂
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
し
、
後
者
は
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
商
法
典
へ
の
依
存
お
よ
び
債
務
法
以
外
の
法
分
野
一
般
と
現
行
の
多
様
な
民
法
体
系
へ
の

遠
慮
か
ら
法
命
題
を
自
由
か
つ
完
全
に
作
り
上
げ
る
と
い
う
任
務
に
十
分
に
応
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
委
員
会
は
、
た

し
か
に
現
行
の
民
法
典
な
い
し
草
案
を
普
通
法
の
理
論
と
実
務
と
と
も
に
民
法
典
の
土
台
と
し
て
利
用
し
、
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、



ス
イ
ス
そ
の
他
の
外
国
の
立
法
活
動
も
利
用
し
う
る
が
、
し
か
し
特
定
の
提
案
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

〔

G

5
〕
「
体
系
に
つ
い
て
は
、
本
質
的
に
普
通
法
の
最
近
の
理
論
、
近
時
の
民
法
典
お
よ
び
草
案
の
先
例
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
制
限
を
設
け
る
べ
き
か
否
か
は
、
委
員
会
の
自
由
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。

〔

G

6
〕
各
法
素
材
は
五
人
程
度
の
編
纂
者
に
分
担
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
①
債
権
債
務
関
係
法
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
広
い
範
囲

の
も
の
を
含
み
、
個
々
の
難
問
も
有
す
る
け
れ
ど
も
、
近
時
の
法
典
や
草
案
に
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
、
基
本
的
に
は
も
う
準
備

が
で
き
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
特
別
委
員
ま
た
は
鑑
定
人
の
適
切
な
協
力
の
も
と
で
、
た
だ
一
人
の
編
纂
者
を
挙
げ

有体物規定に関する基礎的考察I

る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
②
不
動
産
物
権
法
。
こ
の
法
領
域
に
精
確
に
通
暁
し
、
こ
こ
だ
け
を
担
当
す
る
編
纂
者
を
一
人
必
要
と

す
る
。
不
動
産
担
保
法
も
同
人
に
任
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
物
権
法
の
全
体
草
案
は
二
人
の
編
纂
者
の
協
力
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
後
見
法
お
よ
び
家
族
法
の
大
部
分
。
こ
れ
ら
は
一
人
の
手
に
委
ね
る
の
が
目
的
に
適
っ
て
い

る
。
④
夫
婦
財
産
法
お
よ
び
相
続
法
。
複
数
の
特
別
委
員
を
用
意
す
る
が
、
一
人
の
編
纂
者
に
こ
の
両
者
を
一
緒
に
担
当
さ
せ
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
二
つ
の
法
分
野
は
、
一
部
は
相
互
に
幾
重
に
も
絡
み
合
い
、
一
部
は
ロ

l
マ
法
原
則
と
ゲ
ル

マ
ン
法
原
則
の
ま
っ
た
く
独
特
な
結
合
に
基
づ
い
て
お
り
、
最
後
に
ま
た
一
部
は
広
範
囲
に
わ
た
る
法
の
地
方
的
多
様
性
に
つ
い
て

の
完
壁
な
知
識
お
よ
び
精
確
な
配
慮
を
高
度
に
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
⑤
総
則
。
中
位
の
分
量
に
と
ど
ま
る
が
、
こ
れ

を
不
要
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
総
則
に
つ
い
て
は
「
一
般
的
な
も
の
か
ら
特
殊
な
も
の
へ
と
下
降
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
特
殊
な
も
の
か
ら
出
発
し
つ
つ
暫
時
的
に
一
般
的
な
も
の
を
そ
こ
か
ら
分
離
し
て
い
く
ほ
う
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。

も
っ
と
も
重
要
な
一
般
理
論
を
そ
の
形
態
と
帰
結
を
顧
慮
し
つ
つ
各
々
の
各
論
部
分
に
お
い
て
検
討
す
る
と
き
に
、
最
終
的
に
総
則

に
採
用
す
る
の
が
適
切
と
思
わ
れ
る
の
は
ど
の
法
命
題
か
、
各
則
に
残
し
て
お
く
べ
き
も
の
は
ど
の
法
命
題
か
、
と
い
う
こ
と
が
は

っ
き
り
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
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〔
V
1
〕
ド
イ
ツ
民
法
典
の
体
系
と
編
纂
作
業
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ェ

l
バ
l
の
提
案
（
方
針
五
号
）
が
修
正
の
う
え
で
受

け
容
れ
ら
れ
た
。
修
正
点
は
「
ド
イ
ツ
民
法
典
の
体
系
は
一
般
に
、
近
時
の
学
説
と
立
法
作
業
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
最
初
の
文
の
削
除
で
あ
り
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
提
案
の
内
容
が
ほ
ぼ
支
持
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
こ
う
で
あ
る
。

〔
V
2
〕
「
ド
イ
ツ
民
法
典
は
以
下
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

A
総
則
（
巳
ロ
色
向
。
s
o
E
2同，
O
一昨日）、

E
各
則
（
巴
ロ

Z
g
E
2
2
叶
色
）
、
す
な
わ
ち
、

司
担
保
法
を
含
ん
だ
物
権
法
（

ω
R
F
8
8各
件
）
、
お
よ
び
占
有
法
（
同

2
宮内回

g
回

2
5
2）、

防
債
権
債
務
関
係
法
（
。
E
応
急
8
8
3の
宮
）
、
ど
の
専
門
用
語
（
債
権
法
〔
同

2
宮内田
2
3
E
2
5
m
g〕
、
債
務
関
係
法

〔同

2
宮
内
町
立
山
岳
己
門
戸
4
2
g
－Z5
0〕
）
を
選
択
す
べ
き
か
、
と
い
う
定
義
に
つ
い
て
の
議
決
は
こ
こ
で
は
留
保
す
る
、
同

法
は
総
則
と
各
則
か
ら
構
成
さ
れ
る
、

。
家
族
法
（
と
く
に
婚
姻
法
、
親
子
関
係
、
後
見
法
）
、

入
れ
る
と
し
た
ら
ど
の
範
囲
で
そ
う
す
べ
き
か
、
そ
う
し
た
と
き
に
は

い
わ
ゆ
る
人
の
法
省
2
8
5
R
2宮
）
も
組
み
入
れ
る
べ
き
か
、
組
み

『
家
族
法
」
と
い
う
名
称
を
変
更
す
べ
き
か
、
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
の
議
決
は
こ
こ
で
は
留
保
す
る
、

の
相
続
法
」
。

2 

（ロ）

総
則
の
役
割

〔

V
3〕

債
権
債
務
法
、
家
族
法
お
よ
び
相
続
法
の
起
草
者
を
任
命
す
る
際
に
、

物
権
法
、

あ
る
法
素
材
に
つ

い
て
、
「
そ
れ
が
各



則
に
そ
も
そ
も
属
さ
な
い
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
排
他
的
に
は
属
さ
な
い
な
い
し
属
さ
な
い
よ
う
に
み
え
る
」
た
め
に
総
則
で
規
制

さ
れ
る
の
が
適
当
な
の
か
、
そ
う
し
た
も
の
で
は
な
く
、
各
則
で
規
制
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
、
と
い

う
問
題
が
生
じ
た
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
際
に
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
提
案
（
方
針
六
号
）
を
も
と
に
、
総
則
で
規
律
さ
れ
る

べ
き
素
材
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

〔

V
4
〕
第
一
は
、
法
（
い
わ
ゆ
る
客
観
的
意
味
で
の
レ
ヒ
ト
）
。
個
別
的
に
は
、
①
制
定
法
、
慣
習
法
、
自
治
法
、
特
権
付
与
状
、

②
時
間
的
範
囲
（
訴
求
力
）
、
空
間
的
範
囲
（
国
際
私
法
）
。
判
例
法
に
つ
い
て
は
問
題
が
高
度
に
政
治
的
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
か

ら
法
典
に
は
な
に
も
組
み
込
ま
な
い
。
以
下
の
点
の
検
討
に
つ
い
て
は
編
纂
者
に
委
ね
ら
れ
る
。
国
家
契
約
が
法
源
性
を
有
す
る
か
、

領
邦
君
主
と
高
級
貴
族
の
自
治
権
に
つ
き
民
法
典
あ
る
い
は
施
行
法
で
な
に
か
規
定
す
べ
き
か
、
時
間
的
範
囲
は
学
説
あ
る
い
は
施

行
法
に
委
ね
る
べ
き
事
柄
で
は
な
い
か
、
東
ド
イ
ツ
の
法
素
材
を
な
に
か
法
典
に
採
録
す
る
ほ
う
が
よ
い
か
。
第
二
は
、
権
利
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
特
別
な
内
容
を
捨
象
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
権
利
主
体
（
狭
義
の
人
の
法
）
に
つ
い
て
は
、
自
然
人

の
始
期
と
終
期
、
権
利
能
力
、
行
為
能
力
、
法
人
。
②
権
利
の
発
生
と
消
滅
（
変
動
）
に
つ
い
て
は
、
契
約
を
含
む
法
律
行
為
、
有

効
要
件
、
無
効
の
追
認
、
解
釈
、
条
件
・
期
間
・
前
提
を
と
お
し
た
効
力
の
自
己
制
限
。

有体物規定に関する基礎的考察 I

ヨ
l
ホ
ウ
物
権
法
部
分
草
案

ハ
門
物
規
定
の
適
用
関
係

（日）

連
邦
参
議
院
が
物
権
法
の
部
分
草
案
（
叶
開

l
E♀
同
）
の
起
草
を
委
嘱
し
た
の
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
代
表
・
ベ
ル
リ
ン
上
級
裁
判
所

判
事
、
ヨ

1
ホ
ウ
で
あ
っ
た
。
ヨ

l
ホ
ウ
が
そ
の
成
果
で
あ
る
部
分
草
案
を
理
白
書
と
と
も
に
公
に
し
た
の
は
、

（

M
）
 

の
こ
と
で
あ
る
。

一
八
八

O
年
八
月
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ヨ
1
ホ
ウ
の
部
分
草
案
に
は
、
切
の
回

m
g
に
対
応
す
る
物
概
念
の
定
義
規
定
は
存
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
相
応
す
る
規
定

（日）

を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
「
物
権
法
」
部
分
草
案
の
努
頭
、
す
な
わ
ち
第
一
章
「
一
般
規
定
辛
口
問
。
B
Z
S
F
E
E－

5
5
m
g）
」
第
一
節
「
物
に
関
す
る
一
般
規
定
（
〉
口
問
。
s
a
5
回
g
z
B
B
g
m
8
5
2
ω
R
F
g）
」
の
最
初
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で

（時）

あ
る
。

220 

吋開ー∞
mnv同
m
H
Uぽ
位
HMO吋∞
R
F
Oロ
mommwσσ
ロ回
g
t
s自
己
ロ
問
。
口
出
口
品
。
ロ

mw民
間
2
z
o
ロ
ロ
コ
冨
の
『
冨
向
島
mmwσovg。ロ円四
R
2
m
g
Z
N
E

出。

HHR
〈。吋
ω
の伊江
P
K
F
口当。ロ円目。ロ
m・

物
権
法
部
分
草
案
一
条
物
に
関
す
る
規
定
は
、
権
利
に
対
し
て
は
、
た
だ
特
別
な
法
律
上
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。

ヨ
l
ホ
ウ
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
第
一
節
「
物
に
関
す
る
一
般
規
定
」
は
「
物
の
概
念
」
（
m
H）
と
「
物
の
性
質
」
か
ら
構
成
さ
れ
、

後
者
は
八
つ
の
事
項
、
す
な
わ
ち
「
不
動
産
と
独
立
の
権
利
」
（
m
N）
、
「
物
の
上
の
権
利
が
排
除
さ
れ
る
場
合
」
（
務
？
と
、
「
共
同

利
用
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
土
地
と
水
」
（
即
日
）
、
「
構
成
部
分
」
（
m
m
a
1
5）
、
「
一
個
の
土
地
」
（
m
E）
、
「
集
合
物
」
（
m
m
E
l
E）、

（げ）

「
従
物
」
（
m
m
5
1
5

［

m
S
は
集
合
物
・
従
物
に
共
通
］
）
、
「
果
実
」
（
mNO）
を
定
め
る
。

こ
の
う
ち
、
集
合
物
に
関
す
る
規
定
は
の
ち
の
議
論
と
の
関
係
上
、
こ
こ
で
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
定
め
る

（凶）

規
定
の
文
面
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

同，

HWlmmRV同
m
E
U
Z
R
F
【出。回
ONO仙の『ロロロ
m
g
o
F円2
2
1
q巴
R
F
E。
ZNgmwgBσ
ロ『即時ロ
mm出品。一吋印
mRVOロ
ヨ
芹
包
ロ
σ自
の
gmwB・

s
g
m
B
g
w
mロ
ロ
ロ
宵
宮
内
田
ぽ
∞
m
s
m
o
s
s
s
p
a
g
z
g
r
F
0・
ω。
E
0
5
2
5ロロゆロロロ叫《出。
e
g
E
2
g
m吋毘
g

g
巴足。】・

ロ
σロ∞
mwの
FOロ
の
ommwロ
ω
gロ
仏
〈
。
口
問
。
。
伊
丹
ωdoユ
＆
＝
巳
ω
8口
調
2
品。ロ・

物
権
法
部
分
草
案
一
四
条
物
理
的
に
は
関
連
性
を
有
し
な
い
複
数
の
物
が
集
合
名
詞
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て

法
関
係
の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
、
集
合
物
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
集
合
物
の
も
と
で
把
握
さ
れ
た
個
々
の
物
の
み
で
あ
る
。

叶開
lωmRV同
m
E
H
E
色。一司

AMomoロ
ω冨
ロ
内
目
立
ロ
g
問。。
F
Z
m
gの回同町民丹
g
z
E
2
F
m
U
F
Oロ
門
町
ロ
自
芹
巴
ロ
o自
の
0
8
5
5
g
m
B
Oロ
σoNOWF・

ロ
2
・
8
巴ロ円ご
B
N
d司
o－
r－
E
2
5
M件。吋告。ぃ
O
E
m
g
∞州再開拓ロ

Nロ
さ
『
ω
g
v
o
p
調。－
s
o
Nロ円
NO伊丹品。
ω同
RZω
向。
ωの『陣営
g
島町



∞
MWS向。
S
E
B
S巳
丹
問
。
σ巴円四
Z
E
Zロ・

物
権
法
部
分
草
案
一
五
条
法
律
行
為
の
対
象
が
生
者
間
で
集
合
名
調
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
疑
い
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
は

法
律
行
為
時
に
集
合
物
を
形
成
し
て
い
た
物
と
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヨ
l
ホ
ウ
は
所
有
権
論
と
の
関
係
に
お
い
て
も
物
概
念
の
問
題
を
詳
し
く
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
第
三
章
「
所
有
権
（
何
百
g
F
E
U）
」
第
一
節
「
所
有
権
に
関
す
る
一
般
規
定
（
〉
口
問
。
自
巴
見
回
g
E
S
S
5
m
g
S
R
e
ω

思
想
E
E
B）
」
の
最
初
に
掲
げ
ら
れ
た
所
有
権
の
概
念
に
関
す
る
規
定
も
引
い
て
お
こ
う
。

す
ぐ
あ
と
で
み
る
よ
う
に
、

吋
開
l
∞
m
R
V同

ω
∞印ロ
2
明仲間。ロ昨日戸口
B
2
H
H巳
内
田
町
訪
問
。
。
F
F
島町∞何百四回。

N
Z
σ
g芹
NOロ
ロ
ロ
品
位
．
F
2
e
g
o－σ
O
B芹
kpcmω
の
匡
佐
川
田
口
ロ
伺
〉
ロ
E

門
ぽ
店
内

Nロ
4
2
2向。
Pω
。
4
2芹
ロ
仙
の
『
同
回
。
ωの『込ロ－
2
口
問
。
ロ
《
出
20ω
問ゅの町宮内田・
2
一『の『の
2
2
N
。品。『

ac円。
F
同
σの伊丹
O
U
E
2
2
F中

mEMロ品。件包ロ色・

物
権
法
部
分
草
案
八
五
条
所
有
者
は
、
法
律
ま
た
は
第
三
者
の
権
利
の
制
限
を
受
け
な
い
範
囲
で
、
物
を
占
有
し
、
他
人
を
排
除
し
て
こ

の
物
を
処
分
す
る
権
利
を
有
す
る
。

有体物規定に関する基礎的考察 I

口

『
部
分
草
案
理
白
書
』

概

観

1 ヨ
l
ホ
ウ
は
『
部
分
草
案
理
白
書
』
に
「
序
論
」
［
総
論
］
を
付
し
、
そ
の
な
か
で
「
I
物
権
法
の
概
念
と
民
法
典
に
お
け
る
そ

の
独
立
的
地
位
」
「
正
物
権
法
の
内
容
一
草
案
の
構
成
」
「
E
動
産
と
不
動
産
の
自
然
な
区
別
が
物
権
法
の
形
成
に
与
え
る
影
響
」

「
肌
現
行
物
権
法
」
に
つ
き
解
説
し
、
そ
う
し
た
の
ち
に
、
各
規
定
の
理
由
［
各
論
］
を
順
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

ヨ
l
ホ
ウ
に
よ
れ
ば
、
寸
開
l
ω
m
R
F同

m
H
の
理
由
は
、
序
論
の
直
後
、
第
一
章
第
一
節
「

L
物
の
概
念
」
で
解
説
さ
れ
て
い
る

（四）

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
内
容
か
ら
み
れ
ば
こ
の
部
分
だ
け
を
み
る
の
で
は
足
り
な
い
。
同
条
に
関
連
す
る
説
明
は
、
序
論

221 



12) 

の
L
と
民
に
も
み
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
規
定
の
位
置
の
問
題
と
の
関
係
で
は
、
序
論
正
、
お
よ
び
第
一
章
第
一
節

「
E
物
の
性
質
」
の
各
冒
頭
部
分
の
説
明
も
無
視
で
き
な
い
。
既
述
の
よ
う
に
、
の
ち
の
議
論
と
の
関
係
で
は
、
寸
何
l
ω
R
V何
mm

z・
5
の
理
由
も
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
第
一
章
第
一
節
E
の
五
番
目
、
「
E
集
合
物
」
に
存
す
る
。

さ
ら
に
、
ヨ

l
ホ
ウ
は
各
論
第
三
章
「
所
有
権
」
に
関
す
る
「
序
論
」
の
冒
頭
、
「
L

所
有
権
の
対
象
」
の
な
か
で
も
物
概
念
に

つ
き
詳
し
い
解
説
を
与
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
も
合
わ
せ
て
フ
ォ
ロ
ー
す
る
必
要
が
あ
る
。
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以
下
、
理
白
書
の
構
成
に
よ
り
つ
つ
、
す
な
わ
ち
物
権
法
の
独
立
的
地
位
、
物
権
法
の
内
容
、
現
行
物
権
法
（
以
上
、
序
論
L
、

正
冒
頭
、
民
）
、
物
の
概
念
、
物
の
性
質
、
集
合
物
の
概
念
（
以
上
、
第
一
章
第
一
節
L
、
正
冒
頭
、

E
E
）
、
所
有
権
の
対
象
（
第
三
章

序
論
L
）
の
順
に
、
関
連
す
る
部
分
を
立
ち
入
っ
て
み
て
い
こ
う
。

総
論
｜
｜
l

「
序
論
」

（却）

物
権
法
の
独
立
的
地
位

〔

J
1
〕
委
員
会
の
決
議
は
第
一
草
案
を
総
則
、
物
権
法
、
債
権
債
務
関
係
法
、
家
族
法
お
よ
び
相
続
法
の
五
つ
の
領
域
に
分
け

2 ）
 

唱
E
A（

 

て
編
纂
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

〔

J
2
〕
こ
の
こ
と
は
「
作
業
区
分
」
を
策
定
す
る
だ
け
で
あ
り
、
「
遵
守
さ
れ
る
べ
き
法
体
系
に
つ
い
て
の
決
定
」
を
含
む
も
の

で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
体
系
は
「
純
粋
に
外
形
的
な
も
の
」
で
は
な
く
「
内
的
な
諸
根
拠
」
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
見
誤

（幻）

つ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ

l

『
現
代
ロ

l
マ
法
体
系
』
第
一
巻
第
五
三
章
以
下
で
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
意
思
支
配
（
当

E
O
B
Z再
R
E胃
）
」
の
対
象
は
た
だ
二
つ
、
「
自
由
を
持
た
な
い
自
然
（
ロ
巳
B
F
o
z
g
c円
）
」
と
「
他

人
（
同
お
宮
内
田

0
3
5
8）
」
の
み
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
由
を
持
た
な
い
自
然
を
全
体
で
は
な
く
、
た
だ
特
定
の
空
間
的
限
界
に
お

い
て
だ
け
支
配
で
き
る
。
「
こ
う
し
て
限
界
づ
け
ら
れ
た
自
然
の
断
面
」
が
「
物

G
R
Z）
」
、
こ
れ
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
が
権
利



の
第
一
形
式
、
「
物
の
上
の
権
利
（
含
ω
同

2
E
g
o
－5円

ω
R
Z）
」
で
あ
る
。
そ
の
も
っ
と
も
純
粋
か
つ
完
全
な
形
態
が
「
所
有
権

（思
m
g
F
Z
B）
」
と
呼
ば
れ
る
。
他
人
に
関
す
る
支
配
は
か
れ
の
自
由
を
破
壊
し
な
い
よ
う
、
た
だ
か
れ
の
個
々
の
行
為
に
対
し
て

の
み
及
ぶ
。
「
こ
う
し
た
他
人
の
個
々
の
行
為
に
関
す
る
支
配
の
関
係
」
が
「
債
権
債
務
関
係
（
⑦
宮
。
。

gm巳
柱
。
ロ
）
」
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
権
利
に
よ
り
人
の
力
は
自
然
的
存
在
の
限
界
を
超
え
て
拡
張
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
個
人
の
力
を
拡
張
す
る
関
係
の
総
体

が
か
れ
の
「
財
産
（
〈
2
s
o
m
g）
」
を
、
こ
れ
に
関
す
る
法
制
度
の
総
体
が
「
財
産
法
（
〈
2
B
O
m
g向
。
。
宮
）
」
を
形
作
る
。
財
産

法
は
家
族
法
お
よ
び
相
続
法
か
ら
次
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
。
ま
ず
、
財
産
法
で
は
関
係
者
は
抽
象
的
人
格
に
お
い
て
の
み
考
慮
さ

れ
る
が
、
家
族
法
で
は
特
定
個
人
を
と
お
し
て
人
間
性
の
有
機
的
総
体
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
具
体
的
な
関
係
に
し
た
が
っ
て
考
慮
さ

れ
る
。
次
に
、
財
産
法
は
人
間
の
死
亡
に
よ
り
生
じ
る
財
産
担
い
手
の
交
代
を
度
外
視
し
て
い
る
が
、
相
続
法
は
死
亡
に
よ
り
解
放

さ
れ
た
財
産
の
新
た
な
私
人
へ
の
移
転
を
仲
介
す
る
法
制
度
を
含
ん
で
い
る
。

〔

J
3〕
も
っ
と
も
、
「
学
説
は
こ
れ
ら
の
内
的
な
区
別
を
つ
ね
に
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
。
す
な
わ
ち
、

前
世
紀
の
理
性
法
論
（

g
z。
S
E
E
－R
Z
H，
Z
2
－o）

有体物規定に関する基礎的考察 I

の
際
に
は
、
①
債
権
債
務
関
係
は
そ
の
大
部
分
が
物
権
の
発
生
ま
た
は
移
転

を
目
的
と
す
る
こ
と
、
②
物
権
は
物
権
に
対
峠
す
る
人
々
の
意
思
を
間
接
的
に
捕
捉
す
る
た
め
に
人
的
側
面
を
も
有
す
る
こ
と
か
ら
、

（

m）
 

す
べ
て
の
法
体
系
は
「
人
的
な
権
利
義
務
の
体
系
」
と
し
て
表
さ
れ
た
。
物
権
法
、
債
権
債
務
関
係
法
お
よ
び
相
続
法
は
ご
ち
ゃ
ま

ぜ
に
さ
れ
、
各
個
の
人
的
な
法
関
係
は
外
的
視
点
・
理
性
的
視
点
か
ら
区
分
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
こ
の
こ
と
と
相
伴
っ

て
、
私
法
制
度
の
性
格
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
、
有
体
的
な
財
産
対
象
と
し
て
の
物
と
、
無
体
的
な
財
産
対
象
と
し
て
の
権
利
の

間
の
区
別
は
脇
に
追
い
や
ら
れ
た
。
権
利
を
無
体
物
と
名
づ
け
て
こ
れ
を
物
概
念
に
引
き
入
れ
、
そ
し
て
、
（
よ
り
狭
い
本
来
の
意
味

で
の
）
物
の
上
の
権
利
に
つ
い
て
の
み
真
実
で
あ
る
は
ず
の
法
命
題
を
、
人
権
に
対
し
て
も
適
用
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
」
。
こ

う
し
た
理
性
法
論
の
「
混
乱
」
は
一
連
の
現
行
法
の
う
ち
、
と
く
に
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
、
さ
ら
に
は
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。
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〔

J
4
〕
け
れ
ど
も
、
「
民
法
の
性
格
に
対
す
る
学
問
的
洞
察
の
今
日
的
立
場
」
は
、
財
産
法
を
家
族
法
と
相
続
法
か
ら
分
離
す
る

こ
と
の
み
な
ら
ず
、
財
産
法
を
物
権
法
と
債
権
債
務
関
係
法
へ
区
分
す
る
こ
と
を
も
要
求
し
、
か
っ
こ
れ
を
可
能
な
も
の
と
し
て
い

224 

る
。
法
上
唯
一
有
用
な
「
自
由
を
持
た
な
い
自
然
の
空
間
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
部
分
」
と
い
う
意
味
で
の
物
概
念
を
厳
格
に
保
持

す
る
こ
と
で
、
物
権
法
を
次
の
理
解
に
服
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①
物
の
上
の
権
利
は
、
そ
の
取
得
を
仲
介
し

準
備
す
る
も
の
と
し
て
役
立
つ
債
権
債
務
関
係
に
対
し
て
独
立
固
有
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
物
権
は
物
に
対
す
る
直
接
的
権
利
で

あ
り
、
人
的
側
面
は
あ
く
ま
で
間
接
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

〔

J
5〕
立
法
の
領
域
で
こ
の
こ
と
に
説
得
力
を
与
え
て
い
る
の
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
改
訂
で
あ
る
。
改
訂
草
案

は
民
法
の
領
域
を
四
つ
の
部
分
、
す
な
わ
ち
物
権
法
、
債
権
債
務
関
係
法
、
家
族
法
お
よ
び
相
続
法
に
区
分
し
、
「
さ
し
あ
た
り
形

式
の
う
え
で
は
」
ラ
ン
ト
法
の
構
成
を
脱
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
区
分
は
、
各
部
の
順
番
は
と
も
か
く
と
し
て
、
同
法
の
前
身
で
あ

る
バ
イ
エ
ル
ン
・
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
民
法
典
、
近
時
で
は
、
ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典
、
さ
ら
に
は
ヘ
ッ
セ
ン
大
公
国
民
法
典
草
案
お

よ
び
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
民
法
典
草
案
に
も
み
い
だ
さ
れ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
系
列
に
属
さ
な
い
重
要
な
外
国
の

民
法
典
、
と
く
に
チ
ュ

l
リ
ヒ
州
私
法
典
、
リ
i
プ
ラ
ン
ト
・
エ
ス
ト
ニ
ア
・
ク
l
ル
ラ
ン
ト
私
法
に
も
当
て
は
ま
る
。

〔

J
6
〕
草
案
が
「
物
権
法
は
民
法
典
の
独
立
の
部
を
形
成
す
べ
き
」
こ
と
を
前
提
に
で
き
た
の
は
、
以
上
の
理
由
に
よ
る
の
で

あ
る
。

〔

J
7〕
も
っ
と
も
、
区
分
に
中
間
物
が
生
じ
る
の
は
不
可
避
で
あ
る
か
ら
、
物
権
法
が
独
立
的
地
位
を
有
す
る
こ
と
は
、
①
物

権
法
に
こ
れ
と
実
質
的
に
関
連
す
る
債
権
債
務
法
上
の
個
々
の
規
定
を
取
り
入
れ
る
こ
と
、
②
各
部
に
特
有
な
原
則
の
例
外
に
当
た

る
中
間
物
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
な
か
で
は
、
配
列
ル

l
ル
の
例
外
に
と
ど
ま
る
①
よ
り
も
、
②
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う

重
要
で
あ
る
。
「
草
案
は
次
の
観
念
に
依
拠
し
て
い
る
」
。
物
権
は
完
全
な
財
産
権
と
し
て
「
物
に
つ
い
て
の
直
接
的
支
配
（

5
5芋

E
g
s出
2
3岳
民
件
）
」
を
付
与
す
る
。
も
は
や
履
行
ま
た
は
給
付
に
条
件
づ
け
ら
れ
ず
、
そ
の
も
の
自
体
と
し
て
存
立
し
、
し
た



（お）

が
っ
て
権
利
主
体
の
支
配
領
域
に
干
渉
す
る
あ
ら
ゆ
る
者
に
対
す
る
請
求
権
を
生
み
出
す
。
こ
れ
に
次
い
で
、
物
権
は
「
絶
対
権

（ω宮
巳
E
g
同
ゅ
の
宮
）
」
に
属
す
る
が
、
他
方
、
人
権
は
は
じ
め
か
ら
特
定
人
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
「
相
対
権
（
B
E丘
4
2

（

M
）
 

同
2
Z）
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
実
際
上
の
諸
根
拠
」
は
こ
の
原
則
を
厳
格
に
貫
徹
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
物
権
に
も
一
定

の
侵
害
者
に
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
付
与
さ
れ
る
べ
き
有
効
性
が
拒
絶
さ
れ
、
ま
た
、
人
権
に
も
例
外
的
に
債
務
者
以
外
の
人
に
対

す
る
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
。
「
物
権
と
人
権
の
対
比

aaggRNdEω
岳

g
含
宮
内
出
口
包

E
M
g
z
E
含
B
目指

g
g胃
v
g

同
R
E
O）
」
は
こ
れ
に
よ
っ
て
は
放
棄
さ
れ
な
い
。
物
権
の
有
効
性
の
例
外
は
物
権
の
概
念
を
揺
さ
ぶ
ら
な
い
、
「
例
外
は
そ
の
本

（部）

質
に
は
触
れ
ず
、
た
だ
内
容
を
変
じ
る
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
そ
う
し
た
例
外
は
物
権
の
概
念
か
ら
絶
対
性
の
モ
メ
ン
ト
を
取
り

（

部

）

（

訂

）

除
く
も
の
で
も
な
く
、
実
定
法
に
よ
る
限
定
的
な
例
外
と
し
て
示
さ
れ
る
。
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
人
権
の
例
外
的
有
効
性
も
そ

の
本
質
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
い
わ
ゆ
る
3
同

2
E
N
R
ω
ω
の
甘
え
（
冶
EN弘
之
遺
）
は
新
た
な

（却）

登
記
法
の
な
か
で
す
で
に
放
棄
さ
れ
、
こ
れ
に
依
拠
し
た
「
相
対
的
物
権
」
の
構
想
も
圧
倒
的
な
批
判
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

（却）

ω
物
権
法
の
内
容

有体物規定に関する基礎的考察 I

〔

J
8〕
「
物
に
関
す
る
一
般
規
定
」
は
物
権
法
の
最
初
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
物
権
の
概
念
」
の
分
析

か
ら
示
さ
れ
る
。
物
権
は
「
法
秩
序
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
物
に
関
す
る
直
接
的
な
、
す
な
わ
ち
も
は
や
行
為
ま
た
は
給
付
に
よ
り
仲

介
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
支
配
」
を
付
与
す
る
か
ら
、
物
権
の
概
念
に
と
っ
て
の
本
質
的
な
要
素
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。
①
権
利
主

体
、
②
権
利
対
象
と
し
て
の
物
、
③
主
体
と
物
と
の
聞
に
存
す
る
一
定
の
法
関
係
。
ま
ず
、
①
に
つ
い
て
は
、
物
権
法
で
一
般
に
規

定
す
べ
き
で
な
い
。
権
利
主
体
た
り
う
る
の
は
人
の
み
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
物
権
法
と
そ
の
他
の
法
領
域
で
異
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る

D

だ
か
ら
、
「
権
利
主
体
と
し
て
の
人
の
理
論
は
物
権
法
の
特
別
な
観
点
か
ら
秩
序
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
四

つ
の
各
則
か
ら
切
り
離
し
て
起
草
さ
れ
る
総
則
の
主
た
る
対
象
を
形
成
す
る
」
。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
は
物
権
法
で
規
定
す
べ
き
で

あ
る
。
権
利
対
象
・
物
は
、
「
人
格
の
法
（
同
2
宮内田
2
F
E
E－仙の
F
5
5
に
は
か
か
わ
ら
な
い
法
関
係
の
形
成
」
を
独
自
に
要
求

225 
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（却）

す
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
こ
と
は
た
い
て
い
、
物
に
関
す
る
直
接
支
配
を
秩
序
づ
け
る
法
領
域
に
お
い
て
現
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

物
に
関
す
る
一
般
規
定
は
、
物
権
法
の
努
頭
に
、
そ
の
適
切
な
場
所
を
み
い
だ
す
の
で
あ
る
」
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
③
に
つ
き
規

定
す
る
の
は
「
物
権
法
の
本
来
の
使
命
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
「
物
に
関
す
る
直
接
支
配
の
形
式
と
範
囲

226 

の
相
違
」
に
し
た
が
っ
て
分
節
さ
れ
る
。

〈幻）

川
現
行
物
権
法

〔

J
9〕
普
通
法
の
グ
ル
ー
プ
。
①
普
通
法
（

U
g
m
O
B
O
E
g同
2
Z）
。
そ
の
主
た
る
法
源
で
あ
る
ユ

l
ス
テ
ィ

I
ニ
ア
l
ヌ
ス

帝
法
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
物
権
法
に
数
え
る
素
材
の
体
系
的
な
編
成
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
物
権
法
の
個
々
の
素
材
に
関
す
る

法
命
題
が
主
に
ど
の
章
に
捜
し
求
め
ら
れ
う
る
か
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の

『
パ
ン

デ
ク
テ
ン
法
教
科
書
」
を
指
示
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
を
普
通
法
と
し
て
通
用
さ
せ
る
た
め
の
修
正
［
現
代
的
慣
用
］
は
、

ラ
ン
ト
法
を
除
外
す
れ
ば
三
重
の
法
源
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。
カ
ノ
ン
法
、
ド
イ
ツ
帝
国
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
普
通
慣
習
法
が
こ
れ

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
源
は
物
権
法
の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
は
な
い
。
②
バ
イ
エ
ル
ン
・
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
民

一
一
章
に
区
分
す
る
。
③
ザ
ク

セ
ン
王
国
民
法
典
（

U
g
g
a
R
－w
Z
の
g
o
R
E各
店
吋
含
ω問
。
巴
句
包
各
∞
R
E
S－
Hgω
）
。
物
権
法
は
五
編
の
う
ち
の
二
番
目

を
形
成
し
、

m
H
g
か
ら

maaH
ま
で
を
包
摂
す
る
。
そ
の
他
、
第
一
編
に
お
い
て
物
に
関
す
る
一
般
規
定
を
含
む
（

m
m
gー斗∞）。

法
典
（

U
2
n
a
a
冨
良

5
邑
gogω
回
当
ω立のロ
ω
0
1ロ
ωwH斗
印
昂
）
。
物
権
法
を
第
二
編
で
編
成
し
、

④
ヘ
ッ
セ
ン
大
公
国
民
法
典
草
案
（
開
口
件
当
ロ
広
忠
ロ
g

g円向。ユ
W
F
g
の
2
2
N
V
R
E
B
二
g
の
g
B
2
8程
宮
自
国
2
8
P
H室町）。

第
二
編
は
財
産
対
象
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
含
み
、
占
有
、
所
有
権
、
役
権
、
消
滅
時
効
お
よ
び
取
得
時
効
に
区
分
さ
れ
る
。
⑤
パ
イ

エ
ル
ン
王
国
民
法
典
草
案
（
明
白
件
当
ロ
広
忠
ロ
g

g吋
問
。
忌
S
g
の
2
2
N
E
Sえ
管
内
宮
ω問
。
巳
唱
巳
の
V
E
3
5
L∞
定
）
。
「
物
に
つ
い

の
主
要
部
分
（

KF2・
H
Sー
ロ
N
）
を
、
「
物
の
上
の
占
有
お
よ
び
権
利
」
は
第
三
編
（
〉
ユ
－

H180）
を

て
」
は
第
一
編
（
一
般
規
定
）

構
成
す
る
。



〔J
m
〕
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法

6
8
胃
2
E
R
E
〉口問。
B
o
z
o
E
E
B各
F

H

寸
志
）
。
「
既
述
の
よ
う
に
［
〔
J
3
〕
］
、
同

法
で
は
物
権
法
は
区
別
し
て
は
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
」
。
改
訂
（
同
2
Z
Zロ
）
の
試
み
が
な
さ
れ
た
が
、
完
成
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
一
八
一
七
年
の
指
示
に
よ
る
と
、
改
訂
素
材
は
二
ハ
の
早
口

2
5
に
区
分
さ
れ
、
そ
の
一
三
番
目
に
た
い
て
い
の
き
わ
め
て

重
要
な
物
権
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
第
一
草
案
（
一
八
二
九
年
）
の
審
議
の
あ
と
、
は
じ
め
の
三
つ
の
章
題
（
物
権
法
総
論
、
占
有
お
よ

び
所
有
権
）
が
「
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
改
訂
草
案
第
一
部
物
権
法
」
の
表
題
の
も
と
で
公
に
さ
れ
（
一
八
二
九
年
）
、
修
正

と
補
充
を
施
し
た
あ
と
最
後
に
、
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
民
法
典
第
二
部
物
権
法
、
同
∞
hg」
と
い
う
表
題
で
物
権
法
が
発
表
さ
れ
た
。

こ
の
草
案
は
一
一
章
、

一
三
七
二
条
か
ら
な
る
。

〔

J
H〕

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（

n
a
o
巳
i
y
H
∞Oω
民
・
）
。
「
一
八

O
三
年
以
降
帝
国
ラ
イ
ン
川
左
岸
の
一
部
領
域
で
通
用
し
て
い
る

有体物規定に関する基礎的考察 I

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
記
述
の
よ
う
に
［
〔
J
3
〕
］
［
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
］
ま
っ
た
く
同
じ
く
、
物
権
法
を
債
権
債
務

関
係
法
と
相
続
法
か
ら
区
分
し
た
か
た
ち
で
与
え
て
い
な
い
」
。

〔
J
ロ
〕
外
国
法
。
英
米
法
と
の
比
較
の
試
み
は
有
益
で
な
い
。
と
い
う
の
は
、
同
法
に
お
け
る
物
権
法
の
発
展
は
非
常
に
特
殊

で
あ
り
、
そ
こ
で
刻
印
さ
れ
た
法
思
想
は
ド
イ
ツ
物
権
法
の
法
典
化
に
と
っ
て
役
に
立
つ
素
材
を
提
供
せ
ず
、
こ
れ
と
の
対
比
に
は

多
大
な
労
力
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
比
較
の
対
象
と
な
る
外
国
法
は
た
と
え
ば
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
①
オ
l
ス

ト
リ
ア
一
般
民
法
典

6
8
0
ω
Z
R色。
E
R
Z
P口問。
B
a
z
v苛
mo己
仙
の
宮
の
22Nσ
ロ
S
L∞H
H
）
。
第
二
編
「
物
の
法
に
つ
い
て
」

は
、
最
初
に
一
般
規
定
「
物
と
そ
の
法
上
の
区
分
」
（
貌
凶
∞

l
g∞
）
を
、
次
に
、
第
一
章
「
物
権
に
つ
い
て
」
の
う
ち
の
最
初
の
七

つ
の
節
で
占
有
、
所
有
権
、
担
保
権
お
よ
び
役
権
（
m
m
ω
S
l
a
g
を
、
一
六
番
目
の
節
で
「
所
有
権
と
他
物
権
の
共
有
」
（

m

g印
l
g∞
）
を
取
り
扱
い
、
第
三
編
「
人
の
法
と
物
の
法
の
共
通
規
定
」
に
も
物
権
法
上
の
諸
規
定
を
含
む
。
②
チ
ュ

l
リ
ヒ
州
私

法
典
（
司
1
4巳
円
。
。
宮
出
。
v
g
の
2
2
N
Z
S
B吋
品
。
ロ
同

g
gロ
N
位立の
F
W
H
∞
忠
）
。
第
一
一
一
編
「
物
権
法
」
は
全
法
典
中
の
お
当
品

lgN
227 

を
占
め
る
。
③
リ
l
プ
ラ
ン
ト
・
エ
ス
ト
ニ
ア
・
ク
l
ル
ラ
ン
ト
私
法
（

E
d－－
g同

l
g品目
2
己
管
門
戸
古
島
g
司
E
S可
2
Z
L虫
色
。



物
権
法
は
第
二
編
の
対
象
で
あ
る

5
2・印包
1
5句。）。
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3 

各
論
I
｜
｜
第
一
章
第
一
節
「
物
に
関
す
る
一
般
規
定
」

物
の
概
念
一
寸
何
ー
∞

R
F同
m
H
の
理
由

〔

J
U
〕
「
物
」
と
い
う
言
葉
は
法
律
に
お
い
て
様
々
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
狭
義
で
は
「
空
間
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
自
由
を

持
た
な
い
自
然
の
一
部
」
、
広
義
で
は
「
財
産
権
の
対
象
」
。
だ
か
ら
、
民
法
典
の
な
か
で
「
物
」
と
い
う
言
葉
が
い
か
な
る
意
味
を

有
し
て
い
る
の
か
が
、
と
く
に
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔

J
U
〕
ロ

l
マ
物
権
法
は
狭
義
の
物
概
念
を
基
礎
と
し
て
発
展
し
た
。
他
方
、
古
ゲ
ル
マ
ン
法
で
は
事
情
は
異
な
っ
て
い
た
。

当
時
の
経
済
状
況
で
は
「
土
地
占
有
の
継
続
的
な
収
益
」
が
直
接
的
な
法
的
支
配
の
対
象
と
解
釈
さ
れ
た
。
レ
l
エ
ン
体
系
が
形
成

さ
れ
る
と
ま
た
、
封
主
の
収
益
と
の
関
係
で
同
様
の
解
釈
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
途
上
で
ゲ
ル
マ
ン
占
有
制
度
、
つ
ま
り
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

は
物
と
の
関
係
を
解
消
し
、
継
続
的
な
収
益
が
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
継
続
的
収
益
を
付
与
す
る
権
利
・
ゲ
レ
ヒ
ト

（お）

ザ
l
メ
は
不
動
産
と
同
じ
よ
う
に
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
、
所
有
権
、
用
益
権
、
質
権
の
対
象
と
み
な
さ
れ
た
。
「
収
益
し
う
る
ゲ
レ
ヒ
ト
ザ

l
メ
の
法
的
資
格
は
ロ

l
マ
の
概
念
、
途
之
ミ
ミ
ぬ
町
内
さ
と
パ
ラ
レ
ル
で
は
な
く
、
そ
れ
は
吉
E
2
2。
Z
ω
R
E
で
あ
り
、
法
的

に
は
有
体
物
と
完
全
に
同
等
で
あ
っ
た
」
。
こ
の
法
思
想
は
中
世
す
べ
て
を
席
巻
し
、
こ
の
思
想
を
介
し
て
国
家
高
権
、
あ
ら
ゆ
る

種
類
の
公
的
官
職
、
教
会
官
職
す
ら
も
私
法
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ロ
ー
マ
法
研
究
が
再
興
し
た
と
き
、
と
く
に
中
世

イ
タ
リ
ア
実
務
も
そ
の
と
り
こ
に
な
り
、
イ
タ
リ
ア
の
法
学
識
者
は
ロ

l
マ
法
、
向
。

esし
言
、
な
の
な
か
に
み
ず
か
ら
の
法
観
念
の

（鈍）

表
現
を
探
求
し
た
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
、
、
・
句
均
一
・
ド
h

戸、－
R

町内、

sssse・ヘ同－
N
」
の
よ
う
に
、
司
、
S
の
語
は
「
財
産
客
体
に

つ
い
て
の
一
般
的
な
意
味
」
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
こ
の
根
本
的
に
異
な
る
法
観
念
の
形
成
物
の
混
同
が
到
達
し
た
た

く
さ
ん
の
誤
解
と
そ
の
近
代
法
発
展
へ
の
影
響
」
を
詳
細
に
論
究
す
る
場
で
は
な
い
。
以
下
の
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。



す
な
わ
ち
、
「
学
説
が
ロ

l
マ
人
に
と
っ
て
は
た
だ
＝
、

a
s
eミ
お
や
%
の
み
に
適
用
さ
れ
た
物
権
法
上
の
概
念
と
規
範
を

3
S
S下

、。

S
N芯
E

に
対
し
て
も
適
用
す
る
に
至
っ
た
こ
と
。
そ
う
し
た
概
念
と
規
範
は
＝
言
。
。
ミ
ミ
包
含
E

と
の
関
係
で
は
適
切
で
な
く
、

法
的
真
実
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
。

〔

J
日
〕
こ
の
「
誤
れ
る
理
論
」
の
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
た
の
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
・
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
民
法
典
で
あ
る
。
同
－

H
m
∞
で
は
喝
、

s
s
e。
ミ
守
句
と
設
S
ミ
ミ
ぬ
町
内
句
が
観
念
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ミ
句
は

3
U
E
m
E
と
翻
訳
さ
れ
、
ま
た
、
回
・

H
m

g
で
は

3eω
河
内
清

Z
S
巳ロ

2
ω
R
v
t
が
乙
．

8
Y
3
s
h
N
r
t
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
結
果
と
し
て
、
物
概
念
は
有

体
的
物
件
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
物
権
法
に
も
特
別
な
部
が
認
め
ら
れ
、
と
く
に
債
権
債
務
関
係
法
か
ら
区
別

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

有体物規定に関する基礎的考察 I

〔

J
日
〕
こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
の
法
典
編
纂
で
は
異
な
る
態
度
を
と
る
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
で

は
、
物
概
念
は
広
義
と
狭
義
に
区
分
さ
れ
、
明
瞭
性
を
欠
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
物
（

ω
R
Z）
」
と
は
一
般
に
「
権
利
ま
た
は

義
務
の
対
象
と
な
り
う
る
す
べ
て
の
も
の
」
を
い
い
（
戸
N
m
H
）
、
「
人
間
の
行
為
、
同
様
に
そ
の
権
利
も
ま
た
、
そ
れ
が
他
人
の
権

利
の
対
象
を
構
成
す
る
限
り
」
物
に
含
ま
れ
る
（
円
N
m
N
）
が
、
狭
義
で
は
「
性
質
あ
る
い
は
人
間
の
合
意
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、

権
利
存
続
の
対
象
で
あ
り
う
る
独
自
性
を
有
す
る
も
の
」
が
物
と
呼
ば
れ
る
（
戸

M
m
ω
）
。
こ
の
体
系
で
は
、
①
「
広
義
の
物
概
念
、

そ
の
よ
う
な
物
の
上
の
所
有
権
の
観
念
」
が
基
礎
に
お
か
れ
、
②
債
権
債
務
関
係
と
相
続
法
は
所
有
権
の
権
原
と
し
て
現
れ
る
だ
け

で
あ
り
、
そ
し
て
、
③
物
の
語
が
ど
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
示
す
規
定
は
例
外
的
に
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
改
訂
草
案
は
、
先
述
の
と
お
り
た
し
か
に
、
②
に
つ
き
、
体
系
再
編
と
い
う
か
た
ち
で
「
独
立
し
た
物
権
法
」
を
志
向
し
て

い
る
が
、
③
に
対
す
る
論
難
は
、
込
め
ら
れ
た
意
味
は
文
脈
が
お
の
ず
と
明
ら
か
に
す
る
か
ら
そ
の
た
め
の
解
説
は
必
要
な
い
、
と

（部）

し
て
却
下
し
、
さ
ら
に
、
①
に
関
し
て
は
、
二
重
の
物
概
念
は
生
産
的
で
な
く
無
意
味
と
い
う
理
由
で
廃
止
し
た
も
の
の
、
物
概
念

に
つ
き
「
一
般
ラ
ン
ト
法
改
訂
の
意
図
に
も
っ
と
も
精
確
に
結
び
つ
く
」
と
し
て
「
拡
張
さ
れ
た
」
意
味
を
選
択
し
、
次
の
よ
う
に

229 
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（部）

規
定
し
て
い
る
。
「
権
利
ま
た
は
義
務
の
対
象
と
な
り
う
る
、
行
為
と
権
利
を
も
含
む
す
べ
て
の
も
の
」
（
口
・
H

m

H

）
。
し
か
し
、
草

案
に
お
い
て
物
と
い
う
表
現
は
、
圧
倒
的
に
F
N
m
ω

に
い
う
狭
義
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
む
し
ろ

こ
の
概
念
を
留
保
し
、
拡
張
さ
れ
た
概
念
を
放
棄
し
た
ほ
う
が
適
切
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
。
次
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
［
第
二
編

「
財
産
お
よ
び
所
有
権
の
諸
変
容
」
に
お
い
て
］

3
z
g
E
を

3
B
g
z
g
。ロ

E－】

E
B
g
Eゆ
え
に
区
分
す
る
と
こ
ろ
（

ωユ
・
臼
∞
民
・
）

で
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
「
権
利
」
も

E
Oロ
に
含
め
て
お
り

E
1・
SAW－印
N
由
民
・
）
、
こ
の
点
に
つ
い
て
体
系
レ
ベ
ル
で
は
プ
ロ
イ
セ
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ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
同
じ
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
所
有
権
の
章
で
は
た
い
て
い
＝
各

g
t
と
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ

こ
か
ら
の
『
。
ωゅ
の
も
と
で
は
物
は
「
本
来
の
意
味
で
」
理
解
さ
れ
て
い
る
と
推
論
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
三
編
「
所
有
権

取
得
の
諸
態
様
に
つ
い
て
（
ロ

g
仏
民
ほ
お
己

g
B
S
－PBω
含
己

g
尽
き
芯
2
E
H】

guEb広
）
」
を
み
れ
ば
、
「

E
g
と
の
『
。

ωゅ
の
間

に
そ
う
し
た
区
別
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
困
難
で
あ
る
」

E
2・
2
己
？
ロ
品
）
。
最
後
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典

も
こ
の
系
列
に
属
す
る
。
物
を
「
あ
ら
ゆ
る
財
産
客
体
」
と
理
解
し
（
「
人
か
ら
区
別
さ
れ
、
人
の
使
用
に
役
立
つ
す
べ
て
の
も
の
」
を

法
的
意
味
の
物
と
呼
び

〔

m
N
∞
印
〕
、
「
取
引
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
有
体
物
と
無
体
物
は
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
お
ω
ロ〕）、

「
人
の
法

9
2
8
5ロ
お
の
宮
）
」
に
「
物
の
法
（

ω
R
Zロ
お
の
伊
丹
）
」
を
対
置
さ
せ
、
後
者
を
二
つ
の
章
、
す
な
わ
ち
「
物
的
な
物
の

法
に
つ
い
て

（〈。口内目。ロ色
E
m
－－己5
ロ∞

R
F
8
5各
件
。
ロ
）
」
「
人
的
な
物
の
法
に
つ
い
て

（〈。ロ品。ロ沼市肖
ωα
ロロの
F
O
ロ∞問。
H
M
O
ロ円ゅの『ゲ

g）
」
に
区
分
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

〔

J
U
〕
こ
れ
に
対
し
て
、
「
ド
イ
ツ
の
新
た
な
法
典
編
纂
は
す
べ
か
ら
く
、
物
概
念
を
『
よ
り
狭
い
本
来
の
意
味
』
に
制
限
し

た
」
。
ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典
は
草
案
段
階
で
は

m
S
に
お
い
て
、
「
権
利
客
体
と
し
て
の
一
般
的
意
味
」
を
有
す
る
よ
う
な
物
の

（訂）

定
義
を
与
え
よ
う
と
し
た
が
、
結
局
は
と
り
や
め
、
定
義
す
べ
て
を
捨
象
す
る
と
と
も
に
、
［
物
は
取
引
能
力
を
有
す
る
限
り
お
よ

そ
権
利
の
対
象
に
な
り
う
る
と
す
る
］
成
案
抑
留
の
理
由
の
な
か
で
は
っ
き
り
と
、
「
こ
こ
で
語
ら
れ
る
物
と
は
単
純
に
、
空
間
関

係
（
同

2
5
2岳山巴
Z
S）
、
し
た
が
っ
て
な
ん
ら
か
の
広
が
り
、
大
き
き
そ
し
て
空
間
的
な
分
量
を
有
し
、
所
有
権
の
対
象
と
し
て



（
却
）

つ
ま
り
有
体
物
（
広
弓
2

－wz
m
R
F
g）
の
こ
と
で
あ
る
」
と
注
記
し
た
。
た
だ
、
財
産
構
成
要
素
で
あ
る

不
動
産
と
動
産
の
区
別
の
際
に
（

m
g）
、
若
干
の
権
利
は
「
不
動
産
に
」
他
の
権
利
は
「
動
産
に
数
え
ら
れ
」
る
と
す
る
が
、
こ

れ
ら
の
権
利
が
物
概
念
に
服
す
る
と
い
っ
た
誤
解
を
も
た
ら
す
意
図
に
で
た
も
の
で
は
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
王

国
民
法
典
草
案
と
ヘ
ッ
セ
ン
大
公
国
民
法
典
草
案
も
ま
た
、
物
概
念
の
定
義
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
理
白
書
が
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い

（

却

）

（

却

）

る
よ
う
に
、
物
を
た
だ
「
有
体
的
物
件
（
冨
円
克
己
W
Z
U
E
m
o）
」
と
理
解
し
て
い
る
。

（

H
U
）
 

〔

J
凶
〕
次
の
考
え
方
が
「
今
日
で
は
ド
イ
ツ
の
法
学
者
の
共
通
意
見
」
で
あ
る
と
み
な
し
て
よ
い
。
「
よ
り
狭
い
本
来
の
物
概
念

か
ら
出
発
す
る
場
合
に
の
み
、
単
純
か
つ
明
確
な
物
権
法
（
巳
ロ
巴
巳
R
F
g
z
E
E向
g
m
m各
8
5各
件
）
に
到
達
で
き
る
。
通
常

の
言
語
の
用
法
も
主
と
し
て
こ
の
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
現
在
で
は
、
広
義
の
物
概
念
を
採
用
す
る
右
記
三
法
典

で
も
こ
う
し
た
考
え
方
が
有
力
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
改
訂
者
は
現
行
法
の
規
定
を
非
難
し
て
い
る
。
コ
ッ
ホ
は

（位）

同
法
の
物
の
定
義
は
「
実
際
の
使
用
に
と
っ
て
役
に
立
た
な
い
」
と
し
、
フ
エ
ル
ス
タ
l
は
「
不
明
確
で
使
用
に
耐
え
ず
混
乱
さ
せ

（

却

）

（

叫

）

（

必

）

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
つ
い
て
は
ツ
ア
ハ
リ
エ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
に
つ
い
て
は
ウ
ン
ガ
l
が
同

問
題
と
な
る
も
の
、

種
の
批
判
を
加
え
て
い
る
。

有体物規定に関する基礎的考察 I

〔

J
m
〕
「
物
と
い
う
表
現
を
無
体
的
な
財
産
対
象
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
物
権
法
規
範
の
権
利
に
対
す
る
類
推
適
用
に
［
わ
れ
わ

れ
を
］
い
ざ
な
う
が
、
そ
う
し
た
規
範
は
権
利
に
つ
い
て
は
適
切
で
な
い
の
で
あ
る
」
。
た
し
か
に
、
た
と
え
ば
債
権
譲
渡
と
所
有

権
譲
渡
、
相
続
回
復
請
求
権
と
さ
z
s
h
m
S
H訟
を
対
比
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
権
利
に
も
物
と
同
じ
よ
う
な
問
題
が

み
い
だ
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
を
と
も
に
物
権
法
の
な
か
で
規
律
す
る
の
は
適
切
で
な
い
口
「
物
権
法
上
の
関
連
規
範
」
を

狭
義
か
つ
本
来
の
意
味
で
の
物
に
限
定
し
て
定
立
し
た
う
え
で
、
右
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
物
権
法
外
の
各
部
に
お
い
て
対
応

す
る
事
柄
を
規
定
す
る
ほ
う
が
、
「
い
っ
そ
う
明
確
な
法
（
O
Z
E
R
2
2同
R
Z）
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

〔

J
m〕
以
上
の
こ
と
と
対
応
し
て
、
本
草
案
で
は
物
と
い
う
言
葉
は
ど
こ
で
も
「
た
だ
一
つ
の
意
味
、
有
体
的
物
件
（
巳
ロ

231 
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｝
向
。
吋
旬
。
己
片

v
g
u官
肉
）
の
意
味
」
で
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
。
「
も
し
も
こ
の
法
典
で
対
応
す
る
概
念
規
定
を
採
録
す
る
と
し
た
ら
、

こ
の
こ
と
は
た
だ
法
典
の
言
語
の
用
法
を
固
定
す
る
目
的
を
有
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
」
。
一
般
論
と
し
て
は
、
こ
の
草
案
の
内
容
す

べ
て
か
ら
物
の
も
と
で
な
に
が
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
簡
単
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
イ

セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
と
い
う
大
き
な
法
律
が
い
く
ど
も
そ
し
て
は
っ
き
り
と
、

F
S
O

（

E
o
p
♀
8
0）
と
い

う
表
現
を
、
「
財
産
対
象
と
い
う
広
い
、
権
利
を
と
も
に
包
括
し
た
意
味
」
と
も
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
事
情
は
、
「
諸
々
の
誤

解
」
を
、
物
に
関
す
る
規
定
は
権
利
に
対
し
て
は
た
だ
特
別
な
法
律
上
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
規
定

232 

法学研究82巻 12号（2009

（寸閉ー

ω
R
F同
m
H
）
に
よ
っ
て
防
止
す
る
こ
と
を
無
駄
な
ら
し
め
な
い
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

〔

J
幻
〕
も
っ
と
も
、
「
特
別
な
法
律
上
の
規
定
が
あ
る
場
合
」
に
は
、
物
に
関
す
る
規
定
が
権
利
に
も
適
用
さ
れ
う
る
。
こ
う
し

た
「
物
権
法
規
範
の
権
利
に
対
す
る
拡
張
」
と
し
て
、
物
権
法
は
次
の
場
合
を
規
定
し
て
い
る
。
第
一
に
、
叶
開
1

∞R
F同
m
N
に
い

う
「
若
干
の
独
立
し
た
権
利
」
。
す
な
わ
ち
、
同
条
に
よ
れ
ば
、
「
土
地
所
有
権
と
離
れ
て
相
続
お
よ
び
譲
渡
で
き
る
独
立
の
権
利
」

は
移
転
、
負
担
お
よ
び
強
制
執
行
に
つ
き
土
地
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
は
登
記
法
の
一
般
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

（必）

た
と
え
ば
私
的
処
分
に
よ
る
も
の
で
は
、
地
上
権
な
ど
が
あ
る
。
第
二
に
、
「
若
干
の
証
書
｜
｜
無
記
名
証
券
、
手
形
そ
の
他
の
裏

書
で
き
る
有
価
証
券
｜
｜
」
。
こ
の
場
合
に
は
債
権
の
行
使
が
証
書
の
占
有
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
る
た
め
、
証
書
の
物
権
法
的
運
命

が
債
権
に
直
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
第
三
に
、
「
一
定
の
制
度
」
。
用
益
権
と
質
権
は
、
性
格
上
主
と
し
て
物
を
対
象
と
す
る
事
例

に
つ
き
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
若
干
の
権
利
に
つ
い
て
も
利
用
さ
れ
う
る
。

（灯）

凶
物
の
性
質

〔

J
n
〕
①
物
の
自
然
な
用
途
と
性
質
は
「
多
く
の
法
領
域
で
際
立
っ
た
法
上
の
利
益
」
を
有
す
る
。
だ
か
ら
、
②
「
法
学
」
に

と
っ
て
は
、
物
の
概
念
に
引
続
き
、
法
関
係
上
意
義
深
い
区
別
の
概
観
を
理
性
的
に
秩
序
づ
け
て
与
え
る
必
要
が
あ
る
。
③
「
多
く

の
立
法
」
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
概
観
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。



ヘ
ッ
セ
ン
大
公
国
民
法
典
草
案
（
ロ
・
H

）
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民

の
よ
う
に
、
①
「
個
々
の
物
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
単
純
な
羅
列
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
立
法
に
よ
り
規
定
す
べ
き
内
容

で
は
な
い
。
②
「
性
質
名
称
の
説
明
」
も
通
常
学
問
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
「
物
の
性
質
が
特
定
の
法
律
関
係
に
有
す
る
影

響
」
に
つ
い
て
は
、
法
典
の
な
か
で
こ
の
法
律
関
係
を
取
り
扱
う
箇
所
が
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
章
で
は
次
の
命
題
だ
け
が

含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
立
法
す
る
意
義
を
有
し
、
第
二
に
、
こ
れ
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
煩
雑
な
繰
り
返
し
が
避
け

〔

J
n
〕
バ
イ
エ
ル
ン
・
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
民
法
典
（
口
・
H

）、

法
典
（
m
m
N
2
ほ・）

有体物規定に関する基礎的考察 I

ら
れ
る
よ
う
な
一
般
的
意
義
を
有
す
る
命
題
で
あ
る
。

（
川
崎
）

間
集
合
物
の
概
念

〔

J
M
〕
集
合
物
（
ミ
ミ
足
立
む
お
き
さ
ミ
遠
忌
句
宮
ミ
詮
速
一
∞

R
F
m
o
g
g
g
s
z
z
p
の
g
m
B
E
E
R
Eロ
）
は
古
く
、
単
一
物
（
、

a

ssh巳
5
0伊

丹
】
仙
の

z
m
R
F
g）
、
合
成
物
（
之
助
向
。
遺
志
急
R
2
8
B
B
g
m
g
Z
N
Z
ω
R
v
g）
と
な
ら
ぶ
、
有
体
的
な
権
利
客
体

の
第
三
の
も
の
（
巴
・
丘
、
旬
、
旬
。
一
、
六
）
と
さ
れ
て
き
た
。
集
合
物
は
、
「
た
と
え
ば
畜
群
、
商
品
倉
庫
、
図
書
館
の
よ
う
に
集
合
名
詞

に
よ
り
呼
ば
れ
た
有
体
的
に
は
結
合
さ
れ
な
い
複
数
の
物
の
総
体
」
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
総
体
そ
れ
自
体
が
権
利
の
対
象
と
な
り
う

る
と
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
、
の
ち
に
な
っ
て
、
こ
う
し
た
ケ
l
ス
で
は
総
体
そ
れ
自
体
は
け
っ
し
て
「
一
物
・
有
体
的
統
一
体
で

（

ω）
 

は
な
く
、
観
念
さ
れ
た
も
の
・
法
上
の
統
一
体
」
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
集
合
物
は
無
体
物
と
し
て
、

単
一
物
・
合
成
物
と
等
し
く
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
。

（

印

）

〔

J
お
〕
集
合
物
そ
れ
自
体
が
権
利
の
対
象
と
な
り
う
る
、
と
い
う
の
は
か
つ
て
普
通
法
で
は
一
般
的
な
見
解
で
あ
っ
た
。
ド
イ

ツ
の
法
典
お
よ
び
そ
の
立
法
作
業
に
お
い
て
は
明
文
で
承
認
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
（
戸

N
m
m
ω
N
・
8
R）、

同
改
訂
草
案
（
ロ
－
m
N
H
）
、
バ
イ
エ
ル
ン
・
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
民
法
典

a・
m
－
m
a
N
・
5
、
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
民
法
典
草
案
（
円
K
F
1
・

呂
町
）
、
ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典

6
8
ω
・N
）
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
、
ヘ
ッ
セ
ン
大
公
園
草
案

で
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
し
か
し
、
集
合
物
が
特
別
な
権
利
客
体
で
あ
る
と
い
い
う
る
の
は
、
①
集
合
物
を
組
成
す
る
諸
々
の
物
が

233 



法学研究82巻 12号（2009:12) 

権
利
客
体
で
あ
る
こ
と
を
完
全
に
停
止
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
②
そ
れ
ら
が
個
物
と
し
て
集
合
物
の
帰
属
主
体
と
は
異
な
る
他
人

の
権
利
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
①
を
支
持
す
る
も
の
は
誰
も
い
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン

一
般
ラ
ン
ト
法
（
戸

Nmω
由
）
、
バ
イ
エ
ル
ン
・
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
民
法
典
（
口
・
印
－

m
a
N・
5
、
ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典
（
m
∞
ω）
、
そ
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し
て
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
民
法
典
草
案
（
戸

KF1・
5
∞
m
N）
も
そ
う
で
あ
る
。
他
方
、
②
を
認
め
る
も
の
は
、
普
通
法
学
上
現
在
で
も

（日）

な
お
存
在
し
、
ま
た
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
（
同
・

M
m
g
E
〈
2
E
E
g
m
E
Z
ω
∞
）
、
ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典
（
m
a
m－
N）

の
よ
う
に
地
域
法
で
も
承
認
さ
れ
て
い
る
。

（回）

〔

J
m
〕
し
か
し
な
が
ら
、
近
時
の
研
究
は
こ
の
立
場
は
維
持
し
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
法
律

関
係
の
対
象
を
形
成
す
る
の
は
集
合
物
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
集
合
物
を
組
成
す
る
個
物
で
あ
る
、
集
合
物
の
際
に
現
わ
れ

る
特
質
は
、
新
た
な
観
念
的
な
客
体
を
措
定
す
る
だ
け
で
説
明
さ
れ
る
法
規
則
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
き
ち
ん
と
み
れ
ば
意
思
解
釈

の
補
助
手
段
で
あ
る
の
に
、
集
合
名
詞
の
使
用
と
い
う
こ
と
か
ら
不
当
に
一
般
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
説
か
れ
る
。
「
す
な
わ
ち
、

法
律
行
為
の
際
に
複
数
の
物
が
集
合
名
詞
で
呼
ば
れ
る
場
合
、
観
念
的
存
在
を
権
利
の
対
象
と
す
る
意
思
は
ど
こ
に
も
な
く
、
む
し

（臼）

ろ
つ
ね
に
特
定
の
物
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

〔

J
U
〕
「
す
べ
て
の
こ
と
か
ら
、
集
合
物
そ
れ
自
体
が
権
利
の
対
象
と
な
り
う
る
と
い
う
解
釈
は
正
当
性
を
有
し
な
い
こ
と
が
明

ら
か
と
な
る
」
。
と
く
に
物
権
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
①
集
合
物
そ
れ
自
体
の
上
の
「
占
有
」
は
許
容
で
き
な
い
。
「
観
念
的
本
体
の

事
実
的
支
配
力
（
己
E
Z位
。

E
宵
宮
の
0
4
3
1
）
な
る
も
の
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
②
集
合
物
の
「
引
渡
し
」
の
際
に
は
集
合

物
を
組
成
し
て
い
る
物
の
引
渡
し
が
あ
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
③
個
物
の
「
所
有
権
」
が
A
に
属
す
る
場
合
、
そ
の
物
が
同
時
に
集

合
物
の
一
部
と
し
て

B
の
所
有
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
所
有
権
の
排
他
性
に
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
④
集
合
物

の
「
所
有
物
返
還
請
求
」
は
、
訴
え
提
起
時
に
総
体
を
組
成
し
て
い
る
個
々
の
物
を
返
還
請
求
す
る
、
と
い
う
意
味
で
の
み
許
容
さ

（弘）

れ
う
る
。
⑤
集
合
物
上
の
「
用
益
権
」
に
つ
き
主
張
さ
れ
た
諸
命
題
は
意
思
解
釈
上
の
意
味
を
有
す
る
だ
け
で
あ
り
、
用
益
権
の
対



象
と
な
り
う
る
の
は
た
だ
個
々
の
物
と
権
利
の
み
で
あ
る
。
⑥
集
合
物
そ
れ
自
体
の
上
の
「
担
保
権
」
な
る
も
の
は
、
新
た
な
ド
イ

ツ
の
担
保
法
で
異
論
な
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
特
定
性
原
則
を
前
に
挫
折
す
る
で
あ
ろ
う
。

〔

J
m〕
集
合
物
論
に
つ
き
な
お
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
論
争
、
そ
し
て
地
域
法
の
規
定
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
た
根
拠
の
な
い

観
念
を
み
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
立
場
を
寸
悶

l
E
S同
ω
E
で
定
立
さ
れ
た
原
則
［
集
合
物
そ
れ
自
体
は
権
利
の
対
象
と

有体物規定に関する基礎的考察 I

な
り
え
な
い
］
に
よ
っ
て
完
全
に
明
確
に
す
る
の
が
賢
明
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔

J
m〕
集
合
物
上
の
所
有
権
お
よ
び
権
利
の
上
の
所
有
権
が
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
か
ら
当
然
に
、
財
産
総
体
（

3
5
M
C
m
O
B
E
g－

m
E
S
、
す
な
わ
ち
物
と
権
利
の
総
体
も
ま
た
所
有
権
の
対
象
と
な
り
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
と
く
に
、
相

（回）

続
人
は
相
続
財
産
上
に
所
有
権
を
有
し
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
（
戸
匂

ωω
∞
∞
）
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

と
は
異
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
相
続
財
産
に
属
す
る
物
の
上
に
所
有
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

〔

J
ぬ
〕
す
で
に
考
察
し
た
集
合
物
に
関
す
る
解
釈
論
上
の
問
題
を
み
れ
ば
、
複
数
の
物
が
集
合
名
調
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
と

き
に
、
そ
れ
ら
の
物
が
各
々
そ
れ
自
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
共
同
帰
属
と
い
う
か
た
ち
で
捉
え
ら
れ
る
の
か
、

と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
一
般
的
な
規
則
を
定
立
す
る
の
は
適
切
で
な
い
。

〔

J
担
〕
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
問
い
、
す
な
わ
ち
法
律
行
為
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
物
を
表
意
者
の
意
図
に
お
い
て
確
定
す
る

に
は
ど
の
時
点
が
基
準
と
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
「
一
般
的
な
視
点
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
ち
に
示
さ
れ
る
の

は
、
①
生
者
間
の
行
為
と
、
②
死
亡
に
よ
る
行
為
と
の
間
の
厳
格
な
区
別
で
あ
る
。
①
生
者
間
の
行
為
の
際
に
は
、
表
意
者
が
念
頭

に
置
い
て
い
る
の
は
通
例
、
現
在
集
合
物
を
形
成
し
て
い
る
物
で
あ
る
が
、
②
死
亡
に
よ
る
行
為
の
際
に
は
通
例
、
処
分
者
の
死
亡

時
に
集
合
物
を
形
成
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
物
で
あ
る
。
こ
の
②
の
事
実
を
法
律
上
の
解
釈
ル

l
ル
に
盛
り
込
む
こ
と
は
相
続
法
、
よ

（印）

り
精
確
に
は
遺
贈
の
理
論
の
役
割
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
章
で
採
録
す
べ
き
解
釈
ル

l
ル
は
生
者
間
の
行
為
（
①
）
に
限
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
吋
開
l

∞R
F同
m
H印）。
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〔

J
U〕
法
律
行
為
の
有
効
性
、
す
な
わ
ち
法
律
行
為
に
対
応
す
る
権
利
の
取
得
が
各
別
の
要
件
、
た
と
え
ば
物
権
法
上
の
契
約

の
際
に
は
物
の
引
渡
ま
た
は
登
記
簿
へ
の
登
記
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
か
の
解
釈
ル

l
ル
は
、
こ
の
各
別
の
要
件
を
充
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足
し
な
い
物
に
つ
い
て
は
適
用
の
余
地
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
図
書
館
の
買
主
は
売
主
に
、
こ
の
呼
び
名
で
捉
え
ら
れ
る
各
本

の
引
渡
し
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
図
書
館
の
引
渡
し
は
、
た
だ
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
る
本
の
所
有
権
の
み
を
買

（町）

主
に
移
転
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

も
っ
と
も
一
般
に
用

〔

J
お
〕
集
合
物
に
つ
き
な
お
規
定
を
置
く
契
機
と
な
っ
た
の
は
次
の
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

い
ら
れ
る
集
合
名
称
で
捉
え
ら
れ
う
る
物
は
い
か
な
る
種
類
の
も
の
か
。
匂
内
定
司
会
ミ
輔
さ
丸
町
可
特
急
S
H舟
謡
、
（
言
葉
の
意
義
に
つ
い
て
）

と
い
う
デ
ィ

l
ゲ
ス
タ
の
章
［
匂
・
旬
。
、

N
q］
は
こ
の
こ
と
に
関
す
る
多
く
の
言
明
を
含
ん
で
い
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法

で
は
諸
々
の
表
現
、
富
。
z
－E
2
2
5
α
m
o
p
g
m
w
B
ω
〈
2
5
α
m
o
p
同
mwzs－402忌
m
o
p
開

R
o
w
g
p
富山手。－
p
国

g
m叫町民
F

の
2
営
宮
島
町
民
Z
P
富
。
話
回
同
庁
P
富
。
z
z
o
p
注
目
。
冨
旦
包
】
0・の。
E
Cロ島
ωロ
σ
2
L
Z君。－
o
p
∞
の
『
自
己
の
WCHM円問。。
ωの
F
B
O
E
P

E
R・。
R
e
g
g－
者
丘
陵
2
m
g仏
君
臨

ω
S
0・
E
E
3
m
o
F自
白
ロ
ロ
o
o
z
g
σ
命
名
g
E
8
4司
m
m
g
ω
g
E
B
∞
宮
5
品。吋

krgBω
宮
口
m
o
E
R
冨
巴
芯
吋
旬
。
吋
ω。
ロ
の
意
味
が
説
明
さ
れ
（
H・
m
N
H
O
民
・
）
、
改
訂
草
案
（
ロ
・
m
m
・
2
円
）
は
こ
れ
ら
の
規
定
の
大

半
を
残
し
て
い
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
・
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
民
法
典
は
抑
制
的
で
、
個
々
の
体
系
、
と
く
に
夫
婦
財
産
法
（
戸
∞
m
N
H
）

と
遺
贈
（
日
・
斗
m
m
N
O
R
）
の
と
こ
ろ
で
こ
れ
に
関
連
す
る
解
釈
ル

l
ル
を
与
え
て
い
た
が
、
他
方
、
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
民
法
典
草

案
は
、

N
5
5
2向。
s
s
w
ω
ω
B
B－S
F
出

m
W
5
5
5
（開
E
E
S
Zロ
m－
g
g
－wvo
回
口
立
の
Z
g
m－
E
g
F
F
5
5．
玄
。
σ
E
m
gの
F
m
p

何
百
立
の
伊
丹
g
M
m
N
C
O
E
O
B
の
命
者
2
σ
ω
σ
2
ュs
p
・－同州
WCω
自
芹
〉
E
o
s－巧州
wω
位。四戸内田向山口

σえ宮内山
Z
J
回

ωロ
gmwロロ
ω
P
F
5
5

（問）

（の
E
E
2
0
E
R）
唱
者
2
E
g
m－
W
庄
内
戸
の
0
2庄
司
と
い
っ
た
表
現
の
説
明
を
含
ん
で
い
る
（
同
・
〉
1
・
5
∞
1
5
N）
。
フ
ラ
ン
ス
民
法

典
は
、

B
2
g
o
p
B
g
E
2
5
0
c
z
mロ
p
z
g
ω
旨
σロ
z
o
p
B。
z
z
o
a－丘町
o
g
s。
E
ロ
2
P
B包
8
ロ
gocEA山ow
－－
B
巴
ω。ロ

2
2
Z
E
ρ
c
z．一司可。
5
0
E
の
定
義
を
有
し
（

ωユ・
8
ω
1
8白）、

ヘ
ッ
セ
ン
大
公
国
民
法
典
草
案
も
同
種
の
表
現
、
自
5
5
2
・



問。円隣同
F
冨
o
z
z
o
p
固
さ
ω向。円以
5
・3
の
S
m
g品。

g
B
B件
ω
o
Z
2
巴
ロ
立
の
F
Zロ
m
N
c
o－5
5
Z
E
F
B
B窓
口
出
剛
山
口
品
。
－
。
色
。
円

。
。
君
。
号
OE
－－－国
mwgωBRkr－－
O
B－d
匂州窃

ω
W
F
色岱一一江口

σ丘一宮内目。一件
E
を
定
義
し
て
い
る
（
ロ
・
H

〉
2
・
NNlNm）
。
他
方
、
ザ
ク
セ
ン
王

国
民
法
典
は
遺
贈
の
と
こ
ろ
（
鉱
区
怠
lN怠
∞
）
に
の
み
、
若
干
の
こ
れ
に
関
す
る
解
釈
ル

l
ル
を
含
む
だ
け
で
あ
る
。

〔

J
M〕
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
規
定
は
、

バ
イ
エ
ル
ン
王
国
民
法
典
草
案
（
戸

K
F
2
・
5ω
）
が
明
示
す
る
よ
う
に
、
「
法
律
行
為
の

判
断
の
際
に
は
、
行
為
の
内
容
ま
た
は
諸
事
情
か
ら
異
な
る
意
思
が
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
な
い
場
合
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ

き
」
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
そ
う
し
た
集
合
名
詞
の
用
い
方
は
様
々
な
方
言
お
よ
び
生
活
慣
行
が
あ

る
以
上
、
ド
イ
ツ
の
地
域
ご
と
で
異
な
る
し
、
ま
た
、
時
代
に
よ
っ
て
も
変
遷
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
顧
慮
す
る
と
き
、

有体物規定に関する基礎的考察 I

ド
イ
ツ
全
土
に
つ
き
規
定
す
る
法
典
の
な
か
で
右
の
よ
う
な
解
釈
ル

l
ル
を
設
け
る
こ
と
は
、
格
別
好
ま
し
い
と
は
い
え
な
い
。
各

個
の
事
例
に
つ
い
て
の
基
準
と
な
る
、
時
代
的
か
つ
地
域
的
に
規
定
さ
れ
た
言
葉
の
用
法
の
生
き
生
き
と
し
た
直
観
か
ら
汲
み
出
さ

れ
る
裁
判
実
務
は
、
帝
国
全
土
に
つ
い
て
の
言
葉
の
用
法
を
長
期
に
わ
た
っ
て
固
定
す
る
立
法
の
試
み
よ
り
も
正
当
な
解
釈
を
よ
り

よ
く
保
証
す
る
。
だ
か
ら
、
草
案
に
お
い
て
そ
の
種
の
規
定
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
控
え
る
こ
と
に
し
た
。

〔

J
お
〕
近
世
ま
で
は
、
集
合
物
・
ミ
ミ
ミ
誌
な

8
＼

R
町
民
は
よ
り
高
次
の
総
体
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
い
わ
ゆ
る
さ
を
ぬ
立
な
号
、
ミ
ミ
遣
の

下
位
に
秩
序
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
に
対
峠
す
る
第
二
の
ミ
ミ
ミ
3
む
号
、
ミ
ミ
き
と
し
て
、
ミ
ミ
ミ
3
む
ね
と
ミ
な
と
い
う
も
の
が
存
し
た
o

a誌
な
町
立
む
ね
と
ミ
な
と
は
、
制
定
法
に
よ
っ
て
総
体
と
み
な
さ
れ
、
か
つ
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
と
権
利
の
総
体
［
財

産
総
体
］
で
あ
り
、
以
下
の
特
別
な
法
原
則
に
服
す
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
①
命
題
ミ
ω
S
Rえ
た

S
N
O
S選
、
足
立
ト

h
v
w
d
足
尽
き
袋
内
定
h
m
H
S
向。

S
遠
足
凡
（
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
い
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
）
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
な
表
現
、
器
、
司
、
。
hhNa

H

災
遺
ω
ね
な
．
H

一き一宮司、ぬ遺ミミ句、

S
ご
ミ
培
、
。
h
b
S司
、
（
代
位
す
る
も
の
は
代
位
さ
れ
る
も
の
の
性
質
を
受
け
取
る
）
、
す
な
わ
ち
ミ
ミ
ミ
3
む
8

上
に
権
利
を
有
す
る
者
は
さ
を
ぬ
立
た
8
を
、
権
利
の
取
得
の
際
に

S
なぬ
3
R
H
S
に
属
し
て
い
る
物
と
権
利
の
み
な
ら
ず
、
物
ま
た

は
権
利
の
譲
渡
の
結
果
譲
渡
さ
れ
た
も
の
の
代
わ
り
に
取
得
さ
れ
た
財
産
客
体
を
顧
慮
し
た
か
た
ち
で
有
す
る
。
②
命
題
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12) 

柏
町
冶
守
内
立
た
お
と
ミ
な
の
所
有
者
は
他
人
の
も
と
に
存
す
る
柚
さ
な
ぬ
立
た
お
と
ミ
な
を
、
対
物
的
包
括
訴
訟
に
よ
っ
て
返
還
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
な
に
が
き
を
ぬ
3
民
営
号
、
ミ
な
に
算
入
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
題
は
普
通
法
理
論
に
お
い
て
つ
ね
に
争
わ
れ
て
き
た
。

意
見
が
一
致
し
た
の
は
、
相
続
財
産
が

S
守
町
立
止
命
句
、
ミ
な
で
あ
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、

Y
S
N
Sき
（
特
有
財
産
）
と
§
句
（
嫁
資
）
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に
関
し
て
は
議
論
が
あ
っ
た
。

〔

J
お
〕
し
か
し
な
が
ら
、
ミ
ュ

l
レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
、

（印）

ハ
ッ
セ
お
よ
び
ヴ
ェ
ヒ
タ
l
が
す
べ
て
の
学
説
を
打
ち
破
っ
た
と
こ
ろ
、

現
在
で
は
以
下
の
点
で
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
の
区
別
は
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
、

（伺）

法
原
則
と
み
ら
れ
た
も
の
は
た
だ
個
々
の
法
命
題
の
許
さ
れ
ざ
る
抽
象
化
に
基
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
近
時
の
法
典
は
権
利
の
総
体

（同
R
E
m
m
g
m
B
B
F
Z窓
口
）
に
関
す
る
一
般
規
定
を
含
ん
で
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
に
す
ら
当
て
は

（但）

ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
草
案
に
お
い
て
権
利
の
総
体
に
つ
き
な
に
か
規
定
を
置
く
必
要
は
存
し
な
い
。

一
般
的
な

（位）

各
論
E
｜
｜
第
三
章
「
所
有
権
」
序
論
「
所
有
権
の
対
象
」

〔

J
U〕
所
有
権
は
様
々
な
対
象
と
の
関
係
で
語
ら
れ
て
お
り
、
対
象
の
相
違
に
応
じ
て
所
有
権
概
念
は
異
な
る
内
容
を
有
す
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
第
一
に
、
草
案
が
所
有
権
の
対
象
と
し
て
な
に
を
ど
の
意
味
で
用
い
て
い
る
か
を
確
定
し
、
そ
の
あ
と
で
、

4 
所
有
権
概
念
の
検
討
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

〔

J
お〕

一
般
の
用
法
に
よ
れ
ば
、
わ
た
し
が
完
全
に
支
配
す
る
も
の
が
わ
た
し
の
も
の
と
い
わ
れ
る
。
「
有
体
的
物
件
、
物
だ
け

が
、
意
思
を
持
た
ず
に
人
間
の
意
思
の
も
と
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
物
の
上
だ
け
に
、
人
の
完
全
な
支
配
が
作

用
し
う
る
」
。
こ
の
よ
う
な
物
に
つ
い
て
の
人
の
支
配
が
ロ

l
マ
法
に
お
い
て
通
常
、
忌
逮
S
Sき
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
所
有
権
概
念
の
理
論
形
成
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
法
で
は
、
「
あ
り
う
べ
き
法
的
取
引
の
対
象
す

（臼）

べ
て
」
に
対
し
て
所
有
権
概
念
が
転
用
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
所
有
権
と
財
産
は
も
は
や
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。



（倒）

〔

J
m
〕
こ
の
非
法
学
的
観
念
は
日
常
生
活
の
用
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、
普
通
法
の
理
論
と
実
務
に
対
し
て
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

こ
れ
に
依
拠
す
る
法
典
も
多
い
。
バ
イ
エ
ル
ン
・
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
民
法
典
は
通
常
「
性
質
上
わ
れ
わ
れ
が
占
有
所
持
な
し
え
な
い

（出）

も
の
を
除
き
ま
た
は
個
別
の
法
規
に
よ
り
排
除
さ
れ
な
い
限
り
、
す
べ
て
を
」
所
有
で
き
る
（
口
・
N
m
p
d
包・

2
♀
m
m
H
l
N
）
。
プ

ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
の
対
象
は
「
排
他
的
利
益
を
与
え
う
る
も
の
す
べ
て
」
（
戸
∞
m
N
）
で
あ
る
。
オ
ー

ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
は
広
義
の
「
所
有
権
」
と
い
う
表
現
を
「
財
産
」
の
意
味
で
用
い
て
い
る
が
、
狭
義
（
技
術
的
意
味
）
で
の

（侃）

所
有
権
は
有
体
物
上
の
み
に
生
じ
る
と
い
う
（
4
包－

mωalae。

〔

J
伺
〕
そ
の
他
の
法
典
な
い
し
草
案
は
こ
う
し
た
観
念
か
ら
遠
ざ
か
り
、
所
有
権
概
念
を
一
般
に
有
体
物
に
限
定
し
て
用
い
て

い
る
。
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
は
と
り
わ
け
、
ヘ
ッ
セ
ン
大
公
国
民
法
典
草
案
と
ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典
が
挙
げ
ら
れ
る
。

有体物規定に関する基礎的考察 I

〔

J
4〕
「
現
在
の
私
法
の
法
典
編
纂
も
こ
の
立
場
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
疑
い
な
い
」
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、

実
際
に
所
有
権
で
あ
る
も
の
の
み
を
所
有
権
と
呼
ぶ
こ
と
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
の
関
係
に
つ
い
て
所
有
権
と
い
う

（町）

用
語
を
用
い
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。
「
異
質
の
概
念
を
混
同
す
る
お
そ
れ
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
れ
に
よ
る
と
、
以
下
の
も

の
が
排
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

〔

J
必
〕
第
一
に
、
「
権
利
の
上
の
所
有
権
」
。
①
も
し
も
「
権
利
者
の
権
利
の
内
容
そ
れ
自
体
か
ら
生
じ
る
諸
々
の
権
能
と
は
一

致
し
な
い
権
利
」
な
る
も
の
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
概
念
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
事
実
は
そ
う

い
わ
ゆ
る
権
利
の
上
の
所
有
権
と
は
、
対
外
的
な
関
係
に
お
い
て
は
権
利
そ
れ
自
体
と
同
義
で
あ
る
。
「
あ
る
者
が
こ

（伺）

の
権
利
の
上
に
所
有
権
を
有
す
る
」
と
い
う
と
き
は
、
「
こ
の
権
利
が
そ
の
者
に
帰
属
す
る
」
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
②

こ
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
多
く
の
意
味
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
は
通
常
、
他
の
権
利
を
所
有
権
の
諸
原
則
に

服
せ
し
め
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
（
吋
開
ー
∞

R
F同
m
N
）
、
所
有
権
の
譲
渡
お
よ
び
負
担
に

関
す
る
諸
規
定
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
若
干
の
権
利
も
存
す
る
。
し
か
し
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
処
分
の
対
象

で
は
な
い
。
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と
さ
れ
る
の
は
権
利
の
上
に
想
定
さ
れ
た
所
有
権
な
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
権
利
な
の
で
あ
る
。

〔

J
必
〕
第
二
に
、
「
観
念
的
総
体
の
上
の
所
有
権
、
所
有
権
の
対
象
は
個
物
の
み
で
あ
る
。
個
物
に
は
単
一
物
と
合
成
物
が
あ

（倒）る
。
複
数
の
物
が
物
理
的
な
結
び
つ
き
な
く
合
成
さ
れ
る
場
合
に
合
成
物
と
語
る
の
は
、
比
験
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
個
物
上
に
成
立
す
る
権
利
は
総
体
へ
の
組
み
入
れ
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
集
合
名
調
の
も
と
で
総
体
を
形

成
す
る
個
物
は
各
々
法
上
の
独
自
性
を
維
持
す
る
と
こ
ろ
、
実
際
に
は
一
つ
の
新
た
な
総
体
を
形
成
せ
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
実
定
法
は
観
念
的
総
体
を
法
律
関
係
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
い
う
る
が
、
本
草
案
は
叶
開
l
ω
R
F同
ω
区
に
つ

き
挙
げ
た
根
拠
か
ら
、
そ
う
し
た
立
場
を
取
っ
て
い
な
い
。

〔

J
弘
〕
第
一
一
一
に
、
「
精
神
的
所
有
権
」
。
精
神
的
活
動
の
成
果
を
機
械
的
方
法
で
複
製
な
い
し
複
写
す
る
権
利
は
、
そ
の
著
作
者

に
排
他
的
に
帰
属
す
る
。
著
作
権
の
対
象
は
精
神
的
作
業
の
成
果
で
あ
り
、
そ
の
財
産
法
的
利
用
（
認
可
自
芯

g
向。。
z－w
Z

Z
E
N
g
m）
は
著
作
者
の
排
他
的
権
利
に
属
す
る
。
著
作
権
を
精
神
的
所
有
権
と
構
成
す
る
見
解
は
歴
史
的
に
も
比
較
法
的
に
も
み

（河）

ら
れ
、
帝
国
憲
法
も
こ
れ
に
し
た
が
っ
た
が
、
諸
々
の
帝
国
法
律
お
よ
び
近
時
の
学
説
が
こ
れ
を
退
け
た
よ
う
に
、
こ
の
見
解
は

（九）

「
誤
っ
て
い
る
」
。
①
所
有
権
の
「
対
象
」
は
有
体
物
で
あ
る
。
他
方
、
著
作
権
の
客
体
は
、
ク
ロ
ス
タ

1
マ
ン
に
よ
れ
ば
「
産
み
出

さ
れ
た
作
品
、
よ
り
精
確
に
は
、
著
述
家
ま
た
は
芸
術
家
の
活
動
の
実
体
的
成
果
・
文
書
ま
た
は
画
像
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
物
に

与
え
ら
れ
た
形
式
・
模
写
お
よ
び
機
械
的
複
製
を
な
し
う
る
精
神
的
活
動
の
成
果
」
で
あ
る
。
②
所
有
権
の
「
内
容
」
は
物
に
つ
い

て
の
排
他
的
支
配
に
関
す
る
法
に
よ
る
。
他
方
、
精
神
的
創
造
の
著
作
者
は
排
他
的
権
利
を
、
た
だ
財
産
法
的
利
用
の
上
に
の
み
有

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
著
作
者
は
た
し
か
に
複
製
お
よ
び
模
写
か
ら
第
三
者
を
排
除
す
る
権
能
を
有
す
る
が
、
し
か
し
、
公
刊
さ
れ

た
作
品
を
使
用
す
る
こ
と
そ
の
も
の
は
誰
に
対
し
て
も
禁
止
で
き
な
い
。
思
想
は
ひ
と
た
び
世
界
に
登
場
す
れ
ば
、
そ
の
創
造
者
の

排
他
的
支
配
か
ら
解
き
放
た
れ
る
の
で
あ
る
。
③
著
作
権
の
「
取
得
」
は
産
出
と
い
う
事
実
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
所
有
権
と
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
は
、
他
の
素
材
か
ら
新
た
な
物
を
作
成
す
る
者
が
そ
の
物
の
所
有
者
と
な
る
際
に
み
い
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
加
工
に
よ
る

240 



（

花

）

（

符

）

所
有
権
の
取
得
を
先
占
の
一
ケ
l
ス
と
み
れ
ば
、
著
作
権
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
失
わ
れ
る
。
そ
う
み
な
い
な
ら
、
著
作
権
の
成
立
と

加
工
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
物
の
上
の
所
有
権
の
取
得
と
の
聞
に
は
一
定
の
類
似
性
が
存
す
る
け
れ
ど
も
、
前
者
は
精
神
的
活
動
、
後

者
は
機
械
的
活
動
と
い
う
生
産
活
動
の
相
違
は
つ
ね
に
残
る
。
そ
も
そ
も
、
取
得
方
式
の
同
一
性
は
権
利
の
法
的
性
格
に
と
っ
て
決

定
的
で
は
な
い
口
決
定
的
な
の
は
む
し
ろ
、
個
々
の
権
利
の
内
容
な
い
し
対
象
［
①
②
］
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
権
の
概
念

（叫）

は
精
神
的
活
動
の
成
果
に
は
適
用
で
き
な
い
。
著
作
権
を
物
権
に
数
え
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
許
き
れ
な
い
。
「
著
作
権
は
た
し
か
に

絶
対
権
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
物
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
物
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
」
。
著
作
権
は
す

で
に
帝
国
の
特
別
法
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
民
法
の
他
の
制
度
と
の
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
、

委
員
会
の
決
議
も
い
う
よ
う
に
民
法
典
か
ら
除
外
し
て
お
く
の
が
適
切
で
あ
る
。
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
べ
き
は
次
の
点
だ
け
で
あ

る
。
「
精
神
的
所
有
権
の
観
念
は
草
案
の
所
有
権
概
念
と
合
致
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
所
有
権
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
た
規
定
は
著
作

権
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
権
利
に
対
し
て
は
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
」
。
こ
れ
ら
の
権
利
を
民
法
典
か
ら
除
外
す
る
こ
と

は
施
行
法
に
委
ね
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
民
法
体
系
の
な
か
で
こ
れ
ら
の
権
利
に
相
応
し
い
箇
所
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す

（花）

る
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
。

有体物規定に関する基礎的考察 I

四

第
一
委
員
会
1
1
1
ブ
ラ
ン
ク
の
修
正
提
案

（ー）

定
義
規
定
の
原
型

一
八
八
四
年
二
月
一
一
日
、
第
一
委
員
会
は
第
二
八
八
回
本
会
議
（
書
記
一
リ
l
ベ
）
に
お
い
て
、
物
権
法
部
分
草
案
の
審
議
を

開
始
し
た
。
本
稿
に
関
連
す
る
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
初
回
会
議
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、

「
物
に
関
す
る
一
般
規
定
」
節
の
位
置
と
、
－
『
開
l
m
R
F
H
N
m
H
の
要
否
お
よ
び
内
容
が
議
論
さ
れ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
総
則
に
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移
行
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
提
案
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
退
け
ら
れ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
規
定
の
適
用
関
係
で
は
な
く
、
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物
概
念
の
定
義
規
定
を
設
け
る
べ
き
と
の
提
案
が
支
持
さ
れ
た
。

ヨ
l
ホ
ウ
は
本
会
議
の
審
議
を
受
け
、
編
集
委
員
会
宛
編
集
原
案
（
何
色
〈
仁
町
一
を
策
定
す
る
際
に
、
目

l
Eの高
2
を
修
正
し
、

（円）

物
概
念
の
定
義
を
設
け
た
。
規
定
の
位
置
は
物
権
編
の
ま
ま
動
か
し
て
い
な
い
。

問
。
仏
〈
O己
聞
記
山
由

C
E
O吋∞
ωのV
Oロ－
B
∞
百
回
。
品
。
ω
の
2
2
N
O
ω
ω
宮
内
田
ロ
ロ
円
W
C
円HXw
吋
】
仙
の
『
ゅ
の
ゆ
向
。
ロ
ω芯
ロ
品
。
（
巳
の

E
m－－。
F
問。。

zo）

N
C

4
0吋
ω45voロ・

編
集
委
員
会
宛
編
集
原
案
七
六
九
条

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
物
の
も
と
で
は
、
有
体
的
対
象
（
権
利
で
は
な
い
）
の
み
が
理
解
さ
れ
な
け
れ

編
集
委
員
会
（
同
色
m
w
t
8
8
5
R
E民
）
は
こ
の
原
案
を
受
け
、
文
案
を
精
査
し
、
い
わ
ゆ
る
第
一
草
案
原
案
、
す
な
わ
ち
編
集

委
員
会
決
議
暫
定
集
成
（

Ncmを
と
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
編
集
委
員
会
草
案
（
弘
）
を
確
定
し
た
。
両
者
の
文
面
は
同

（加）

一
で
あ
る
た
め
、
後
者
の
み
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

同開

m
J
S∞∞
ω
の
F
Oロ
吉
岡
巴
ロ
ロ
O
内問。
ω
の
g
Z
N
O
ω
ω
宮
内
四
ロ
ロ
円
W
O
吋唱。ユ
w
v
o
の
ommwmoロ
ω芯
ロ
色
0
・

こ
の
法
律
に
お
い
て
物
と
は
、
有
体
的
対
象
の
み
を
意
味
す
る
。

編
集
委
員
会
草
案
七
六
九
条

集
合
物
の
概
念
に
関
す
る
議
論
も
本
稿
の
問
題
と
関
連
を
有
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
右
物
権
法
初
回
会
議
の

ち
ょ
う
ど
一
週
間
後
、
同
年
同
月
一
八
日
、
第
二
九
一
回
本
会
議
（
書
記
一
リ
l
ベ
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
寸
開
ー
∞

R
V同
ω
広
に

つ
き
二
つ
の
修
正
提
案
が
出
さ
れ
た
が
、
結
局
同
条
そ
れ
自
体
を
削
除
す
る
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
。

第
一
委
員
会
は
右
審
議
の
二
カ
月
後
、
一
八
八
四
年
四
月
一
八
日
、
第
三
二
二
回
本
会
議
（
書
記
一
リ
l
ベ
）
に
お
い
て
、
さ
き

に
挙
げ
た
第
三
章
冒
頭
寸
開
l
ω
R
F何
m
g、
つ
ま
り
所
有
権
の
概
念
を
め
ぐ
る
審
議
を
行
っ
た
。
ヨ

I
ホ
ウ
は
第
三
章
「
所
有
権
」

の
序
論
と
し
て
物
概
念
の
問
題
に
触
れ
て
い
た
が
、
同
会
議
に
お
い
て
も
、
所
有
権
の
対
象
に
関
す
る
一
文
を
付
加
す
べ
き
と
の
提



案
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。
審
議
の
結
果
、
こ
の
提
案
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
他
、
占
有
権
能
に
関
す
る
文
言
を
削
除
す
べ
き
、
さ
ら
に
、
概
念
規
定
全
体
を
削
除
す
べ
き
と
の
提
案
が
出
さ
れ
た
と
こ

ろ
、
所
有
者
に
属
す
る
権
利
の
本
質
を
必
要
に
し
て
十
分
に
盛
り
込
む
べ
き
と
い
う
観
点
か
ら
、
前
者
の
提
案
が
基
本
的
に
支
持
さ

れ
、
各
種
草
案
に
お
け
る
修
正
の
あ
と
、
編
集
委
員
会
草
案
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。

同
開

ω
∞ω
H
U
2
回
向
。
ロ
笹
口

B
2
a
s円
∞

R
v
o
g丹
念
ω河
内
清
宮
．
ヨ
芹
〉

g
R
E町田
g
m
〉

E
2
2
5。
F
d司
口
保
管
自
芹
品
。
円
∞

R
Z

N
C
4
2
F
F窓
口
ロ
ロ
仏
国

σ
2
e
g
o
－σoNC

〈
O
民
国

mopω
。
調
。
芹
ロ
仙
の
宮
回
。

ωの
F
Sロ
WCロ
向
。
ロ
向
日
目

2
2
問
。
。
宮

ω門田口一『の『の
g
Z
N
。品。叶

内田口円。

F
問
。
。

F
4
5
U
E
2
0司
σom門出口内問。件包口内田・

編
集
委
員
会
草
案
八
コ
二
条
物
の
所
有
者
は
、
法
律
ま
た
は
第
三
者
の
権
利
に
よ
り
制
限
さ
れ
な
い
範
囲
で
、
他
人
を
排
除
し
て
思
う
ま

ま
に
物
を
処
理
し
、
か
っ
こ
の
物
を
処
分
す
る
権
利
を
有
す
る
。

以
下
、
第
一
節
の
位
置
、
同
，
明
ー
ω
m
n
F同
m
H
・m
m
E
・
5
お
よ
び

ω
∞m
の
順
に
審
議
の
内
容
を
み
て
い
く
が
、
同
，
開
l

∞R
V同
ω
∞印

に
つ
い
て
は
本
稿
の
問
題
と
関
連
す
る
部
分
、
す
な
わ
ち
所
有
権
の
対
象
を
め
ぐ
る
提
案
の
み
を
取
り
上
げ
る
。

有体物規定に関する基礎的考察 I

（ニ）

第
一
委
員
会
議
事
録

（創）

第
一
章
第
一
節
「
物
に
関
す
る
一
般
規
定
」
の
位
置

〔

p
I
1
〕
本
会
議
の
審
議
は
、
「
物
に
関
す
る
一
般
規
定
」
と
い
う
節
の
位
置
の
問
題
か
ら
開
始
し
た
。
そ
こ
で
は
二
つ
の
角
度

1 
か
ら
提
案
が
出
さ
れ
た
。一

の
提
案
者
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
節
全
体
を
総
則
に
移
行
し
、
た
と
え
ば
新
た
に
「
第
四
章

物
」
を
設
け
て
そ
こ
に
採
録
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
そ
の
意
図
は
、
本
節
の
諸
規
定
が
民
法
典
の
他
の
部
に
含
ま
れ
た
物
あ
る
い
は

土
地
に
関
す
る
諸
規
定
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
か
れ
が
引
き
合
い
に
出
し
た
の
は
、

〔

p
I
2〕
［

1
］
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七
四
年
九
月
一
四
日
に
お
け
る
予
決
審
議
の
議
決
で
あ
る
［
〔
V
3
〕
］
。
同
議
決
は
、
個
別
の
部
に
そ
も
そ
も
属
さ
な
い
、
あ
る
い

は
排
他
的
に
は
属
さ
な
い
法
素
材
を
総
則
の
編
纂
者
に
付
託
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
自
説
の
根
拠
づ
け
に
相
応
し
い
と
み
た
わ
け
で
あ

244 

る
〔
P
I
3
〕
こ
れ
に
対
し
て
、
［
2
］
他
は
、
ヴ
ェ

l
バ
ー
よ
り
提
案
さ
れ
た
。
か
れ
は
、
節
の
置
換
え
を
議
決
す
る
以
前
に
、
こ

の
節
の
個
々
の
規
定
を
確
定
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
そ
う
し
た
う
え
で
、
各
規
定
の
内
容
上
、
当
該
規
定
は
総
則
に
置
く
ほ
う
が
い

っ
そ
う
適
切
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
な
ら
、
提
案
に
よ
っ
て
そ
の
移
動
を
考
慮
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

〔
p
I
4〕
多
く
の
者
は
、
第
一
節
の
諸
規
定
を
総
則
に
移
行
す
る
こ
と
は
拒
絶
し
た
け
れ
ど
も
、
次
の
点
を
留
保
し
た
。
各
規

定
の
民
法
典
の
他
の
部
へ
の
置
換
え
が
そ
の
規
定
の
内
容
に
照
ら
し
て
合
目
的
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
た
と
え
ば
立
ち
入
っ
た
特

（位）

別
な
提
案
に
基
づ
き
吟
味
す
る
。

〔
P
I
5〕
意
見
が
一
致
し
た
の
は
次
の
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
諸
規
定
を
こ
の
位
置
に
と
ど
め
る
と
い
う
決
議
は
そ
れ
ら

が
物
権
法
の
領
域
外
に
も
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〔
P
I
6
〕
そ
の
他
に
は
以
下
の
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た
。

〔
P
I
7
〕
第
一
節
で
提
案
さ
れ
た
諸
規
定
は
物
の
一
定
の
性
質
に
諸
々
の
法
律
効
果
を
結
び
つ
け
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
効
果
は

む
ろ
ん
「
物
権
法
的
性
格
（

g
各
8
5
S己
w
z
z
a
R）
」
を
抜
き
に
は
語
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
「
物
の
上
の
物
権
に
関

す
る
取
得
」
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
と
も
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
若
干
の
規
定
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
物
権
法
的
性
質
を
有
す
る
が
、

ミ
ω
ミ
マ
ぬ

S
送
還
ミ
ロ
．
輔
さ
に
関
す
る
規
定
の
よ
う
に
、
「
間
接
的
に
は
債
権
債
務
関
係
法
と
も
」
関
わ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他

の
諸
規
定
は
た
と
え
ば
代
替
性
の
よ
う
に
、
「
主
と
し
て
債
権
債
務
関
係
法
上
の
法
律
効
果
の
み
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
物
の
性
質
」

に
関
係
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
従
物
性
の
よ
う
に
、
物
の
性
質
が
物
権
的
法
律
関
係
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
拒
絶
す
る
と

い
う
か
た
ち
で
、
「
物
権
法
に
と
っ
て
は
消
極
的
な
、
｜
｜
過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
｜
｜
意
味
」
を
有
す
る
も
の
と
み



ら
れ
る
。

〔

P
I
8
〕
決
議
対
象
と
な
る
諸
規
定
は
物
権
法
を
超
え
る
射
程
範
囲
を
有
す
る
。
こ
の
こ
と
が
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ
は
あ
る
ま

い
。
け
れ
ど
も
、
①
物
権
法
を
超
え
る
射
程
範
囲
を
有
す
る
こ
と
は
こ
れ
ら
の
諸
規
定
が
い
ず
れ
に
せ
よ
物
権
法
的
性
格
を
有
す
る

こ
と
を
否
定
し
な
い
。
②
物
権
法
外
の
適
用
可
能
性
は
他
の
位
置
へ
の
移
動
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
部

に
も
適
用
さ
れ
う
る
法
規
範
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
部
で
用
い
ら
れ
た
表
現
の
理
解
に
必
要
な
法
規
範
の
す
べ
て
を
総
則
に
採
録
す

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
特
別
な
部
へ
の
採
録
に
よ
っ
て
総
則
の
法
規
範
を
不
要
な
ら
し
め
る
ほ
う
が
い
っ
そ
う
な
し
う
る
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。
「
総
則
は
け
っ
し
て
そ
の
法
律
に
現
れ
る
法
概
念
に
つ
い
て
の
辞
典
と
し
て
の
用
途
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
」
、
と
い
う

こ
と
を
見
誤
っ
て
は
い
け
な
い
。
③
ひ
と
た
び
法
典
の
な
か
で
物
権
法
に
つ
き
特
別
な
章
を
設
け
る
と
す
れ
ば
、
物
一
般
に
関
係
す

る
諸
規
定
も
ま
た
こ
の
章
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
を
こ
の
章
か
ら
取
り
除
く
の
な
ら
、
「
互
い
に
関
連
す
る
も
の

が
切
り
離
さ
れ
、
法
典
の
理
解
と
運
用
が
本
質
上
困
難
に
な
ろ
う
」
。

〔

P
I
9
〕
［
総
則
へ
の
移
行
を
主
張
す
る
］
提
案
［
1
］
は
た
だ
ち
に
拒
絶
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
場
所

に
関
す
る
問
題
（
司
E
R骨
ω向
。
）
」
が
決
議
対
象
と
な
る
諸
規
定
の
内
容
と
文
面
に
影
響
を
与
え
な
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

有体物規定に関する基礎的考察 I

2 

（邸）

吋
何

11ωRF同
ω
H
の
要
否
お
よ
び
方
式

〔

P
I
m
〕
斗
開
l
ω
m
R
V同
m
H
に
つ
い
て
は
、
四
つ
の
提
案
が
出
さ
れ
た
。

〔

P
I
H
〕［
1
］
第
一
の
提
案
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
る
。
か
れ
は
「
物
は
取
引
能
力
を
有
す
る
限
り
お
よ
そ
権
利
の
対
象

に
な
り
う
る
」
と
の
規
定
を
第
一
項
と
し
て
挿
入
す
る
こ
と
、
そ
の
う
え
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
寸
開
l

∞R
F同
m
H
を
こ
こ
で
は

（制）

な
く
本
節
の
末
尾
に
お
く
こ
と
を
提
案
し
た
。
挿
入
規
定
は
ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典
五
八
条
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔

P
I
ロ
〕
次
に
、
［
2
］
ヴ
ェ

l
バ
l
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
寸
開

l
ω
R
F同
m
H
を
節
の
最
後
に
回
す
よ
う
提
案
し
た
。
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け
れ
ど
も
、
官
頭
に
お
く
べ
き
と
し
た
の
は
、
「
代
替
物
（

2
2円
2
5
2
m
R
F
g）
」
の
定
義
規
定
で
あ
っ
た
。
同
規
定
は
ヨ

l
ホ

ウ
の
修
正
提
案
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
代
替
物
と
は
「
取
引
上
一
般
に
た
だ
量
〔
数
、
尺
度
ま
た
は
重
量
〕
に
よ
っ
て
の
み
規
定

（部）

さ
れ
る
も
の
」
（
m
N
H
m
）
を
い
う
。
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〔P
I
U
〕
こ
れ
ら
の
提
案
は
い
ず
れ
も
叶
開
l
ω
R
F同
m
H
の
移
動
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
［
3
］
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
対
案

ロ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
叶
開
l
ω
R
F同
m
H
は
端
的
に
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

も
提
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

〔P
I
U
〕
こ
の
よ
う
に
審
議
が
進
行
す
る
な
か
で
、
［
4
］
い
わ
ば
折
衷
的
な
意
見
を
提
出
し
た
の
が
ブ
ラ
ン
ク
で
あ
る
。
か
れ

は
、
叶
開
1

∞mRF同
ω
H
で
は
た
だ
「
言
葉
の
定
義
（
当
。
江
島
広
吉
昨
日
。
ロ
）
」
を
お
く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

3
d
E
2
ω
R
F
Z
2

ロロ同
1
0
仲ロ
W
O
円円高ユ仙の日
HO円
。
。
問
。
ロ
ω一

行
州
百
円
四

N
C
d
可。円
mw
－xwvmwロ
E
．

〔P
I
日
〕
審
議
で
は
ブ
ラ
ン
ク
の
提
案
（
［
4
］
）
が
多
数
の
支
持
を
え
、
他
の
提
案
（
［
l
］
な
い
し
［
3
］
）
は
こ
れ
に
よ
り
退

け
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔P
I
M
〕
3
ω
R
v
t
と
い
う
表
現
は
し
ば
し
ば
、
普
通
法
上
の
司
、
5
8ミ。宮司．
2
と
ミ
之
3
8
e。
宮
、
§
の
区
別
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
「
よ
り
一
般
的
な
概
念
」
、
｜
｜
カ
ウ
ザ
（

S
S）
・
訴
訟
物
の
意
味
を
除
け
ば
ー
－

5
弓
2
と
も
宿
舎
件
と
も
と
り
う
る

二
義
的
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

〔P
I
U
〕
民
事
訴
訟
法
も
、
物
に
関
す
る
規
定
が
権
利
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
と
の
疑
念
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、

3
∞R
F
O
E
に

3
W
C
円旬。己目。
F
E
を
付
加
し
て
い
る
（
mmJ己
N
λ
8・
2
P
∞H
O
K
F
Z
・ω
）。

〔p
I
M
〕
委
員
会
は
こ
れ
ま
で
の
議
決
の
な
か
で
つ
ね
に
、
物
を
「
有
体
的
対
象
」
と
理
解
し
て
お
り
、
物
に
も
権
利
に
も
適

用
さ
れ
る
規
定
を
設
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
＝
。
。
向
。
一
口
ω冨
ロ
也
監
と
い
う
表
現
を
選
択
し
て
い
る
。

〔p
I
m
〕
こ
こ
で
一
致
し
て
い
る
言
葉
の
定
義
［
有
体
的
対
象
］
を
こ
の
場
所
に
設
け
る
こ
と
は
、

3
∞R
V
O
E
と
い
う
表
現
の

二
義
的
な
解
釈
を
防
止
し
、
こ
っ
そ
り
隠
さ
れ
た
定
義
を
含
ん
だ
草
案
の
規
定
を
設
け
な
い
で
済
む
、
と
い
う
点
で
「
有
益
」
で
あ



る
〔

p
I
m〕
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
、
プ
ロ
イ
セ
ン
法
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
所
有
権
概
念
を
す
べ
て
の
、

あ
る
い
は
個
々
の
権
利
に
対
し
て
適
用
す
る
こ
と
は
拒
絶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
せ
い
ぜ
い
な
お
一
定
の
権
利
（
σ
g
t
B
E
Z

の
際
に
広
義
の
所
有
権
な
る
も
の
が
語
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
所
有
権
概
念
の
転
用
は
言
葉
の
定

。
。
円
ゅ
の

F
E
m
w
o伊
丹
ゆ
ロ
）

義
に
よ
っ
て
否
定
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。

〔

P
I
n〕
叶
開
ー
ω
R
V同
m
H
は
さ
ら
に
物
権
法
の
規
定
は
登
記
さ
れ
た
権
利
、
権
利
用
益
権
・
権
利
質
権
の
よ
う
に
、
事
情
に

よ
っ
て
は
法
律
に
よ
り
権
利
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
と
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
参
照
指
示
は
「
不
要
」
で
あ
る
。

〔

p
I
m〕
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
提
案
（
［
1
］
）
に
よ
れ
ば
、
物
は
取
引
能
力
あ
る
限
り
権
利
の
対
象
と
な
り
う
る
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
命
題
は
「
そ
れ
だ
け
を
と
る
な
ら
自
明
」
で
あ
る
し
、
こ
の
命
題
に
草
案
の
命
題
［
叶
開
l

∞
R
F同
ω
同
］
を
結
び
つ
け
る

な
ら
、
「
権
利
は
た
だ
特
別
な
法
律
上
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
の
み
権
利
の
対
象
と
な
り
う
る
か
の
よ
う
な
誤
解
」
に
至
り
か
ね
な

い
。
そ
し
て
、
同
提
案
は
、
ミ
句
ミ
マ
Q
Sき
き
R
設
さ
は
例
外
で
あ
る
と
付
言
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
顧
慮

有体物規定に関する基礎的考察 I

し
な
い
で
も
よ
い
に
相
違
な
い
。

〔

p
I
n〕
言
葉
の
定
義
の
規
定
は
本
節
の
最
初
に
と
ど
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
自
明
」
で
あ
る
。
シ

ユ
ミ
ッ
ト
と
ヴ
ェ

l
バ
l

（［
1
］［
2
〕
）
は
吋
開
l
ω
R
V同
m
H
を
節
の
末
尾
に
回
す
よ
う
提
案
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
同
規
定

が
物
に
関
す
る
規
定
は
権
利
に
も
適
用
さ
れ
う
る
と
い
う
「
例
外
的
留
保
」
を
内
容
と
す
る
こ
と
か
ら
の
み
、
主
張
さ
れ
た
に
す
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
る
。

（部）

↓開
l
ω
R
F何

m
m
E・
民
の
要
否

〔

p
I
M〕
叶
開
ー
∞
R
F何

m
m
E
L切
に
つ
い
て
は
二
つ
の
修
正
提
案
が
出
さ
れ
た
。

3 
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〔

P
I
お〕

ヨ
l
ホ
ウ
自
身
の
も
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
司
開
l
ω
R
F同
ω
広
の
テ
ク
ス
ト
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
よ
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一
つ
は
、
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う
提
案
し
た
。
「
複
数
の
独
立
し
て
存
す
る
物
は
取
引
あ
る
い
は
法
律
行
為
に
お
い
て
集
合
名
詞
で
呼
ば
れ
る
場
合
に
も
、
法
律
関

（釘）

係
の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
総
体
で
は
な
く
、
総
体
の
も
と
で
把
握
さ
れ
た
個
々
の
物
の
み
で
あ
る
」
。
修
正
目
的
は
簡
潔
で
あ
っ

た
草
案
の
規
定
を
明
確
に
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
集
合
物
の
み
な
ら
ず
財
産
総
体
（
〈
2
5
c
m
g包
R
g）
に

も
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
②
法
律
行
為
に
よ
る
指
示
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
と
も
に
、
③
「
物
理
的
に

は
関
連
性
を
有
し
な
い
複
数
の
物
」
と
い
う
不
適
切
な
表
現
を
改
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
提
案
に
関
連
し
て
、
J
「
H
W
l

∞
R
F同
ω

ロ
末
尾
の
文
言
の
修
正
も
提
案
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
：
：
：
集
合
物
を
形
成
し
て
い
た
」
を
「
：
：
：
そ
の
も
と
で
把
握
さ
れ
て
い

た
」
に
置
き
換
え
る
べ
き
と
い
う
［
①
に
対
応
］
。

〔

P
I
m
〕
も
う
一
つ
の
提
案
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
出
さ
れ
た
。
か
れ
は
、
寸
開
1
ω
m
R
F何

m
m
z・
5
を
一
つ
の
条
文
に
ま
と

（槌）

め
る
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
双
方
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

〔

P
I
幻
〕
審
議
の
結
果
、
J

『開
l
ω
R
V同
ω
仰に・

5
は
と
も
に
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

〔

P
I
m
〕］『開
lω
州R
F同

m
E
に
つ
き
考
慮
さ
れ
た
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
「
集
合
物
（
自
然
的
総
体
、
取
引
的
総
体
）
と
呼
ば

れ
る
も
の
が
こ
の
法
律
の
意
味
に
お
け
る
物
で
は
な
い
こ
と
は
、
叶
開
ー
ω
R
F
H州
仰

H

で
決
議
さ
れ
た
言
葉
の
定
義
か
ら
す
で
に
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
」
。
だ
か
ら
、
か
つ
て
の
支
配
的
見
解
に
反
対
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
草
案
の
規
定
は
「
余
計
」
な
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
か
つ
て
の
支
配
的
で
あ
っ
た
見
解
に
し
た
が
い
物
の
概
念
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
は
賛
成
し
え

な
い
。
そ
の
根
拠
は
『
部
分
草
案
理
由
書
」
が
強
調
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

〔

P
I
m〕
吋
明
ー
∞
州
沼
町
一
月

ω
ロ
に
つ
い
て
は
こ
う
で
あ
る
。
同
条
は
個
々
の
解
釈
問
題
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
法
律
行
為
に
よ
り
集
合
名
詞
が
使
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
法
律
上
の
規
則
で
は
な
く
、
裁
判
官
に
よ
る
具
体
的
な
判
断
に

よ
っ
て
の
み
解
決
で
き
る
で
あ
ろ
う
な
お
他
の
非
常
に
多
く
の
解
釈
上
の
困
難
性
が
こ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
法
律
行
為
に
よ
る



意
思
表
示
が
意
欲
し
た
で
あ
ろ
う
個
々
の
物
を
確
定
す
る
際
に
ど
の
時
点
が
基
準
と
な
る
か
、
と
い
う
特
殊
問
題
に
は
副
次
的
な
意

味
の
み
が
相
応
し
く
、
し
た
が
っ
て
、
規
定
を
設
け
る
十
分
な
理
由
は
み
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

〔
P
I
m
〕
そ
の
他
、
次
の
点
に
つ
い
て
は
特
別
な
規
定
は
「
必
要
な
い
」
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
。
①
ミ
ミ
足
立
止
ぬ
と
ミ
な

（
『
部
分
草
案
理
白
書
』
〔
J
お
〕
〔
J
お
〕
）
、
②
司
、
将
匂
袋
町
内
偽
札
止
S
N
O
S
h達
、
ミ
蕊
・
・
・
原
則
（
「
部
分
草
案
理
白
書
』
〔
J
お
〕
）
、
③
取
引
に

お
い
て
現
れ
る
集
合
名
詞
の
意
味
（
『
部
分
草
案
理
白
書
』
〔
J
お
〕
〔
J
M
〕）

0

し
か
し
な
が
ら
、
以
下
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な

い
。
す
な
わ
ち
、
相
続
法
の
審
議
の
際
に
、
と
く
に
ま
た
ど
司
、
え
む
ミ
な
ミ
泣
き
（
相
続
請
求
）
を
顧
慮
し
て
決
議
さ
れ
る
べ
き
特
別

規
定
。4 

（卸）

↓開
l
ω
R
V同
ω
∞
印
へ
の
物
規
定
の
挿
入
の
要
否

〔
P
I
泊
〕
叶
開
lω
何
回
。
『
何

m
m
∞
∞
を
め
ぐ
り
、
ヴ
ェ

l
バ
l
は
同
条
に
「
所
有
権
の
対
象
は
物
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
を
挿
入
す

（伺）

る
よ
う
提
案
し
た
。

有体物規定に関する基礎的考察 I

〔
p
I
n〕
け
れ
ど
も
、
審
議
で
は
こ
の
提
案
は
拒
絶
さ
れ
た
。
そ
こ
で
考
慮
さ
れ
た
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

〔
p
I
お
〕
こ
れ
ま
で
の
立
法
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
た
ん
に
物
に
関
す
る
支
配
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
す
べ
て
の
ま
た
は

個
々
の
権
利
に
つ
い
て
所
有
権
概
念
を
用
い
て
き
た
。
容
易
に
思
い
つ
く
の
は
と
く
に
、
絶
対
権
に
対
す
る
所
有
権
概
念
の
拡
張
で

あ
る
。
な
か
で
も
著
作
権
は
精
神
的
所
有
権
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
帝
国
憲
法
参
照
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
々
の
帝
国
特
別
法
は
著
作

権
を
所
有
権
と
呼
ぶ
こ
と
を
す
で
に
廃
止
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
民
法
典
が
所
有
権
の
対
象
と

し
て
な
に
を
想
定
し
て
い
る
の
か
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔P
I
M
〕
し
か
し
、
こ
の
必
要
に
は
次
の
点
に
よ
り
十
分
に
応
え
ら
れ
る
。
①
叶
開
l

∞
宮
町
周
ω
H
に
関
す
る
議
決
に
よ
っ
て
物

の
定
義
規
定
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
［
〔
p
I
m〕
1
〔p
I
n〕
］
、
②
法
典
、
と
く
に
こ
こ
で
決
議
さ
れ
る
べ
き
規
定
で
は
物
の
上
の
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所
有
権
の
み
が
語
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
所
有
権
の
み
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
。
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五

第
一
草
案

（剖）

パ
l
ペ
が
完
成
し
た
第
一
草
案
（
何
回
）
を
帝
国
宰
相
に
提
出
し
た
の
は
、

宰
相
は
一
八
八
八
年
一
月
五
日
、
同
草
案
を
連
邦
参
議
院
に
付
託
し
、
連
邦
参
議
院
は
、
同
年
一
一
二
日
に
そ
の
公
表
を
決
定
し
た
。

第
一
草
案
に
お
い
て
物
概
念
の
定
義
規
定
は
、
第
三
編
「
物
権
法
」
の
第
一
章
「
一
般
規
定
（

E
－mO
B
a
5
F注
目
B
g
m
g）」

に
属
す
る
。
部
分
草
案
と
異
な
り
「
第
一
節
」
が
省
略
さ
れ
た
の
は
、
第
一
章
を
と
も
に
構
成
し
て
い
た
登
記
法
の
規
定
（
第
二

節
）
が
民
法
典
か
ら
除
外
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
第
一
章
に
お
け
る
節
の
区
分
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
第
一
草
案
の
文
面
は
編
集

（位）

委
員
会
草
案
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。

一
八
八
七
年
二
一
月
二
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。
帝
国

何
回

mJ
ミ∞∞
RHHOロ
即
日
盟
国
岡
高
品

g
の
2
2
8
ω
ω
吉
弘
ロ
ロ
円
W
O
吋
唱
。
ユ
片

FO
の
omommwロ
ω芯
ロ
品
。
・（回）

は
、
第
一
章
「
一
般
規
定
」
を
以
下
の
九
つ
に
区
分
し
て
い
る
。
「
物
概
念
」
（
m
ゴ
∞
）
、
「
代
替
物
」
（
抑

『
第
一
草
案
理
白
書
』

3
8
、
「
消
費
物
」
（
m
a
o
）
、
「
不
動
産
」
（
m
a
H
）
、
「
物
の
構
成
部
分
」
（
m
m
斗∞
N
l
誌
∞
）
、
「
一
個
の
土
地
」
（
mm
斗匂
l

誌
∞
）
、
「
従

物
」
（
m
m
吋∞∞｜芯
H
）
、
「
物
と
権
利
の
収
益
お
よ
び
負
担
」
（
m
m
芯
N
l
芯
印
）
、
「
物
権
処
分
の
法
律
行
為
に
よ
る
制
限
」
（
仰
選
。
）
。
す

で
に
み
た
よ
う
に
（
〔
p
I
幻
〕
）
、
部
分
草
案
に
あ
っ
た
「
集
合
物
」
に
関
す
る
規
定
（
m
m
E
1
5
）
は
第
一
草
案
で
は
削
除
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

（似）

所
有
権
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
「
所
有
権
」
の
冒
頭
に
、
編
集
委
員
会
草
案
と
同
一
文
面
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

何
回
仰
∞
h
B
U
2
巴
m
g
s
c
B
2
巴
忠
司
∞
R
F
o
v
m丹
念
ω同
2
Z・
自
芹
〉
g
R
E町
民

g
m
〉
忌
2
2
5各
当
日
冨
吋

B
芹
合
同
∞
R
H
5

Ng
〈

2
E
F
Bロ
ロ
ロ
内
山
口

σ
2
《回目

2
0
－vo
N
C
」
可
。
止
位
向
。

Pω
。
当
。
伊
丹
ロ

W
Z
回。

ωの『吋町山口｝
gHMmoロ
《
出

2
2
問。。

F
Z
向山口円。

F
の
2
2
N
。品。『



円
宮
司
《

MF

問。。
F
4
5
U
E
2
2・
σom丘
町
丘

z
aロ内田・

--1..... 

ノ、

分
析
と
検
討

（一）

資
料
の
状
況
と
視
角
の
設
定

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
資
料
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
川
準
備
委
員
会
答
申
（
〔
G
I
〕
1
〔G
6
〕）、

ω第
一
委
員
会
予

決
審
議
、
①
体
系
の
確
定
（
〔
V
1
〕〔
V
2
〕
）
、
②
総
則
の
役
割
（
〔
V
3
〕〔
V
4
〕
）
、
同
『
部
分
草
案
理
白
書
」
、
①
総
論
、
同
物

権
法
の
独
立
的
地
位
（
〔
J
1
〕
1
〔J
7
〕
）
、
川
物
権
法
の
内
容
（
〔
J
8
〕
）
、
川
現
行
物
権
法
（
〔
J
9
〕
1
〔J
U
〕
）
、
②
各
論
I

一
第
一
章
第
一
節
「
物
に
関
す
る
一
般
規
定
」
、
同
物
の
概
念
〔
吋
悶
1ωRV同
m
H
の
理
由
〕
（
〔
J
U
〕
1
〔J
幻
〕
）
、
川
物
の
性
質

（〔
J
n
〕〔
J
n
〕
）
、
川
集
合
物
の
概
念
（
〔
J
M
〕
1
〔J
お
〕
）
、
③
各
論
E
一
第
三
章
「
所
有
権
」
序
論
「
所
有
権
の
対
象
」
（
〔
J

U
〕
j

〔
J
必
〕
）
、
凶
第
一
委
員
会
議
事
録
、
①
第
一
章
第
一
節
「
物
に
関
す
る
一
般
規
定
」
の
位
置
（
〔
P
I
l
〕
1
〔p
I
9
〕）、

②
叶
開
l
ω
m
R
V同
m
H
の
要
否
お
よ
び
方
式
（
〔
p
I
m
〕
1
〔p
I
n
〕
）
、
③
寸
開
ー
∞
宮
町
何

m
m
E
・

5
の
要
否
（
〔
p
I
M
〕
1
（p

有体物規定に関する基礎的考察 I

I
m
〕
）
、
④
寸
開
l
∞
R
V同
ω
∞
∞
へ
の
物
規
定
の
挿
入
の
要
否
（
〔
p
I
泊〕

1
〔p
I
担〕）。

で
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
ど
の
よ
う
な
視
角
か
ら
分
析
・
検
討
す
べ
き
か
。
こ
の
問
題
を
決
す
る
た
め
に
は
あ
ら
か
じ
め
、

同，開
l
ω
R
F同
m
H
か
ら
何
回

m
u斗
∞
．
何
回
目

ω
斗
討
を
経
由
し
て
切
の
回
m
句
。
に
至
る
起
草
過
程
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
内
容
的
に
み
る
と
、
物
概
念
を
有
体
的
対
象
に
制
限
す
る
こ
と
、
物
に
関
す
る
規
定
は
特
別
規
定
が
あ
る
場
合
に

限
り
権
利
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
以
上
の
二
点
に
つ
い
て
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
変
更
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
テ
ク
ス
ト
に
着

目
す
る
と
、
二
つ
の
点
で
修
正
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
斗
開
ー
∞
R
F同
m
H
で
は
物
規
定
の
適
用
関
係
と
い
う
か
た
ち
で
規
定
さ
れ
て
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い
た
が
、
何
回

ω
ゴ
∞
で
は
物
概
念
の
定
義
規
定
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
次
に
、
J

『開ー∞
R
F同
ω
H
と
何
回
仰
寸
寸
∞
は
物
権
編
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に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
が
、
何
回
目
問
斗
討
に
な
る
と
総
則
編
に
移
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
考
察
の
際
に
は
、
次

の
三
つ
の
問
題
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
｛
1
】
規
定
の
基
礎
、
【
2
｝
規
定
の
仕
方
、
【
3
】
規
定
の
位
置
の
三

252 

つ
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
『
部
分
草
案
理
白
書
」
と
第
一
委
員
会
議
事
録
を
包
括
的
に
読
み
直
す
。
準
備
委
員

会
答
申
と
第
一
委
員
会
の
予
決
審
議
に
つ
い
て
は
、
両
資
料
に
言
及
さ
れ
て
い
る
限
り
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（二）

部
分
草
案
の
起
草
か
ら
第
一
草
案
の
成
立
ま
で

『
部
分
草
案
理
白
書
』

1 ヨ
l
ホ
ウ
の
部
分
草
案
は
物
権
法
の
冒
頭
に
、
「
物
に
関
す
る
規
定
は
、
権
利
に
対
し
て
は
、
た
だ
特
別
な
法
律
上
の
規
定
が
あ

る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。

【1
】
の
問
題
。
第
一
委
員
会
の
審
議
と
の
関
係
か
ら
は
、
〔
1
〕
物
概
念
一
般
、
〔
2
〕
集
合
物
論
、
〔
3
〕
所
有
権
対
象
論
に
分

け
て
み
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
1
〕
ヨ

l
ホ
ウ
は
物
概
念
を
「
狭
義
」
（
〔
J
U
〕〔
J
m
〕
）
「
本
来
の
意
味
」
（
〔
J
m
〕
）
「
有
体
的
物
件
」
（
〔
J
m
〕〔
J
お
〕
）
に

制
限
し
、
こ
れ
を
「
空
間
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
自
由
を
持
た
な
い
自
然
の
一
部
」
（
〔
J
U
〕。〔
J
2
〕〔
J
4
〕〔
J
お
〕
参
照
）
と

定
式
化
す
る
。
こ
れ
は
、
①
非
自
由
・
非
主
体
性
、
②
空
間
的
限
定
性
を
基
調
と
し
た
捉
え
方
で
あ
る
。
他
方
、
無
体
物
と
し
て
は

と
く
に
「
権
利
」
（
〔
J
3
〕〔
J
M
〕〔
J
問
〕
〔
J
m
〕
）
、
さ
ら
に
は
「
行
為
」
（
〔
J
M
〕
参
照
）
を
想
定
す
る
。
両
者
を
含
む
広
義
の

物
概
念
は
、
「
財
産
権
の
対
象
」
（
〔
J
3
〕。〔
J
m
〕
も
参
照
）
と
呼
ば
れ
る
。
ヨ

l
ホ
ウ
が
物
概
念
を
右
の
意
味
で
の
有
体
物
に
制

限
し
た
理
由
は
次
の
点
に
あ
っ
た
。
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
①
サ
ヴ
イ
ニ

l
流
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
採
用
で
あ
る
。
か
れ
は

理
白
書
の
冒
頭
・
本
文
で
、
か
の
『
体
系
』
第
一
巻
法
関
係
論
の
節
を
引
用
し
（
〔
J
2
〕
）
、
「
意
思
支
配
」
の
対
象
区
分
を
起
点
と



し
た
権
利
体
系
を
全
面
的
に
受
け
容
れ
、
物
を
右
の
よ
う
に
規
定
し
、
物
支
配
の
法
・
物
権
法
と
、
行
為
支
配
の
法
・
債
権
債
務
関

係
法
を
区
別
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
財
産
法
と
家
族
法
・
相
続
法
を
区
別
す
る
こ
と
が
、
「
民
法
の
性
格
に
対
す
る
学
問
的
洞
察
の

今
日
的
立
場
」
（
〔
J
4
〕
）
で
あ
る
と
み
、
と
く
に
債
権
債
務
関
係
法
と
の
関
係
で
、
物
権
法
の
独
立
的
地
位
を
強
調
す
る
。
す
な

わ
ち
、
非
自
由
・
非
主
体
か
つ
空
間
限
定
的
物
概
念
を
厳
格
に
保
持
し
て
、
物
権
取
得
手
段
と
し
て
の
債
権
か
ら
の
独
立
固
有
性
と
、

人
的
側
面
の
間
接
性
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
て
ヨ

l
ホ
ウ
に
あ
っ
て
は
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
採
用
は

作
業
区
分
を
示
す
だ
け
の
も
の
（
〔
G

5
〕〔
G

6
〕
〔
V
1
〕
）
で
は
な
く
、
「
内
的
な
諸
根
拠
」
に
基
づ
く
（
〔
J
1
〕
）
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ヨ

l
ホ
ウ
は
さ
ら
に
、
②
ロ

l
マ
物
権
法
は
狭
義
の
物
概
念
を
基
礎
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
ロ

l
マ
法
的
正
統
性

を
指
摘
す
る
（
〔
J
H
〕
）
と
と
も
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
改
訂
草
案
（
〔
J
5
〕〔
J
m
〕
）
を
は
じ
め
、
バ
イ
エ
ル
ン
・

マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
民
法
典
（
〔
J
日
〕
〔
J
5
〕〔
J
9
〕
）
、
近
時
で
は
ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典
、

ヘ
ッ
セ
ン
大
公
国
民
法
典
草
案
お
よ

有体物規定に関する基礎的考察 I

び
バ
イ
エ
ル
ン
帝
国
民
法
典
草
案
（
〔
J
口
〕
〔
J
5
〕〔
J
9
〕
）
、
さ
ら
に
は
外
国
の
民
法
典
の
状
況
（
〔
J
U
〕
注
（
伺
）
〔
J
5
〕

〔J
U
〕
）
に
も
目
を
配
り
、
物
権
法
の
独
立
性
・
物
概
念
の
有
体
物
制
限
が
世
界
的
潮
流
で
あ
る
と
み
、
「
よ
り
狭
い
本
来
の
物
概

念
か
ら
出
発
す
る
場
合
に
の
み
、
単
純
か
つ
明
確
な
物
権
法
（
O
E
O
E
F各
2
5
ι
E
R
g
∞R
F
8
2各
同
）
に
到
達
で
き
る
」
と

い
う
の
が
「
今
日
で
は
ド
イ
ツ
の
学
者
の
共
通
意
見
」
（
〔
J
U
〕
）
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
規
定
の
仕
方
か
ら
み
て
ヨ

l
ホ
ウ
が
大

き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
は
、
③
「
物
と
い
う
表
現
を
無
体
的
な
財
産
対
象
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
物
権
法
規
範
の

権
利
に
対
す
る
類
推
適
用
に
［
わ
れ
わ
れ
を
］
い
ざ
な
う
が
、
そ
う
し
た
規
範
は
権
利
に
つ
い
て
は
適
切
で
な
い
」
（
〔
J
m
〕
）
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
例
外
が
あ
る
こ
と
を
十
分
に
考
慮
し
つ
つ
、
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き

で
あ
る
。
債
権
譲
渡
・
相
続
回
復
請
求
権
な
ど
の
よ
う
に
、
権
利
の
際
に
も
類
似
の
問
題
が
生
じ
う
る
も
の
の
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

「
物
権
法
上
の
関
連
規
範
」
を
有
体
物
に
限
定
し
て
定
立
し
た
あ
と
、
物
権
法
外
で
規
定
す
る
ほ
う
が
「
い
っ
そ
う
明
確
な
法
」
に

つ
う
じ
る
（
〔
J
印
〕
）
と
い
い
、
ま
た
、
物
権
は
絶
対
権
、
人
権
は
相
対
権
と
い
う
原
則
は
「
実
際
上
の
諸
根
拠
」
か
ら
厳
格
に
は
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貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
「
例
外
は
そ
の
本
質
に
は
触
れ
ず
、
た
だ
内
容
を
変
じ
る
の
み
だ
か
ら
」
、
こ
れ
を
も
っ
て
両
者
の

対
比
は
放
棄
さ
れ
な
い
と
し
（
〔
J
7
〕
）
、
こ
う
し
て
、
す
ぐ
あ
と
で
み
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
起
草
の
際
に
「
特
別
な
法
律
上
の

規
定
が
あ
る
場
合
」
の
例
外
三
種
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
ヨ
l
ホ
ウ
の
基
礎
づ
け
は
重
層
的
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
、
体
系
的
理
由
（
①
）
を
基
礎
と
し
、
歴
史
的
理
由
（
②
）
、
実
際
的
理
由
（
③
）
に
よ
り
補
強
す
る
も
の
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
と
異
な
る
立
場
に
立
つ
も
の
も
み
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
応
接
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ヨ
l
ホ
ウ
は
そ
の
う
ち
、
①
中
世
ロ

l
マ
法
、
②
理
性
法
論
、
③
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
④
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
、

⑤
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
を
取
り
上
げ
る
。
①
で
は
、
ロ
ー
マ
物
権
法
は
狭
義
の
物
概
念
を
基
礎
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
中
世
ロ

l
マ
法
が
、
古
ゲ
ル
マ
ン
法
、
レ
l
エ
ン
体
系
を
と
お
し
て
流
れ
込
ん
で
き
た
「
収
益
し
う
る
ゲ
レ
ヒ
ト
ザ
l
メ」、

吉
弘
丘
町
舎
。
∞

mRZ
の
観
念
に
、
な
句
史
室
町
民

S
S
の
法
文
に
よ
る
基
礎
づ
け
を
与
え
た
こ
と
が
、
「
ロ

l
マ
人
に
と
っ
て
は
た
だ

た
8
8ミ
ミ
Q
h
g
E

の
み
に
適
用
さ
れ
た
物
権
法
上
の
概
念
と
規
範
を

3sseミ
ミ
怠
E

に
対
し
て
も
適
用
す
る
」
と
い
う
「
誤

解
」
を
導
い
た
と
断
じ
る
（
〔
J
H
〕
）
。
②
に
つ
い
て
は
、
理
性
法
論
は
、
債
権
の
物
権
変
動
規
定
性
と
物
権
の
人
的
側
面
か
ら

「
人
的
な
権
利
義
務
の
体
系
」
を
構
築
し
、
物
権
法
、
債
権
債
務
関
係
法
お
よ
び
相
続
法
を
区
別
せ
ず
、
「
私
法
制
度
の
性
格
に
と
っ

て
非
常
に
重
要
な
、
有
体
的
な
財
産
対
象
と
し
て
の
物
と
、
無
体
的
な
財
産
対
象
と
し
て
の
権
利
の
聞
の
区
別
」
を
排
除
し
、
権
利

を
無
体
物
と
し
て
物
概
念
に
引
き
入
れ
、
「
（
よ
り
狭
い
本
来
の
意
味
で
の
）
物
の
上
の
権
利
に
つ
い
て
の
み
真
実
で
あ
る
は
ず
の
法

命
題
を
、
人
権
に
対
し
て
も
適
用
」
し
た
と
批
判
す
る
（
〔
J
3
〕
）
。
③
な
い
し
⑤
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
理
性
法
論
の

「
混
乱
」
は
一
連
の
現
行
法
の
う
ち
、
と
く
に
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
は
広
義
の
物
概
念
を
肯
定
し
、
権
利
の
上
の
所
有
権
概
念
を
認
め
、
債
権
債
務
関

係
と
相
続
法
を
所
有
権
の
権
原
と
理
解
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、

3
Eゆ
え
に
「
権
利
」
も
含
め
て
い
る
点
で
、
体
系
レ
ベ
ル

で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
同
様
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
＝
。
『
。
ω
O
E

は
一
見
「
本
来
の
意
味
で
」
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
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う
に
み
え
る
が
、
精
確
に
み
れ
ば
「

E
gと
の
『
。
お
の
聞
に
そ
う
し
た
区
別
を
想
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
」
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一

般
民
法
典
も
こ
の
系
列
に
属
し
、
物
を
「
あ
ら
ゆ
る
財
産
客
体
」
を
理
解
し
、
「
人
の
法
」
に
「
物
の
法
」
を
対
置
さ
せ
、
後
者
を

二
つ
の
章
、
す
な
わ
ち
、
「
物
的
な
物
の
法
に
つ
い
て
」
「
人
的
な
物
の
法
に
つ
い
て
」
に
区
分
す
る
（
〔
J
m
〕〔
J
m
〕
1
〔J
ロ〕）。

し
か
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
改
訂
草
案
で
は
「
さ
し
あ
た
り
形
式
の
う
え
で
は
」
物
権
法
の
独
立
的
地
位
を
認
め

（〔
J
5
〕
）
、
改
訂
者
も
広
義
の
物
概
念
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
し
、
こ
う
し
た
批
判
は
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
も

み
ら
れ
る
（
〔
J
m
〕
）
。
要
す
る
に
、
ヨ
l
ホ
ウ
に
よ
れ
ば
す
で
に
み
た
と
お
り
、
狭
義
の
物
概
念
を
堅
持
し
、
「
単
純
か
つ
明
確
な

有体物規定に関する基礎的考察 I

物
権
法
」
（
〔
J
M
〕
）
を
創
設
す
る
の
が
相
当
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

〔2
〕
集
合
物
に
つ
き
、
ヨ
l
ホ
ウ
は
、
集
合
物
そ
れ
自
体
は
権
利
の
対
象
と
な
り
え
な
い
と
結
論
す
る
。
集
合
物
は
「
無
体
物
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
（
〔
J
M
〕〔
J
幻
〕
①
参
照
）
、
集
合
物
の
問
題
を
、
個
物
の
権
利
客
体
性
の
停
止
と
、
個
物
と
集
合
物
の

帰
属
主
体
の
区
別
に
分
け
、
前
者
は
ま
っ
た
く
支
持
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
後
者
は
普
通
法
学
説
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、

ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典
に
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
〔
J
お
〕
）
が
、
近
時
の
研
究
の
成
果
を
参
照
し
て
（
〔
J
m
〕）、

「
集
合
物
そ
れ
自
体
が
権
利
の
対
象
と
な
り
う
る
と
い
う
解
釈
は
正
当
性
を
有
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
」
（
〔
J
U
〕
）
と
し
、

以
下
の
よ
う
に
分
節
す
る
。
①
占
有
一
観
念
的
本
体
上
の
事
実
上
の
力
は
存
立
不
能
、
②
引
渡
し
一
個
物
の
引
渡
し
の
み
が
あ
り
う

る
、
③
所
有
権
一
排
他
性
と
矛
盾
、
④
所
有
物
返
還
請
求
一
個
物
の
返
還
請
求
の
み
が
許
容
さ
れ
う
る
、
⑤
用
益
権
一
集
合
物
関
連

の
諸
命
題
は
意
思
解
釈
の
問
題
、
⑥
担
保
権
一
特
定
性
と
衝
突
。
集
合
名
詞
を
用
い
た
法
律
行
為
の
際
に
、
生
者
間
に
お
い
て
は
通

例
、
法
律
行
為
時
に
集
合
名
詞
に
含
ま
れ
て
い
た
物
が
目
的
物
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
（
〔
J
m
〕
）
が
、
他
の
問
題
、
と
く
に
集

合
名
詞
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
法
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
お
よ
び
同
改
訂
草
案
、
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
民
法
典
草
案
、

ヘ
ッ
セ
ン
大
公
国
民
法
典
草
案
は
詳
細
な
規
定
を
設
け
て
い
る
（
〔
J
お
む
も
の
の
、
一
律
に
決
め
る
の
は
相

当
で
な
い
と
み
る
（
〔
J
M
〕
）
。
そ
し
て
、
集
合
物
上
の
所
有
権
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
財
産
総
体
上
の
所
有
権
も
当
然
認
め
ら

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
、
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フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
相
続
財
産
上
の
所
有
権
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
（
〔
J
m
〕
）
。
か
つ
て
財
産
総
体
に
は
集
合
物
と
は
異
な
り
制
定
法
上
認
め
ら
れ
、
代
位
お
よ

び
対
物
的
包
括
訴
訟
が
妥
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
説
か
れ
、
相
続
財
産
の
ほ
か
、
特
有
財
産
と
嫁
資
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か

に
つ
き
議
論
が
あ
っ
た
が
、
ミ
ュ

l
レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
、
ハ
ッ
セ
お
よ
び
ヴ
ェ
ヒ
タ
l
は
集
合
物
と
の
区
別
は
維
持
で
き
な
い
こ
と
、

256 

れ
な
い
と
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
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こ
れ
に
妥
当
す
る
一
般
的
な
法
原
則
な
る
も
の
は
存
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
で
す
ら
権

利
の
総
体
に
関
す
る
一
般
規
定
を
含
ん
で
い
な
い
と
す
る
（
〔
J
お〕）。

〔3
〕
所
有
権
の
対
象
は
既
述
の
と
こ
ろ
（
〔
1
〕
）
に
相
応
し
た
か
た
ち
で
把
握
さ
れ
る
。
「
有
体
的
物
件
、
物
だ
け
が
、
意
思
を

持
た
ず
に
人
間
の
意
思
の
も
と
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
物
の
上
だ
け
に
、
人
の
完
全
な
支
配
が
作
用
し
う
る
」

（
ロ
l
マ
法
上
の
忌
遺
言
営
選
）
（
〔
J
お
〕
）
。
古
ド
イ
ツ
法
は
広
い
所
有
権
概
念
か
ら
所
有
権
と
財
産
を
混
同
し
（
〔
J
お
〕
）
、
普
通
法

学
説
、
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
民
法
典
草
案
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
さ
ら
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
に
も
こ
う
し
た
用

法
は
み
ら
れ
る
（
〔
J
m
〕
）
が
、
と
く
に
ヘ
ッ
セ
ン
大
公
国
民
法
典
草
案
と
ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
時
で

は
所
有
権
概
念
は
一
般
に
有
体
物
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
〔
J
却
〕
）
。
ヨ

l
ホ
ウ
が
重
視
す
る
の
は
「
異
質

の
概
念
を
混
同
す
る
お
そ
れ
」
（
〔
J
4
〕
）
が
生
じ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
と
く
に
、
①
権
利
の
上
の
所
有
権
、
②
観
念

的
総
体
の
上
の
所
有
権
、
③
精
神
的
所
有
権
の
三
つ
が
排
斥
さ
れ
る
（
〔
J
4
〕
）
と
し
、
①
に
つ
い
て
は
、
権
利
の
上
の
所
有
権
は

権
利
そ
れ
自
体
の
帰
属
と
同
概
念
で
あ
る
、
権
利
に
は
所
有
権
の
諸
原
則
は
通
常
妥
当
し
な
い
か
ら
こ
う
し
た
概
念
構
成
に
は
意
味

が
乏
し
い
と
い
い
（
〔

T
E
E

－
－
必
〕
）
、
②
に
つ
い
て
は
、
右
集
合
物
論
（
〔
2
〕
）
の
参
照
を
指
示
す
る
（
〔
J
必
〕
）
と
と
も
に
、
③
に
つ
い

て
は
バ
ラ
ン
ス
を
失
す
る
ほ
ど
詳
細
に
論
じ
（
〔
J
必
〕
注
（
初
）
も
参
照
）
、
対
象
・
内
容
・
取
得
の
い
ず
れ
の
面
に
も
相
違
が
あ

る
が
、
法
性
決
定
と
の
関
係
で
は
対
象
・
内
容
の
相
違
が
決
定
的
で
あ
る
と
こ
ろ
、
著
作
権
は
「
絶
対
権
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
物

的
な
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
特
別
法
の
存
在
と
民
法
制
度
と
の
関
連
性
の
希
薄
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
「
精
神
的
所
有
権
の
観
念



は
草
案
の
所
有
権
概
念
と
合
致
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
所
有
権
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
た
規
定
は
著
作
権
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
権
利

に
対
し
て
は
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
結
論
す
る
（
〔
J
必〕）。

【2
】
の
問
題
。
次
に
、
こ
う
し
た
基
本
構
想
を
法
文
上
ど
う
表
現
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
ヨ

l
ホ
ウ
は
以
下
の
説
明
を
与

え
て
い
る
。

〔1
〕
物
規
定
。
物
概
念
規
定
と
物
性
質
規
定
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
ι

前
者
に
つ
い
て
は
、
物
概
念
が
有
体
物
に
制
限
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
草
案
を
み
れ
ば
明
ら
か
だ
か
ら
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
け
れ
ど
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、

有体物規定に関する基礎的考察 I

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
存
在
を
思
え
ば
、
「
諸
々
の
誤
解
」
を
防
止
す
る
に
は
規
定
を
置
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
（
〔
J
m
〕
）
。
こ
う
し

て
、
物
に
関
す
る
規
定
は
権
利
に
は
原
則
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
叶
開
lωmRF同
m
H
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
こ
に
い
う
「
物
に
関

す
る
規
定
」
（
直
訳
で
は
「
物
に
つ
き
与
え
ら
れ
た
規
定
」
）
と
は
、
「
物
権
法
規
範
」
（
〔
J
幻
〕
。
〔
J
H
〕〔
J
m
〕
も
参
照
）
と
同
義

と
み
ら
れ
る
。
物
概
念
の
定
義
規
定
で
は
な
く
物
規
定
の
適
用
関
係
と
い
う
か
た
ち
で
規
定
し
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
実
際
的

理
由
（
【
1
】〔
1
〕
③
）
に
着
目
し
た
も
の
と
の
推
測
が
許
さ
れ
よ
う
。
物
規
定
が
権
利
に
も
適
用
さ
れ
る
例
外
、
「
特
別
な
法
律
上

の
規
定
が
あ
る
場
合
」
と
し
て
は
主
に
、
①
地
上
権
、
②
有
価
証
券
、
③
用
益
権
・
質
権
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
〔
J
n
〕
）
。
後
者

に
つ
い
て
は
、
物
の
性
質
に
関
す
る
規
定
は
、
①
多
く
の
法
領
域
で
有
益
で
あ
り
、
②
法
学
上
も
そ
う
し
た
規
定
を
秩
序
づ
け
て
お

く
必
要
が
あ
る
た
め
、
③
多
く
の
立
法
で
も
こ
の
種
の
規
定
の
概
観
を
有
し
て
い
る
（
〔
J
n
〕
）
と
こ
ろ
、
立
法
意
義
が
あ
り
、
か

つ
法
文
上
の
繰
返
し
の
回
避
に
役
立
つ
規
定
を
設
け
る
と
す
る
（
〔
J
お〕）。

〔2
〕
集
合
物
。
集
合
物
の
対
象
性
に
つ
い
て
は
、
論
争
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
、
誤
っ
た
地
域
法
の
規
定
の
存
在
を
考
慮
す
る

と
、
吋
開
lωmRF同

m
E
を
設
け
て
自
己
の
立
場
を
明
確
に
す
る
の
が
賢
明
で
あ
る
と
い
う
（
〔
J
m
〕）。ー『開
l
ω
R
F同
ω
H
を
物
概

念
の
定
義
規
定
と
し
て
起
草
し
な
か
っ
た
こ
と
も
、
、
円
開
l

∞R
F同

m
E
の
起
草
を
促
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
集
合

目
的
物
確
定
時
点
に
つ
い
て
は
「
一
般
的
な
視
点
」
が
存
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
旨
を
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名
調
を
用
い
た
法
律
行
為
に
つ
き
、



叶開
l
ω
m
R
V同

m
H
m
と
し
て
規
定
す
る
（
〔
J
幻
〕
）
が
、
集
合
名
詞
の
意
味
に
つ
い
て
は
時
代
的
・
地
域
的
に
異
な
り
う
る
か
ら
、
立
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法
で
は
な
く
裁
判
実
務
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
み
る
（
〔
J
M
〕）。

〔3
〕
所
有
権
。
吋
閉
ー
ωω
各
同
m
∞
∞
は
所
有
権
の
対
象
を
「
物
」
と
規
定
す
る
に
と
ど
ま
り
、
有
体
物
で
あ
る
と
は
明
示
し
て
い

な
い
。
あ
え
て
有
体
を
ふ
す
必
要
は
な
く
、
こ
れ
で
十
分
と
判
断
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

【

3
】

ヨ
l
ホ
ウ
は
物
規
定
を
物
権
法
の
冒
頭
に
配
置
し
た
。
ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典
、
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
民
法
典
草

案
で
は
総
則
に
存
す
る
（
〔
J
9
〕
）
が
、
「
物
権
の
概
念
」
の
分
析
か
ら
は
相
当
で
な
い
（
〔
J
8
〕
）
。
物
権
の
本
質
的
要
素
は
、
①

権
利
主
体
、
②
権
利
対
象
と
し
て
の
物
、
③
主
体
と
物
と
の
聞
に
存
す
る
一
定
の
法
関
係
で
あ
る
と
こ
ろ
、
①
は
一
般
に
問
題
と
な

り
う
る
た
め
、
総
則
に
お
く
の
が
適
当
で
あ
る
が
、
②
物
は
「
人
格
の
法
（
河
2
宮
内
日
常
同
M
O
B
S－仙の
F
W
S
）
に
は
か
か
わ
ら
な
い
法

関
係
の
形
成
」
を
独
自
に
要
求
し
、
こ
れ
が
現
れ
る
の
は
「
た
い
て
い
、
物
に
関
す
る
直
接
支
配
を
秩
序
づ
け
る
法
領
域
」
で
あ
る

以
上
、
「
物
権
法
の
努
頭
に
、
そ
の
適
切
な
場
所
を
み
い
だ
す
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
③
が
物
権
法
で
規
律
さ
れ
る
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
も
っ
と
も
、
な
ぜ
物
権
法
の
「
努
頭
」
が
適
切
な
場
所
で
あ
る
の
か
の
説
明
は
と
く
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。

の
問
題
。

2 

第
一
委
員
会
議
事
録

こ
う
し
て
起
草
さ
れ
た
ヨ

l
ホ
ウ
の
部
分
草
案
は
、
第
一
委
員
会
の
審
議
に
ふ
さ
れ
た
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
【
2
】

と
【
3
】
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
【
1
】
に
つ
い
て
は
異
論
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
〔
1
〕
物
概
念
の
有
体
物
制
限
・
物
規
定
の

適
用
関
係
に
つ
い
て
は
〔
p
I
M
〕〔
p
I
幻
〕
、
〔
2
〕
集
合
物
の
対
象
性
否
定
に
つ
い
て
は
〔
p
I
m
〕
（
財
産
総
体
に
つ
い
て
は
、

〔P
I
お
〕
①
参
照
）
、
〔
3
〕
所
有
権
対
象
の
制
限
に
つ
い
て
は
〔
p
I
m〕〔
p
I
M〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

【

2
】

の
問
題
。
審
議
で
は
、
〔
1
〕
斗
開
ー
∞

R
F同
m
H
と
し
て
物
概
念
の
定
義
規
定
を
設
け
る
こ
と
、
〔
2
〕
集
合
物
に
関
す
る

寸開ー

ω
R
F同
ω
広
を
削
除
す
る
こ
と
、
〔
3
〕
吋
開
ー
∞

R
V何
m
m
w
切
に
所
有
権
対
象
を
明
記
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。



〔1
〕
に
つ
い
て
。
「
言
葉
の
定
義
（
者
0
1品
広
吉

E
oロ
）
」
を
お
く
べ
き
、
と
い
う
ブ
ラ
ン
ク
の
提
案
が
採
用
さ
れ
た
（
〔
p
I
U〕

〔P
I
日
〕
）
。
ま
ず
、
規
定
不
要
説
に
対
し
て
は
、
①
＝

ω
R
Z
E
と
い
う
表
現
は
二
義
的
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
た
め
（
〔
P
I

M
〕
）
、
民
事
訴
訟
法
は
「
有
体
的
」
と
付
加
し
て
対
処
（
〔
p
I
U
〕
）
し
て
い
る
、
②
審
議
で
は
物
を
「
有
体
的
対
象
」
と
理
解
し
、

物
と
権
利
を
示
す
に
は
－
bomgω
冨
ロ
色
E

と
し
て
い
る
（
〔
p
I
M〕
）
、
③
定
義
規
定
を
こ
こ
に
設
け
る
こ
と
は
＝
∞

R
Vえ
と
い
う

表
現
の
二
義
的
な
解
釈
を
防
止
し
、
あ
い
ま
い
な
規
定
を
設
け
な
い
で
済
む
、
と
い
う
点
で
「
有
益
」
（
〔
p
I
m〕
）
で
あ
る
、
④

オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
、
プ
ロ
イ
セ
ン
法
の
よ
う
に
所
有
権
概
念
を
権
利
に
対
し
て
適
用
す
る
こ
と
は
拒
絶
さ
れ
る
が
、
格
別
の
規
定
で

は
な
く
、
言
葉
の
定
義
に
よ
り
否
定
す
れ
ば
よ
い
（
〔
p
I
m〕
）
と
説
か
れ
た
。
次
に
、
吋
閉
・
・
’
∞
m
R
F同

m
H
の
よ
う
に
物
権
法
の
規

有体物規定に関する基礎的考察 I

定
は
事
情
に
よ
っ
て
は
法
律
に
よ
り
権
利
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
不
要
」
（
〔
P
I
幻
〕
）
と
さ
れ
た
。

こ
の
定
義
の
必
要
・
意
味
を
述
べ
た
部
分
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ヨ
l
ホ
ウ
の
理
白
書
に
は
存
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
物
規
定
一
般

の
意
義
に
つ
き
、
繰
返
し
回
避
の
点
を
指
摘
し
て
い
た
と
こ
ろ
（
〔
J
n
〕〔
1

【

2
】
〔
1
〕
〕
）
は
、
理
由
①
に
お
い
て
民
事
訴
訟
法

の
対
処
を
退
け
た
部
分
と
の
対
応
を
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
審
議
の
際
に
は
、
物
は
取
引
能
力
あ
る
限
り
権
利
の

対
象
と
な
り
う
る
、
と
い
う
規
定
を
置
く
べ
き
と
い
う
提
案
も
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
命
題
は
「
そ
れ
だ
け
を
と
る
な
ら
自
明
」
で
あ

る
し
、
「
誤
解
」
を
招
き
か
ね
な
い
か
ら
適
当
で
な
い
（
〔
p
I
H〕〔
p
I
n
〕
）
と
し
て
退
け
ら
れ
た
。

〔2
〕
に
つ
い
て
。
集
合
物
を
物
に
含
め
る
試
み
に
は
賛
成
で
き
な
い
（
〔
p
I
m
〕
）
が
、
有
体
物
規
定
を
設
け
る
以
上
こ
の
結

論
は
「
言
葉
の
定
義
か
ら
す
で
に
明
ら
か
」
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
規
定
を
設
け
る
の
は
「
余
計
」
で
あ
る
（
〔
p
I
m〕
）
と
し
、

同，開
l
∞
宮
町
周

m
E
を
削
除
し
た
（
〔
p
I
幻
〕
）
。
こ
こ
で
は
財
産
総
体
の
対
象
性
を
否
定
す
る
規
定
も
不
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
〔
p
I
お
〕
①
参
照
）
。
ヨ
l
ホ
ウ
は
物
概
念
の
定
義
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
か
ら
か
、
規
定
の
必
要

を
強
調
し
て
い
た
（
〔
J
m
〕〔
1

【

2
】
〔
2
〕
〕
）
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
そ
の
必
要
性
が
は
っ
き
り
と
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

集
合
名
詞
を
使
用
し
た
法
律
行
為
の
規
律
は
一
般
に
裁
判
実
務
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
目
的
物
確
定
基
準
の
問
題
も
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副
次
的
な
意
味
し
な
い
か
ら
こ
れ
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
る
十
分
な
理
由
は
み
あ
た
ら
な
い
と
し
て
、
同
，
開
l

∞m
R
F同

m
E
も
削
除

し
た
（
〔
p
I
m〕
）
。
か
さ
ね
て
、
①
ぎ
な
ミ
民
宮
之
ミ
な
、
②
代
位
原
則
、
③
集
合
名
詞
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
規
定
は
不
要
と
す

る
（
〔
p
I
却
〕
）
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ヨ
l
ホ
ウ
も
規
定
を
設
け
て
お
ら
ず
、
と
く
に
③
に
つ
い
て
は
裁
判
実
務
に
委
ね
る
べ
き

260 

で
あ
る
と
強
調
し
て
い
た
（
〔
J
M
〕
〔
1

【

2
】
〔
2
〕
〕
）
。

〔3
〕
に
つ
い
て
。
叶
開
l

∞R
V同
ω
∞
印
に
「
所
有
権
の
対
象
は
物
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
を
挿
入
す
る
提
案
が
出
さ
れ
た
が
、
拒

絶
さ
れ
た
（
〔
p
I
泊
〕
〔
p
I
沼
〕
）
。
従
来
の
立
法
、
と
く
に
精
神
的
所
有
権
論
を
顧
慮
す
れ
ば
所
有
権
対
象
を
明
確
に
す
る
必
要

は
認
め
ら
れ
る
（
〔
p
I
お
〕
）
も
の
の
、
こ
の
必
要
性
に
は
、
①
叶
開
l
ω
R
F同
m
H
の
定
義
規
定
、
②
法
典
上
の
用
法
に
よ
っ
て
応

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
〔
p
I
M
〕
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ヨ
l
ホ
ウ
も
規
定
の
必
要
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
（
I

【

2
｝〔3〕）。

【

3｝

の
問
題
。
審
議
で
は
、
物
規
定
の
総
則
へ
の
移
行
を
禁
止
す
る
こ
と
（
（
p
I
9
〕
）
、
た
だ
し
、
物
権
法
以
外
の
領
域
へ
の

適
用
を
妨
げ
な
い
こ
と
（
〔
p
I
5
〕
）
で
意
見
が
一
致
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
総
則
へ
の
移
行
提
案
が
出
さ
れ
た
（
〔
p
I
2
〕）。

こ
れ
は
、
①
他
編
へ
の
適
用
可
能
性
と
、
②
予
決
審
議
（
〔
V
3
〕
）
を
理
由
と
す
る
。
し
か
し
、
同
審
議
の
議
決
で
は
、
物
規
定
の

総
則
へ
の
組
入
れ
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
〔
V
4
〕
）
か
ら
、
②
の
援
用
は
不
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
審
議
で

は
こ
の
点
を
つ
く
も
の
は
み
ら
れ
ず
、
以
下
の
点
が
考
慮
さ
れ
た
。
た
し
か
に
、
物
規
定
は
物
権
法
を
超
え
る
射
程
範
囲
を
有
す
る

（〔
p
I
7
〕
）
。
し
か
し
、
①
こ
の
こ
と
は
物
規
定
が
「
物
権
法
的
性
格

Z
R
Z
R
2宮
腎
Z
Z巳
日
）
」
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
し

な
い
（
〔
p
I
7
〕〔
P
I
8
〕
①
）
、
②
各
則
に
も
適
用
さ
れ
う
る
法
規
範
、
あ
る
い
は
各
則
で
用
い
ら
れ
た
表
現
の
理
解
に
必
要
な

法
規
範
の
す
べ
て
を
総
則
に
採
録
す
る
の
は
適
切
で
な
い
、
「
総
則
は
け
っ
し
て
そ
の
法
律
に
現
れ
る
法
概
念
に
つ
い
て
の
辞
典
と

し
て
の
用
途
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
〔
p
I
8
〕
②
）
、
③
物
権
法
に
つ
き
特
別
な
章
を
設
け
る
な
ら
、
物
規
定
も
こ
の
章
に
属

す
る
は
ず
で
あ
る
、
そ
う
し
な
い
と
、
「
互
い
に
関
連
す
る
も
の
が
切
り
離
さ
れ
、
法
典
の
理
解
と
運
用
が
本
質
上
困
難
に
な
ろ
う
」

（〔
p
I
8
〕
③
）
。
そ
し
て
、
同
提
案
は
た
だ
ち
に
拒
絶
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
「
場
所
に
関
す
る
問
題
（
E
m
R昨
mwmo
）
」
は
規



定
の
内
容
と
文
面
の
策
定
に
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
（
〔
P
I
9
〕
）
。
ヨ

l
ホ
ウ
は
物
規
定
の
物
権
法
冒
頭
配
置
を
、

物
規
定
の
他
編
へ
の
適
用
可
能
性
（
〔
J
m
〕〔
1

｛

2
】〔
1
〕〕〔
J
8
〕
「
た
い
て
い
」
〔
1

【

3
】
〕
）
を
認
め
た
う
え
で
、
「
物
に
関
す

る
直
接
支
配
を
秩
序
づ
け
る
法
領
域
」
と
の
関
連
性
（
〔
J
8
〕〔
1

【

3
】
〕
）
か
ら
基
礎
づ
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
理
由
①
は
同
旨
で

あ
り
、
理
由
③
は
か
れ
の
論
旨
を
消
極
面
か
ら
敷
街
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
総
則
の
役
割
に
関
す
る
理
由
②
は
『
部
分
草
案
理
白

書
」
に
は
み
ら
れ
ず
、
こ
こ
で
新
た
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
ザ
ク
セ
ン
王
国
民
法
典
、
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
民
法
典
草

案
が
物
規
定
を
総
則
に
配
置
し
て
い
る
と
い
う
情
報
（
〔
J
9
〕
）
は
議
事
録
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
審
議
で
は
、
ヨ

l

ホ
ウ
の
際
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
な
ぜ
物
権
法
の
最
初
に
規
定
を
置
く
の
か
、
と
い
う
点
（
1

【

3
】）

に
も
触
れ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
，
開

l
ω
R
V同
m
H
を
節
の
末
尾
に
回
す
べ
き
と
の
提
案
と
の
関
連
で
、
同
提
案
は
同
規
定
が
物
規

定
の
例
外
的
適
用
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
主
張
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
一
言
葉
の
定
義
で
あ
れ
ば
最
初
に
置
く
の
は

「
自
明
」
で
あ
る
と
い
う
（
〔

p
I
m〕）。

有体物規定に関する基礎的考察 I

（1
）
四
宮
和
夫
H
能
見
善
久
『
民
法
総
則
（
法
律
学
講
座
双
書
）
〔
第
七
版
〕
』
二
二
五
｜
一
一
二
六
頁
（
弘
文
堂
、
二
O
O
五
年
）
参
照
。

（2
）
古
典
的
に
は
、
我
妻
栄
『
近
代
法
に
お
け
る
債
権
の
優
越
的
地
位
（
学
術
選
書
ご
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
三
年
）
［
初
出
、
一
九
二

七
｜
一
九
二
九
年
］
、
同
『
新
訂
民
法
総
則
（
民
法
講
義
こ
』
二
O
一ーー二
O
二
、
二
O
四
1

二
O
七
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
。

近
時
に
お
い
て
再
編
の
方
向
を
示
す
も
の
と
し
て
、
鎌
田
薫
「
財
｜
総
論
」
ジ
ユ
リ
一
一
二
六
号
七
八
｜
八
一
頁
（
一
九
九
八
年
）
、
大

村
敦
志
「
物
の
概
念
」
『
新
し
い
日
本
の
民
法
学
へ
（
学
術
と
し
て
の
民
法
E
）
』
二
七
O
｜
二
七
一
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
O
O
九

年
）
［
初
出
、
二
O
O
七
年
］
。

（3
）
広
中
俊
雄
編
著
『
日
本
民
法
典
資
料
集
成
第
一
巻
第
一
部
民
法
典
編
纂
の
新
方
針
』
一
一
五
九
頁
（
信
山
社
、
二
O
O
五
年
）
、
法

典
調
査
会
「
民
法
主
査
会
議
事
速
記
録
」
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
「
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
一
三
』
三
五
頁
（
商
事
法
務

研
究
会
、
一
九
八
八
年
）
、
法
典
調
査
会
・
主
査
会
五
九
三
頁
、
そ
の
他
、
広
中
・
集
成
川
六
五
六
｜
六
五
七
頁
、
福
島
正
夫
編
『
明
治
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民
法
の
制
定
と
穂
積
文
書
』
一
一
四
頁
（
民
法
成
立
過
程
研
究
会
、
一
九
五
六
年
）
。

（4
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岡
孝
「
日
本
と
ド
イ
ツ
の
民
法
典
比
較
素
描
」
法
時
七
一
巻
四
号
四
六
頁
、
四
八
｜
四
九
頁
注
一

O
（
一
九

九
九
年
）
、

J
F
w
g
E
O同
F
回
巳
向
。
回
O
B
2
wロロ
m
g
B
Z円
含
ロ
何
百
回
5ω
品
g
r
E
R
F
g
河
内
出

FZσ
巳
色
2
開

E
a
o
F
Cロ
向
島
g

開

E
4
2民
ω
N
C
B
宮
司
自
己

ωの
『

σロ
回
の
回
ロ
ロ
品

σ巴

ω巴ロ
2
回。吋向洋
ZHMFHロ問。
σ。吋
m
m
n国
垣
間

ZNEN＼
の
ロ
ロ
件
。
門
出
〉
の
開
問
（
国
g
m・）・

明
。
丘
R
F
E
P
B『同
M
Z耳
切
の

E
R
Zユ
O
B
N
C
S
J
3・
の
与
Z22mwF
吋
位
窓
口

mgNCCω
・∞－

E
∞
l
E∞
・
そ
こ
で
は
、
民
法
起
草
者
が
第

二
草
案
を
み
た
の
は
い
つ
か
、
そ
の
際
に
は
ど
の
版
の
そ
れ
を
参
照
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
の
検
討
も
な
さ
れ
い
る
。

（5
）
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
川
島
武
宜
『
所
有
権
法
の
理
論
』
一
一
二
、
一
七
五
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
）
、
同
『
民
法
I
総

論
・
物
権
」
一
二
六
頁
（
有
斐
問
、
一
九
六
O
年
）
、
同
『
民
法
総
則
（
法
律
学
全
集
一
七
）
』
一
四
二
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）

［
有
体
物
規
定
に
つ
い
て
］
。

（6
）
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
過
程
お
よ
び
資
料
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
先
学
の
研
究
を
前
提
と
し
て
い
る
。
と
く
に
参
照
し
た
の

は
、
全
体
に
つ
き
、
平
田
公
夫
「
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
過
程
の
諸
特
徴
」
岡
法
四
二
巻
四
号
一
ー
ー
二
六
頁
（
一
九
九
六
年
）
、
同
「
ド
イ

ツ
民
法
典
編
纂
史
の
諸
相
｜
と
く
に
法
典
編
纂
の
諸
前
提
に
つ
い
て
｜
」
岡
法
四
七
巻
一
号
二
二
l
四
八
頁
（
一
九
九
七
年
）
、
石
部
雅

亮
「
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
史
概
説
」
石
部
雅
亮
編
『
ド
イ
ツ
民
法
典
の
編
纂
と
法
学
』
二

O
l二
二
頁
（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九

年
）
、
資
料
に
つ
き
、
児
玉
寛
日
大
中
有
信
「
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
資
料
一
覧
」
『
ド
イ
ツ
民
法
典
の
編
纂
と
法
学
』

4
1凶
M

門
医
頁
（
九
州

大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
、
人
的
構
成
に
つ
き
、
平
田
公
夫
「
ド
イ
ツ
民
法
典
を
創
っ
た
人
び
と
（
こ
｜
（
一
一
了
完
）
」
岡
山
大
学

教
育
学
部
研
究
集
録
五
六
号
六
三
｜
七
二
頁
、
五
八
号
二
三
｜
三
四
頁
、
六
O
号
二
八
一
ー
ー
二
九
三
頁
（
一
九
八
一
ー
ー
一
九
八
二
年
）
。

（7
）
全
体
の
紹
介
を
基
本
と
し
、
省
略
す
る
際
に
は
そ
の
つ
ど
注
記
す
る
。
も
っ
と
も
、
表
現
お
よ
び
内
容
に
本
質
的
な
変
更
が
な
い
限

り
で
、
紙
幅
と
理
解
の
便
宜
上
、
修
正
を
加
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
し
、
鍵
括
弧
つ
き
で
引
用
し
た
部
分
は
例
外
な
く
原
文
ど
お
り

で
あ
る
。

（8
）
水
津
太
郎
「
有
体
物
規
定
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
E
｜
ド
イ
ツ
民
法
典
九
O
条
の
成
立
！
」
法
研
八
三
巻
一
号
（
ニ

O
一
O
年）

［
近
刊
］
。

（9
）
の
E
R
Z
g色
2
〈
。
昇
。
宮
田
町
位
。
ロ

d
S
E
E－h
p

・
広
三
一
巧
2
5円
∞
何
回
口
回
目
白
J

冨
m
R
E
m
E
g
N
C叫一何回忌
ω
Z
F
E
M
m
ω
m
gの
F
W
F
・

宮
内
山

g
切
の
切

l巴
ロ
呂
田
肖
ロ
ロ
mw
回
g
m
g
H》

E
8・冨
m
g
E州

W
E
g－－出。『
ω件
同
色
ロ
ユ
岳
』
〉
問
。
∞
ω＼君。吋ロ
2
m
n出口一∞何回
NH
口
町
田
qmw件ロロ
m
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内目。
ω
回位吋
mmw円
出
。
『
ゆ
ロ
の
2
2
N
V
Eの『
ω
吉

ω可
ω件
。
自
己
宮
の
F
2
N
E
S
B
B
Oロ
2
0ロ
ロ
ロ
向
島
角
川
一
円
ロ
ロ
40叫ん出向。
E
Eの『件。ロ

C
C己目。
P

回
2
－E
＼Z04匂
4
2
W
H
S∞
wm・
見
。
lH∞
印
・
翻
訳
と
し
て
、
平
田
公
夫
訳
「
準
備
委
員
会
答
申
「
ド
イ
ツ
民
法
典
起
草
計
画
・
方
法
に
つ

い
て
』
」
岡
法
三
五
巻
二
号
二

O
一
｜
一
二
七
頁
（
一
九
八
五
年
）
。
こ
の
答
申
に
つ
き
、

d
m－・出向芭
ωl司
2
2切
開
Z
O
回一
F
Eゅ
の

E
E－

－mmo
品。
ω回
の
回
一
色
g
の
E
R
E
g
向日
2
．〈
2
－S
E
E
m包
Oロ
g
口
同
∞
芯
－

Eω
忌
ゴ
・

ω・
芯
l∞
N一
石
部
・
編
纂
史
概
説
二

O
｜
一
一
一
一
頁
。

（
叩
）
の
E
R
Z
g
号
円
〈
R
－S
B
B官
包
。
ロ

g
B
5・
hH・
Z
J
E一
切
の
国
己
目

EJ
呂
町
民
。
ユ
色
町
pω
・
H
gー
ロ
ゲ
ロ

HlH叶
M
L
8ー
ロ
タ
平

田
訳
・
準
備
委
員
会
答
申
二

O
三
、
二

O
四
｜
二

O
五
、
二

O
八
、
一
一
一
一
｜
一
二
二
頁
［
た
だ
し
、
訳
語
を
一
部
変
更
し
た
］
。

（
日
）
司
g
g
w。
ロ
品
。
司
己
0
2
8
ω
芹一

NCロ
m
g
B
N∞－
u
・
H∞斗九日一∞の国
C
E
w
m
H
冨
mwRE巳
ぽ
P
∞－

MHhplNH吋・

（
ロ
）
司
g
g
w。
ロ
色
。
円

ω
2
Z
Rロ
ω芹一
N
C
H
M
m
g
B
N∞・∞－

H∞叶九日一切の国戸国岡山河、吋・冨州
w
g
E色
町
P
∞・

NH∞
lNN0・
な
お
、
次
回
第
七
岡
本
会

議
で
も
こ
の
問
題
に
つ
き
継
続
審
議
が
な
さ
れ
、
素
材
の
付
加
が
議
決
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
に
物
規
定
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
本
稿
の

問
題
と
関
連
し
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

（
日
）
吋
，
Z
F
E当
己
正

N
C
B
∞
州
百
四
百
ロ
足
。
宮
〈
。
ロ
』
。
目
5
4匂（
H∞∞
O
）・

（
凶
）
部
分
草
案
以
前
の
段
階
で
、
本
稿
と
関
連
す
る
の
は
以
下
の
資
料
で
あ
る
。
川
起
草
委
員
会
議
の
た
め
に
提
出
し
た
準
備
草
案
（
一

八
七
四
／
七
五
年
）
。
第
一
部
第
一
章
二
条
は
の
ち
の
部
分
草
案
一
条
と
ま
っ
た
く
同
様
の
文
面
で
あ
る
。
①
同
条
に
つ
い
て
は
、
「
物
の

概
念
を
定
義
す
る
こ
と
は
控
え
る
、
物
概
念
の
用
い
方
は
第
二
条
か
ら
判
明
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
、
②
物
に
関
す
る
一
般

規
定
に
は
「
物
権
法
に
と
っ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
」
規
定
の
み
を
入
れ
て
い
る
が
、
他
の
法
領
域
の
要
求
に
応
じ
て
他
の
規
定
も
こ
れ
に

含
め
る
と
し
た
ら
、
「
こ
の
章
は
法
典
の
総
則
に
移
行
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
留
保
し
て
い
る
。

〈。
5
E羽
田
止
命
』
。
F。
4
3
ω
g
ι
g
』
ω日弓
g
H∞
JE＼
Ja
宗
門
色
町
周
包
ω宮
。
2
ロ－

s巳
2
8
N山
田

2
巳
国
包
ロ
ユ
各
』
〉
問
。
ωω
＼
垣
内
肖
ロ
耳

切の国何回一何回
NH
口
町
田
2
忠
信
ロ
向
島
。
ω
即位同．
mo己仙の
VOロ
の
22Nσ
ロの｝
5
E
ω
可

ω
Z自
己
町
。
F
2
N
Z
8
5
5
0ロ
ω件
。
＝
ロ
ロ
向
島
2
5
2
2
2・

向。ロ仲間。
Z
S
o
c
o－－
o
p
ω
R
F
3
5各
二
一

m
m
∞
忠
l
H
C
H
N
F己
宮
＼
Z04司
J
P円
W
S∞
Fω
・
N・
5
ーロ・

ω物
権
法
編
纂
の
諸
原
則
（
一

八
七
四
年
秋
）
。
「
A
総
論
」
で
は
、
①
「
l
物
権
法
に
お
い
て
は
、
物
に
関
す
る
独
立
の
支
配
と
し
て
の
物
の
上
の
権
利
が
規
定
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
［
物
権
取
得
の
］
手
段
お
よ
び
準
備
と
し
て
物
権
に
仕
え
る
債
権
債
務
関
係
は
通
常
顧
慮
さ
れ
な
い
」
、
②
「

Z
物
の

も
と
で
は
、
自
由
を
持
た
な
い
自
然
の
空
間
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
部
分
の
み
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
｜
｜
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
物
権
法
上
の
制
度
（
と
く
に
用
益
権
と
質
権
）
の
債
権
に
対
す
る
適
用
は
物
権
法
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
を
要
す
る
」
。
の

E
ロ
平
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u
s
a
m
m
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
 der unveroffentlichten Quellen, Allgemeiner Teil I: 

§§ 
1-240, Berlin/New Y

o
r
k
 1985, 

S. 

421. 

（出）
Reinhold J

o
H
o
w
,
 E
n
t
w
u
r
f
 eines biirgerlichen Gesetzbuches fiir das Deutsche Reich, Sachenrecht, Berlin 

1880, s. 
1; 
S
C
H
U
B
E
R
T
,
 Vorlagen, S

a
c
h
R
 I, s. 

15. 

（巳）
]
O
H
O
W
,
 T
E
-
S
a
c
h
R
,
 S. 

1-4 Randnotiz; S
C
H
U
B
E
R
T
,
 Vorlagen, S

a
c
h
R
 I, 

S. 
15-19. 

（
~
）
 

]
O
H
O
W
,
 T
E
-
S
a
c
h
R
,
 s. 

3; 
S
C
H
U
B
E
R
T
,
 Vorlagen, S

a
c
h
R
 I, 
s. 

17. 

（
~
）
 

Reinhold J
O
H
O
W
,
 E
n
t
w
u
r
f
 eines biirgerlichen Gesetzbuches fiir 

das Deutsche Reich: Begriindung, Sach-

enrecht, Bd. 1, 
Berlin 1880, S. 

III; S
C
H
U
B
E
R
T
,
 Vorlagen, S

a
c
h
R
 I, 

S. 
113. 

（お）
]
O
H
O
W
,
 Begriindung, T

E
-
S
a
c
h
R
 I, 

S. 
1-4; S

C
H
U
B
E
R
T
,
 Vorlagen, S

a
c
h
R
 I, 

S. 
125-129. 

（
~
）
 

Friedrich Carl V
O
N
 S
A
V
I
G
N
Y
,
 S
y
s
t
e
m
 des heutigen R

o
m
i
s
c
h
e
n
 Rechts, Bd. 1, 

Berlin 1840, 
§

 53 ff. 

m
)

 
JJ e

頃
日

0
・相

J,.
B
e
r
n
h
a
r
d
 W
I
N
D
S
C
H
E
I
D
,
 L
e
h
r
b
u
c
h
 des Pandektenrechts, Bd. 

1, 
5. 

Aufl., Frankfurt a.M. 

1879, 
§
 43, insb. Fn. 1

 E;;蜘
臣
会
｝
舘

i時
J
ν
ニ
~
。

(gs) 
鍵
~
m
出
制
n~fii!!l~蓉

鍵
宕
糎

4特
製
e
体
制
申
明

g.c-.小
時
会
勾
小
会
長
特
長
£
ド
エ

~...lJ~
＂

~nr:｛
＇
同
縄
入

J.....）い’
W
I
N
D
S
C
H
E
I
D
,

Pandektenrechts I, 
§

 43 unter Ziff. 
2
，
陶
恨
漏

E;;~~草
刈
J
ν
P

A
u
g
u
s
t
 T
H
O
N
,
 R
e
c
h
t
s
n
o
r
m
 u
n
d
 subjectives Recht: 

（

NHふcoshwNH網N∞ぽ慶州削岩



同一瞭蜘宕樫欄叫が匡斗川明曜蓉44同時

U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
 zur allgemeinen Rechtslehre, W

e
i
m
a
r
 1878, S. 

156 ff.
申

絡
む
ν
エ時。

（認）
講
量
殺
蝶
，
lJ~思

設
場
里
会
＇
~
~
令
ト

ca-Ii'<届
富
田
提
壊
さ

,.lJJ
ド’

W
I
N
D
S
C
H
E
I
D
,
Pandektenrecht I, 

§
 43, Fn. 8; 

Joseph U
N
G
E
R
,
 

S
y
s
t
e
m
 des osterreichischen allgemeinen Privatrechts, Bd. 1, 

4. 
Aufl., Leipzig 1876, §

 62; T
H
O
N
,
 Rechtsnorm, 

S. 
207 ff.; 

F
r
a
n
z
 F
O
R
S
T
E
R
,
 Theorie u

n
d
 Praxis des heutigen g

e
m
e
i
n
e
n
 preu.Bischen Privatrechts, 

Bd. 
3, 

3. 

Aufl., Berlin 1873, S. 
1

 ff.
載
写
右
民
遣
さ

,.lJ.....）ν;:u:;v-~
当
’

Carl
N
E
U
N
E
R
,
 W
e
s
e
n
 u
n
d
 A
r
t
e
n
 der Privatrechtsverhalt-

nisse: Eine civilistische Ausfiihrung, nebst e
i
n
e
m
 A
n
h
a
n
g
e
,
 d
e
n
 Grundri.B zu e

i
n
e
m
 n
e
u
e
n
 S
y
s
t
e
m
e
 fiir 

die 

Darstellung des Pandektenrechts enthaltend, Kiel 1866
心
リ
兵
！
.
.
！

E
制

令
時

F
r
a
n
z
Peter B

R
E
M
E
R
,
 D
a
s
 Pfand-

recht u
n
d
 die 

Pfandobjecte: 
eine dogmatische U

n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
 auf G

r
u
n
d
l
a
g
e
 des g

e
m
e
i
n
e
n
 Rechts, 

Leipzig 

1867, s. 
16 ff., 

93 ff. 

（お）
T
H
O
N
,
 Rechtsnorm, S. 

170 ff. 
'J ~

 !21ば
設
炉

!'(a..＠~
,.lJ J

い’
S
i
e
g
m
u
n
d
S
c
H
L
O
β
M
A
N
N
,
 D
e
r
 Vertrag, Leipzig 

1876, s. 
257-267

申
E
ニ
ド
エ
時
。

（お）
Friedrich Carl V

O
N
 S
A
V
I
G
N
Y
,
 S
y
s
t
e
m
 des heutigen R

o
m
i
s
c
h
e
n
 Rechts, Bd. 5, 

Berlin 1841, S. 
26

為
1)毛轡.....）＂

Karl G
e
o
r
g
 V
O
N
 Wachter, H

a
n
d
b
u
c
h
 des i

m
 Konigreiche Wiirttemberg geltenden Privatrechts, Bd. 2, 

Stutt-

gart 1842, s. 
296; U

N
G
E
R
,
 S
y
s
t
e
m
 I, 

§
 61, s. 

517 ff. 
！..！吋

D
時
栓

:fil!..2.腿
E
れ
J
~
｛！

..lJ.....J’
W
I
N
D
S
C
H
E
I
D
,
Pandekten-

recht I, 
§

 40, Fn. 1
 ~
総
堕

~..，＠卑
1時
J
ν
二
時
。

（お）
F
O
R
S
T
E
R
,
 Theorie u

n
d
 Praxis III, 

S. 
2
 ff.; 

T
H
O
N
,
 Rechtsnorm, S. 

155 ff.; 
Otto L

E
N
E
L
,
 U
b
e
r
 U
r
s
p
r
u
n
g
 u
n
d
 

W
i
r
k
u
n
g
 der Exceptionen, Heidelberg 1876, S. 

10 ff. 

（
~
）
 
纏
掴

,.lJ.....）ν;:u:;v-~ti"
~
設
宮
容
鍵
e
軍
事
馬
会
』
判
出

.....J{!"
Karl ZIEBARTH, die Realexecution u

n
d
 die Obligation: 

M
i
t
 besonderer Riicksicht auf die M

i
e
t
h
e
 erortert n

a
c
h
 r
o
m
i
s
c
h
e
m
 u
n
d
 d
e
u
t
s
c
h
e
m
 Recht in Vergleich mit d

e
m
 

preuBischen, Halle 1866 !..! ~
実
炉
時
報
互
主
君
軸
枯
’

Heinrich
D
E
G
E
N
K
O
L
B
,
 KrVJSchr, Bd. 9

 (1867), s. 
205 ff., 

229 ff., 

~
 e

畢
F
F
O
R
S
T
E
R
,
 Theorie u

n
d
 Praxis III, 

S. 
4

 ff.; W
I
N
D
S
C
H
E
I
D
,
 Pandektenrecht I, 

§
 43, Fn. 6. 

（
~
）
 

]
O
H
O
W
,
 Begriindung, T

E
-
S
a
c
h
R
 I, 

S. 
4; S

C
H
U
B
E
R
T
,
 Vorlagen, S

a
c
h
R
 I, 

S. 
128. 

（忠）
W
i
l
h
e
l
m
 G
I
R
T
A
N
N
E
R
,
 Die Rechtsstellung der Sache u

n
d
 der Eigenthumsbegriff mit besonderer Riicksicht

建



~
 

ひ
司

auf S
a
c
h
g
e
s
a
m
m
t
h
e
i
t
e
n
 (universitas rerum), Accession u

n
d
 Miteigenthum, Jher]b, Bd. 3

 (1859), S. 
64. 

（お）
]
O
H
O
W
,
 Begrlindung, T

E
-
S
a
c
h
R
 I, 

S. 
12-16; S

C
H
U
B
E
R
T
,
 Vorlagen, S

a
c
h
R
 I, 

S. 
136-140. 

（
~
）
 

J
o
H
O
W
,
 Begrlindung, T

E
-
S
a
c
h
R
 I, 

S. 
17-21; S

C
H
U
B
E
R
T
,
 Vorlagen, S

a
c
h
R
 I, 

S. 
141-145. 

（お）
A
n
d
r
e
a
s
 H
E
U
S
L
E
R
,
 Die G

e
w
e
r
e
,
 W
e
i
m
a
r
 1872, insb. 

§§ 
8, 
21 ~

総
監
J
ν
エ
時
。

（活）
Inst. 2, 2, pr., 

l, 2: Q
u
a
e
d
a
m
 praeterea res corporales sunι

quaedam incorporales. Corporales hae sunt, quae sui 

natura tangi
ρ
ossunι

veluti
β
mdus, homo, vestis, aurum, argentum et denique aliae res innumerabiles. Incorporales 

autem sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, 
quae in iure consistunt, sicut hereditas, usus fructus, obligationes 

quoquo m
o
d
o
 contractae. 

（同）
Motive zu d

e
m
 revidirten E

n
t
w
u
r
f
 des allgemeinen Landrechts, Berlin 1834, P

e
n
s
u
m
 XIII, I

 B, S. 
5. 

（
~
）
 
て
弐
入

al:{灘
載
さ
！
＇
J
~

＇J.lJ＇＼年i：
＝
：
ミ
ド
－
~
吋
小
~
~
隠
密
＂
＂
＂

l'Q.lJ ~悪~，.＿）いニ
l'Q。

「
~
~
佃
士
ま
や
さ
主
礎
石
E
濯
干
司
会
J
~
，
.
＿
）
布
ニ
礎
石
~
~
殺

側＂＂＂てい
(Jeder

G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
 eines Rechts, der nicht selbst rechtsfiihig ist

）」（
Satzung

332
）。

S
a
m
u
e
l
L
u
d
w
i
g
 

S
C
H
N
E
L
L
,
 Civil-Gesetzbuch flir 

d
e
n
 C
a
n
t
o
n
 B
e
r
n
 mit A

n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 v
o
n
 Dr. S. 

L. 
Schnell, Bd. 2/1, 

2. 
Aufl., 

B
e
r
n
 1837, Satzung 332 A

n
m
.
 

（お）
け
り
ゃ

ti~
'J ~

m
買
収
己
主
語
字
:m~ヲ

1:'-
rj 

.lJ糸
~
~
組
｛
時
制
民
e
蜘
墜
会

J卑
1~....Jν

二
時
°

Karl G
e
o
r
g
 V
O
N
 W
A
C
H
T
E
R
,
 D
e
r
 Ent-

w
u
r
f
 eines blirgerlichen Gesetzbuches flir 

das Konigreich Sachsen: Ein Beitrag zur Beurtheilung desselben, 

Leipzig 1853, S. 
177. 

（沼）
個
略
噴
霧
当
時
杓
£
ν
エ
布
二
為
’
＇

J~itntteti
’
E
d
u
a
r
d
S
I
E
B
E
N
H
A
A
R
/
G
e
o
r
g
 S
I
E
G
M
A
N
N
,
 C
o
m
m
e
n
t
a
r
 zu d

e
m
 

biirgerlichen Gesetzbuche flir 
das Konigreich Sachsen u

n
d
 zu der damit in 

Verbindung stehenden Publica-

tionsverordnung v
o
m
 2. 

Januar 1863, Bd. 1, 
2. 

Aufl., Leipzig 1869, 
§
 58 Motive 会

♂
~
-
4
'
~
~
崎
時
。

（お）
Motive 

z
u
m
 E
n
t
w
u
r
f
e
 
eines 

biirgerlichen 
Gesetzbuches 

flir 
das 

Konigreich 
B
a
y
e
r
n
 
(Fortsetzung), 

Mlinchen 1864, S. 
1; 

E
n
t
w
u
r
f
 eines blirgerlichen Gesetzbuchs flir 

das G
r
o
B
h
e
r
z
o
g
t
h
u
m
 H
e
s
s
e
n
 nebst Th. 2, 

Darmstadt 1845, S. 
2. 

（$） 
守トパ－：：：：－－

.lJ：ξ
誕
鎚
唱

~-4'*6
0

 ~
v
~
穏
や

~l'Q
'J
心
（
vgl.

J
o
h
a
n
n
 Caspar B

L
U
N
T
S
C
H
L
I
,
 Erster E

n
t
w
u
r
f
 des privat-

（

NTgoshwNH
抑制

N∞駅宮糾世



有体物規定に関する基礎的考察I

円。。
F
己
片
目
回
。
ロ
の
σωZNσ
ロの
H
M
g
B－
H・
島
内
皆
同
mwロ件。ロ
N
O同・仙の
F
回向日・

N
W
N国立の
F
H∞∞
r
m
仏、
EFKFロヨ－

N）
、
リ
l
プ
ラ
ン
ト
・
エ
ス
ト
ニ

ア
・
ク
1
ル
ラ
ン
ト
私
法
は
た
し
か
に
ま
た
「
有
体
物
と
無
体
物
」
（

m
g
g
を
区
別
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
た
い
て
い
形
容
詞

ぬ
き
の
「
物
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
そ
こ
で
は
た
だ
有
体
的
物
件
の
み
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
、
同
条
の
意
味
は
、
「
無
体
物
」
と
い

う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
そ
こ
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
語
る
点
の
み
に
あ
る
こ
と
を
補
足
し
て
い
る
。

（
引
）
典
拠
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
は
、
〈
。
z
ω
k
p
Sの
ZJF
∞可
2
o
s
－－

ω
・
ωω
∞一

HU－
－
〈
。
自
国
2
民
ロ
ロ
ω
2
2
N
O芹
苫
円
。
2
2
N
E

向。
σロロ
m
g白
色
問
。
。
FgdEωω
ゆロ
ωの四回州民
F
出
色
色
色
σ
2
m
H∞
E
W
∞・

3
一
宮
。
E
R
k
p
c
m
z
a
〈。
z
回一開、吋岡山一冨〉
Z
Z
l出。
F
F
耳切
P
d
o
σ
旬

。
2
2
N
m
o
σ
ロロ
m
ロ
ロ
島
問
。
。
F
E
d

－ωωOロ
ωの
FM民片山
wzkrg］『m
m
σ
o
E
g
2
2
N
a
F
回。ロロ一戸∞斗
AYω
・M
M
・

（
必
）
《
UFEω
神
宮
口
明
江
作
品
同
・
ゅ
の
『
問
。
n
F
F
O
V円σ
E
H
F
品。
ω
同｝同・
0ロ田町。
F
Oロ
m
O
B
Zロ
Oロ同
MEdm件『ゅの
F
g
w
回色・

ω・
ω・
krc巴－
w回。己
E
H∞旬、戸

m
∞H
・

（
必
）
司
g
ロ
N
司
omω
吋一田
f

吋，
F
o。
E
O
E
M晶
司
gun－ω
円四
g
F
O
E－mA出
向
。
白
色
ロ
Oロ宮．
0戸田町。
F
O口同
J
・2
町
民
お
の
宮
ω
m
c同
門
町
『
の
吋
ロ
ロ
品
－
mmo

【同
o
m
m
O
B
a回。ロ内問。ロ同
ωの
F
O口
問
ゅ
の
伊
丹
ω・田島・一ケ
ω・
krg巴
・
・
回
。
ユ
宮
一
戸
∞
斗
ω・∞・也∞一．

（
必
）
同
何
回
己

ω色。
B
。
Nkpn国
kpE同
〈
。
ロ
ピ
ロ
向
。
ロ
笹
山
己
・
国
mw回品
V
E
M
F
品。
ω
骨

ωロ
NOm－ωの
V
Oロ
c
t
r・2
F
Z・回色・

H・
a・
KF口出－
w
国巳岳山－
E

VO円
尚
昆
斗
a
w
m
忌
∞

m，HM・
ω・
ッ
ァ
ハ
リ
エ
は
同
所
で
、
∞
R
F
0・
S
F
。
Z

2
と
い
う
言
葉
の
多
義
性
は
「
き
わ
め
て
多
く
の
混
乱
と
錯

誤
」
を
法
学
に
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
、
本
書
で
は
∞
R

Z
と
い
う
言
葉
を
「
自
由
意
思
の
性
格
が
相
応
し
く
な
い
有
体
的
な
も
の
」
（
お

よ
び
河
内
出
Z
g
R
F
O
（S
S
R）
）
の
意
味
に
限
っ
て
用
い
る
と
い
う
。

（必）

C
Zの何回
f
m
M刊早
O
B
－－

ω・
ω印
白
・
ウ
ン
ガ

1
は
同
頁
以
下
で
詳
細
な
考
察
を
与
え
て
い
る
が
、
結
論
部
で
は
こ
う
批
判
し
て
い
る

（ω・
ω
8
1
8
H）
。
有
体
物
と
無
体
物
の
区
分
は
「
ま
っ
た
く
不
十
分
な
も
の
」
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
が
物
の
法
的
な
区
分
に
つ
い

て
非
法
的
な
意
味
で
の
物
の
表
現
そ
の
も
の
を
受
け
容
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
。
「
実
際
上
も
危
険
で
か
つ
い
ち

じ
る
し
い
錯
誤
に
い
た
り
か
ね
な
い
」
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
「
す
べ
て
の
無
体
物
は
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う

mω
ロ
の
表

現
が
証
明
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
必
）
こ
の
部
分
は
、
ヨ

l
ホ
ウ
の
参
照
指
示
に
し
た
が
い
、
寸
開
l
ω
R
F同
m
N
の
提
案
理
由
か
ら
補
っ
た
。
』
。
図
。
戸
回
。
恒
国
ロ
島
区
ロ
伊

－『開
l∞
ωの
F
何回・∞－

NωlNhpumの出口回一開初、
HJ
〈。ユ
mmOHM－
ωω
の
HH何回・
ω
・］
E
斗
lHhg・

（
幻
）
』
。
因
。
当
・
回
o
m一『回出品
E
M
F
－，開
l
m
R
V何回
w
m・
N
H
u
m
n出口切開
m
p
〈。ユ
m
m
h
u
p
m
mの『何回
w∞－

E
m・

267 



~
 

小
3

（容）
]
O
H
O
W
,
 Begriindung, T

E
-
S
a
c
h
R
 I, 

S. 
60-64, 65-66; S

C
H
U
B
E
R
T
,
 Vorlagen, S

a
c
h
R
 I, 

S. 
184-188.

桝
盟

斗
二

小

「
輔
の
蓉
J
己
主
’
醤
閣
議
言
者
を
~
~
恒
例
長
崎
（
〔
『
お
〕
〔
門
店
〕
蜘
髭
）
。

（争）
G
e
o
r
g
 Friedrich P

u
c
H
T
A
,
 P
a
n
d
e
k
t
e
n
,
 Aufl. 12, 

Leipzig 1877, 
§

 35 Z. 
1; 

W
I
N
D
S
C
H
E
I
D
,
 P
a
n
d
e
k
t
e
n
r
e
c
h
t
 I,§ 

137. 

(55) 
K
a
r
l
 A
d
o
l
p
h
 V
O
N
 V
A
N
G
E
R
O
W
,
 L
e
h
r
b
u
c
h
 der P

a
n
d
e
k
t
e
n
,
 7. 

Aufl., Bd. 1, 
M
a
r
b
u
r
g
/
L
e
p
z
i
g
 1863, S. 
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題
）
る
布

~~m::~
濡
仏
J
~
届

:g;m武器主，lJ枯
草
J
ν
ニ
ト
Q
f
J
.
l
,
j
~
~
諜
J
ν
エ
ト
Qo

（巴）
P
u
c
H
T
A
,
 P
a
n
d
e
k
t
e
n
,
 §

 35; L
e
o
p
o
l
d
 A
u
g
u
s
t
 W
A
R
N
K
O
N
I
G
,
 U
e
b
e
r
 d
e
n
 Begriff u

n
d
 die juristische Wichtig-

keit der s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
n
 Universitas r

e
r
u
m
,
 A
c
P
,
 Bd. 11 (1828) S. 

179; Julius B
A
R
O
N
,
 Die Gesammtrechtsverhalt-

nisse 
in 

R
o
m
i
s
c
h
e
n
 Recht, 

M
a
r
b
u
r
g
/
L
e
i
p
z
i
g
 1864, 

S. 
30; 

G
I
R
T
A
N
N
E
R
,
 
S
a
c
h
g
e
s
a
m
m
t
h
e
i
t
e
n
,
 
S. 

97; 
W
I
N
D
-

SCHEID, P
a
n
d
e
k
t
e
n
r
e
c
h
t
 I, 

§
 137 Fn. 6-8. 

（岱）
ム
h
.
/
!2
総

監
申

卑
1時
Jν

エト
Q
~
 ti" 

Carl G
e
o
r
g
 W
λ
C
H
T
E
R
,
 U
e
b
e
r
 S
a
c
h
g
e
s
a
m
m
t
h
e
i
t
e
n
 (
r
e
r
u
m
 universitates) 

iiberhaupt u
n
d
 in 

besonderer B
e
z
i
e
h
u
n
g
 auf Pfandrecht, E

r
o
r
t
e
r
u
n
g
e
n
 a
u
s
 d

e
m
 R
o
m
i
s
c
h
e
n
,
 D
e
u
t
s
c
h
e
n
 u
n
d
 

W
t
i
r
t
t
e
m
b
e
r
g
i
s
c
h
e
n
 Privatrecht, H

.
 1, 

Stuttgart 1845, S. 
1

 ff.; 
ID., 

H
a
n
d
b
u
c
h
 des i

m
 Konigreiche W

首
rttem-

b
e
r
g
 geltenden Privatrechts, 

Bd. 
2, 

Stuttgart 
1842, 

S. 
235; 

U
N
G
E
R
,
 S
y
s
t
e
m
 I, 

S. 
476 ff.; 

Heinrich R
o
b
e
r
t
 

G
O
P
P
E
R
T
,
 U
b
e
r
 einheitliche, z

u
s
a
m
m
e
n
g
e
s
e
t
z
t
e
 u
n
d
 G
e
s
a
m
m
t
-
S
a
c
h
e
n
 n
a
c
h
 r
o
m
i
s
c
h
e
m
 Recht, Halle 1871, S. 

94; 
E
r
u
n
s
t
 E
c
K
,
 B
e
s
p
r
e
c
h
u
n
g
:
 G

O
P
P
E
R
T ，む

ber
einheitliche, 

z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
s
e
t
z
t
e
 u
n
d
 G
e
s
a
m
m
t
-
S
a
c
h
e
n
 n
a
c
h
 

r
o
m
i
s
c
h
e
m
 Recht, B

e
h
r
e
n
d
s
Z
,
 Bd. 5

 (1871), S. 
424; A

d
o
l
f
 E
X
N
E
R
,
 D
i
e
 L
e
h
r
e
 v
o
m
 R
e
c
h
t
s
e
r
w
e
r
b
 d
u
r
c
h
 Tradi-

tion n
a
c
h
 osterreichischem u

n
d
 g
e
m
e
i
n
e
m
 Recht, W

i
e
n
 1867, S. 

215, 243; F
O
R
S
T
E
R
,
 T
h
e
o
r
i
e
 u
n
d
 Praxis I, 

§
 21 

Fn. 
2; 

Heinrich D
E
R
N
B
U
R
G
,
 D
a
s
 Pfandrecht n

a
c
h
 d
e
n
 G
r
u
n
d
s
a
t
z
e
n
 des heutigen r

o
m
i
s
c
h
e
n
 Rechts, 

Bd. 
1, 

Leipzig 1860, S. 435; ID., L
e
h
r
b
u
c
h
 des preussischen Privatrechts u

n
d
 der Privatrechtsnormen des Reichs, Bd. 

1, 
Halle 1875, 

§
 60 Fn. 4.

担
保
漏
会
占
部
漏

.....J.＼..！~~.l,)Jν
’
V
O
N
 V
A
N
G
E
R
O
W
,
 P
a
n
d
e
k
t
e
n
 I, 

§
 71; A

n
t
o
n
 R
A
N
D
A
,
 

D
e
r
 Besitz 

n
a
c
h
 osterreichischem Rechte: 

m
i
t
 Berticksichtigung des g

e
m
e
i
n
e
n
 Rechtes, 

des preuBischen, 

franzosischen u
n
d
 sachsischen Gesetzbuches, 2. 

Aufl., Leipzig 1876, S. 
392 ff. 
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有体物規定に関する基礎的考察I

（
日
）
ヨ

l
ホ
ウ
は
こ
こ
で
、
集
合
名
詞
の
使
用
に
よ
り
生
じ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
、
①
ど
の
時
点
を
基
準
と
し
て
権
利
客
体
を
形
成
す
る

諸
々
の
物
が
確
定
さ
れ
る
の
か
、
法
律
行
為
時
か
そ
う
で
は
な
く
そ
れ
以
降
か
、
②
複
数
の
物
は
各
々
そ
れ
自
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の

か
、
そ
う
で
は
な
く
共
同
帰
属
と
い
う
か
た
ち
で
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
（
』
。
図
。
戸
田
o
m
B中

島
区
ロ
や
叶
開
l
ω
R
F何
？

ω・
2laω
一∞
n
E・】盟
wmH
〈。円
E
m
o
p
ω
R
F岡
戸

ω・
HglH∞
斗
）
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

（
日
）
巧
E
U
ω
の
E
5・
3
E
o
w窓
口
円
ゅ
の
『
己

w
m
Z吋
は
所
有
物
返
還
請
求
に
関
す
る
デ
ィ

l
ゲ
ス
タ
の
諸
法
文
か
ら
、
普
通
法
上
畜
群

そ
の
他
の
自
然
的
総
体
は
そ
れ
自
体
で
権
利
の
客
体
と
な
り
う
る
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
他
の
集
合
物
に
つ
い
て
は
新
た
な
見
解
［
権

利
客
体
成
否
定
説
］
に
賛
同
し
て
い
る
と
補
足
し
て
い
る
。

（日）

KFE。
ロ
〈
。
z
m、Z
回目
T
E
a－z
z。
5
ロ品。
ω骨
gNOω
宮
島
g
o
t－s
n
v
g一（。。品。
zm壱
色
合
口
）
・
冨

ωロロ
VO即
日
同
∞
斗

H・
mmmNW

∞印・
（
日
）
司
江
主
立
の
『
富
。
冨
冨

ω開
2
・
開
ロ
件
当
ロ
正
巳
ロ

g
u
o
E
R
H
H
Oロ
何
色
。
同
百
mgZNOω
口

σ
2
e
ω
明司
V円
ゅ
の
宮
回
忌
巳
富
。
t
d
o
p

∞の
F
d
s
z。
FWOH∞斗
AYmhpcp
∞－

hRCJご
の
。
＝
同
同
町
色
〈
。
z
m《U
国富岡叶
A
『

w開
ロ
宮
司
区
民
包
ロ

gσ
皆－
mmw円】仙の
FOロ
の
2
2
N
V
Cの
F
g

向。M1
色州窃

u
o
E
R
F
O
問
。
喜
一
回

om門口
E
g
m
w
尽
σ円ゅの
F
F
E－
Y
FユE
H∞
a
w
m
H
H
H
［巧
0
3
2
ω
g
d
g
m
F
g
o
ぎユ
m
m
g
色。『

問。《
Z
W
Z
Bロ
富
岡
・
島

02ω
件
。
問
。
s
s
z巳。ロ
Ng吋
〉

Cmwmw吋
σ0伊丹ロロ肉色。
ω開
ロ
件
当
ロ
広
ω巴ロ
g
即位吋一
m百円出。
FOHH（
U22Nσ
ロの
F
2・開吋－
y

z
S仲
間
一
点

ω
S
B
g
F
甲
Z
E
8
s
g
m
ω
3
2
5明
。
2
2
N
2
2
g
p
E仙の
E
z－－
Z
吋ゅの
FZM10・
国
主
E
2
0
4司
吋
。
円
W
S∞
Pω
・

ω∞吋
lω
∞∞］・

（
貯
）
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
部
分
草
案
で
は
こ
の
旨
を
定
め
た
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
（
叶
開
l
∞
宮
町
同

m
S）
。
し
か
し
、
こ
の
規
定

は
、
第
一
委
員
会
の
審
議
に
お
い
て
、
ヨ

l
ホ
ウ
自
身
の
提
案
に
基
づ
き
、
誤
解
の
お
そ
れ
は
な
い
と
し
て
削
除
さ
れ
て
い
る

o
p？

g
w色
宮
内
日
常
官
・
］
問
。
百
田
町
位
。
ロ

N
E・
〉
居
留
吋
Z
芹
ロ
ロ
問
。

E
g
回皆－
m
2－wvoロ
の
2
2
N
V
Eリ

Fω

（昆∞

HlH∞∞也）
W
∞・

ωω
印匂一

』k
p
開。回

ω＼
ωn自国一何回州、戸田
2
巳
ロ
ロ

mwkr－－
m吋
戸
∞
－

hmmm・

（
関
）
チ
ュ

l
リ
ヒ
州
私
法
典
（

m
お
丹

Z
4
2
m
H
E
H
g
の
E
－

F
F
Bロ
母
国
mwgw
冨
ovo－p
固
さ
ω
s
s・
4
弓

2
－R
g
F
W
F民同唱

。OR
E耳
の
意
味
に
関
す
る
規
定
）
、
ベ
ル
ン
民
法
典
（

ω巴
N
g
m
g
o一
右
表
現
と

F
aロ
4
3ロ
品
に
関
す
る
規
定
）
の
参
照
を
指
示
し

て
い
る
。

（
印
）
自
明
で
あ
り
、
ま
た
後
注
の
ウ
ン
ガ

l
の
参
照
指
示
で
十
分
と
み
た
の
か
、
典
拠
を
示
し
て
い
な
い
が
、
各
々
以
下
の
論
文
を
指
し
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。
hN

ν
；二時。

J
o
h
a
n
n
Christian H

A
S
S
E
,
 U
e
b
e
r
 Universitas juris u

n
d
 rerum, u

n
d
 tiber Universal-

u
n
d
 Singular-Sue-

cession, A
c
P
,
 Bd. 5

 (1822), S. 
1-68; Christian Friedrich M

O
H
L
E
N
B
R
U
C
H
,
 U
e
b
e
r
 dies. g. juris u

n
d
 facti universi-

tates, A
c
P
,
 Bd. 17 (1834), S. 

321-379; W
A
C
H
T
E
R
,
 Erorterungen I, 

S. 
1-35. 

(
g
)
 
Vgl. U

N
G
E
R
,
 S
y
s
t
e
m
 I,§ 

57 unter I. 

（
~
）
 

Vgl. F
O
R
S
T
E
R
,
 Theorie u

n
d
 Praxis I,§ 

22. 

（包）
}
O
H
O
W
,
 Begrtindung I, 

T
E
-
S
a
c
h
R
,
 S. 

490-495; S
C
H
U
B
E
R
T
,
 Vorlagen, S

a
c
h
R
 I, 

S. 
614-619. 

（包）
Otto S

T
O
B
B
E
,
 H
a
n
d
b
u
c
h
 des deutschen Privatrechts, Bd. 2, 

Berlin 1878, §
 78. 

(;1;) 
W
i
g
u
l
a
u
s
 X
a
v
e
r
 A
l
o
y
s
 V
O
N
 K
R
E
I
T
T
M
A
Y
R
,
 A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 tiber d

e
n
 C
o
d
i
c
e
m
 M
a
x
i
m
i
l
i
a
n
e
u
m
 B
a
v
a
r
i
c
u
m
 

Civilem: W
o
r
i
n
n
 derselbe sowol mit d

e
m
 g
e
m
e
i
n
-
als 

ehemalig Chur-Bayrischen L
a
n
d
-
R
e
c
h
t
 g
e
n
a
u
 colla-

tionirt, T
h
.
 II, 

M
t
i
n
c
h
e
n
 1761, A

n
m
.
 b

 zu
m
 II. 

1
 §
 2; 
Paul V

O
N
 R
O
T
H
,
 Bayrisches Civilrecht, Th. II, 

Ttibingen 

1872, §
 118 Fn. 39. 

（巴）
V
O
N
 R
O
T
H
,
 Bayrisches Civilrecht II,§ 

118 Fn. 17. 

（
~
）
 

U
N
G
E
R
,
 S
y
s
t
e
m
 I, 

S. 
524. 

(tc;) 
m
-
-
t寺むさ主’

S
T
O
B
B
E
,
H
a
n
d
b
u
c
h
 II, 

§
 78 ~

 e
起

(vgl. W
I
N
D
S
C
H
E
I
D
,
 Pandektenrecht I,§ 

168) 
込

IJe
桜；；.

l!E 

税！.！
1ぱ
殺
J
ν
ニ
ト
Q
~

＿）＂
ロ
－

I>'~
鴬
緋
栴
~
~
 t-1 

!.l" 
II!i跡

4露
軍
試
血
響

'\{<11時
炉
~
官
！
.
！
d
o
m
i
n
i
u
m
 ususjructus (D.

久
6,

3
）’

 

d
o
m
i
n
i
u
m
 proprietatお

（D.
久

4
,
1η

，.lJ
；二小

111m
轍
'l{dl!E

エ
ド
エ

1-Q
IJ ..)J'\{<11時

＿
）

('i('i~’
F田
舎
E
E;; E芸

場
合

1信
手
玉
〉
？
〈
£
時
「
脈
経
4

E;;~~担
」
宮
崎
~
~
占
拠
；
；
.

,.)J塩
υ
P

G
e
o
r
g
 Friedrich P

u
c
H
T
A
,
 C
u
r
s
u
s
 der Institutionen, 8. 

Aufl., Leipzig 1875, §
 

231 Fn. a
 'l{dnr;~.qロ；3

！.！ヨヨ＿）＂
~
＿
）
同
様
艇
匪
補

li!.!.W
ニ
ド
さ
H
き
－
－
（
＆
会
~
-
R
~
~

下J
兵
ヰ
ヰ
4ミ~！.！

!"jを
盟
十
＂

t-Q炉
で
い

E;;~E;;..)J
；二

小
「
魁
蛍
舟
匪
鎚
」
士
主
但
寧
J
指
士
£
包
布
＆

.¢iiエ
’

~,.)J吋
包
$
鍵

-L1
~f韮

~
鍵

'\{<I期
gt-Q~~tii藍

~
鍵

,.)J艦
鍵
過
重
機
~
~
！
.
！
毘
ド

1-Q

量
三
鍋

,.)J匝
~
~
~
賜

lia:'l{d~~
＆
＿
）
-R~.¢!i

エ
,.)J擦

0
:
:
p
ν
ニ
ト
。
。

（
~
）
 

W
I
N
D
S
C
H
E
I
D
,
 Pandektenrechtl, §

 168. 

(
$
)
 

と
《
ロ
ふ
－

tく！.！
0

・哨
t（

型
車
世
話
令
（
T
E
-
S
a
c
h
R
 §§ 

6
 ff.
）
＂
と
や
（
線

111
僻
織
田
糧
）

~
総
監
会

J~1)f.＿）
ν
二
時
。

(f:) 
m
-
-
t寺
む
さ
主
’

Oscar
V
O
N
 W
A
C
H
T
E
R
,
 D
a
s
 Verlagsrecht mit Einschluss der L

e
h
r
e
n
 v
o
n
 d
e
m
 Verlagsvertrag 
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有体物規定に関する基礎的考察 I

ロロ色

Z
R
V品
店
長

υ
Sの町内田
g
m
o－窓口品。ロ向日
2
Z岳
g

g
内田伊豆
2
5
E
o
s－g
問
。
。
宮
g
B
E
v
g。
E
2
0『同

Erg－の宮
2
2宮

の
22Nmoσ
ロロ
m
d可
。
ロ
。
g
g司
BWFMMggωωAwp
回
m一司
mw円
ロ
ロ
ロ
品
∞
史
リ
『
ωopωZH同仲間俗耳］｛∞旬、吋
lH∞印∞一

HU－－
u
g
dユ
5σ0『吋ゅの
z

g
d司
2
w
oロ《目。円
σ出品。ロ色
g
B
E
E
0・
3
。
g
m
s
z
wロ
ロ
ロ
色

mod認
可
冨
仙
の
F
g
冨
g
g
B
H
S岳
含
B
m
O
B巳
5
ロ《目。

E
R
F
O口

問。。
F
F
ω
z
＝mmw見
回
∞

J

ミ
一
同
区
内
回
。
】
同
】
『
同
岡
、
。

ω叶一何回州一冨
k
p
z
z
w
u
g
m
a
E布
。
回
向
。
巳
ロ
B
mロ∞の『門戸同件。
P
関
口
ロ
ω件当
2
w
oロ
ロ
ロ
品

開
門
出
口
色
g
m
o
p
s
s
胃
2
8安
υ
F
O
B
S《四百件。
g
m位。
s
z白
河
R
E
o－
回
向
日
・
ゲ
回
。
ユ
宮
広
告
一

HU－－
U
S
C吾
号
。
円
円
。
。
z

s

∞の伊円
5
1
ロ
ロ
仏
関
口
同
百
件
当
2
w
o
p
k
r
v
E
E
C問問。
P
。
。
自
旬
。
包
立
。
ロ
o
p
浬
5
g
m
g司
E
o
p
冨
g
g
g
cロ
色
富
。
円
四
己
目
。
ロ
一
ロ
ωの『

《目。
E
R
V
O
B
Z
E
E
g
g
m
w件目
0
5－O
B
河
内
沼
町
民
・
図
。
己

E
H∞
誌
に
依
拠
し
て
、
こ
の
旨
を
詳
述
し
て
い
る
。

τ図
。
戸
田
o
m
B
E
gロ
m
F

H
，閉

lωRFFω
・
hSNl怠
hfmn出
dgMNH
〈
R
E
m
o
p
m
R
V何回・
ω・
2hP12∞
・
そ
れ
に
よ
る
と
、
著
作
権
の
法
的
構
成
は
書
物
を
出

発
点
と
す
る
。
す
で
に
ロ

l
マ
法
で
も
芸
術
家
の
創
造
を
財
産
法
の
対
象
と
み
る
機
縁
は
存
し
た
（
宮
崎
町
・
h
p
N
、
匂
恥
）
が
、
机
上
を
越
え

る
も
の
で
は
な
く
、
実
際
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
印
刷
技
術
の
発
明
に
よ
り
書
物
を
機
械
的
に
複
製
し
て
財
産
法
的
利
用
を
享
受
す
る

可
能
性
が
聞
か
れ
た
と
き
か
ら
で
あ
る
。
著
作
者
は
再
版
に
対
し
て
自
己
の
作
品
の
保
護
を
要
求
し
た
が
、
長
い
間
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
要
求
を
所
有
権
の
観
点
か
ら
正
当
化
す
る
努
力
も
み
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
書
物
の
法
定
保
護
は
も
っ
ぱ
ら
、
個
々
の
ケ
l
ス
ご
と
に

皇
帝
お
よ
び
ラ
ン
ト
諸
侯
に
よ
り
発
せ
ら
れ
る
特
権
付
与
状
（

P
Z
Fぽ
包

g）
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
七
世
紀
末
頃
か
ら

一
八
世
紀
の
聞
に
は
じ
め
て
、
各
領
域
に
お
い
て
再
版
を
禁
止
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
が
、
一
八
O
六
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
［
神
聖
ロ
ー

マ
帝
国
］
の
崩
壊
に
よ
っ
て
こ
の
保
護
は
実
際
上
の
意
味
を
失
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
が
、
当
時
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
「
著
述

家
お
よ
び
芸
術
家
の
所
有
権
の
再
版
お
よ
び
無
権
限
模
造
に
対
す
る
保
護
に
つ
い
て
」
の
立
法
作
業
を
促
し
、
こ
の
連
邦
の
作
業
は
プ
ロ

イ
セ
ン
「
学
問
お
よ
び
芸
術
作
品
上
の
所
有
権
の
再
版
お
よ
び
摸
造
に
対
す
る
保
護
に
関
す
る
」
法
律
（
一
八
三
七
年
六
月
一
一
日
）
に

よ
っ
て
い
ち
じ
る
し
く
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
立
法
の
成
果
は
す
べ
て
は
っ
き
り
と
精
神
的
所
有
権
の
観
念
に
依
拠
し

て
い
る
。
帝
国
憲
法
（
一
八
七
一
年
四
月
一
六
日
）
も
同
一
の
観
念
に
し
た
が
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
諸
々
の
帝
国
法
律
（
著
作
権
関
係

〔
一
八
七
O
年
六
月
一
一
日
、
一
八
七
六
年
一
月
九
日
、
一
八
七
六
年
一
月
一
一
日
、
一
八
七
六
年
一
月
一
一
日
〕
、
特
許
権
関
係
〔
一
八

七
七
年
五
月
二
五
日
〕
）
は
文
言
上
、
各
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
権
利
に
特
定
の
構
成
を
与
え
る
こ
と
と
し
、
精
神
的
所
有
権
と
い
う
呼

称
を
放
棄
し
た
。
精
神
的
所
有
権
の
理
論
が
主
張
さ
れ
た
の
は
一
七
世
紀
で
あ
り
、
一
八
世
紀
に
よ
り
は
っ
き
り
と
展
開
さ
れ
、
そ
れ
以

来
、
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
学
説
を
支
配
し
た
け
れ
ど
も
、
近
時
の
論
者
は
こ
れ
を
退
け
る
こ
と
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~
骨
盤
込

1
i誠
J
ν
二
時
。
「
禦
零

fil（
韮
~
鍵
人

Jog.当
~
~
鍵
存

!
1
0
ニ
ド
！
主
~
鍵
e
ト
ト
ロ
：
入
ー
会

1総
E:E1"' 

l'Q 
'

 
J

 ~
虫
干

J，概J.¢!i
エ
」
。

V
O
N
 W
A
C
H
T
E
R
,
 Verlagsrecht, s. 

65 ff.; K
L
O
S
T
E
R
M
A
N
N
,
 D
a
s
 geistige E

i
g
e
n
t
u
m
 I, s. 

158; F
r
a
n
z
 F
O
R
S
T
E
R
,
 T
h
e
o
-

rie u
n
d
 Praxis des heutigen g

e
m
e
i
n
e
n
 preuBischen Privatrechts auf der G

r
u
n
d
l
a
g
e
 des g

e
m
e
i
n
e
n
 deutschen 

Rechts, Bd. 2, 
3. 

Aufl., Berlin 1873, S. 
158; W

I
N
D
S
C
H
E
I
D
,
 P
a
n
d
e
k
t
e
n
r
e
c
h
t
 I, 

§
 137 Fn. 10 u

n
d
 §

 168; O
s
c
a
r
 V
O
N
 

W
λ
C
H
T
E
R
,
 D
a
s
 A
u
t
o
r
r
e
c
h
t
 n
a
c
h
 d
e
m
 g
e
m
e
i
n
e
n
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 Recht, Stuttgart 1875, S. 

5
 ff. 

（に）
K
L
O
S
T
E
R
M
A
N
N
,
 Urheberrecht, s. 

22. 

（ど）
K
L
O
S
T
E
R
M
A
N
N
,
 D
a
s
 geistige E

i
g
e
n
t
u
m
 I, s. 

121. 

(f2) 
W
I
N
D
S
C
H
E
I
D
,
 P
a
n
d
e
k
t
e
n
r
e
c
h
t
 I,§ 

187 Fn. 2
 !l
絡
む
＆
~
~
わ
（
鍾
会

1課
J)E._Jい

；
二
時
。

（ご）
K
L
O
S
T
E
R
M
A
N
N
,
 D
a
s
 geistige E

i
g
e
n
t
u
m
 I, 
s. 

114. 

（巳）
m
~
-
t
寺

i:'-:.1:重
構
纏

4手
足
先

l嬉
IJ:!S

8
－
＜
~
誕
会

1邑
千
五
〉
単
小
組
長
｜
！
握
e
曜
巡

!l
~
単
組
。
士
ト
Q
~
 ~
 
(
J
o
h
a
n
n
 C
a
s
p
a
r
 

B
L
U
N
T
S
C
H
L
I
,
 D
e
u
t
s
c
h
e
s
 Privatrecht, Bd. 1, 

M
i
i
n
c
h
e
n
 1853

）
＇
⑮
蓉
鍵

!l訴
吋

l'Q~~
(
H
O
M
E
Y
E
R
,
 D
a
s
 Gesetz v

o
m
 

11
回
Juni

1837 u
n
d
 das geistige E

i
g
e
n
t
h
u
m
,
 H
i
n
s
c
h
i
u
s
J
W
 1838, S. 

225 f.; 
K
L
O
S
T
E
R
M
A
N
N
,
 D
a
s
 geistige Eigen-

t
u
m
 I,§ 

21
）
’
⑥
時
誕
定
時
己
榊
や
〉
担
増
豊

Q
~
＇
Ji{'~

醤
ε
諮
小
~
~
 
(Carl Friedrich W

i
l
h
e
l
m
 V
O
N
 G
E
R
B
E
R
,
 S
y
s
t
e
m
 

d
e
s
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 Privatrechts, 13. Aufl., J

e
n
a
 1878, 

§
 219
）
’
⑨
蓉
鍵
・
~
鍵
，

.lJ布
♂
~
皇
室
骨
組
鍵
Q
線

111~
快

1ト
ll

＇；：＂＂ー’
1"'

4ポ
4ミ
~
器
量
殺
誼
毒
自
築
会
1~1"'1'Q

込
蓉
詔
網
越
~
唯
：
~
~
ポ
エ
接
幽
岩
聖
人

j，
毛
布
1"'~

~
 
(
G
u
s
t
a
v
 M
A
N
D
R
Y
,
 Die G

e
s
e
t
z
g
e
b
u
n
g
 des 

Konigreichs B
a
y
e
r
n
 seit M

a
x
i
m
i
l
i
a
n
 II. 

m
i
t
 Erlauterungen, T

h
.
 I, 

Bd. 5, 
E
r
l
a
n
g
e
n
 1867, S. 

99; Otto S
T
O
B
B
E
,
 

H
a
n
d
b
u
c
h
 des d

e
u
t
s
c
h
e
n
 Privatrechts, Bd. 3, 

Berlin 1878, §
 157

〔
単
栓
醤
組
制
申
題
判
~
！
握
ム

J＿
＿
）
ド
蓉
鍵
鎚
~
艦
艇
誕
e

mg !l ~
 '

V
'〕；

vgl.
a
u
c
h
 Carl G

A
R
E
I
S
,
 D

a
s
 juristische W

e
s
e
n
 der Autorrechte, sowie des F

i
r
m
e
n
-
u
n
d
 M
a
r
k
e
n
-

schutzes, B
u
s
c
h
s
A
,
 Bd. 35 (1877), S. 

196 ff.
）
日
余
賑
Jν

二時。

（定）
Redaktionsvorlage fiir d

e
n
 R
e
d
a
k
t
i
o
n
s
a
u
s
s
c
h
u
B
 der 1. 

K
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 fiir das Sachenrecht v

o
n
 J
o
h
o
w
.
 

（じ）
J
A
K
O
B
S
/
S
c
H
U
B
E
R
T
,
 B
e
r
a
t
u
n
g
 A
l
l
g
T
 I, 

S. 464. 

（
~
）
 

Z
u
s
a
m
m
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
 der sachlich beschlossenen B

e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 des Sachenrechts n

a
c
h
 d
e
n
 Beschliissen 

des Redaktionsausschusses der 1. 
K
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 (1881-1873). 

（

NH・
gosh
叩NH網N∞駅密都世
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(
 
~
）
 

E
n
t
w
u
r
f
 
eines 

Biirgerlichen 
Gesetzbuchs 

in 
der 

F
a
s
s
u
n
g
 
der 

ersten 
Bera tu

n
g
 
der 

1. 
K
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 

(1884-1887) (sog. Kommissionsentwurf). 

（
~
）
 

J
A
K
O
B
s
/
S
c
H
U
B
E
R
T
,
 Beratung, A

l
l
g
T
 I, 

S. 
4
6
4
当

P
RedVorl §

 769
印

K
E
§

 769/E I
 §
 778 .lJ 

~
 1

 ~ -P<1111lI.lJ ＿＿）
ν
 

,; !'(a
長’

Zust
§
 769 ~

略
握
手

J崎
時
。
V
gl. E

n
t
w
u
r
f
 eines biirgerlichen Gesetzbuchs fiir das Deutsche Reich, Erste 

Beratung, Erstes Buch: Allgemeiner Teil, Zweites Buch: Recht der Schuldverhaltnisse, Drittes Buch: Sachen-

recht, 
Berlin 

1885, 
S. 

205; W
e
r
n
e
r
 S
C
H
U
B
E
R
T
,
 Die Vorlagen der Redaktoren fiir 

die 
erste K

o
m
m
i
s
s
i
o
n
 zur 

Ausarbeitung des E
n
t
w
u
r
f
s
 eines Bilrgerlichen Gesetzbuches, Anlagen: Entwilrfe, Berlin/New Y

o
r
k
 1986, S. 

209. 

(00) 
Prot I, 

S. 
3297-3299; J

A
K
O
B
s
/
S
c
H
U
B
E
R
T
,
 Beratung, A

l
l
g
T
 I, 

S. 
424-426. 

（
~
）
 

Prot I, 
S. 

3298; }
A
K
O
B
S
/
S
C
H
U
B
E
R
T
,
 Beratung, A

l
l
g
T
 I, 

S. 
4
2
5
 ~
当
罫
特
約
£
ν
エ
布
エ
為
’
総
額
制
民
主
［
N
J
印

作
（
常
＿
＿
）
｛
！
鰻
Slm心

m~
.
＋
ミ
£
時
。

（お）
Prot I, 

S. 
3300-3301; J

A
K
O
B
S
/
S
c
H
U
B
E
R
T
,
 Beratung A

l
l
g
T
 I, 

S. 
426-427. 

（
~
）
 

}
A
K
O
B
S
/
S
c
H
U
B
E
R
T
,
 Beratung, A

l
l
g
T
 I, 

S. 
4
2
6
 Fn. 3

 !l
空
間
モ
E
勺
士

~
｛
！
-Q!l

「l?J＜
蝶
」
為
無

1\毛布てJ
~
｛！

.lJ嶋
崎
長

P

宝
隣
:g;!_l

ti
同
〈
蝶

~
t
i
司
＂
＇
~
嶋
崎
。

（お）
N
u
t
z
u
n
g
e
n
 einer Sache oder eines Rechts sind die Friichte derselben u

n
d
 die Vorteile, 

welche der Ge-

brauch der Sache oder des Rechts gewahrt. 

（
~
）
 

Prot I, 
S. 

3344-3346; J
A
K
O
B
S
/
S
C
H
U
B
E
R
T
,
 Beratung A

l
l
g
T
 I, 

S. 
448-449. 

(
 
~
）
 

M
e
h
r
e
r
e
 fiir 

sich bestehende S
a
c
h
e
n
 k
o
n
n
e
n
 a
u
c
h
 dann, 

w
e
n
n
 sie 

i
m
 Verkehr oder in 

e
i
n
e
m
 R
e
c
h
 ts-

geschaft mit e
i
n
e
m
 G
e
s
a
m
m
t
n
a
m
e
n
 bezeichnet werden, nicht als G

a
n
z
e
s
 der Gegenstand v

o
n
 Rechtsverhalt-

nissen sein, sondern n
u
r
 die darunter begriffenen einzelnen Sachen. 

（お）
Bilden m

e
h
r
e
r
e
 korperlich getrennte S

a
c
h
e
n
 n
a
c
h
 ihrer N

a
t
u
r
 ein z

u
s
a
m
m
e
n
g
e
h
o
r
i
g
e
s
 G
a
n
z
e
 oder wer-

d
e
n
 dieselben als ein solches n

a
c
h
 der ihnen z

u
k
o
m
m
e
n
d
e
n
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 i
m
 Verkehre behandelt (

G
e
s
a
m
m
t
・

sache, 
Sachgesammtheit), 

so 
k
a
n
n
 das 

G
a
n
z
e
 als 

eine 
Sache G

e
g
e
n
s
t
a
n
d
 v
o
n
 Rechten sein. 

Rechte u
n
d
 

~
 



由

vhhN

Pflichten in A
n
s
e
h
u
n
g
 der einzelnen v

e
r
b
u
n
d
e
n
e
n
 S
a
c
h
e
n
 sind nicht ausgeschlossen. 

（
~
）
 

Prot I, 
S. 

3727-3729; J
A
K
O
B
S
/
S
c
H
U
B
E
R
T
,
 Beratung, S

a
c
h
R
 I, 

S. 
441-442. 

（
~
）
 
b
吋
ー
’
丈
一
当
時
.
I
~
~
’
屯
~
型
車
濯
，
~
~
.
.
，
＠
~
霞
湘
鍵
濯
4
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~
~
$
出
牒
J
ν

ニ
｛
！

o
iJ e
単
勝
当
期
士
♂
兵
’
屯
~
鍵
濯

~
~
炉

l'Q
Iト

h
Tく
ム
4
豆
鍾
れ
J
~
｛！

o
f主
~
栴
~
＊
自

nt::m器
製
温
三
会
長
4ミ
化
工
、
布
二
｛
！
宕
届

i童
話
’
~
｛
！
＇

i韮
~
栴
e
蝶
濯

4ト1民－｛1日
制
~
~
絡

,,,._i-0 
~
t
i
摺

E虫
干.1..：，翌

二
~
シ
ト
e
為
~
e
里自モE

~
~
i
-
0
。

Prot
I, 
S. 

3729; J
A
K
O
B
S
/
S
c
H
U
B
E
R
T
,
 Beratung, S

a
c
h
R
 I, 

S. 
442. 

（忌）
E
n
t
w
u
r
f
 eines Biirgerlichen Gesetzbuches fiir das Deutsche Reich, Erste L

e
s
u
n
g
 (1888) (sog. 

1. 
Entwurf). 

（以）
E
n
t
w
u
r
f
 eines biirgerlichen 

Gesetzbuches fiir 
das Deutsche Reich, 

ausgearbeitet vonder in 
Folge des 

Beschlusses des Bundesrathes v
o
m
 22. Juni 1874 eingesetzten Kommission, Erste Lesung, Berlin 1887, S. 

220; 

S
C
H
U
B
E
R
T
,
 Vorlagen, Anlagen, S. 

8
7
 4. 

（忽）
Motive z

u
 d
e
m
 E
n
t
w
u
r
f
 eines Biirgerlichen Gesetzbuchs, Bd. 3: Sachenrecht, Berlin 1888, S. 

32-77; Ben-

n
o
 M

U
G
D
A
N
,
 Die 

g
e
s
a
m
m
t
e
n
 Materialien 

z
u
m
 Biirgerlichen 

Gesetzbuch fiir 
das Deutsche 

Reich, 
Bd. 

3: 

Sachenrecht, Berlin 1899, S. 
18-43. 

（忍）
EI, s. 

243; S
C
H
U
B
E
R
T
,
 Vorlagen, Anlagen, s. 

897. 
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