
も
く
じ

は
じ
め
に

Ⅰ

不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
の
場
合

Ⅱ

動
産
の
善
意
取
得
の
場
合

お
わ
り
に

は
じ
め
に

民
法
上
の
過
失
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
七
〇
九
条
が
不
法
行
為
の
一
般
的
成
立
要
件
と
し
て
規
定
す
る
故
意
ま
た
は

過
失
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
た
と
え
ば
第
九
三
条
但
書
が
心
裡
留
保
の
無
効
を
主
張
す
る
要
件
と
し
て
相
手
方
が
表
意
者
の
真
意
を
知
り
、
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つ
い
て
は
平
成
一
六
年
の
改
正
で
修
正
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
の
ち
に
み
る
。

立
法
例
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
は
各
国
に
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
こ
れ
を
認
め
、
わ
が
国
で
は
旧
民
法
が
そ
れ
を
承
継
し
、
さ
ら
に
そ
の
承
継
で
あ
る
現
行
民
法
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
民
法
は
こ
の
よ
う
な
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
は
認
め
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
の
ち
に
み
る
の
が

適
当
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、(

１)

他
人
の
不
動
産
を

(

４)

一
〇
年
間

(

２)

所
有
の
意
思
を
も
っ
て
平
穏
か
つ
公
然
に
占
有
し
、(

３)

そ
の

占
有
者
が
そ
の
占
有
の
は
じ
め
に
善
意
で
か
つ
過
失
が
な
い
こ
と
が
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
の
要
件
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

１)

以
下
は
わ
た
く
し
の
執
筆
し
た
民
法
総
則

(

二
〇
〇
七
年
、
平
成
一
三
年)

の
時
効
の
部
分
を
基
に
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
そ
の

シ
リ
イ
ズ
の
最
初
の
版

(

一
九
八
四
年
、
昭
和
五
九
年)

の
時
効
の
部
分
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
す
で
に
教
科
書
の
一
部
と
し
て
公
表
し
た
も

の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
論
文
の
一
部
と
し
て
再
言
す
る
意
味
は
、
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
な
お
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
、
そ
の
後
の
判
例
な
ど
と
と
も
に
、
わ
た
く
し
の
論
文
と
判
例
研
究
、
取
得
時
効
の
成
立
要
件
五
則
、
本
誌
四
七
巻
三
、
四
号

(

一
九
九
七
、
八
年
、
平
成
九
、
一
〇
年)

、
取
得
時
効
の
成
立
要
件
、
同
前
四
号
、
参
照
。

な
お
、
以
上
に
つ
い
て
は
、
松
久
三
四
彦
、
時
効
制
度
、
民
法
講
座
Ⅰ

(

一
九
八
四
年
、
昭
和
五
九
年)

、
同
、
取
得
時
効
、
民
法
典
の
百
年

Ⅱ

(

一
九
九
八
年
、
平
成
一
〇
年)

が
あ
る
。

(

２)

現
行
民
法
の
起
草
者
は
穂
積
陳
重
、
富
井
政
章
、
梅
謙
次
郎
の
三
博
士
で
あ
り
、
分
担
方
式
で
起
草
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
、
総
則
編
の
時
効

の
章
は
梅
博
士
の
担
当
部
分
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

(

イ)

他
人
の
不
動
産

民
法
は
不
動
産
に
つ
い
て
の
み
以
上
の
短
期
の
取
得
時
効
を
認
め
て
い
た
が

(

第
一
六
二
条
第
二
項)

、
そ
れ
は
民
法
の
起
草
者
が

ある種の過失
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ま
た
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
と
す
る
の
も
、
こ
れ
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
後
者
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
相
手
方
が
知
り
、
ま
た
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
で
あ
り
、
直
接
無
過
失
を
規
定

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
悪
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
善
意
で
あ
っ
た
と
き
と
は
し
て
い
な
い
点
で

(

後
者
は
フ
ラ
ン
ス
民

法
系
、
前
者
は
ド
イ
ツ
民
法
系
の
表
記
と
い
う
べ
き
か)

、
民
法
に
は
用
語
不
統
一
が
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う

(

ほ
か
に
、
債
権
の
準
占
有
者
に
対
す
る
弁
済
の
保
護
に
関
す
る
第
四
七
八
条
と
受
取
証
書
の
持
参
人
に
対
す
る
弁
済
の
保
護
に
関

す
る
第
四
八
〇
条
の
文
言
の
差
異
も
対
照)

。
し
か
し
、
そ
れ
は
逆
に
い
え
ば
、
相
手
方
が
知
ら
ず
、
ま
た
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て

過
失
が
な
い
と
き
は
、
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
無
過
失
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
民
法
に
は
そ
れ
以
外
に
も
、
過
失
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
以
上
と
は
異
な
り
、
特
殊
の
過
失
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
問
題
と
す
る
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
の
要
件
と
し
て
第
一
六
二
条
第
二
項
が
定

め
る
善
意
、
無
過
失
で
あ
り
、
ま
た
動
産
の
善
意
取
得
の
要
件
と
し
て
第
一
九
二
条
が
定
め
る
善
意
、
無
過
失
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

こ
の
二
つ

(

そ
の
ほ
か
前
述
の
第
四
七
八
条
な
ど)
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
六
年
の
現
代
表
記
化
改
正

(

法
律
第
一
四
七
号)

で
、
多

少
の
改
正
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は

(

第
四
七
八
条
な
ど
に
は
ふ
れ
な
い
が)

そ
の
評
価
を
試
み
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
。

Ⅰ

不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
の
場
合

ま
ず
、
民
法
は
第
一
六
二
条
第
二
項
で
、
一
〇
年
間
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
平
穏
か
つ
公
然
に
他
人
の
不
動
産
を
占
有
し
た
者
が
、

そ
の
占
有
の
は
じ
め
に
善
意
で
か
つ
過
失
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
す
る
と
し
て
い

(

１)

た

(

２)

。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に

論 説
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み
る
動
産
の
善
意
取
得
の
規
定
な
ど
に
差
異
が
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
以
上
は
そ
れ
を
無
視
す
る
も
の
と
い

う
ほ
か
は
な
い

(

３)

。
の
み
な
ら
ず
、
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
の
機
能
を
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
も
の
以
上
の
も
の
と
み
る
見
解
じ
た

い
に
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
一
言
し

(

総
則
二
八
二
頁
以
下)

、
ま
た
の
ち
に

(

無
過
失
で)

み
る
と
お
り
で

あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、(

か
つ
て
の)

条
文
ど
お
り
、
ま
た
起
草
者
の
考
え
た
と
お
り
、
不
動
産
に
か
ぎ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う

(

東
昭
和
七
年
度
判
民
第
一
五
四
事
件)

。

(

３)

い
ず
れ
に
し
て
も
、(

三
〇
年
の)

特
別
時
効au

�
erordentlicher

E
rsitzung

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。M

.
W
olff-L

.
R
aiser,

§
71,

V
orm
erkung.

な
お
、
消
滅
時
効
で
は
こ
れ
と
は
逆
で
、
三
〇
年
の
も
の
がordentlicher

V
erj� hrung

で
あ
り
、
よ
り
短
期
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
が
、

そ
れ
以
外
の
も
の
がau

�
erordentlicher

V
erj� hrung

で
あ
る
。

(

ｂ)

効
果
な
ど

こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
こ
の
短
期
取
得
時
効
が
認
め
ら
れ
る
権
利
も
、
第
一
九
二
条
と
同
じ
く
、｢

不
動
産｣

｢

に
つ
い
て
行
使
す

る
権
利｣

に
か
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

(

第
一
六
三
条
も
参
照)

。
し
か
も
、
す
で
に
一
言
し

(

総
則
二
八
二
頁
以
下)

、
ま
た
の
ち

に
も

(

無
過
失
で)

み
る
と
お
り
、
こ
の
短
期
取
得
時
効
は
占
有
で
は
な
く
、
登
記
を
基
礎
と
す
る
か
ら
、
一
面
で
は
登
記
で
き
な
い

権
利

(

た
と
え
ば
、
入
会
権
は
そ
の
よ
う
な
権
利
だ
と
さ
れ
て
い
る)

は
占
有
を
内
容
と
す
る
権
利
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
短
期
取
得
時

効
が
認
め
ら
れ
ず
、
他
面
で
は
登
記
で
き
る
権
利
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
占
有
を
内
容
と
し
な
い
権
利(

た
と
え
ば
、
抵
当
権)

で
あ
っ

て
も
、
こ
の
短
期
取
得
時
効
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

動
産
の
善
意
取
得
に
つ
い
て
、
第
一
九
三
条
が
定
め
る
二
年
の
回
復
期
間
は
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
動
産
に
つ
い
て
短
期
二
年
の

ある種の過失
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動
産
に
つ
い
て
は
第
一
九
二
条
以
下

善
意
取
得
、
一
般
に
は
今
で
も
即
時
取
得
と
い
わ
れ
る

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提

と
し
、
短
期
取
得
時
効
の
適
用
は
な
い
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

(

梅
要
義
Ⅰ)

。

(
ａ)
善
意
取
得
と
の
関
係

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
や
わ
が
国
の
旧
民
法
で
は
第
一
九
二
条
に
あ
た
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
時
効
の
章
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
う
し
て
旧
民
法
の
起
草
者
は
こ
れ
を
即
時
時
効
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
即
時
に
効
果
を
生
ず
る
も
の
を
時
効
と
い
う
の
は
適
切
で

は
な
い
と
さ
れ
、
こ
れ
は
現
在
で
は
物
権
編

(

の
占
有
権
の
効
力)

に
規
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
名
称
こ
そ

適
切
で
は
な
い
が
、
動
産
に
つ
い
て
は
第
一
九
二
条
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
短
期
取
得
時
効
と
い
う
点
で
は
、
旧
民
法
以
来
一
貫
し
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
在
の
学
説
は
一
般
に
こ
れ
に
反
対
し
、
明
文
を
無
視
し
て
、
動
産
に
つ
い
て
も
こ
の
時
効
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と

し
て
い
る

(

鳩
山
以
来)

。
い
い
か
え
れ
ば
、
以
上
の
第
一
九
二
条
は
動
産
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
と
み
る
べ
き
で
あ

る
か
ら
、
た
と
え
ば
乙
が
他
人
の
山
林
を
自
分
の
山
林
と
誤
信
し
て
そ
の
立
ち
木
を
伐
採
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
い
か
に
そ
の
誤
信

に
過
失
が
な
い
と
し
て
も
、
即
時
に
そ
の
木
材
を
取
得
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
動
産

に
つ
い
て
も
善
意
、
無
過
失
の
取
得
時
効
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
は
一
〇
年
の

取
得
時
効
を
認
め
な
い
と
、
不
動
産
と
権
衡
を
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
一
般
に
第
一
六
二
条
第
二
項
を
動
産
の
場
合
に
も
準

用
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

わ
た
く
し
が
思
う
に
、
た
し
か
に
第
一
九
二
条
を
動
産
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
と
と
ら
え
、
し
た
が
っ
て
取
引
に
基

づ
か
な
い
善
意
は
こ
れ
に
よ
っ
て
保
護
し
な
い
と
い
う
結
論
じ
た
い
は
、
正
し
い
。
し
か
し
、
以
上
の
解
釈
は
そ
の
具
体
的
適
用
に
お

い
て
や
や
間
題
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
別
に
の
べ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
民
法
が
第
九
三
七
条
以
下
で
認
め
る
動
産
の
短
期
取
得

時
効
を
そ
の
ま
ま
わ
が
国
の
解
釈
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
が
、
そ
の
ド
イ
ツ
民
法
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
の
ち
に
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長
期
の
取
得
時
効
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
短
期
の
取
得
時
効
の
場
合
に
は
、
そ
の
ほ
か
、

(

ａ)

善
意

第
四
に
、
占
有
者
は
善
意
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る

(

第
一
六
二
条
第
二
項)

。
善
意
と
は
あ
る
事
実
を
知
ら
な
い
こ
と
を
い
い
、
こ

こ
で
は
他
人
に
占
有
す
べ
き
権
利
が
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
を
い
う
と
解
す
べ
き
で
あ
る

(

あ
る
事
実
を
信
ず
る
こ
と
だ
と
い
う

説
も
有
力
で
あ
る)

。

(

�)

な
お
、
以
上
の
善
意
は

｢

占
有
の
開
始
の
時
に｣

存
す
れ
ば
足
り
、
継
続
を
要
し
な
い
と
い
う
の
が
民
法
の
起
草
者
の
考
え

方
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
二
二
六
九
条
は
ロ
オ
マ
法
に
従
い
、
明
文
で
こ
れ
を
規
定
す
る
。
わ
が
国
の
旧
民
法
に
は
直
接
の
明

文
は
な
い
が
、
こ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

(G
.
B
oissonade,

P
rojet,
tom
e
V
,
n
o
347)

。
現
行
民
法
も

直
接
の
明
文
は
な
い
が
、
そ
れ
を
実
質
的
に
受
け
継
い
で
い
る
わ
け
で
あ
る

(

梅
要
義
Ⅰ)

。

そ
こ
で
、
そ
の
後
の
判
例
、
通
説
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
が
普
遍
的
な
立
法
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
継
続
を
要

す
る
と
す
る
立
法
例
も
み
ら
れ
る

(

動
産
に
関
す
る
が
、
ド
イ
ツ
民
法
第
九
三
七
条
第
二
項
後
段

(

４)

、
第
九
四
五
条
第
一
項
但
書)

。
ま

た
、
わ
が
国
の
民
法
の
規
定
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
規
定
な
ど
の
よ
う
に
、
直
接
の
明
文
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
時
効
が
成
立
す
る
に

は
一
定
の
占
有
が
継
続
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
だ
か
ら
、
善
意
も
継
続
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

(

４)

反
対
、W
olff-R

aiser,
§
71,
I,
2,
c).

(

�)

ま
た
、
そ
の
対
象
が
不
動
産
で
あ
る
と
す
る
と
、
明
文
は
な
い
け
れ
ど
も
、
以
上
の
善
意
と
登
記
と
の
関
係
が
間
題
と
な
る
。

不
動
産
の
登
記
は
物
権
編
の
間
題
で
あ
り

(

第
一
七
七
条)

、
一
般
に
は
問
題
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
果
と
し
て
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
不
動
産
登
記
は
不
動
産
取
引
の
基
礎
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
以
上
の
善
意
は
他
人
の
登
記
に
基
づ
く
こ
と
を
要
す
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取
得
時
効
を
定
め
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

(
ｃ)

現
代
表
記
化

と
こ
ろ
が
、
平
成
一
六
年
の
現
代
表
記
化
改
正

(

法
律
第
一
四
七
号)

は
以
上
の
不
動
の
要
件
を
削
り
、
単
に
物
と
し
た
。
現
代
表

記
化
改
正
の
つ
い
で
に
、
学
説
、
判
例
の
ほ
ぼ
一
致
し
て
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
は
で
き
る
か
ぎ
り
取
り
入
れ
る
と
の
方
針
の
下
で
の
改

正
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
ほ
か
、
以
上
の
つ
い
で
の
改
正
と
し
て
は
、
こ
こ
で
の
問
題
に
直
接
ふ
れ
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ほ
と
ん
ど
な
ん
の
内

容
も
な
い
条
文
数
の
変
更
も
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
は
稚
戯
に
類
す
る
改
正
だ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
と
に
か
く
、
以
上
は

従
来
の
学
説
の
傾
向
か
ら
す
れ
ば
、
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
み
た
と
こ
ろ
に
よ
る
か
ぎ
り
、
は
な
は
だ
し
く

軽
率
な
改
正
だ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

今
後
の
問
題
と
し
て
は
、
以
上
の
改
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
の
物
は
他
人
の
不
動
産
と
解
す
べ
き
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
。

(

ｄ)

そ
の
他

以
上
で
他
人
の
不
動
産
と
さ
れ
る
他
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
立
証
責
任
は
な
い
が
、
な
お
要
件

(

消
極
的
要
件)

と
解
す
べ
き
こ
と

は
、
長
期
の
取
得
時
効
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る

(

総
則
三
二
七
頁
以
下)

。
ま
た
、
動
産
の
善
意
取
得
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
そ
の
不

動
産
が
賃
貸
物
、
寄
託
物
で
あ
る
ほ
か
、
盗
品
、
遺
失
物
に
あ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
こ
と
は
、
一
般
に
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て

お
り
、
わ
た
く
し
も
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
考
え
る
。
ロ
オ
マ
法
が
短
期
取
得
時
効
の
適
用
を
前
者
に
限
っ
て
い
た(

原
田
ロ
ー
マ
法)

の
を
、
大
き
く
広
げ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
の
善
意
取
得
に
お
け
る
指
摘
も
参
照
。

(

ロ)

占
有

第
二
に
は
、
要
す
る
に
占
有
す
る
こ
と
を
要
す
る
わ
け
で
あ
る
が

(

第
一
六
二
条
第
二
項)

、
所
有
の
意
思
、
平
穏
、
公
然
な
ど
、
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わ
が
国
の
民
法
に
近
い
の
は
、
ド
イ
ツ
民
法
第
九
三
七
条
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
わ
が
国
に
お
け
る
よ
う
な
不
動
産
に
つ
い
て
の
規
定

で
は
な
く
、
動
産
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
前
提
と
な
る
動
産
の
善
意
取
得
の
規
定
が
わ
が
国
の
も
の
と
は
や
や
異
な

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
一
言
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
動
産
の
取
得
時
効
で
は
自
主
占
有
、
善
意
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
だ
け

で
、
わ
が
国
に
お
け
る
よ
う
に
、
無
過
失
が
明
文
上
の
要
件
に
は
な
っ
て
い
な
い

(

７)

。
の
み
な
ら
ず
、
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
民

法
で
は
不
動
産
に
つ
い
て
の
短
期
の
取
得
時
効
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
わ
が
国
の
民
法
に
お
け
る
規
定
の
特
異
な
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ロ
オ
マ

法
以
来
の
長
い
伝
統
の
あ
る
多
く
の
立
法
例
に
も
従
わ
ず
、
ま
た
ド
イ
ツ
民
法
の
よ
う
な
、
あ
る
意
味
で
は
徹
底
し
た
立
法
に
も
従
わ

ず
、
あ
た
か
も
そ
の
中
間
を
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

(

５)

旧
民
法
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
独
立
し
て
起
算
さ
れ
る
五
つ
の
編
と
し
て
、
二
回
に
分
け
て
公
布
さ
れ
た
が
、
以
上
は
そ
れ
を

フ
ラ
ン
ス
民
法
が
ほ
ぼ
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
当
初
の
構
想
ど
お
り
、
人
事

(

第
二
回
目
分)

、
財
産
、
財
産
取
得
前
半
、
同
後
半

(

こ
れ
も

第
二
回
目
分)

、
債
権
担
保
、
証
拠
の
順
で
全
体
を
一
貫
し
た
条
文
と
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

(

６)
M
.
P
icard,

in
P
laniol-R

ipert,
n
o701

et
sui.;

G
.
M
arty-P

.
R
aynaud,

n
o200,

c).

(

７)

も
っ
と
も
、
重
大
な
過
失
が
な
い
こ
と
を
要
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。W

olff-R
aiser,

§
71,
I,
2.

(

�)

そ
こ
で
、
問
題
は
な
ぜ
民
法
が
そ
う
な
っ
て
い
る
か
で
あ
る
が
、
現
行
民
法
の
起
草
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る

(

梅
要
義
Ⅰ)

。
一
つ
は
正
権
原
が
あ
っ
て
も
、
過
失
が
あ
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
最
も
典
型
的
な
無
権
利
者
か
ら
善
意
で
土
地

を
買
っ
た
場
合
に
は
、
正
権
原
あ
り
と
い
う
ほ
か
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
正
当
な
権
利
者
の
権
利
が
登
記
し
て
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
み

な
い
で
軽
率
に
無
権
利
者
の
言
を
信
じ
た
過
失
者
を
、
正
権
原
が
あ
る
も
の
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
し
く
不
当
で
あ
る
。
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る
(

後
述
無
過
失
参
照)

、
逆
に
い
え
ば
以
上
の
取
得
時
効
が
認
め
ら
れ
る
に
は
他
人
の
不
実
登
記
が
あ
る
こ
と
を
要
し
、
正
当
な
登

記
が
あ
る
か
ぎ
り
、
以
上
の
取
得
時
効
が
認
め
ら
れ
る
余
地
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

(
ｂ)
無
過
失

ま
た
、
占
有
者
に
過
失
が
な
い
こ
と
を
要
す
る

(

第
一
六
二
条
第
二
項)

。
無
過
失
と
は
、
一
般
に
通
常
の
人
間
な
ら
ば
用
い
る
で

あ
ろ
う
注
意
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
。
そ
う
し
て
、
こ
こ
で
は
さ
き
の
善
意
と
並
べ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
般
に
知
ら

な
い
こ
と
に
つ
い
て
過
失
が
な
い
こ
と
を
い
う
と
解
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
普
通
の
人
で
あ
れ
ば
知
ら
な
く
と
も
も
っ
と
も
だ
と

さ
れ
る
事
情
が
あ
る
こ
と
を
い
う
と
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
以
上
は
善
意
と
は
独
立
の
要
件
で
は
な
い
こ

と
に
な
る
。

(

�)

と
こ
ろ
で
、
ロ
オ
マ
法
や
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
二
二
六
五
条
そ
れ
に
そ
れ
に
な
ら
っ
た
わ
が
国
の
旧
民
法
第
一
七
三
八
条

(

５)

(

証

拠
編
第
一
四
〇
条)

第
一
項
に
は
、
こ
の
よ
う
な
無
過
失
の
要
件
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
正
権
原juste

titre

が
要
件
と

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
い
わ
れ
る
権
原
と
は
、
た
と
え
ば
売
買
、
交
換
、
贈
与
な
ど
の
権
利
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
の
法

律
行
為
を
い
い
、
そ
れ
が
正
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
の
は
、
前
主
の
無
権
利
と
い
う
点
以
外
で
は
、
た
と
え
ば
そ
の
行
為
に
無

効
、
取
消
な
ど
の
原
因
の
な
い
、
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
は
完
全
に
有
効
な
法
律
行
為
を
い
う

(

梅
要
義
Ⅰ
。
も
っ
と
も
、
横
田
後
掲
正

権
原
論
文
は
こ
れ
よ
り
や
や
広
い)

。

も
っ
と
も
、
ロ
オ
マ
法
で
は
正
権
原
は
最
初
は
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
主
観
的
な
も
の
、
い

わ
ゆ
る
仮
想
権
原titulus

putativus

で
も
よ
い
と
さ
れ
た

(

原
田
ロ
ー
マ
法)

。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
第
二
二
六
七
条
で
、

方
式
上
無
効
な
も
の
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
旧
民
法
は
第
一
七
四
〇
条

(
証
拠
編
第
一
四
二
条)

で
、
方
式
上
無
効
な
も
の
の
ほ
か
、

裁
判
上
取
消
さ
れ
た
権
原
は
時
効
の
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
と
す
る
。
本
来
の
正
権
原
に
も
ど
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る

(

６)

。
こ
の

よ
う
な
立
法
例
に
お
け
る
短
期
の
取
得
時
効
の
存
在
理
由
は
明
ら
か
に
不
動
産
取
引
の
安
全
保
護
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
学
説
の
多
く
は

(

横
田
後
掲
論
文
の
よ
う
な
例
外
は
別
に
し
て)

一
面
で
は
起
草
者
の
見
解
に
従
い
、
し
か
し
よ
り
多
く

は
条
文
の
文
字
論
と
占
有
の
本
質
論
と
を
根
拠
に
し
て
、
こ
れ
に
反
対
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
過
失
が
な
い
と
い
う
の
は
、
通
常
一

般
の
用
語
例
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
通
常
の
人
間
な
ら
ば
用
い
る
で
あ
ろ
う
注
意
を
働
か
せ
た
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で

は
善
意
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
過
失
の
な
い
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
通
常
の
人
間
な
ら
ば
用
い
た
で
あ
ろ
う
注
意
を
用
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
善
意
で
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
も
、
起
草
者
の
い
う
前
段
は
個
こ
的
な
判
断

と
し
て
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
段
も
肯
定
さ
れ
、
判
例
の
よ
う
に
、
戸
籍
簿
を
み
よ
と
い
う
の
は
過
当
な
要
求
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
と
く
に
最
高
裁
の
判
例
は
し
だ
い
に
正
権
原
は
必
要
で
な
い
と
し
、
過
失
を
個
こ
的
に
、
し
た
が
っ
て
し
だ

い
に
短
期
の
取
得
時
効
を
広
く
認
め
る
方
向
に
変
わ
り
だ
し
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
農
地
売

渡
処
分
が
取
消
し
う
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
確
か
め
な
い
で
占
有
を
開
始
し
た
と
し
て
も
、
過
失
が
な
い
と
す
る
に
い
た
っ

て
い
る

(

�)

。
判
例
は
事
実
上
変
更
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
後
の
学
説
に
は
、
正
権
原
を
要
す
る
と
す
る
来
栖
論
文

(

法
協
六
一
巻
三
号
、
昭
和
一
八
年)

の
例
外
は
あ
る
が

(

そ

の
沿
革
的
側
面
か
ら
の
同
調
は
、
三
藤
学
習
院
論
文
、
昭
和
三
四
、
五
年)

、
こ
れ
は
つ
い
で
の
議
論
と
の
観
も
あ
る
た
め
か

(

そ
の

表
題
は
民
法
に
於
け
る
身
分
法
と
財
産
法)

、
一
般
に
は
無
視
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る

(

た
と
え
ば
、
三
藤
論
文
の
引
用
は
あ
る
が
、

川
島
、
昭
和
四
〇
年
、
ま
た
幾
代
、
昭
和
四
四
年
な
ど)

。
も
っ
と
も
、
実
質
的
に
は
こ
れ
を
受
け
た
安
達
注
釈
民
法

(

第
五
巻
、
昭

和
四
二
年)

、
星
野
論
文

(

と
く
に
法
協
八
九
巻
一
号
、
昭
和
四
九
年)

は
無
過
失
、
正
権
原
に
つ
い
て
も
一
つ
の
画
期
と
な
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
基
本
的
な
変
化
は
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

(

四
宮
も
、
昭
和
四
七
年
以
来)

。

(

８)

大
判
昭
和
元
年
一
二
月
二
五
日
民
集
第
五
巻
八
九
七
頁
、
末
弘
判
民
第
一
二
六
事
件
。

ある種の過失
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も
う
一
つ
は
正
権
原
が
な
く
と
も
、
過
失
が
な
い
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
土
地
の
買
入
れ
を
他
人
に
頼
ん
だ
場
合
に
、
そ
の
他
人
、

代
理
人
が
所
有
者
で
あ
る
他
人
と
売
買
契
約
を
し
な
い
で
、
買
入
れ
た
と
偽
っ
て
、
本
人
に
引
渡
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
売
買
契

約
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
正
権
原
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
ほ
か
は
な
い
。
ま
た
、
無
能
力
者
か
ら
買
受
け
た
場
合
に
、
そ
れ

が
取
消
さ
れ
た
と
き
も
、
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
の
買
受
人
に
は
過
失
が
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
正
権
原
が
な
い

と
い
う
こ
と
で
保
護
し
な
い
の
は
、
は
な
は
だ
し
く
不
当
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
正
権
原
を
無
過
失
に
お
き
か
え
る
べ
き
だ
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
そ
こ
で
は
な
ぜ
か
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
別
に
そ
れ
は
独
逸
民
法

[

第
一]

草
案

(

八
八
一
、
二
項)

に
倣
っ
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る

(

修
正
案
理
由
書)

。
た
し
か
に
、
そ
こ
で
は
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
善
意
で
あ
っ
た
と
き
は
認
め
ら

れ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
の
趣
旨
の
文
言
は
第
二
草
案

(

第
八
五
二
条
第
二
文)

そ
れ
に
そ
れ
を
受
け
た
確
定
案
、
第
九

三
七
条
に
は
な
い
こ
と
に
な
り
、
自
主
占
有
の
ほ
か
、
悪
意
の
み
の
も
の
と
替
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
み
た
。
し
た
が
っ
て
、
後

者
で
い
う
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
不
正
確
で
あ
り
、
結
局
そ
の
先
例
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
そ
の
旨
の
指
摘
が
な
い
こ
と
に

な
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

(

�)

そ
の
後
の
大
審
院
の
判
例
は
起
草
者
の
い
う
前
段
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
例
外
を
除
け
ば
、
起
草
者
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
正
当
な
登
記
簿
を
み
な
い
で
占
有
を
開
始
し
た
者
に
は
過
失
あ
り
と
し

(

８)

、
逆
に
不
実
な
登
記
簿
を
信
頼
し
て
占
有
を

開
始
し
た
者
に
は
過
失
な
し
と
す
る

(

９)

。
し
か
し
、
起
草
者
の
い
う
後
段
に
つ
い
て
は
、
正
面
か
ら
こ
れ
を
否
定
し
、
正
権
原
を
要
す
る

と
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
が
、
事
実
上
は
、
正
権
原
が
な
い
と
き
は
過
失
が
あ
る
と
し
、
旧
民
法
の
立
場
に
よ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

登
記
名
義
人
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
者
か
ら
買
受
け
、
占
有
を
開
始
し
た
者
に
は
、
戸
籍
簿
を
調
査
し
な
い
過
失
が
あ
る

と
し

(

�)

、
ま
た
一
〇
年
前
に
準
禁
治
産
宣
告
を
受
け
た
者

(

現
被
保
佐
人)

か
ら
買
受
け
、
占
有
を
開
始
し
た
者
に
は
、
同
じ
く
、
過
失

が
あ
る
と
す
る

(

�)

。

論 説

(名城 '07) 57－1･2－334



る
こ
と
に
な
る

(

無
能
力
取
消
、
代
理
に
つ
い
て
は
第
一
〇
一
条)

。
も
ち
ろ
ん
、
取
引
安
全
の
保
護
は
一
般
原
則
の
例
外
を
な
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
取
引
安
全
の
保
護
と
い
う
目
的
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
不
動
産
取
引
に
あ

た
っ
て
戸
籍
簿
を
み
よ
と
い
う
の
は
過
当
な
要
求
だ
と
の
指
摘
も
あ
る
が
、
ま
さ
か
本
人
確
認
の
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

で
あ
ろ
う

(

�)

。
こ
の
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
有
効
な
取
引
行
為
、
正
権
原
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
一
九
二
条
に
つ
い
て
は
そ
の

理
由
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
が
、
す
で
に
確
定
的
な
通
説
と
な
っ
て
い
る

(

前
述
参
照)

。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
同
じ
要

件
と
な
っ
て
い
る
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
の
経
過
を
要
す
る

と
い
う
点
で
は
あ
れ
と
こ
れ
と
は
た
し
か
に
異
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
時
間
の
経
過
を
要
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
な
ぜ
短
期
の
時

効
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
の
説
明
に
は
な
り
え
ず
、
こ
れ
を
求
め
る
か
ぎ
り
、
あ
れ
と
同
じ
く
、
取
引
安
全
の
保
護
を
い
う
ほ
か

は
な
い
か
ら
で
あ
る

(

そ
の
意
味
で
、
四
宮
の
継
続
の
利
益
と
の
指
摘
は
抽
象
的
に
す
ぎ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い)

。

動
産
の
善
意
取
得
に
つ
い
て
、
平
成
一
六
年
の
現
代
表
記
化
改
正
は
第
一
九
二
条
に
取
引
行
為
に
よ
っ
て
と
の
文
言
を
加
え
た
。
こ

れ
は
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
そ
の
過
失
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
意
味
の
ま
っ
た
く
の
無
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
疑
問
だ
と
い

う
ほ
か
は
な
い
。

(

�)

な
お
、
大
正
一
〇
年
の
大
判
前
掲
が
当
時
現
行
の
、
明
治
三
一
年

(

一
八
九
八
年)

の
人
事
訴
訟
手
続
法

(

法
律
第
一
三
号)

の
宣
告
手
続

の
公
告
の
み
を
指
摘
し
て
い
る

(

同
法
第
六
七
条)

の
は
、
た
し
か
に
不
適
切
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
法
で
は
保
佐
人
に
つ
い

て
は
後
見
人
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
旧
規
定
で
は
第
九
〇
九
条
、
第
九
四
三
条
、
現
行
規
定
で
は
第
八
四
七
条
、
第
八

七
六
条
、
平
成
一
一
年

(

一
九
九
九
年)

以
後
は
第
八
七
六
条
以
下
、
戸
籍
と
し
て
も
そ
れ
に
よ
る
べ
き
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ

の
間
の
大
正
三
年

(

一
九
一
四
年)

に
戸
籍
法
が
全
面
改
正
さ
れ

(

法
律
第
二
六
号)

、
こ
こ
で
も
保
佐
人
に
は
後
見
人
に
関
す
る
規
定
が
準
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
そ
の
第
一
一
四
条
、
昭
和
二
二
年

(

一
九
四
七
年)

の
現
行
法

(

法
律
第
二
二
四
号)

で
は
第
八
五
条
、
平
成
一
一

年
以
後
は
文
言
の
変
更
あ
る
の
み
。
も
っ
と
も
、
そ
の
登
記
は
戸
籍
と
は
別
の
も
の
と
な
っ
た
、
平
成
一
一
年
の
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律

ある種の過失
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(

９)

大
判
大
正
五
年
三
月
二
四
日
民
録
二
二
輯
六
五
七
頁
。
ま
た
、
大
判
大
正
二
年
六
月
一
六
日
次
掲
も
こ
れ
を
い
う
。

な
お
、
善
意
取
得
に
つ
い
て
の
後
述
の
立
ち
木
に
関
す
る
大
正
一
〇
年
二
月
一
七
日
の
大
判
も
参
照
。

(
�)
大
判
大
正
二
年
七
月
二
日
民
録
一
九
輯
五
九
八
頁
、
大
判
大
正
四
年
一
一
月
一
九
日
民
録
二
一
輯
一
八
五
一
頁
。
反
対
、
大
判
大
正
二
年
六

月
一
六
日
民
録
一
九
輯
六
三
七
頁
。

(

�)

大
判
大
正
一
〇
年
一
二
月
九
日
民
録
二
七
輯
二
一
五
四
頁
、
明
治
四
一
年
の
取
引
、
中
川

(

善)

判
民
第
一
八
五
事
件
。

な
お
、
後
述
の
大
正
一
一
年
一
〇
月
二
五
日
の
大
判
も
参
照
。
そ
の
ほ
か
、
前
掲
五
則
参
照
。

(

�)

最
判
昭
和
四
一
年
九
月
三
〇
日
民
集
二
〇
巻
七
号
一
五
三
二
頁
、
戒
能

(

通
厚)

法
協
八
四
巻
八
号

(

判
民
第
七
八
事
件)

。

最
高
裁
に
は
す
で
に
そ
れ
以
前
に
、
隠
居

(

分
家)

者
の
確
定
日
付
の
な
い
財
産
留
保

(

旧
第
九
八
八
条
参
照)

に
基
づ
い
た
家
督
相
続
人

の
占
有
に
は
過
失
が
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
最
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
二
四
日
民
集
八
巻
一
二
号
二
二
七
一
頁
、
ま
た
本
家
再
興
の
た
め

事
実
上
家
督
相
続
人
の
選
定
を
受
け
た
者

(

旧
第
九
八
二
条
以
下
参
照)

の
占
有
に
は
過
失
が
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
、
最
判
昭
和
三
五

年
九
月
二
日
民
集
一
四
巻
一
一
号
二
〇
九
四
頁
。

そ
の
ほ
か
、
前
掲
五
則
参
照
。

(

�)

わ
た
く
し
が
思
う
に
、
起
草
者
の
い
う
前
段
は
き
わ
め
て
正
当
で
あ
り
、
登
記
制
度
を
知
ら
な
い
ロ
オ
マ
法
そ
れ
に
登
記
制

度
を
不
動
産
取
引
の
基
礎
と
し
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
対
し
て
、
ま
こ
と
に
正
当
な
進
歩
と
い
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
そ
う
し

て
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
現
在
一
般
の
学
説
が
い
っ
て
い
る
よ
う
な
、
わ
が
民
法
は
登
記
を
取
得
時
効
の
基
礎
と
し
な
か
っ
た
と
い
う

指
摘

(

我
妻
Ⅱ)

は
、
少
な
く
と
も
一
般
的
な
指
摘
と
し
て
は
、
誤
っ
た
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
現
在
で
は
こ
の
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
明
文
を
を
要
す
る
点
で
あ
り
、
ま
た
少
な
く
と
も
短
期
の
取
得

時
効
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
本
的
基
礎
は
占
有
に
で
は
な
く
、
登
記
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
段
に
つ
い
て
は
と
う
て
い
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
し
か
に

後
段
は
広
い
意
味
で
は

(

事
実
上
の)

取
引
に
基
づ
く
占
有
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
他
の
明
文
に
反
す
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抹
消
ま
た
は
減
少
が
判
決
ま
た
は
当
事
者
の
合
意
で
銷
除
ま
た
は
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
回
復
を
認
め
る
と
と
も
に
、
但
書
で
そ
れ
は
そ

の
間
に
登
記
し
た
第
三
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
第
一
五
九
三
条

(

同
編
第
二
九
三
条)

の
第
一
項
で
、
誤
っ

て
抹
消
さ
れ
た
抵
当
権
の
登
記
の
回
復
を
認
め
る
と
と
も
に
、
第
二
項
で
そ
れ
は
そ
の
間
に
登
記
し
た

(

抵
当)

債
権
者
の
権
利
を
害
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
す
る
。

現
行
民
法
で
は
第
一
の
も
の
は
登
記
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
登
記
法
に
譲
る
と
の
理
由
で
、
削
ら
れ
て
い
る

(

修
正
案
理
由

書
、
抵
当
権
の
総
則)

。
第
二
の
も
の
は
そ
れ
は
殆
ど
言
う
を
待
た
な
い
こ
と
で
あ
り
、
若
し
規
定
す
る
な
ら
ば
、
登
記
法
で
規
定
す
れ
ば
足
り

る
と
の
理
由
で
、
削
ら
れ
て
い
る

(

修
正
案
理
由
書
、
抵
当
権
の
消
滅)

。

(

ハ)

期
間

以
上
の
要
件
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
七
に
、
占
有
の
継
続
も
一
〇
年
で
足
り
る
こ
と
に
な
る

(

第
一
六
二
条
第
二
項)

。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
期
間
は
批
判
は
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が

(

野
田
注
釈
民
法
五
巻)

、
同
じ
控
訴
院
管
内
に
住
所
を
有
す

る
と
き
は
、
一
〇
年
、
異
な
っ
た
控
訴
院
管
内
に
住
所
を
有
す
る
と
き
は
、
二
〇
年
で
あ
り
、
第
二
二
六
五
条
、
そ
の
間
に
住
所
の
移

動
が
あ
る
と
き
は
、
一
対
二
の
割
合
で
計
算
さ
れ
る
、
第
二
二
六
六
条
。
一
〇
年
ま
た
は
二
〇
年
の
取
得
時
効
と
称
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で

あ
る
。
そ
れ
も
ほ
ぼ
ロ
オ
マ
法
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

(

原
田
ロ
ー
マ
法)

。
も
っ
と
も
、
ロ
オ
マ
古
典
法

で
は
そ
の
期
間
は
わ
ず
か
二
年
で
あ
っ
た

(

原
田
同
前)

。
わ
が
国
の
旧
民
法
は
こ
れ
を
一
括
し
て
、
中
間
的
に
、
す
べ
て
一
五
年
と

し
た
、
第
一
七
三
八
条

(

証
拠
編
第
一
四
〇
条)

第
一
項

(

も
っ
と
も
、
一
〇
年
と
す
る
後
述
の
原
案
特
例
も
参
照)

。
現
行
民
法
は

こ
れ
を
受
け
て
、
さ
ら
に
一
〇
年
と
短
縮
し
た
わ
け
で
あ
る

(

同
前

(

�))

。

継
続
を
要
す
る
と
い
う
点
は
、
長
期
の
取
得
時
効
と
と
く
に
異
な
る
点
は
な
い

(

第
一
六
四
、
一
六
五
条
も
参
照)

。
た
だ
、
占
有

の
併
合

(

第
一
八
七
条
参
照)

の
間
題
に
関
連
し
て
、
相
続
人
が
自
己
の
占
有
だ
け
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
の
問
題
は

(

総

則
後
述
三
四
三
頁
参
照)

、
主
と
し
て
は
む
し
ろ
こ
の
短
期
の
取
得
時
効
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ

ある種の過失
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(

法
律
第
一
五
二
号)

。
と
に
か
く
、
以
上
の
学
説
の
指
摘
は
こ
れ
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
も
の
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

(
�)
そ
の
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
そ
の
正
権
原
は
抵
当
権
に
つ
い
て
は
特
例
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が

(

次
述)

、
一
般
に
は

明
文
が
な
く
、
解
釈
と
し
て
も
残
念
な
こ
と
と
は
い
え
、
登
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
れ
に
対
し
、
わ

が
国
の
旧
民
法
は
第
一
七
三
九
条

(

証
拠
編
第
一
四
一
条)

で
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
抵
当
権
に
つ
い
て
の
規
定

(

第
二
一
八
〇
条
。
旧

民
法
で
は
第
一
五
九
六
条
・
債
権
担
保
編
第
二
九
六
条
、
現
行
民
法
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
明
文
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
第
三
九

七
条
に
相
当
す
る
も
の)
を
一
般
化
し
て
、
短
期
の
取
得
時
効
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
正
権
原
が
あ
る
ほ
か
、
そ
の
正
権
原
を
登
記
し

て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
現
行
民
法
は
以
上
の
よ
う
に
、
正
権
原
を
要
し
な
い
と
す
る
以
上
、
こ
れ
も
要
し
な

い
と
し
た

(

修
正
案
理
由
書)

。

そ
こ
で
、
そ
の
後
の
判
例
、
通
説
も
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
過
失
と
い
え
な
い
か
ど
う
か
じ
た
い
が
問
題
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
過
失
な
き
こ
と
を
正
権
原
と
読
み
替
え
る
べ
き
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
第
六
に
、
取
得
者
は
み

ず
か
ら
登
記
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
登
記
に
対
す
る
信
頼
を
い
う
こ
と
は
、
も
し
登
記
と
実

体
と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
実
体
の
ほ
う
を
登
記
に
近
づ
け
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
に
、
そ
う
い
う
者
じ
し
ん
が
実
体
を
登
記
に
近

づ
け
て
い
な
い
の
で
は
公
平
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
以
上
の
ほ
か
、
ま
ず
他
人
の
と
こ
ろ
に
登
記
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
他
人
に
不
実
の
登
記
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

す
で
に
た
び
た
び
み
た

(

�)

。

(

�)
P
icard,

n
o707;

M
arty-R

aynaud,
n
o200,

c).

(

�)

そ
の
ほ
か
、
時
効
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
旧
民
法
は
第
一
五
三
七
条

(
債
権
担
保
編
第
二
三
七
条)

の
本
文
で
、
抵
当
権
の
登
記
の
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(

ニ)

立
証
責
任

物
権
編
の
規
定
で
あ
る
が
、
長
期
の
取
得
時
効
の
場
合
と
同
じ
く
、
以
上
の
要
件
の
う
ち
、
所
有
の
意
思
、
…
…
平
穏
か
つ
公
然
は

推
定
さ
れ

(

第
一
八
六
条
第
一
項)

、
ま
た
前
後
両
時
に
占
有
し
た
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、
占
有
は
そ
の
間
継
続
し
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る

(

同
前
第
二
項)

。
そ
の
ほ
か
、
善
意
も
推
定
さ
れ
る
が

(

同
前
第
一
項)

、
無
過
失
は
推
定
さ
れ
な
い

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
短
期
時

効
を
主
張
す
る
者
は
善
意
は
立
証
す
る
必
要
は
な
く
、
権
利
を
主
張
す
る
者
が
短
期
時
効
を
主
張
す
る
者
の
悪
意
を
立
証
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
無
過
失
す
な
わ
ち
正
権
原
は
短
期
時
効
を
主
張
す
る
者
が
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。
無
過
失
・
正
権
原
は
こ
の
面
で
も
重
要
な
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
無
過
失
が
推
定
さ
れ
な
い
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
物
権
編
の
問
題
と
さ
れ
る
が
、
動
産
に
つ
い
て
は
し

ば
ら
く
お
き
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
み
ず
か
ら
登
記
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
登
記
の
推
定
力
に
よ
っ
て
無
過
失
す

な
わ
ち
正
権
原
が
推
定
さ
れ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
や
わ
が
国
の
旧
民
法
は
も
と
よ
り
、
現
行
民
法
に
も
と
く
に
規
定
が
な
い
が
、
ド
イ
ツ
民
法
第
八
九
一
条
に

は
登
記
の
推
定
力
を
認
め
る
趣
旨
の
規
定
が
あ
り
、
そ
こ
で
わ
が
国
で
も
現
行
民
法
の
解
釈
と
し
て
そ
れ
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る

(

中
島
釈
義
Ⅱ
以
来)

。

動
産
の
善
意
取
得
の
場
合
に
は
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
第
一
九
二
条
の
意
味
じ
た
い
か
ら
、
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

(

結
果
じ

た
い
は
そ
こ
で
の
通
説
、
判
例)

。

(

�)

大
判
大
正
八
年
一
〇
月
一
三
日
民
録
二
五
輯
一
八
六
三
頁
。
大
判
大
正
一
〇
年
一
二
月
九
日
民
録
二
七
輯
二
一
五
四
頁
前
掲
、
中
川

(

善)

判
民
第
一
八
五
事
件
前
掲
。
な
お
、
大
判
大
正
六
年
二
月
二
八
日
民
録
二
三
輯
三
三
五
頁
も
参
照
。
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て
そ
れ
は
と
う
て
い
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
無
過
失
に
つ
い
て
の
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
理
解
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く

(

�)

。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
本
人
が
幼
少
の
た
め
代
理
人
が
本
人
に
代
わ
っ
て
占
有
し
、
そ
の

後
本
人
が
成
長
し
た
の
で
、
代
理
人
か
ら
占
有
を
承
継
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
一
〇
年
の
取
得
時
効
が
進
行
す
る
も
の
で
は
な
い

と
す
る
判
例
も

(

�)

、
正
当
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

立
法
論
と
し
て
は
、
こ
の
期
間
を
即
時
に
短
縮
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
く
、
動
産
占
有
に
つ
い
て
は
わ
が
国
で
も
そ
う
な
っ
て

い
る
。
不
動
産
に
つ
い
て
そ
う
な
る
と
、
登
記
の
公
信
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
じ
っ
さ
い
に
、
ド
イ
ツ
民
法
で
は
一
方
で
は
登
記
に

全
面
的
に
公
信
力
が
認
め
ら
れ

(

第
八
九
二
、
八
九
三
条)

、
他
方
で
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
短
期
の
取
得
時

効
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

(

川
島)

。
逆
に
い
う
と
、
不
動
産
に
つ
い
て
短
期
の
取
得
時
効
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、

登
記
に
全
面
的
に
公
信
力
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る

(

フ
ラ
ン
ス
法)

。
こ
の
点
か
ら
も
、
短
期

の
取
得
時
効
の
機
能
、
性
質
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(

�)

も
っ
と
も
、
わ
が
国
の
旧
民
法
、
現
行
民
法
も
他
の
、
保
証
人
の
資
格
の
と
こ
ろ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
二
〇
一
八
条
と
同
じ
く
、
控
訴

院
管
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
し
て
い
た
、
旧
民
法
第
一
三
一
五
条

(

債
権
担
保
編
第
一
五
条)

第
三
項
、
現
行
民
法
第
四
五
〇
条
第
一
項
第

三
号

(

債
務
ノ
履
行
地
ヲ
管
轄
ス
ル
控
訴
院
ノ
管
轄
内
ニ
住
所
ヲ
有
シ
又
ハ
仮
住
所
ヲ
定
メ
タ
ル
コ
ト)

。
し
か
し
、
こ
れ
は
戦
後
の
大
改
正
で

つ
い
で
の
改
正
と
し
て

(

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
二
編
の
改
正
が
中
心)

、
無
用
の
も
の
と
し
て
削
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
控
訴
院

の
管
轄
の
内
外
に
あ
る
こ
と
の
意
味
を
ま
っ
た
く
な
い
も
の
と
し
た
の
は
、
現
行
民
法
の
現
行
規
定
に
よ
っ
て
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)

そ
の
後
の
判
例
な
ど
と
と
も
に
、
わ
た
く
し
の
論
文
と
判
例
研
究
、
取
得
時
効
の
成
立
要
件
五
則
、
本
誌
四
七
巻
三
、
四
号

(

一
九
九
七
、

八
年
、
平
成
九
、
一
〇
年)

、
取
得
時
効
の
成
立
要
件
、
同
前
四
号
、
参
照
。

(

�)

大
判
大
正
一
一
年
一
〇
月
二
五
日
民
集
一
巻
六
〇
四
頁
、
鳩
山
判
民
第
九
〇
事
件
。
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ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
民
法
は
こ
れ
を
占
有
権
の
効
力
の
と
こ
ろ
で
規
定
す
る
。
特
異
な
立
法
例
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

わ
が
国
の
そ
の
後
の
教
科
書
な
ど
で
は
民
法
の
よ
う
な
扱
い
は
せ
ず
、
物
権
変
動
の
一
部
と
し
て
説
明
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い

(

我

妻
Ⅱ
以
来
、
舟
橋
、
広
中
な
ど)

。

(

１)

な
お
、
以
上
に
つ
い
て
は
、
槙
悌
次
、
即
時
取
得
、
民
法
講
座
Ⅱ
�(

一
九
八
四
年
、
昭
和
五
九
年)

、
安
永
正
明
、
動
産
の
善
意
取
得
、
民

法
典
の
百
年
Ⅱ

(

一
九
九
八
年
、
平
成
一
〇
年)

が
あ
る
。

(

２)

現
行
民
法
の
起
草
者
が
穂
積

(

陳)

、
富
井
、
梅
の
三
博
士
で
あ
り
、
分
担
方
式
で
起
草
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
み
た
。
そ
う
し
て
、
物
権

編
で
は
総
則
の
章
も
含
め
て
、
占
有
の
章
は
穂
積
博
士
の
担
当
部
分
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

(

イ)

動
産

善
意
取
得
は
動
産
に
つ
い
て
の
み
適
用
が
あ
る

(

第
一
九
二
条)

。

(

ａ)

一
般

不
動
産
そ
の
も
の
に
適
用
が
な
い
こ
と
は
一
般
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
と
も
と
第
一
六
二
条
第
二
項
の
短
期
取
得
時
効

に
ま
つ
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
類
推
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

(

３)

。

(

３)

わ
た
く
し
の
分
担
執
筆
部
分
、
物
権
法
・
担
保
物
権
法

(

一
九
九
九
年
、
平
成
一
一
年)

の
物
権
変
動

(

七
〇
頁
以
下)

。
そ
う
し
て
、
そ
の

場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
と
は
異
な
り
、
第
三
者
は
重
大
な
過
失
が
な
い
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
後
述
対
照
。
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Ⅱ

動
産
の
善
意
取
得
の
場
合

つ
ぎ
に
、
民
法
は
第
一
九
二
条
で
、
平
穏
か
つ
公
然
に
動
産
の
占
有
を
始
め
た
者
が
、
善
意
に
し
て
、
か
つ
過
失
が
な
い
と
き
は
、

即
時
に
そ
の
動
産
の
上
に
行
使
す
る
権
利
を
取
得
す
る
と
し
て
い

(

１)

た

(

２)

。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
平
成
一
六
年
の
改
正
で
修
正
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
の
ち
に
み
る
。

な
お
、
立
法
例
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
各
国
で
認
め
ら
れ
て
い
る
規
定
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
か
つ
て
は
即
時
時
効pre-

scription
instantan

� e

と
か
、
即
時
取
得
と
か
い
わ
れ

(

フ
ラ
ン
ス
民
法
系)

、
後
者
は
現
在
で
も
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
が
、
即
時
と
す
る
点
で
、
な
お
問
題
を
残
し
、
ま
た
手
形
な
ど
で
は
そ
れ
に
似
た
取
り
扱
い
が
一
般
に
善
意
取
得
と
い
わ

れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
と
の
統
一
を
は
か
る
た
め
に
も
、
以
上
の
よ
う
に
善
意
取
得gutgl� ubiger

E
rw
erb

と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う

(

ド
イ
ツ
民
法
系)

。

た
だ
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
は
旧
民
法
の
起
草
者
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ドB

oissonade

の
意
見
で
も
あ
っ
た
こ
と

で
あ
り
、
そ
う
し
て
か
れ
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
名
称
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
だ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(P
rojet,
tom
e

V
,
n
o352.

た
と
え
ば
時
効
の
中
断
、
と
く
に
停
止
に
関
す
る
処
理
の
適
用
、
第
一
七
四
二
条
・
証
拠
編
第
一
四
四
条
第
一
項
但
書
参

照)

。
ま
た
、
現
行
法
上
も
動
産
の
善
意
取
得
が
取
得
時
効
と
、
と
く
に
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効

(

第
一
六
二
条
第
二
項)

と
密
接

な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
こ
と
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
が
、
善
意
取
得
を
民
法
の
ど
こ
で
規
定
す
る
か
は
、
各
国
に
差
異
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

民
法
は
時
効
の
章
で
規
定
し
、
ド
イ
ツ
民
法
は
動
産
所
有
権
の
取
得
の
と
こ
ろ
で
規
定
し
て
、
そ
れ
を
各
物
権
に
準
用
し
て
い
る
。
わ

が
国
の
旧
民
法
は
ほ
ぼ
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
同
じ
で
あ
り
、
時
効
の
章
で
規
定
し
て
い
る
。
だ
か
ら
ま
た
、
即
時
時
効
な
ど
の
名
が
あ
る

論 説
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り
此
目
的
を
達
す
る
こ
と
を
得
る
が
故
に
敢
て
物
の
性
質
に
背
き
右
様
の
不
動
産
を
認
む
る
の
必
要
な
し

(

旧
民
法
に
は
用
法
に
因
る

動
産

[m
euble

par
destination]

な
る
も
の
を
認
む
る
と
雖
も
是
れ
外
国
に
其
例
を
見
ざ
る
の
み
な
ら
ず
全
く
学
理
に
背
き
実
際

に
用
な
き
も
の
な
る
が
故
に
別
に
之
を
論
ぜ
ず)

そ
の
後
の
判
例
の
こ
れ
に
つ
い
て
の
立
場
は
動
揺
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

(

５)

。
学
説
は
適
用
を
否
定
す
る
の
が
一
般

の
見
解
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が

(

我
妻
Ⅱ
な
ど)

、
肯
定
す
る
説
も
し
だ
い
に
有
力
と
な
っ
て
き
て
い
る

(

末
弘
雑
記
帳
な
ど
。

か
つ
て
は
横
田)

。

し
か
し
、
伐
採
の
た
め
に
立
ち
木
を
買
っ
た
の
を
、
法
律
行
為
で
あ
る
売
買
と
事
実
行
為
で
あ
る
伐
採
に
ま
っ
た
く
分
け
て
し
ま
う

こ
と
じ
た
い
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
伐
採
は
売
買
の
履
行
、
受
領
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
と
は
別
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

以
上
は
取
引
行
為
に
基
づ
く
取
得
と
い
う
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う

(

ほ
ぼ
同
趣
旨
、
梅
志
林

[

四
巻]

四
〇
号
、
明
治
三
六
年
、
要
義

Ⅰ
、
改
版
で
の
追
加)

。
た
だ
、
土
地
に
成
立
し
て
い
る
ま
ま
で
の
買
受
け
で
あ
る
か
ら
、
登
記
簿
に
基
づ
か
な
い
善
意
は
保
護
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
る
。

(

４)

も
っ
と
も
、
そ
の
原
案
第
一
四
八
六
条
で
は
不
動
産
の
時
効
に
よ
る
と
い
う
の
は
、
包
括
動
産
の
み
で
あ
っ
た
。
記
名
債
権
は
原
案
第
一
四

八
六
条bis

で
規
定
さ
れ
、
文
献
上
の
、
芸
術
上
の
あ
る
い
は
工
業
上
の
所
有
権
と
と
も
に
、
正
権
原
、
善
意
の
と
き
は
一
〇
年
、
そ
れ
が
な
い

と
き
は
三
〇
年
で
完
成
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
は
公
布
案
ま
で
に
、
記
名
債
権
は
前
条
に
移
さ
れ
、
そ
の
他
は
削
ら
れ
た
わ
け
で
あ

る
。

(

５)

大
判
明
治
三
五
年
一
〇
月
一
四
日
刑
録
八
輯
九
号
五
四
頁
、
否
定
。
東
評
釈
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
以
上
を
八
輯
八

号
と
す
る
。
大
判
明
治
四
〇
年
一
二
月
六
日
民
録
一
三
輯
一
一
七
四
頁
、
肯
定
。
大
判
大
正
四
年
五
月
二
〇
日
民
録
二
一
輯
七
三
〇
頁
、
否
定
。

大
判
大
正
一
〇
年
二
月
一
七
日
民
録
二
七
輯
三
二
九
頁
、
無
過
失
を
問
題
と
す
る
点
で
、
肯
定
、
末
弘
判
民
第
二
二
事
件
。
大
判
昭
和
七
年
五

ある種の過失
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(

ｂ)

立
ち
木
な
ど

そ
の
ほ
か
、
旧
民
法
は
第
一
七
四
七
条

(

証
拠
編
第
一
四
九
条)

の
規
定
を
設
け
、
第
一
項
で
用
法
に
よ
る
不
動
産
は
分
離
さ
れ
た

と
き
は
、
適
用
さ
れ
る
と
し
、
第
二
項
で
用
法
に
よ
る
動
産
も
分
離
さ
れ
た
と
き
は
、
適
用
さ
れ
る
と
し
、
第
三
項
で
記
名
債
権

cr� ance
nom
inative

現
在
で
は
指
名
債
権
と
さ
れ
て
い
る
も
の

と
包
括
動
産
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
不
動
産
の
時
効
に

よ
る
と
す
る

(

４)
。

用
法
に
よ
る
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
第
三
〇
二
条

(

財
産
編
第
九
条)

で
、
全
一
〇
号
に
わ
た
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
土
地
の

耕
作
の
た
め
に
備
え
ら
れ
た
畜
獣
な
ど
、
要
す
る
に

(

後
述
の
よ
う
に)

土
地
な
ど
に
主
物
・
従
物
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
は
と
も

か
く
、
土
地
の
従
物
で
あ
る
。

用
法
に
よ
る
動
産
に
つ
い
て
は
、
第
三
〇
五
条

(

財
産
編
第
一
二
条)

で
、
全
四
号
に
わ
た
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、(

建
物)

建
築
の
足
場
な
ど
、
要
す
る
に
土
地
に
か
り
に
定
著
さ
せ
ら
れ
た
物
で
あ
る
。

記
名
債
権
と
包
括
動
産
に
つ
い
て
は
、
前
者
は
法
律
に
よ
る
不
動
産
と
し
て
第
三
〇
三
条

(

財
産
編
第
一
〇
条)

で
定
め
ら
れ

(

第

二
号
な
い
し
第
四
号)

、
後
者
は
と
く
に
規
定
が
な
い
。

現
行
民
法
の
態
度
は
そ
の
削
除
の
結
果
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
削
除
の
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
起
草
者

は
別
に
総
則
編
の
物
の
と
こ
ろ
で
、
こ
う
旧
民
法
を
批
判
す
る

(

梅
要
義
Ⅰ)

。

旧
民
法
は
仏
国
其
他
の
例
に
倣
ひ
用
法
に
因
る
不
動
産

(im
m
euble

par
destination)

[

改
版
で
の
追
加]

な
る
も
の
を
認
む

る
と
雖
も
是
れ
我
邦
の
慣
習
に
存
せ
ざ
る
所
な
る
の
み
な
ら
ず
次
条

[
第
八
七
条]

に
於
て
主
物
、
従
物
の
規
定
を
設
け
た
る
が
故
に

別
に
用
法
に
因
る
不
動
産
な
る
も
の
を
認
む
る
の
必
要
な
し
蓋
し
用
法
に
因
る
不
動
産
と
は
其
性
質
動
産
に
し
て
唯
常
に
不
動
産
の
従

と
し
て
之
に
伴
ひ
不
動
産
を
処
分
す
れ
ば
用
法
に
因
る
不
動
産
も
亦
共
に
処
分
せ
ら
れ
不
動
産
の
上
に
権
利
を
設
定
す
れ
ば
其
権
利
は

用
法
に
因
る
不
動
産
に
及
ぶ
べ
き
等
常
に
不
動
産
と
運
命
を
共
に
す
る
が
故
に
此
名
称
あ
る
な
り
然
り
と
雖
も
物
の
主
従
の
関
係
に
因

論 説
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こ
と
を
要
す
る

(

第
一
九
二
条)

。

(

６)

本
稿
で
も
一
部
は
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
わ
た
く
し
の
論
文
、
占
有
改
定
と
即
時
取
得
、
現
代
民
法
学
の
基
本
問
題
、
上
巻

(

一
九
八
三

年
、
昭
和
五
八
年)

。

(

ｂ)

善
意
な
ど

立
法
例
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
有
名
な
第
二
二
七
九
条
第
一
項
で
、
動
産
に
つ
い
て
は
占
有
は
権
原titre

に
値
す
る
と
す

る
だ
け
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
と
く
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
学
説
も
ま
た
一
般
に
つ
ぎ
に
み
る
正
権
原
を
要
す
る
と
は
し
て

い
な
い

(

７)

。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
対
抗
要
件
と
公
信
力
の
峻
別
論
か
ら
は
、
い
さ
さ
か
驚
か
さ
れ
る
指
摘
だ
と
い
う
ほ
か
は
な

い
が
、
占
有
者
の
善
意
は
そ
れ
を
対
抗
要
件
に
つ
い
て
要
求
す
る
第
一
一
四
一
条
の
準
用
で
、
要
件
と
さ
れ
て
い

(

８)

る

(

９)

。
つ
ま
り
、
フ
ラ

ン
ス
で
は
対
抗
要
件
と
公
信
力
の
同
質
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
民
法
は
第
九
三
二
条
第
一
項
で
、
善

意
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
ま
ず
合
意
に
よ
る
取
得
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
。
わ
が
国
の
旧
民
法
も
第
一
七
四
二
条

(

証
拠
編
第
一

四
四
条)

第
一
項
で
、
善
意
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
ま
ず
正
権
原
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
無
過
失
を
要
件

と
す
る
例
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
民
法
第
九
三
二
条
第
二
項
が
善
意
と
の
関
連
で
、
重
大
な
過
失
が
あ
る
と
き
は
、
善
意
者
の

扱
い
を
受
け
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
を
参
照

(

�)

。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
一
四
一
条
は
動
産
の
対
抗
要
件
と
し
て
第
三
者
の
善
意
を
要
す
る
と
し
、
わ
が
国
の
旧
民
法
も
第
六
三

九
条

(

財
産
編
第
三
四
六
条)

第
一
項
但
書
で
、
第
三
者
が
知
っ
て
い
た
と
き
を
除
く
と
し
て
い
た

(

い
ず
れ
も
債
務
の
効
果
に
関
す

る
規
定)

。
こ
れ
を
要
し
な
い
と
し
、
あ
る
い
は
但
書
を
削
っ
た
の
は
、
現
行
民
法
第
一
七
八
条
で
あ
る

(

�)

。

ある種の過失
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月
一
八
日
民
集
一
一
巻
一
九
六
三
頁
、
否
定
、
東
判
民
第
一
五
四
事
件
。

そ
の
間
の
い
わ
ゆ
る
非
公
式
先
例
も
同
じ
で
あ
る
。
大
判
昭
和
二
年
八
月
八
日
新
聞
二
九
〇
七
号
九
頁
、
我
妻
Ⅱ
が
い
う
よ
う
に
、
稲
立
毛

に
関
す
る
が
、
肯
定
。
大
判
昭
和
三
年
七
月
四
日
新
聞
二
九
〇
一
号
九
頁
、
否
定
、
大
判
昭
和
四
年
二
月
二
七
日
新
聞
二
九
五
七
号
九
頁
、
否

定
。も

っ
と
も
、
大
判
明
治
三
七
年
五
月
五
日
刑
録
一
〇
輯
九
四
八
頁
は
盗
品
で
あ
る
か
を
問
題
と
す
る

(

盗
品
で
あ
る
こ
と
を
否
定)

点
で
、

ま
た
大
判
大
正
一
五
年
三
月
五
日
民
集
五
巻
一
一
二
頁
、
平
井
判
民
第
一
六
事
件
は
盗
難
の
完
成
時
を
問
題
と
す
る

(

伐
採
完
了
で
完
成
と
す

る)

点
で
、
い
ず
れ
も
肯
定
説
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
は
肯
定
説
が
当
然
の
主
流
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

ｃ)

そ
の
他

占
有
者
か
ら
の
占
有
の
取
得
と
の
要
件
は
こ
こ
で
も
明
文
上
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
占
有
者
か
ら
、
つ
ま
り
は
不
実
の

占
有
者
か
ら
占
有
を
取
得
す
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
は
、
当
然
で
あ
ろ
う

(

後
述
無
過
失
参
照)

。

(

ロ)

占
有

ま
た
、
占
有
者
か
ら
占
有
を
取
得
し
た
こ
と
を
要
す
る

(

第
一
九
二
条)

。

(

ａ)

現
実
の
占
有

そ
の
取
得
す
る
占
有
は
明
文
が
な
い
の
で
、
現
実
の
占
有
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
れ
と
も
占
有
改
定

(

第
一
八
三
条)

な
ど

の
よ
う
な
観
念
的
な
占
有
で
も
足
り
る
か
の
問
題
も
あ
る

(

フ
ラ
ン
ス
民
法
そ
れ
に
わ
が
国
の
旧
民
法
に
つ
い
て
は
後
述
、
ド
イ
ツ
民

法
に
つ
い
て
は
現
実
の
引
渡
の
と
き
は
と
す
る
第
九
三
三
、
九
三
四
条
の
明
文
参
照)

。
簡
易
の
引
渡
を
含
め
た

(

第
一
八
二
条
第
二

項)

現
実
の
占
有
に
限
る
べ
き
こ
と
は
別
に
み
た
の
で

(

６)

、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。

ま
た
、
そ
の
占
有
は
沿
革
的
に
は
と
も
か
く
、
平
穏
、
公
然
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
ほ
か
、
善
意
、
無
過
失
の
も
の
で
あ
る

論 説
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相
続
の
場
合
に
も
、
善
意
取
得
が
成
立
す
る
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た

(

乾
法
協
三
一
巻
九
号
論
文
、
大
正
二
年
、
川
名
要
論
、
大
正
四

年)

。
し
か
し
、
善
意
取
得
の
場
合
に
は
、
有
効
な
譲
受
が
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
有
力
な
反
対
説
が
主
張
さ
れ

(

石
坂
志
林
一

二
巻
六
号
論
文
、
明
治
四
三
年)

、
そ
れ
が
そ
の
後
の
通
説
と
な
っ
て
い
る

(

末
弘
、
大
正
一
〇
年
な
ど
。
な
お
、
以
上
で
は
無
視
さ

れ
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
が
、
正
権
原
が
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
横
田
正
権
原
論
文
、
大
正
二
年
、
論
集
Ⅲ
は
、
以
上
と
同
じ
こ

と
に
な
る
。
な
お
、
後
述
参
照)

。
た
だ
、
そ
の
実
定
法
上
の
根
拠
は
そ
れ
が
善
意
と
の
関
連
で
指
摘
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
は

示
さ
れ
ず
、
法
の
精
神
な
ど
が
援
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ド
イ
ツ
民
法
の
解
釈
を
規
定
を
異
に
す
る
わ
が
国
の
現

行
民
法
に
そ
の
ま
ま
導
入
し
よ
う
と
す
る
見
解
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

第
一
七
六
条
の
意
思
表
示
に
よ
る
物
権
変
動
や
、
第
一
七
七
条
の
第
三
者
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
的
な
規
定
を

ド
イ
ツ
民
法
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が

(

横
田
全
体
論
文
、
大
正
八
、
九
年
、
論
集
Ⅲ
の
い
う
極
端
な
る
独
逸
法
学

崇
拝
者)

、
末
弘
博
士
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
強
く
批
判
さ
れ
、
そ
れ
が
わ
が
国
に
お
け
る
学
説
の
発
展
上
一
つ
の
画
期
を
な
し
た
と

い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
末
弘
博
士
に
よ
っ
て
も
、
以
上
に
み
た
条
文
無
視
の
解
釈
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
条
文
無
視
の
解
釈
は
わ
が
国
の
民
法
学
の
一
大
特
色
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
ま
だ
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
正
権
原
が
無
過
失
と
書
き
替
え
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
解
釈
上
正
権
原
を
回
復
す
る
に
は
無
過
失
の
解
釈
に
よ
る
以
外
に
方

法
は
な
い
こ
と
は
、
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
に
つ
い
て
す
で
に
み
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
動
産
の
善
意
取
得
の
場
合
も

同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う

(

正
権
原
が
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
横
田
論
文
は
、
短
期
の
取
得
時
効
に
つ
い
て
も
同
じ
と
す
る
点
で
も
、

注
目
さ
れ
る
が
、
無
過
失
と
の
関
連
が
明
ら
か
で
は
な
い
点
で
、
以
上
と
同
じ
疑
問
が
あ
る)

。
あ
え
て
く
り
か
え
せ
ば
、
ま
ず
不
実

の
占
有
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
取
引
に
よ
ら
な
い
占
有
取
得
は
他
の
明
文
に
も
反
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
と
う
て
い
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
も
無
過
失
は
不
実
占
有
に
基

ある種の過失
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(

７)
M
.
P
icard,

in
P
laniol-R

ipert,
n
o382;

G
.
M
arty-P

.
R
aynaud,

n
o393

et
392.

(
８)

P
icard,

n
o381,

2;
M
arty-R

aynaud,
n
o394.

(
９)
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
一
四
一
条
は
現
実
の
占
有possession

r� elle

を
取
得
し
て
い
る
こ
と
も
要
件
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
こ
こ

に
準
用
さ
れ
て
い
る
。P

icard,
n
o381,

1;
M
arty-R

aynaud,
n
o393.

も
っ
と
も
、
わ
が
国
の
旧
民
法
は
対
抗
要
件
に
つ
い
て
は
以
上
と
同
じ
で
あ
る
が
、
善
意
取
得
に
つ
い
て
は

(

お
そ
ら
く
は
以
上
と
同
じ
こ

と
で
あ
ろ
う
が
、
規
定
の
う
え
で
は)

と
く
に
明
文
が
な
い
。

(

�)

な
お
、
ド
イ
ツ
で
は
土
地
登
記
の
公
信
力
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
場
合
に
は
、
第
三
者
の
無
過
失
を
要
し
な
い
こ
と
は
、
ほ
ぼ
明
文
上
明
ら
か

で
あ
り
、
ま
た
動
産
の
善
意
取
得
に
関
す
る
第
九
三
二
条
第
二
項
後
段
と
の
対
比
上
か
ら
も
、
重
大
な
過
失
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
解
さ
れ
て
い

る
。M

.
W
olff-L

.
R
aiser,

§
45,
5,
b).

(

�)

ま
た
、
そ
れ
が
わ
が
国
の
一
般
の
解
釈
と
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
は
善
意
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
す
べ
き
も
の
と
考
え
て

い
る
。
ま
た
、
現
行
民
法
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
や
、
わ
が
国
の
旧
民
法
が
規
定
す
る
現
実
の
占
有
を

(

お
そ
ら
く
は
立
法
の
主
義
を
異
に
す
る
ド

イ
ツ
民
法
に
な
ら
っ
て
！)

引
渡
と
し
た
が
、
こ
れ
も
現
実
の
占
有
の
移
転
と
解
釈
し
な
お
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
わ
た
く
し
の
判
例

研
究
、
動
産
先
取
特
権
と
集
合
動
産
の
譲
渡
担
保
の
競
合
、
本
誌
三
八
巻
一
号

(

一
九
九
九
年
、
昭
和
六
三
年)

、
物
権
法
・
担
保
物
権
法

(

一

九
九
九
年
、
平
成
一
一
年)

の
物
権
変
動

(

三
〇
頁
以
下)

。
(

ｃ)

無
過
失

し
か
し
、
民
法
は
第
一
九
二
条
で
善
意
は
要
件
と
し
た
が
、
正
権
原
は
要
件
と
せ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
無
過
失
を
要
件
と
し
た
。

こ
こ
で
は
く
わ
し
い
説
明
は
な
い
が
、
明
文
上
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
特
別
の
保
護
で
あ
る
か
ら
、
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
の
場
合

と
同
じ
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
だ
と
す
る

(

梅
要
義
Ⅱ)

。
も
っ
と
も
、(
す
で
に
み
た
と
お
り)

外
国
に
お
い
て
は
条
件
を
同
じ
く
し
な

い
も
の
が
多
い

(

？
少
な
く
な
い)

が
、
正
当
な
理
由
の
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
民
法
は
そ
れ
は
と
ら
な
い
と
す
る

(

同
前)

。

そ
こ
で
、
そ
の
後
の
大
審
院
、
最
高
裁
の
判
例
は
し
ば
ら
く
お
き

(

�)(

�)

、
学
説
に
は
無
権
代
理
の
場
合
は
も
と
よ
り
、
物
の
取
り
違
え
や
、
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〇
一
一
頁
、
野
村

(

好)

法
協
八
四
巻
五
号

(

判
民
第
五
二
事
件)

。
な
お
、
目
的
物
、
電
気
銅
の
取
引
が
統
制
法
規
違
反
で
あ
る
こ
と
は
、
こ

こ
に
い
う
無
過
失
と
は
関
係
が
な
い
と
す
る
、
最
判
昭
和
二
六
年
一
一
月
二
七
日
民
集
五
巻
一
三
号
七
七
五
頁
、
広
中
判
民
第
五
三
事
件
。

数
が
少
な
い
こ
と
の
問
題
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
の
場
合
と
同
じ
く
、
公
示
と
の
関
係
は
み
ら
れ
な
く
な
り
、

ほ
ぼ
普
通
の
意
味
で
の
過
失
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

(

ｄ)

第
一
九
五
条

そ
の
ほ
か
、
現
行
民
法
で
は
飼
育
さ
れ
た
家
畜
外
の
動
物
が
逃
失
し
た
と
き
の
取
得
を
認
め
る
第
一
九
五
条
も
、
善
意
取
得
の
規
定

の
一
部
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(

以
上
の
条
文
の
順
序
の
ほ
か
、
先
取
特
権
に
関
す
る
第
三
一
九
条
参
照)

。
し
か
し
、
そ
れ
が

(

そ
の
原
案
第
二
三
九
条
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に

も
っ
と
も
捕
獲
の
時
か
ら
二
〇
日
と
す
る

(

�))

善
意
取
得
の
規
定
で
は
な
く
、

無
主
物
先
占
の
規
定
で
あ
る
こ
と
も
、
平
穏
か
つ
公
然
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
ほ
か
、
ま
さ
に
以
上
の
意
味
で
の
無
過
失
が
規

定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。

な
お
、
最
終
段
階
で
こ
れ
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
権
利
も
所
有
権
か
ら
動
産
の
上
に
行
使
す
る
権
利
と
書
き
替
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ

は
こ
こ
に
取
り
込
ん
だ
た
め
の
形
式
的
、
機
械
的
な
書
き
替
え
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
こ
へ
移
さ
れ
、
文
言
が
替
え
ら
れ
た
と
し
て

も
、
質
権
な
ど
の
取
得
は
問
題
と
な
る
余
地
は
な
く
、
所
有
権
の
取
得
し
か
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う

(

要
件
も
最
終

段
階
で
、
つ
ぎ
に
み
る
旧
民
法
と
同
じ
く
、
逃
失
の
時
か
ら
一
か
月
と
変
更
さ
れ
た

(

�))

。

現
行
民
法
の
起
草
者
が
非
難
す
る
よ
う
に

(

梅
要
義
Ⅱ)

、
旧
民
法
が
以
上
の
よ
う
に
承
継
さ
れ
た
第
八
七
八
条

(

財
産
取
得
編
第

一
三
条)

第
三
項

(

停
留
よ
り
一
个
月)

を
先
占
の
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
添
付
の
と
こ
ろ
で
、
し
か
も
不
動
産
の
添
付
の
と
こ
ろ
で
規

定
し
て
い
る
の
は
、
一
つ
の
欠
点
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
民
法
の
規
定
の
よ
う
に
、
原
始
取
得
と
承
継
取
得
の
壁
を
乗

り
越
え
る
も
の
で
あ
る
ほ
う
が
、
は
る
か
に
大
き
な
欠
点
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ある種の過失
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づ
く
正
権
原
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
は
完
全
に
有
効
な
法
律
行
為
と
読
み
替
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(

�)
大
審
院
の
判
例
で
は
、
紺
屋
か
ら
白
木
綿
を
質
に
取
る
の
は
、
紺
屋
の
白
木
綿
は
他
人
か
ら
の
預
か
り
物
で
あ
る
こ
と
を
普
通
と
す
る
か
ら
、

そ
れ
を
質
に
取
る
側
に
過
失
が
あ
る
と
す
る
。
大
判
大
正
七
年
一
一
月
八
日
民
録
二
四
輯
二
一
三
八
頁
、
鳩
山
法
協
三
七
巻

(

大
正
八
年)

四

号
。
ま
た
、
大
判
大
正
一
〇
年
二
月
一
七
日
前
掲
、
立
ち
木
は
そ
の
土
地
に
属
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
土
地
の
登
記
を
信
ず
る
の

は
過
失
な
し
と
す
る
例
。

い
わ
ゆ
る
非
公
式
先
例
と
し
て
も
、
馬
匹
の
取
引
に
つ
い
て
馬
籍
の
取
調
を
し
な
い
者
に
は
過
失
あ
り
と
す
る
、
大
判
明
治
三
五
年
三
月
一

〇
日
新
聞
八
〇
号
一
二
頁
。
ま
た
、
運
送
人
か
ら
運
送
品
で
あ
る
玄
米
を
代
物
弁
済
と
し
て
受
け
取
っ
た
者
に
は
、
運
送
品
は
他
人
か
ら
の
預

か
り
物
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
と
の
理
由
で
、
大
判
昭
和
五
年
五
月
一
〇
日
新
聞
三
一
四
五
号
一
二
頁
、
ま
た
運
転
手
業
者
か
ら
月
賦

代
金
を
完
済
し
て
い
な
い
の
で
、
ま
だ
自
分
の
所
有
と
な
っ
て
い
な
い
中
古
自
動
車
を
買
っ
た
運
転
手
業
者
に
は
、
完
済
ま
で
所
有
権
が
移
転

し
て
い
な
い
こ
と
は
十
分
に
知
ら
れ
た
取
引
事
情
で
あ
る
か
ら
な
ど
の
理
由
で
、
過
失
あ
り
と
す
る
、
大
判
昭
和
一
〇
年
七
月
九
日
全
集
二
輯

一
〇
四
四

(

二
〇
号
一
三)

頁
。
さ
ら
に
、
鉄
工
場
備
え
付
け
の
旋
盤
を
買
受
け
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
が
僅
少
の
債
権
に
基
づ
い
て
競
売
さ
れ
、

か
つ
工
場
主
が
経
営
の
生
命
と
も
い
う
べ
き
旋
盤
を
差
押
え
ら
れ
て
も
意
に
介
し
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
し
か
も
所
有
者
と
し
て
の
調
査

も
簡
単
な
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
の
調
査
を
怠
っ
て
、
競
落
し
た
古
物
商
に
は
、
疑
い
を
抱
く
の
が
当
然
で
あ
る
か
ら
と
の
理
由
で
、
過
失
あ

り
と
す
る
、
大
判
昭
和
一
七
年
五
月
九
日
法
学
一
二
巻
二
号
六
一

(

一
三
三)

頁
。

他
方
で
、
解
散
し
た
酒
造
会
社
か
ら
そ
の
財
産
全
部
を
買
い
取
っ
た
債
権
者
と
株
主
は
、(

会
社
の
包
括
承
継
人
で
は
な
い
と
し
た
う
え)

賃

借
動
産
が
設
立
趣
意
書
お
よ
び
財
産
目
録
に
会
社
所
有
と
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
の
理
由
で
、
過
失
な
し
と
す
る
、
大
判
昭
和
六
年
二
月
二

日
新
聞
三
二
三
二
号
八
頁
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
公
示
の
要
件
と
普
通
の
意
味
で
の
過
失
と
の
二
つ
の
方
向
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

(

�)

最
高
裁
で
は
、
強
制
競
売
に
お
け
る
競
落
人
に
、
最
判
昭
和
三
九
年
五
月
二
九
日
民
集
一
八
巻
四
号
七
一
五
頁
、
高
津
法
協
八
三
巻
九
・
一

〇
号

(

判
民
第
四
四
事
件)

、
ま
た
無
効
な
競
売
に
お
け
る
買
主
に
は
過
失
が
な
い
と
す
る
、
最
判
昭
和
四
一
年
六
月
九
日
民
集
二
〇
巻
五
号
一
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(

ｅ)

現
代
表
記
化

と
こ
ろ
が
、
平
成
一
六
年
の
現
代
表
記
化
改
正

(

法
律
第
一
四
七
号)

で
、
第
一
九
二
条
に

｢

取
引
行
為
に
よ
っ
て｣

占
有
を
始
め

た
こ
と
と
の
文
言
が
加
え
ら
れ
た
。
現
代
表
記
化
改
正
の
つ
い
で
に
、
学
説
、
判
例
の
ほ
ぼ
一
致
し
て
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
は
で
き
る

か
ぎ
り
取
り
入
れ
る
と
の
方
針
の
下
で
の
追
加
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
た
し
か
に
ほ
ぼ
そ
の
と
お
り
の
改
正
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
結
果
、
お
そ
ら
く
は

改
正
の
意
図
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
有
効
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
す
る
よ
う
に
み
え
る
点
で
、

そ
も
そ
も
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の
通
説
で
は
な
い
と
し
て
も
、
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
と
動
産
の
善
意
取
得
と
は
同
じ
性
質

の
も
の
と
の
起
草
者
の
観
念
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
現
在
の
通
説
、
判
例
の
沿
革
の
無
知
あ
る
い
は
条
文
の
無
視
の
態

度
が
明
文
の
も
の
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
は
な
は
だ
し
く
問
題
だ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

そ
こ
で
、
ど
う
す
る
か
の
問
題
が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
無
過
失
を
要
件
と
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
そ
の
必
要
は
な
い

と
し
て
も
、
正
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
単
に
善
意
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
要
す
る
に
大
な
る
不
注
意
を
意
味
す

る
ま
で
で
あ
り
、
保
護
に
値
し
な
い
こ
と
は
、
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
つ
ぎ
に
み
る
第
一
八
六
条
第
一
項
は
あ
る
が
、
取
得
者

側
の
善
意
で
は
な
く
、
回
復
者
側
の
悪
意
が
立
証
さ
れ
る
べ
き
こ
と
も
、
当
然
で
あ
ろ
う
。

と
に
か
く
、
取
引
行
為
に
よ
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
過
失
は
普
通
の
意
味
で
の
過
失
と
な
っ
た
と
す
る
こ
と
も
、
一

つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
善
意
取
得
に
無
過
失
を
規
定
す
る
こ
と
が
異
例
の
立
法
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
み
た
。
の
み
な
ら

ず
、
そ
れ
で
は
、
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
と
動
産
の
善
意
取
得
と
は
同
じ
性
質
の
も
の
と
し
た
起
草
者
の
観
念
に
反
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
無
過
失
は
な
お
い
ず
れ
も
不
実
公
示
に
基
づ
い
た
正
権
原
と
読
み
替
え
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
取
引
行

為
に
よ
る
こ
と
は
無
意
味
な
重
複
と
し
て
無
視
す
る
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
新
条
文
で
も
旧
条
文
を
無
視
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る

か
ぎ
り
、
同
じ
く
無
視
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ある種の過失
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フ
ラ
ン
ス
民
法
に
こ
の
趣
旨
の
規
定
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
旧
民
法
の
魚
あ
る
い
は
鳩
に
つ
い
て
の

(

こ
れ
は
移
動
か
ら
一
週
日
間

の)
第
一
項
は(

期
間
の
猶
予
の
な
い)

フ
ラ
ン
ス
民
法
第
五
六
四
条(

添
付
の
規
定)

に
よ
り
、
蜜
蜂
に
つ
い
て
の(

期
間
同
前
の)

第
二
項
は
イ
タ
リ
ア

(

旧)

民
法
第
七
一
三
条
に
よ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
に
は
第
九
六
〇
条
な
い
し
第
九
六
四
条
に
こ
の
趣
旨
の
規
定
が

あ
る

(

無
主
物
先
占
の
規
定)

。
も
っ
と
も
、
野
生
動
物
と
魚
に
関
す
る
の
は
第
九
六
〇
条
だ
け
で
あ
り

(

第
二
項
で
遅
滞
の
な
い
追

跡
を
要
す
る
と
す
る)

、
第
九
六
一
条
以
下
は
蜜
蜂

(

追
跡
同
前)

の
み
に
関
す
る
。

な
お
、
現
行
民
法
の
第
三
一
九
条
に
相
当
す
る
規
定
は
、
旧
民
法
に
は
あ
り
、
第
一
四
四
七
条

(

債
権
担
保
編
第
一
四
七
条)

第
二

項
、
以
上
は
そ
の
承
継
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
行
民
法
の
第
一
九
二
条
が
一
般
の
例
の
よ
う
に
、
所
有
権
に
つ
い
て
の
規
定
と
せ
ず
、

あ
え
て
動
産
の
上
に
行
使
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
規
定
と
し
た
こ
と
も
対
照
。
し
た
が
っ
て
、
法
定
で
あ
っ
て
も
、
法
定
質
な
ど
で
あ

れ
ば
、
そ
の
質
の
規
定
と
同
じ
く
、
こ
れ
は
削
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

(

�)

そ
の
原
案
の
変
更
は
所
有
権
の
章
の
、
先
占
以
下
の
起
草
担
当
者
で
あ
る
富
井
博
士
の
提
案
に
基
づ
く

(

総
会
速
記
録
第
九
巻
、
第
二
七
、

二
八
回)

。

(

�)

原
案
で
は
、
善
意
取
得
じ
た
い
が
所
有
権
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
を
動
産
の
先
取
特
権
と
動
産
の
質
権
に
準
用
す
る
形
式
と
な
っ

て
い
た

(

前
者
は
現
第
三
一
三
条
、
当
時
も
第
三
一
三
条
に
継
ぐ
第
三
一
四
条

正
確
に
は
、
旧
民
法
そ
の
ま
ま
に
、
新
た
に
条
文
を
書
き

起
こ
す
形
式
、
後
者
は
現
第
三
五
二
条
、
当
時
は
第
三
四
九
条
に
継
ぐ
第
三
五
〇
条
。
す
で
に
前
者
は
総
会
で
の
書
き
替
え
、
移
動
の
修
正
案

で
、
総
会
速
記
録
第
一
三
巻
、
第
三
九
回
、
第
一
四
巻
、
第
四
二
、
四
三
回
、
後
者
は
原
案
か
ら
、
第
一
九
二
条
乃
至
第
一
九
五
条
と
な
っ
て

い
た)

。
こ
れ
が
現
在
の
よ
う
に
、
動
産
の
上
に
行
使
す
る
権
利
と
改
め
ら
れ
た
の
は
、
条
文
の
明
示
な
ど
は
な
い
が
、
整
理
会
に
お
い
て
で
あ

る
と
推
測
さ
れ
る

(

同
速
記
録
第
三
巻
、
第
七
回)

。
先
取
特
権
に
つ
い
て
の
規
定

(

第
三
一
九
条)

は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ

(

同
前
、
第
八
回)

、

質
権
に
つ
い
て
の
規
定

(

第
三
四
八
条)

は
前

(

の
善
意
取
得
の
文
言)

が
改
ま
っ
た
た
め
、
削
ら
れ
た

(

同
前)

。
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は
正
権
原
が
あ
る
場
合
に
だ
け
、
善
意
を
推
定
し
て
い
た
。

わ
た
く
し
も
現
在
の
通
説
の
結
論
に
は
賛
成
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
の
理
由
は
別
に
二
つ
の
も
の
を
あ
げ
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
。
一
つ
は
起
草
者
の
一
人
で
あ
る
富
井
博
士
も
い
う
よ
う
に

(

原
論
Ⅱ)

、
以
上
は
要
す
る
に
起
草
の
誤
り
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で

あ
る
。
正
権
原
を
無
過
失
と
書
き
直
す
べ
き
だ
と
し
て
も
、
無
過
失
と
し
て
推
定
す
る
か
は
、
な
お
問
題
と
し
て
残
る
は
ず
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
解
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
占
有
は
権
原titre

に
値
す
る
と
い
う
の
は
、
動
産
に
つ
い
て
は
契
約
証

書
が
作
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
な
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
証
書
は
作
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
契
約
に
よ
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
と
の
推
定
で
も
あ
り
、
占
有
は
証
書
に
値
す
る
と
も
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

(

�)

。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
以
上
は
そ
れ
も
承
継
し
て
い
る
と
い
う
の
が
す
な
お
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
第
一
九
二
条
説
を
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

(

�)

。

不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
み
た
と
お
り
、
結
果
は
同
じ
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
不
動
産
に
つ

い
て
は
、
以
上
の
意
味
で
の
推
定
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
は
登
記
に
基
づ
き
、
み
ず
か
ら
登

記
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
以
上
、
そ
の
登
記
の
推
定
力
に
よ
っ
て
無
過
失
す
な
わ
ち
正
権
原
は
推
定
さ
れ
る
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

動
産
の
善
意
取
得
の
場
合
に
は
、
取
得
時
効
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
善
意
な
ど
の
継
続
を
要
し
な
い
こ
と
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
て
、
そ
の
基
準
時
が
占
有
取
得
の
時
で
あ
る
こ
と
は
、
第
一
九
二
条
に
明
文
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
占
有
者
が
そ
れ
以
後
に

悪
意
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
こ
こ
に
い
う
善
意
で
あ
る
。

(

�)

大
判
明
治
四
一
年
九
月
一
日
民
録
一
四
輯
八
七
六
頁
。
大
判
大
正
六
年
七
月
二
六
日
民
録
二
三
輯
一
二
〇
三
頁
、
大
判
昭
和
七
年
六
月
二
九

日
民
集
一
一
巻
一
二
六
七
頁
、
菊
井
判
民
第
一
〇
一
事
件
。
大
判
昭
和
八
年
五
月
二
四
日
民
集
一
二
巻
一
五
六
五
頁
、
我
妻
判
民
第
一
一
〇
事

件
。

ある種の過失
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(

ハ)

立
証
責
任

な
お
、
別
に
第
一
八
六
条
第
一
項
に
よ
っ
て
、
占
有
者
の
所
有
の
意
思
、
善
意
、
平
穏
そ
れ
に
公
然
は
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
を
反
対
解
釈
す
れ
ば
、
無
過
失
は
推
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
旧
民
法
は
そ
れ
と
は
別
に
、
善
意
取
得
に
つ
い
て
の
第
一
七
四
二
条

(

証
拠
編
第
一
四
四
条)

第
二
項
じ
た
い
で
、
善
意

の
ほ
か
、
ま
ず
正
権
原
が
推
定
さ
れ
る
と
す
る
。
現
行
民
法
は
こ
れ
を
正
権
原
を
不
要
と
し
た
か
ら
と
の
理
由
で
、
削
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
解
釈
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
ド
イ
ツ
民
法
は
別
に
第
一
〇
〇
六
条
で
所
有
者
と
推
定
す
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
後
の
大
審
院
の
判
例
も
無
過
失
は
推
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

(

�)

。
学
説
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
た
が
、
し

か
し
そ
の
後
、
学
説
で
は
こ
れ
に
対
す
る
批
判
が
有
力
と
な
り
、
理
由
は
と
も
か
く
、
善
意
の
ほ
か
、
無
過
失
も
推
定
さ
れ
る
べ
き
だ

と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
占
有
者
は
適
法
に
権
利
を
有
す
る
も
の
と
推
定
す
る
第
一
八
八
条
を
あ
げ
る
も
の

が
有
力
で
あ
り

(

我
妻
Ⅱ
戦
後
版
・
広
中
な
ど)

、
以
上
の
善
意
を
推
定
す
る
第
一
八
六
条
を
あ
げ
る
も
の
も
あ
る

(

舟
橋
、
好
美
注

釈
民
法
七
巻
な
ど)

。

そ
の
た
め
、
最
高
裁
の
判
例
も
大
法
廷
判
決
で
は
な
い
が
、
大
審
院
の
判
例
を
改
め
、
第
一
八
八
条
説
に
従
い
、
推
定
さ
れ
る
と
い

う
に
い
た
っ
た

(

�)

。

し
か
し
、
第
一
八
八
条
は
本
権
の
訴
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
の
問
題
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い(

藤
原
判
タ
三
〇
二
号
、

研
修
所
論
文
、
昭
和
四
二
、
三
年)

。
こ
れ
は
旧
民
法
第
四
八
六
条

(

財
産
産
編
第
一
九
三
条)

を
承
継
し
た
も
の
で
、
動
産
に
つ
い

て
の
適
用
を
否
定
す
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
不
動
産
に
適
用
さ
れ
る
の
が
そ
の
本
体
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
不
動

産
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
か
が
ま
ず
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
一
八
六
条
は
無
過
失
を
普
通
の
意
味
で
の
無
過
失
と
み
る

か
ら
そ
う
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
無
過
失
が
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
み
た
。
こ
れ
は
旧
民
法
第
四
七
九
条

(

同

編
第
一
八
六
条)

な
い
し
第
四
八
一
条(

同
編
第
一
八
八
条)

を
承
継
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
第
四
八
〇
条(

同
編
第
一
八
七
条)
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も
、
実
質
の
上
で
は
第
三
者
保
護
の
基
礎
で
あ
る

(

非
任
意
の
占
有
移
転
が
あ
っ
た
場
合
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
前
条
も
じ
つ
は
任
意
の

占
有
移
転
が
あ
っ
た
場
合
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る)

か
ら
、
そ
の
適
用
が
な
く
、
権
利
取
得
は
な
い
と
す
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
解
釈
と
し
て
も
同
じ
で
あ
る

(

�)

。
ド
イ
ツ
民
法
は
第
九
三
五
条
第
一
項
の
明
文
で
、
単
純
明
快
に
善
意
取
得
の
適
用

が
な
い
と
す
る
。
わ
が
国
の
旧
民
法
も
同
じ
理
解
で
あ
ろ
う
。
現
行
民
法
も
こ
れ
を
前
提
と
す
る

(

修
正
案
理
由
書
、
富
井
原
論
Ⅱ)
。

(

�)
P
icard,

n
o389;

M
arty-R

aynaud,
n
o396,

2.

(

ｂ)

回
復
請
求
権
の
性
質

ま
た
、
第
一
九
三
条
が
定
め
る
回
復
請
求
権
の
性
質
は
、
一
般
に
は
す
で
に
み
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
善
意
取
得
に
つ
い
て
の
最

も
く
わ
し
い
文
献
で
あ
る
好
美
注
釈
民
法

(

七
巻)

に
よ
っ
て
も
無
視
さ
れ
て
い
る
見
解
で
あ
る
が

(

た
だ
し
、
石
田

(

文))

、
そ
れ

は
ド
イ
ツ
民
法
が
別
に
第
一
〇
〇
七
条
で
定
め
て
い
る
前
占
有
者
の
請
求
権A

nspr� che
des
fr� heren

B
esitzers

と
同
じ
も
の

と
み
る
べ
き
だ
と
の
見
解
が
あ
る

(

薬
師
寺
志
林
一
九
巻
五
―
七
号
論
文
、
大
正
六
年
。
す
で
に
中
島
釈
義)

。
そ
の
請
求
権
者
は
所

有
者
な
ど
で
は
な
く
、
被
害
者
ま
た
は
遺
失
主
で
あ
り

(

旧
民
法
は
所
有
者
と
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
現
行
民
法
と
同
じ)

、
占

有
の
み
を
根
拠
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら

(

も
っ
と
も
、
第
二
〇
一
条
な
ど
対
照)

、
極
論
を
い
え
ば
、
盗
ま
れ
た
盗
人
も
請
求

権
者
だ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
く
し
も
こ
れ
に
よ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
は
返
還
請
求
と
し
、
ド
イ
ツ
民
法
に
つ
い
て
は
す
で
に
み
た
。
わ
が
国
の
旧
民
法
も
返
還
請
求
で
あ
る
が
、
現
行
民

法
は
す
で
に
み
た
。

(

ｃ)

回
復
期
間
の
性
質

さ
ら
に
、
第
一
九
三
条
が
定
め
る
二
年
の
回
復
期
間
は
、
一
般
に
は
除
斥
期
問
を
定
め
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
じ

ある種の過失
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い
わ
ゆ
る
非
公
式
先
例
と
し
て
は
大
判
昭
和
五
年
五
月
一
〇
日
新
聞
三
一
四
五
号
一
二
頁
。

(
�)

最
判
昭
和
四
一
年
六
月
九
日
民
集
二
〇
巻
五
号
一
〇
一
一
頁
、
二
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
、
野
村

(

好)

法
協
八
四
巻
五
号

(

判
民
第
五
二
事

件)
。
最
判
昭
和
四
五
年
一
二
月
四
日
民
集
二
四
巻
一
三
号
一
九
八
七
頁
、
未
登
録
の
自
動
車
、
石
田

(

穣)

法
協
八
九
巻
五
号

(

判
民
第
八
六

事
件)
も
こ
れ
を
い
う
。

(

�)
P
icard,

n
o374

et
sui.;

M
arty-R

aynaud,
n
o400

et
sui.

(

�)

な
お
、
現
行
民
法
の
第
一
七
八
条
が
旧
民
法
第
六
三
九
条

(

財
産
編
第
三
四
六
条)

を
、
旧
民
法
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
一
四
一
条
を
受
け

継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
み
た
が
、
そ
の
旧
民
法
の
公
布
案
に
あ
る
証
書
の
日
附
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
以
来
の
も
の
で
あ
る
そ
の
原
案

(

第
三
六
六
条)

のtitre
の
翻
訳
で
あ
る
か
ら
、
本
文
と
は
逆
に
、
権
原
の
日
附
の
誤
訳
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

善
意
取
得
に
つ
い
て
も
ま
だ
そ
の
効
果
な
ど
ふ
れ
る
べ
き
点
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
別
に
問
題
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
盗
品
、
遺
失
物
の
取
り
扱
い
と
沿
革
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
都
合
上
ふ
れ
て
お
く
。

(

ニ)

第
一
九
三
条

(

ａ)

権
利
の
帰
属

第
一
九
三
条
が
定
め
る
二
年
問
の
回
復
請
求
が
認
め
ら
れ
る
間
の
所
有
権
の
帰
属
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
末
弘
博
士
以
来

(

そ

れ
以
前
に
も
横
田
、
そ
の
後
我
妻
Ⅱ
な
ど)

そ
の
場
合
に
も
、
善
意
取
得
は
認
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
以
上
の
請
求
権
は
法
律
が
と
く

に
認
め
た
債
権
的
請
求
権
だ
と
す
る
説
が
主
張
さ
れ
、
有
力
で
あ
る
が

(

横
田
は
回
復
請
求
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
遡
及
的
に
権

利
が
回
復
さ
れ
る
と
す
る
が
、
末
弘
は
遡
及
効
も
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る)

、
そ
う
で
は
な
く
、
善
意
取
得
は
認
め
ら
れ
な
い

と
い
う
意
味
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
以
上
の
請
求
権
は
物
権
的
請
求
権
だ
と
す
る
説
が
対
立
し
て
い
る(

石
田(

文)

、
田
島
。
広
中)

。

判
例
は
そ
の
理
由
は
と
も
か
く
も
、
一
貫
し
て
後
説
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
規
定
の
形
式
の
上
で
は
例
外
で
あ
る
け
れ
ど

論 説
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ツ
で
は
そ
れ
は
長
す
ぎ
る
と
の
批
判
が
有
力
で
あ
る

(

�)

。
以
上
の
二
年
は
わ
が
国
の
旧
民
法
第
一
七
四
三
条

(

証
拠
編
第
一
四
五
条)

第

一
項
以
来
の
も
の
で
あ
る

(

そ
の
原
案
第
一
四
八
二
条
第
一
項
で
は
一
年)

。
旧
民
法
の
円
熟
し
た
起
草
者
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
と
し
て

は
、
珍
し
く
取
引
安
全
保
護
の
考
慮
を
一
面
的
に
強
調
し
す
ぎ
た
と
い
う
ほ
か
は
な
い

(

以
上
の
二
年
へ
の
短
縮
、
明
文
に
こ
そ
な
ら

な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
原
案
第
一
項
で
は
、
一
年
と
す
る
ほ
か
、
第
一
次
的
取
得
者
に
対
し
て
の
み
回
復
請
求
を
認
め
、
第
二
次
的

取
得
者
な
ど
に
は
認
め
な
い
と
す
る
な
ど
。
そ
の
後
も
こ
れ
に
、
す
な
わ
ち
原
案
第
一
項
の
相
手
方
制
限
に
賛
成
す
る
学
説
も
あ
る
が
、

川
名
要
論
、
石
田

(

文)

、
一
般
に
は
こ
の
区
別
は
否
定
さ
れ
て
い
る
、
我
妻

次
述
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
の
議
論
か
ら
は
矛
盾

の
観
が
あ
る
が
、
な
ど
。
さ
ら
に
、
後
述
代
価
弁
償
の
原
案
も
参
照)

。

(

�)
P
icard,

n
o383;

M
arty-R

aynaud,
n
o393.

(

�)

わ
た
く
し
の
論
文
、
消
滅
時
効
と
除
斥
期
間
、
本
誌
四
一
巻
一
号

(

一
九
九
二
年
、
平
成
四
年)

参
照
。

(

�)
W
olff.
R
aiser,

§
71,
I,
3.

(

ｄ)

存
在
意
義

最
後
に
、
盗
品
、
遺
失
物
の
取
り
扱
い
は
一
方
で
は
、
現
代
法
の
理
想
に
適
さ
な
い
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
で
き
る
だ
け
制
限
的
に

解
す
べ
き
も
の
だ
と
す
る
評
価
が
あ
り
、
有
力
と
な
っ
て
い
る
が

(

我
妻
Ⅱ
以
来
、
田
島
も)

、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
も

十
分
に
存
在
理
由
の
あ
る
も
の
だ
と
の
評
価
も
示
さ
れ
て
い
る

(

舟
橋
な
ど)

。
わ
た
く
し
は
盗
難
、
遺
失
の
場
合
に
も
回
復
請
求
を

認
め
な
い
と
す
る
手
形
な
ど
の
処
理
は
あ
り

(

同
法
第
一
六
条)

、
ま
た
ド
イ
ツ
民
法
第
九
三
五
条
第
二
項
の
よ
う
に
、
無
記
名
有
価

証
券Inhaberpapier

の
ほ
か
、
金
銭
へ
の
適
用
が
問
題
と
な
り
、
い
ず
れ
も
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
正
し
い
と
し
て
も
、
一
般
的

に
は
後
者
の
評
価
に
従
う
べ
き
も
の
と
考
え
る

(

そ
の
ほ
か
、
喜
多
外
観
優
越)

。

ある種の過失
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た
い
と
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
有
力
学
説
に
は
中
断
・
停
止
の
認
め
ら
れ
る
出
訴
期
限
と
す
る
説

(

近
藤
。
田
島

も
こ
れ
か)

や
、
消
滅
時
効
と
す
る
説
も
あ
る
が

(

舟
橋)

、
動
産
に
つ
い
て
短
期
二
年
の
取
得
時
効
を
定
め
た
も
の
と
み
る
べ
き
で

あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
除
斥
期
問
と
い
う
よ
う
な
、
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
出
訴
期
限
と
い
う
よ
う
な
、

あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
概
念
を
と
く
に
そ
の
内
容
を
説
明
す
る
こ
と
も
な
し
に
用
い
る
こ
と
じ
た
い
が
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま

で
も
な
い
。
実
質
的
に
は
消
滅
時
効
と
す
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
解
釈
で
も
、
現
在
は
除
斥
期
間
説
が
一
般
で
あ
る

(

�)

。
ド
イ
ツ
民
法
が
一
〇
年
と
い
う
長
い
期
間
で
は
あ
る
が
、
別

に
取
得
時
効
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
わ
が
国
の
旧
民
法
で
は
以
上
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
時
効

と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

(

第
一
六
九
〇
条
・
証
拠
編
第
九
二
条
参
照

(

�))

。
現
行
民
法
に
つ
い
て
は
す
で
に
み
た
。

し
か
し
、
沿
革
的
に
は
と
も
か
く
、
現
行
法
で
は
、
回
復
請
求
の
制
限
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
、
た
と
え
ば
盗
難
後
二
年
問

盗
人
の
も
と
に
蔵
置
さ
れ
、
あ
る
い
は
遺
失
後
二
年
問
野
ざ
ら
し
に
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
問
は
期
間
の
進
行
は
眠
っ
て
い
る
と
い
う

べ
き
で
、
正
権
原
・
善
意
の
占
有
が
開
始
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
期
間
は
進
行
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
以
上
は
取

得
時
効
の
期
問
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
こ
れ
は
取
得
時
効
で
あ
る
か
ら
、
善
意
な
ど
の
要
件
も
継
続
を
要
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に

み
た
一
般
の
場
合
と
は
異
な
り
、
占
有
開
始
後
、
二
年
が
経
過
す
る
ま
で
に
、
占
有
者
が
た
と
え
ば
悪
意
に
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
取

得
時
効
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

立
法
論
と
し
て
は
こ
の
二
年
の
期
間
は
中
途
は
ん
ぱ
で
あ
り
、
三
年
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
二
二
七
九
条

第
二
項
は
三
年

ロ
オ
マ
法
の
動
産
に
つ
い
て
の
三
年
の
取
得
時
効
を
受
け
継
い
だ
も
の
、
も
っ
と
も
ロ
オ
マ
古
典
法
で
は
わ
ず

か
一
年
で
あ
っ
た

(

原
田
ロ
ー
マ
法)

、
ド
イ
ツ
民
法
第
九
三
七
条
第
一
項
は
取
得
時
効
と
し
て
一
〇
年
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ド
イ

論 説
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四
五
条)

、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
二
二
七
九
条
第
二
項
と
は
異
な
り
、
回
復
請
求
と
そ
の
期
間
制
限
を
認
め
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
ド

イ
ツ
民
法
は
別
に
第
九
三
七
条
以
下
で
一
〇
年
の
動
産
の
取
得
時
効
を
認
め
、
ま
た
第
一
〇
〇
七
条
で
前
占
有
者
の
請
求
権
を
認
め
て

い
る
こ
と
は
、
す
で
に
み
た
。

最
後
に
、
第
一
九
四
条
の
代
価
弁
償
は
中
世
の
商
人
に
、
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
人
に
認
め
ら
れ
た
特
権
で
あ
り
、
こ
れ
を
否
定
し
た
ロ

オ
マ
法
の
影
響
と
は
い
え
な
い
が
、
ゲ
ル
マ
ン
法
そ
の
も
の
と
も
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
民
法
第
九
三
五
条
第
二
項
は
金
銭
、
有
価
証
券
の
ほ
か
、
公
の
競
売
の
み
に
つ
い
て
、
単
純
明
快
な
適
用
除
外

の
否
定
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
わ
が
国
の
現
行
民
法
第
一
九
四
条
、
旧
民
法
第
一
七
四
四
条

(

証
拠
編
第
一
四
六
条

(

�)

。
な
お
、
第
一
七

四
五
条
・
同
編
第
一
四
七
条
は
無
記
名
債
権
証
書titre

de
cr� ance

payable
au
porteur

ou
cessible

par
la
sim
ple
tradi-

tion
du
titre (

�)

に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
と
す
る)

、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
二
二
八
〇
条
と
は
異
な
り
、
回
復
請
求
の
制
限
は
も
と
よ
り
、

代
価
弁
償
も
認
め
て
い
な
い
。

な
お
、
他
に
例
を
み
な
い
現
行
民
法
特
有
の
第
一
九
五
条
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
み
た
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
以
上
は
ゲ
ル
マ
ン
法
と
ロ
オ
マ
法
に
お
け
る
取
得
時
効
と
の
合
作
と
い
う
の
が
正
確
で
あ
ろ
う
。

(

�)

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、P

icard,
n
o368

et
369;
M
arty-R

aynaud,
n
o390

、
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
、W

olff-R
aiser,

§
68

参
照
。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
三
世
紀
か
ら
ロ
オ
マ
法
へ
の
回
帰
が
始
ま
り
、
善
意
取
得
が
完
成
し
た
の
は
一
八
世
紀
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
で
も
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
規
定
が
一
八
六
一
年
の
普
通
ド
イ
ツ
商
法
、
い
わ
ゆ
る
旧
商
法
に
第
三
〇
六

(

盗
品
・
遺
失
物
へ
の
不
適
用

を
含
め
て)

、
三
〇
七
条

(

無
記
名
有
価
証
券P

apier
auf
Inhaber

へ
の
適
用)

と
し
て
、
受
け
継
が
れ
、
現
行
法
に
い
た
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。

(

�)

も
っ
と
も
、
そ
の
原
案
第
一
四
八
三
条
は
こ
れ
と
は
異
な
り
、
単
純
明
快
な
返
還
請
求
の
否
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
ド
イ
ツ
民
法
に
近
い

ある種の過失
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(

ホ)

沿
革

善
意
取
得
は
中
世
の
ゲ
ル
マ
ン
法
の
法
理
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
い
う
の
が
、
わ
が
国
で
の
一
般
の
指
摘
と
な
っ
て
い
る
が

(

原
田
史

的
素
描
は
例
外
、
柚
木
、
田
島
も
注
目)

、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
で
の
一
般
の
指
摘

(

�)

と
は
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
疑
問
で
あ

る
。第

一
に
、
ゲ
ル
マ
ン
法
の
発
想
は
回
復
請
求
の
制
限
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
占
有
取
得
者
の
側
の
権
利
取
得
を
意
味
し
な
い
。
し
か

し
、
現
行
法
で
は
第
一
九
二
条
の
明
文
で
、
そ
の
効
果
は
権
利
取
得
と
さ
れ
て
い
る

(

反
対
、
伊
藤

(

高)

名
大
論
集
三
四
号
論
文
、

昭
和
四
一
年)

。
そ
れ
は
ロ
オ
マ
法
の
取
得
時
効
の
影
響
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
の
要
件
も
ゲ
ル
マ
ン
法
の
発
想
で
は
回
復
請
求
の
制
限
で
あ
る
か
ら
、
占
有
取
得
者
の
側
に
は
特
別
な
も
の
は
求
め
ら

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
現
行
法
で
は
第
一
九
二
条
の
明
文
で
、
善
意
、
無
過
失
な
ど
の
と
き
は
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
ロ
オ
マ
法

に
お
け
る
取
得
時
効
の
正
原
因
お
よ
び
善
意justa

causa
et
bona

fides

の
影
響
で
あ
る
。

第
三
に
、
盗
品
、
遺
失
物
の
取
り
扱
い
も
ゲ
ル
マ
ン
法
の
発
想
で
は
回
復
請
求
の
制
限
で
あ
る
か
ら
、
請
求
は
認
め
ら
れ
ず
、
刑
事

的
手
続
に
よ
る
こ
と
と
な
る

(

追
跡Spurfolge
、
掴
取
の
訴A

nefangklage)

。
し
か
し
、
現
行
法
で
は
第
一
九
三
条
の
明
文
で
、

盗
品
、
遺
失
物
の
取
り
扱
い
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
ロ
オ
マ
法
に
お
け
る
取
得
時
効
の
対
象
が
盗
品res

habilis

で
な
い
こ

と
の
影
響
で
あ
る
。

第
四
に
、
ゲ
ル
マ
ン
法
の
発
想
で
は
回
復
請
求
の
制
限
で
あ
る
か
ら
、
現
行
法
で
の
第
一
九
三
、
一
九
四
条
の
明
文
で
、
二
年
の
回

復
期
間
の
制
限
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
影
響
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
三

年
の
ほ
う
が
一
般
の
例
で
あ
り
、
そ
の
期
間
も
ロ
オ
マ
法
の
取
得
時
効
の
影
響
、
転
用
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
民
法
第
九
三
五
条
第
一
項
は
単
純
明
快
に
、
盗
品
、
遺
失
物
そ
の
他
失
わ
れ
た
物
に
つ
い
て
は
、
以
上
の

(

善

意
取
得
の)

規
定
は
適
用
が
な
い
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。
わ
が
国
の
現
行
民
法
第
一
九
三
条
、
旧
民
法
第
一
七
四
三
条

(

証
拠
編
第
一

論 説
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そ
の
ほ
か
、
こ
れ
と
の
関
連
で
、
現
代
表
記
化
改
正
に
つ
い
て
い
え
ば
、
第
一
に
、
第
一
六
二
条
第
二
項
で
従
来
の
他
人
の
不
動
産

を
他
人
の
物
と
改
め
た
点
は
、
民
法
の
し
く
み
を
く
ず
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
直
ち
に
元
に
も
ど
し
、
不
動
産
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
第
一
九
二
条
で
従
来
な
か
っ
た
取
引
行
為
に
よ
っ
て
の
文
言
を
加
え
た
点
も
、
そ
れ
じ
た
い
が
不
完
全
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
無
過
失
の
特
殊
性
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
直
ち
に
元
に
も
ど
し
、
な
い
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
過
失
を
正
権
原
と
明
文
化
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
大
い
に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
正
権
原
は
現
代
表
記
と
し
て
は
や
や
適
切
を
欠
く
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
一
理
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
に
は
公
示
の
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
単
な
る
取
引
行
為
で
は
な
く
、
有
効
な
取
引
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ほ
か
、
必
ず
無
過
失
す
な
わ
ち
正
権
原
の
文
言
を
削
る
こ
と
が
伴
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
す
で
に
み
た
と
こ
ろ
か
ら
、

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ある種の過失
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わ
け
で
あ
る
。
公
布
案
ま
で
に
、
内
容
が
変
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
原
案
第
一
四
八
三
条bis

は
そ
の
場
合
の
、
一
年
な
ど
、
以
上
と
同
じ
条
件
で
の
債
権
的
請
求
権
を
定
め
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も

公
布
案
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
公
布
案

(

全
六
か
条)

ま
で
に
、
原
案

(

全
八
か
条)

の
第
一
四
八
三
条bis

と
第
一
四
八
六
条bis

と
が

(

後
者
の
一
部
は

前
条
に
送
ら
れ
た
う
え
で)

削
ら
れ
、
第
一
四
八
三
条
は
逆
の
も
の
と
変
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

(

�)

以
上
で
無
記
名
債
権
証
書titre

de
cr� ance

payable
au
porteur

ou
cessible

par
la
sim
ple
tradition

du
titre

と
い
わ
れ
て
い

る
の
は
、
現
行
法
で
も
無
記
名
債
権

[

証
書]

で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
一
方
の
短
期
取
得
時
効
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
他
方
の
善
意
取
得
に
つ
い
て
は
、
都
合
上
、
第
一
九
三
条
な
い
し
第

一
九
五
条
に
も
ふ
れ
、
ま
た
そ
の
沿
革
に
も
ふ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
念
の
た
め
、
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
こ
う
な
る
。

以
上
に
み
た
不
動
産
の
短
期
取
得
時
効
と
動
産
の
善
意
取
得
に
い
う
無
過
失
は
、
も
と
も
と
は
い
ず
れ
も
正
権
原
と
な
っ
て
い
た
も

の
で
あ
る
の
を
、
現
行
民
法
で
書
き
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
般
的
な
も
の
で
は
な
く
、
特
殊
な
も
の
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
こ
に
登
記
、
占
有
の
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
か
ぎ
り
、
解
釈
論
と
し
て
は
、
む
し
ろ

逆
に
、
無
過
失
を
不
実
公
示
に
基
づ
く
正
権
原
と
読
み
返
す
こ
と
が
正
当
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
不

動
産
の
短
期
取
得
時
効
と
動
産
の
善
意
取
得
は
明
文
上
同
じ
性
質
の
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
こ
と
じ
た
い
は
正

当
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
解
釈
論
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
意
思
表
示
の
場
合
の
善
意

(

無
過
失)

も
、
と
く
に
不
動
産
取
引
に
お
け
る
第
三
者
保
護
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は

(

第
九

四
条
第
二
項
、
第
九
六
条
第
三
項)

、
登
記
と
の
関
連
で
、
以
上
の
議
論
が
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

論 説
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