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は

じ
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に
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一

・
民
法

は
、

わ
れ
わ
れ

の

一
般

的
な
私
生
活

を
規
整
す
る
が
、

そ

の
方
法

は
、

わ̀
れ
わ
れ

の
生
活
関
係
を
法
律
要
件

の
範
型

に
構
成

し

て
、

こ
れ

に

一
定

の
法
律
効
果
を
与

え
る
、
と

い
う
形
式

で
行
わ
れ

る
。

そ
し
て
、

こ
う
し
て
与
え
ら
れ
る

一
個

の
法
律
要
件

‖
法

律
効

,果

の
内
容

は
、
,民
法

の
適
用
を
受
け
る
す

べ
て
の
も

の
に
対
し
て
、
同

一
に
作
用

し
、
-
あ

る
い
は
、
法
律
要
件
事
実
を
形
づ
く

っ
て
い
る

当
事
者
間

に
お
い
て
は
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
当
事
者

か
ら
す
べ
て
の
第
三
者

に
対
し

て
も
、
同

一
の
効
果
を
主
張
し
得
、
ま

た
、
す

べ
て
の

,
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も
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者
に
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右

の
効
果

を
主
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し
う
る
、

の
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例

と
し
て
い
る
＼
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か
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こ
れ

に
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し
て
、

一
個

の
法
律
要
件

に
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対

し
て
与

え
ら
れ
る
効
果
が
、
相
手
方

に
ょ

つ
て
異

っ
た
取
扱

い
を
ゲ
け
た
り
、

一
個

の
法
律
要
件
か
ら
生
ず
る
効
果
が
、
そ

の
当
事
者

内
部
も
し
く

は
当
事

者
相
互
間

に
お
け

る
と
、
特
定
A

し
く
は
ひ
ろ
く
当
事
者
以
外

の
第
三
者

に
対
す
る
関
係

と
で
、
そ

の
取
扱

い
を
異

に
す
る
場
合
が
、
う
た
が

い
も
な
く
存
在
す

る
。

こ
の
よ
う
に
、

一
個

の
法
律
要
件
か
ら
生
ず
る
法
律
効
果
が
、
相
手
方

い
か
ん
に
よ

つ
て
異

っ
た
取
扱

を
う
け
た
り
、
当
事
者
内
部
も

し
く
は
当
事
者
相
互
間
と
、
第
三
者

に
対
す

る
関
係
と
で
、
異

っ
て
取
扱
わ
れ

る
場
合
を
、
.
こ
こ
に
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
と
呼

び
D
、

こ
れ

に
対

し
て
、
す

べ
て
の
も

の
に
対

し
て
、
同

一
の
法
律
効
果

が
認

め
ら
れ

る
場
合
を
、
絶
対
的
効
力
関
係

と
呼
ぶ
。

叢

わ
れ
わ
れ

の
民
法
典

に
お
け

る
、
法
律
効
果
付
与

の

一
般
的
形
態

(
条
文

構
造

)
か
ら
考
察
す
れ
ぽ
、
法
律
効
果
は
、
原
則
と
し
て
、
.

論

ず

べ
て
の
も

の
に
対
し

て
共
通

に
生
ず

る
も

の
で
あ

つ
て
、
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
が
認

め
ら
れ
る
場
合
は
、
ま
さ
し
く
、
例
外

律

に
属
す
る
も

の
と
い
う

べ
く
、
ま
た
一
こ
の
よ
う
な
相
対
的
効
力
関
係

の
生
ず
る
場
合

に

つ
い
て
は
、
特

に
そ

の
旨

の
明
文

が
置
か
れ
て

い
る
の
を
原
則

と
し

て
い
る
。
民
法
四
九
条

二
項
が

「
外
国
法
人
力
始

メ
テ
日
本

二
事
務
所

ヲ
設

ヶ
タ
ル
ト
キ

ハ
其
事
務
所

ノ
所
在
地

二

法
一

於

テ
登
記

ヲ
為

ス
マ
テ

ハ
他
人

ハ
其
法
人

ノ
成

立

ヲ
否
認

ス
ル

コ
ト
ヲ
得
」
ど

し
て
い
る
場
合
や
、
九
五
条
但
書

が

「
但
表
意
者

二
重
大

一

・

ナ

ル
過
失
ア
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
表
意
者
自

ラ
其
無
効

ヲ
主
張

ス
ル

コ
ト

ヲ
得

ス
」
と
し
て
い
る
場
合

は
、

う
た
が

い
も
な
く
、

こ
の
相
対

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

.
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係

の
生
じ
う
る
場
合
を
規
定

し
た
も

の
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
ほ
か
、
五
三
〇
条
二
項
但
書

が

「
但
其

取
消

ハ
之

ヲ
知

り
タ
ル
者

二
対

シ
テ
ノ

ミ
其
効
力

ヲ
有

ス
」
と
し
て
い
る
場
合
や
、
本
文
中

に
も
述

べ
る
よ
う

に
、
九
四
条
二
項
が

「
前

項

ノ
意
思
表
示

ノ
無

効

ハ
之

ヲ
以

テ
善
意

ノ
第

三
者

二
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」

と
し
て

い
る
場
合

の
如
く

に

「
…
…

二
対
抗

ス
ル
コ
ト

ヲ
得

ス
」

と
規
定

し
て

い
る
場
合
も
、

一
、
二

の
例
外
を
除

い
て
h

同
様
に
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係

の
生
ず
る
こ
と
を
、
認

め
た

も

の
と
解
ず

べ
き
で
あ

る
と
思

う
。
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さ
て
、
法
律
効
果

の
内
容

に

つ
い
て
、

こ
の
よ
う
な
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
を
認

め
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
法
律
関
係
を
複
雑

に
し
、
■理
論
上

に
も

、
ま
た
実
際

上
に
も
、

い
ろ

い
ろ

と
困
難
な
問

題
を
生
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
否
定
す

べ
く
も
な

い
が
、
そ
η

に
も
拘

ら
ず
、
わ
れ
わ
れ

の
民
法
典

上
、

こ
の
種

の
相
対
的
効
力
関
係

の
発
生
を
認
め
て
い
る
前
記

の
よ
う
な
条

文
は
、

お
よ
そ
五

+
ケ

へ

条
を
数

え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ

つ
て
、
し
か
も
、
そ

の
置

か
れ

て
い
る
各
場
合
を
考
察
す
る
ど
、
そ

の
数
は
、
決

し
て
少

な
い
と
い

う

こ
と

の
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。

こ
の
事
実

は
何
を
物
語

っ
て
い
る
と
い
う

べ
き
で
あ

る
か
。

こ
の
こ
と
は
、

こ
れ
ら

の
相
対
的

(
淋
人
的
)
効
力
関
係
が
、
民
法
典

の
採
用

し
て
い
る
効
力
関
係

の
理
論
構
造

の
な

か
で
、
決
し
て

小

さ
な
問
題
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
、

と
み

る
べ
き
も

の
で
は
あ

る
ま

い
か
㎏

あ
る

い
は
、
む

し
ろ
も

つ
ど
積
極
的

に
表
現
し
て
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

民
法

の
採
用
し
て
い
る

一
連

の
理
論
構
造

の
な
か
で
、
法
律

関
係

の
概
念

構
造
が
も

つ
技
術

的
性
格

の

一
端
が
、
端
的
に
そ

こ
に
示
さ
れ

て
い
る
も

の
と
し
て
、

こ
の

一
般
的
性
格

を
理
解

し
よ
う
と
す

る
も

の
に
と

つ
て
は
、
極

め
て
重
要
な

一
つ
の

モ
メ
ン
ト
と
な

つ
て
い
る

,

と
み
る
べ
き
で
は
な

い
か
。
-

そ
し
て
、
法
律
関
係

の
概
念
が
、
民
法
理
論

の
な

か
で
果
す
作
用

の
重
要
性

は
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な

い
こ
と
で

も
あ
ろ
う

か
ら
、

こ
の
諸
性
格

を
明
ら

か
に
す

る
こ
と
が
、
民
法
上
の
多
く

の
問
題
を
理
解
す

る
上

に
、
極

め
て
有
用

で
あ
る

こ
と
も
、

ま
た
疑

い
な

い
こ
と
と
い
え
よ
う
。

し
た
が

つ
て
ま
た
、

こ
れ

に

つ
い
て
の
ひ
と
と
お
り
の
考
察

を
基
礎

に
、
法
律
効
果

の
諸
相
を
な
が

め
る

こ
と
が
、

こ
れ
ら
を

め
ぐ

る
種

々
の
問
題

に
対
し
て
、
妙
な

か
ら
ず
妥
当
な
解
決

の
途
を
与

え
る
機
縁

と
も
な
る
で
あ

ろ

う

こ

と

も
、
充
分

に
理
由
の
あ

る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
も
拘

ら
ず
、
従
来

こ
の
相
対
的
効
力
関
係

に

つ
い
て
は
、
そ

の

一
場
合

と
み
ら
れ

る
物
権
変
動
理
論

(
い
わ
ゆ
る
対
抗
問
題
)

を
は
じ
め
個

々
の
現
象

に

つ
い
て
は
＼
す
ぐ
れ

で
深

い
理
論
的
考
察

が
行

わ
れ

て
い
る
の
に
比

べ
て
、

こ
れ
ら
を
包
括
す
る
相
対
的
効
力

関
係

一
般

に

つ
い
て
、
綜
合
的
に
考
察
を
加
え
ら
れ
た

こ
と
の
乏

し
か

っ
た

の
は
誠

に
残
念

な

こ
と
で
あ

つ
た
勾
。

、
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従
来

、
右

の
相
対
的
効
力
関
係

に

つ
い

て
の
条
文
の
う
ち
、
圧
倒

的
多
数
を
占

め
で

い
る

「
…
…

二
対
抗

ス
ル
コ
ト

ヲ
得

ス
」

と
の
表

現

に

つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
ら
が
な
統

一
的
解
釈
が
み
ら
れ
な

い
こ
と

の

一
部

に
も
、
あ
る

い
は
、

こ
の
よ
う
な
民
法

の
法
律
関
係

一
般

に
対
す

る
構
造
的
考
察

へ
の
不
足
が
原
因
し
て
い
る
、
と
も

い
え
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

相
対
的

(
対
人
的
)
な
効
力
関
係

は
、
そ
れ
を
認

め
る
こ
と
自
体
が
、

'ま
こ
と
に
法
律
関

係
を
複

雑
に
す

る
。

こ
の
こ
と
は
、
あ

る
い

は
民
法
典
を
解
釈
す

る
も

の
に
対

し
て
、

一
般
的

に
、

こ
の
現
象

を
例
外
的
現
象

と
し
て
極
力

こ
の
関

係
の
発
生
す

る
余
地
を
少

な
か
ら

し
め
よ
う
と
す

る
傾
向
を
生
ぜ

し
め
る
と
と
も
に
、

こ
の
関
係

に
対
す
る
理
論
的
考
察

を
、
却

っ
て
妨
げ

る
結
果

と
な

つ
て
い
た
か
も
知

れ
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、

た
と
え
少
数

の
事
例

で
は
あ

つ
て
も
、
民
法
典

の
解
釈
乏

し
て
は
、
い
か
に
し
て
も
相
対
的
効
力
関
係
を
認

め
な

い
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
場
合

の
あ

る
こ
と
は
、
殆

ん
ど
す

べ
て
の
も

の
の
認

め
る
と
こ
ろ
で
も
あ

つ
た
と
思
わ
れ
る
。

で
あ
る
と
す

れ
ば
、
や
は
り

こ
の
重
要
な
現
象

を
と
お
し
て
、
法
律
関
係

へ
の
構
造

的
な
察

考
が
も

つ
ど
ひ
ろ
く
、
そ
し
て
深
く
行
わ
れ

て
も

よ
か

つ

た
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
旬
。

こ
の
小
稿

は
、
以

上
の
よ
う
な
考
え

か
ら
、
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関

係
に

つ
い
て
綜
合
的
な
考
察

を
加
え
て
み
よ
う
と
試

み
た
こ

と

に
つ
い
て
の
い
わ
ば
プ

ロ
ロ
ー
グ

で
あ
る
。

あ
わ
せ
-て
、

わ
た
く
し

の
先
稿

「
物
権
行
為

の
独
自
性

と
有
因
性
」
り

に

つ
づ
く
物
権
変

動
理
論

へ
の
立
場
を
も
簡
単

に
示

し
て
お
き
た

い
と
考
え
た

こ
と
が
、
本
稿

の
内
容

に
ア

ン
バ
ラ

ン
ス
を
生

じ
さ
せ
て
し
ま

つ
た
よ
う

に

も
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
が
法
律
関

係
の
性
格

に
つ
い
て
の
研
究

へ
の

一
助

と
も
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
○

D
,

一
般
に
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
と
い
う
と
き
は
、
本
稿
に
述
べ
る
場
合
の
ほ
か
、
あ
る
法
律
要
件
に
よ
つ
て
甲
乙
間
に
は
法
律
効
果
が

生
ず
る
が
、
甲
丙
間
は
に
そ
の
影
響
が
な
い
と
い
う
場
合
を
ひ
ろ
く
含
む
の
を
通
例
と
す
る
。

た
と
え
ば
、
後
述
す
る

一
四
八
条
、

四
二
九
条

シ

シ

シ

ト

シ

も

ト

ソ

シ

ト

二
項
、
四
四
〇
条

の
各
場
合

の
如
き
が

こ
れ
で
あ

る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
後
述
す

る
よ
う
に
、
本
来
、
そ

の
法
律
要
件
が
甲
乙
間

シ
め
つ
ヘ
シ
ヘ
ト
ト
も
セ
　

ノ
ノ

の
関
係
だ
け

に
基
礎
を
も

っ
も
の
な
る
が
故
に
、
そ

の
効
果
も
ま
た
甲
乙
聞
に
止
ま

っ
て

い
る
の
で
あ

つ
て
、
理
論
的
に
は
極

め
て
当
然
の
こ
と
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な
の
で
あ

る
。
し
た
が

つ
て
、
本
稿
に
は

こ
れ
ら

の
場
合
を
含
め
な
い
。

ま
た
、
ひ
ろ
く
相
対
的
効
力
関
係
と
い
う

と
き

に
は
、
右

の
対
人
的
な
相
対
効

の
ほ
か
、
失

踪
宣
告

の
効
果

(二
二

条
∀
の
解
釈

に
み
ら
れ
る

よ

う
に
＼
場
所
的

・
時
間
的

○
事
項
的
な
各
相
対
的
効
力
関
係
が
あ
る
〉

の

岡
村
玄
治

「
『
対
抗

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

ス
』

の
意
義
」
法
学
志
林

二
五
巻

一
一
号
四
三
頁
以

下
は
、

九
四
条

二
項
、

一
七
七
条
、

一
七
八
条
、

四

六
七
条

の
各
場
合
が
等

し
く

「
対
抗

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

ス
」
と
し
て
い
る
の
を
採
り
上
げ
て
論

じ
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
結
局
オ
ム

・・一

バ

ス
に
止
ま

っ
て
い
る
。

.

釣

か
か
る
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係

は
、

フ
ラ
ン
ス
民
法

(
二
二
ご

一
条
、

一
六
九
〇
条

一
項
、
二
〇
〇

五
条
等
)
、

ド
イ
ツ
民
法

(
;

一
、

五
条
、

=
二
六
条
等
)
、

ス
イ

ス
債
務
法

(
一
八
条

二
項
、
三

四
条
三
項
、
四
六
〇
条
三
項

、
四
六
三
条

二
項
等
)

の
も
と
で
も
、

そ
れ
ぞ
れ
み

ら
れ

る
現
象

で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
す
る

こ
と
に
し
た
。

ハ
ッ

法
律
論
叢
二
九
巻

一
号
、
四

・
五
号
所
収

・

-
.

二
、
民
法
典

に
お
け
る
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係

の
諸
相

■

"

ロ

ヘ

へ

あ
る
法
律
要
件
を
充
た
す
事
実
が
あ

つ
て
、
こ
の
法
律
要
件
に
対
し
甲
乙
間
に
所
定
の
法
律
効
果
が
生
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
、

、

法
律
要
件

に
対

し
て
与
え
ら
れ

る
法
律
効
果
を
、
甲
丙
間

に
お

い
て
は
、
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
を
、

こ
こ
に
相
対
的

(
対
人

的
)
効
力
関
係

と
呼
ぶ
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
場
合
、

一
個

の
法
律
要
件
事
実

に
対

し
て
、
法
律

の
認
め
る
法
評
価

が
対
人
的

に
分
裂
し
、

甲
乙
間

に
お
け

る
と
、
甲
丙
間

に
お
け

る
と

で
、、
異

っ
た
法
律
効
果
付
与

の
取
扱

が
み
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

民
法
典

上
、

こ
の
よ
う
な
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
が
生
ず

る
場
合
は
、
す
く
な
か
ら
ず
存
在
す

る
が
、

い
ま
、
そ

の
態

様
を
大

別
す
る
と
、

「
つ
ぎ

の
と
お
り
で
あ

ゐ
O

、

-

い
,

㌔

・

、

・

.

'
、

、
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叢論律
,

法

〈1
▽

一
個
の
法
律
要
件
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
効
果
が
・
い
い
い
↑
い
か
法
借
受
轡
ひ
奏
酷
ぼ
脚
か
か
齢
手
か
の
か
蓼
・
か
か
か
⇔

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ソ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

シ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
対

し
て
の
み
法
律
効
果
が
生

じ
て
、
他

の
も

の
に
は
効
果
が
生

じ
な
い
場
合
。
ナ
な
わ
ち
、
民
法

の
認

め
て
い
る
法
律
要
件

は

一
応
充

た
さ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
が
相
手
方

の
利
益
を
考
え

氏

そ
れ
に
無
条
件

に
効
力

の
発
生
を
認

め
ず
、
そ

の
効
力
を
う
け
る

、.

べ
き
相
手
方

の
立
場
と
相
関
的

に
効
力
を
認
め
て
ゆ

こ
う
と
す

る
場
合
で
あ

る
。
こ

の
結
果

相
手
方
ご
と
に
異

っ
た
効
力
関
係
が
生
ず

る
/。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ベ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(
2
)

法
律
要
件
該
当

の
事
実
は
あ
る
が
、
当
事
者
の

一
方
か
ら
相
手
方
お
よ
び
第
三
者
に
対
し
て
こ
の
効
果
の
主
張
を
す
る
こ
と
が

ヘ

ヘ

セ

制
限
さ
れ
る
。

し
か
し
、
相
手
方
お
よ
び
第

三
者

か
ら

は
、
こ
の
効
果

を
認

め
る

こ
と
を
妨
げ
な

い
場
合
。

す
な
わ
ち
、
相
手
方

お
よ
び
第

三
者
を
保
護
す

る
た

め
に
み
ら
れ

る
効
力
制
限

の
態
様

で
あ
る
が
、
そ

の
結
果
相
手
方
と

第

三

者

と

で
、
そ

の
い
ず
れ
か

H
方
が
効
力
を
承
認
し
て
、
他
方
が
承
認

し
な

い
場
合

に
は
、

一
個

の
法
律
要
件

に
対
す

る
効
果

が
当
事
者
間

と
対
'

第

三
者
間
も
し
く

は
第

三
者
相
互
間
と
で
異

っ
て
取
扱

わ
れ

る
結
果
が
生
ず
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ち

ヘ

ヘ

へ

(
3
)

当
事
者
内
部
も
し
く
は
当
事
者
相
互
間

に
お

い
て
は
法
律
効
果
が
生
ず
る
が
、
そ

の
他

の
も

の
に
対

し
て
は
、
当
事
者

の
各

々

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

シ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か
ら
右
の
当
事
者
内
部
も
し
く
は
当
事
者
相
互
間
に
生
じ
た
法
律
効
果
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
る
。
し
か
し
、
他
人
の
側

か
ら
右
の
法
律
効
果

の
存
在
を
認
め
て
取
扱
う
こ
と
は
妨
げ
な
い
場
合
。

こ
れ
は
第
三
者
保
護
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
効
力
制
限

の
形
態
で
あ
る
。
こ
の
結
果
や
は
り
、
右
②
の
場
合
と
同
様
に
当
事
者
間
と
対

第
三
者
間
ま
た
は
第
三
老
相
互
間
と
で
、

一
個
の
要
件
事
実
に
対
す
る
効
果

の
取
扱
い
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
民
法

の
効
果
付
与

の
形
態

(
条
文
構
成
)

か
ら
み
る
と
、

こ
の
よ
う

に
法
律
効
果

を
対
人
的

に
相
対
化

し
て
付
与
す

る
場

合

は
、
あ
き
ら

か
に
例
外

と
い
う

べ
き
も

の
で
あ

つ
て
、

こ
れ
ら
の
効
果
制
限

を
認

め
て
い
る
場
合
は
、
条
文

の
上
に
明
示
さ
れ

て
い
る

の
を
通
例

と
し
て
い
る
。

・

ヂ

そ

こ
で
以
下
に
は
、

こ
れ
ら
の
例
外

を
規
定

し
た
民
法

の
条
文
を
考
察

し
な
が
ら
、
そ

の
表
現
形
式

と
相
関
的

に
右

に
述

べ
た
三

つ
の



、
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効
力
制
限

11
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係

の
生
ず
る
場
合
を
な
が

め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

,

(
一
)

相
手
方

の
、
あ

る
も

の
に
対

し
て
は
法
律
効
果
が
生
ず
る
が
、
他

の
も
の
に
対
し
て
は
効
力
が
生
じ
な
い
場
合
。

懸
賞
広
告

の
取
消

に

つ
き
、
五

三
〇
条
二
項
但
書
が

「
但
其
取
消

ハ
之

ヲ
知
り
タ

ル
者

一一
対

シ
テ
ノ
、、、
其
効
力

ヲ
有

ス
」
と
し
て
い
る

場
合
が

こ
れ

に
属
す

る
D
。

す
な
わ
ち
、
同
条
二
項
本
文

は
、
懸
賞
広
告

の
取
消

(
撤

回
)

の
方
法

に
つ
い
て
、
さ
き

に
広
告

し
た
新
聞

の
廃
刊

等
に
よ

つ
て
、
前

の
広
告

と
同

一
・の
方
法

に
よ
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き

は
、
他

の
新
聞

へ
の
広
告
等

「
他

の
方
法
」

に
よ

つ
て

も
よ

い
旨

を
定

め
て
い
る
。

し
た
が

つ
て
懸
賞
広
告
者
が
、

こ
の

「
他

の
方
法
」
で
懸
賞
広
告

の
取
消
を
す
れ
ば
、

一
応

は
、
す

べ
て
の

も

の
に
対
し
て
取

消

の
手
段
を
講

じ
た
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ

の
効
果

は
、
右

の
但
書

に
よ
り
、
相
手
方
が

こ
の
取
消

を
知

っ
た
か
否

か
に
よ

つ
て
、
右

の

一
個

の
取

消

の
効
果

は
異

っ
た
取
扱

い
を
う
け
る

こ
と

に
な
る
。

こ
の
範
囲

で
右

の
取
消

の
効
果

は

相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
を
生
ず

る
も

の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
勾
旬
。

ヨ

シ

ソ

ト

∋

こ
の
ほ
か
・

西

八
条
も
同
様

に

「
…
-

ノ
間

二
於

テ
・
・
其
効
力

・
妻

」
と
規

定
し
て
い
る
。
し
か
し
同
条
の
取
扱
う
時
効

の
法
定
中
断

は
、
自
然
中
断
の
場
合
と
異
り
、
い
つ
れ
も
中
断
に
関
与
す
る
各
当
事
者
間
ご
と
に
各
別
に
存
在
す
る
時
効

の
基
礎
を
、
失
わ
せ
る
た
め
の
も
の

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

一
の
時
効
基
礎
を
破
壊
す
る
中
断
事
由
の
法
律
要
件
性
は
、
他
の
時
効
当
事
者
に
対
し
て
は
中
断
と
し
て
の
要
件

性
が
な
く
、
そ
の
時
効
基
礎
に
影
響
を
与
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

ま
た
、
四
二
九
条
二
項
、
四
四
〇
条
に
も

「他

ノ
債
権

(
務
)
者

二.対
シ
テ
其
効
力
ヲ
生
セ
ス
」
と
し
て
効
力
の
相
対
的
な
場
合
を
認
め
る
。
し

か
し
、
こ
の
場
合
も
右
と
同
様
で
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
原
理
的
に
は
、
債
権
者
も
し
く
は
債
務
者
の
数
に
応
じ
て
数
個
の
債
権
債
務
が
複
合
し

て
い
る
場
合
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら

(
我
妻
栄

「
債
権
総
論
」
二
八
二
頁
、
二
九
〇
頁
)
、
そ
の

一
の
債
権

・
債
務
に
つ
い
て
生

じ

た

事
由
が
、
他
に
影
響
を
与
え
な
い
の
は
、
理
論
上
当
然
の
結
論
と
い
う
べ
く
、
〔図

法
が
却

っ
て
こ
れ
に
相
互
に
関
連
す
る
効
力
を
与
え
る
こ
と
が

あ
る
の
は
、
法
律
関
係
を
簡
易
に
決
済
さ
せ
て
、
公
平
を
維
持
せ
ん
と
す
る
政
策
上
の
理
由
に
よ
嶢

し
た
が
つ
て
理
論
構
造
自
体
ど
し
て
は
、

こ
れ
を
本
稿
に
お
け
る
意
味
で
の
相
対
的
効
力
関
係
の
一
場
合
と
し
て
扱
わ
な
い
の
を
適
当
と
考
え
る

、(前
節
註
D
参
照
)
。
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勾

鳩
山
秀
夫

「
日
本
債
　権
法
各
論
」
九

一
頁
、
三
潴
信
三

「契
約
法
」
(新
法
学
全
集
)
四

一
頁
、
末
川
博

「債
権
各
論
」

ご
九
七
頁
、
我
妻
栄
・

「
債
権
各
論
」
七
五
ー
六
頁
。

・

・

、

、

・

・

、

、

、

、

助

知
り
た
ゐ
も
の
に
対
し
て
の
み
効
力

を
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
他

の
も
の
に
対
し
て
無
効
で
あ

る
と

い
う

こ
と
で
は
な

い
。
順
次

「
知

り
た
る
も

の
」
に
対
し
て
効
力
を
生

じ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
結
果
的
に

は
、
他
人
か
ら
、
こ
の
取
消

の
効
果
を
認
め
る
こ
と
を
妨

げ
な

い
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
ド
イ

ツ
民
法

六
五
八
条

一
項
も

「
特
別
の
通
知
」
(
ひ
o
ωo
ロ
ユ
o
吟
o
]≦
買
o巳
⊆
昌
鱒
)
に
よ
る
懸
賞
広
告

の
撤
回

(弍
達
・

6
ぼ
昆
)

を
認
め
る
が
、
こ
の
場
合
も

、
そ

の
効
果
は
、

そ

の
通
知
を
受
け
た
も

の
に
対
し
て
の
み
効
力
が
あ
る
に
す
ぎ
な

い
と
解
さ
れ
て
い
る

(
再
旨

g

8

日

切
、民
」暑

舗

。
昼

冨

吟
言

合

合

ω

ヒロ
障

・Q
。
圧

合

g

男
g

宮

ω
三
男
。
。
馨

△
2

◎力
。
宮

丘

く
⑦
民

芸

巳

。・
ω
。
二

H
⑩
9

)

ω
・
Φ
凱
ぷ

民
・

や
弩

o
ロ
き

↑
①
汀

∀
c
6
げ

O
Φ
ω

ω
⇔
犀
口
置

咋
o
o
宮

P

ロ

Cd
魁
・
(
声
Φ
m
Φ
)
oD

・
H
Φ
声
)
。

し

か

し

、

ド

イ

ツ

民

法

の

こ

の

場

合

は

、

む

し

ろ

懸

賞

広

告

の

シ

シ

シ

め

一
部
取
消
と
し
て
考
え
る
の
を
適
当
と
す
べ
き
で
あ
る
。

(
二
)

当
事
者

の

一
方

か
ら
相
手
方

お
よ
び
第

三
者

に
対
し
て
は
、
効
果

を
主
張
す
る
こ
と
が

で
き

な

い
が
、
相
手
方

お
よ
び
第
三
老

か
ら

は
右

の
効
果
を
認

め
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
。

九
五
条
但
書

が

「
但
表
意
者

二
重
大
ナ

ル
過

失
ア
リ
タ

ル
ト
キ

ハ
表
意
者
自

ラ
其
無
効

ヲ
主
張

ス
ル

コ
4
ヲ
得

ス
」

と
規
定

し
て

い
る

場
合
が

こ
れ

に
属
す
る
。

す
な
わ
ち
、
要
素

に
錯
誤

あ
る
意
思
表

示
は
本
来
無
効

で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
表
意
者

に
重
大
な
過
失
が
あ

つ
て
、

こ
の
錯
誤
を
生
じ

た
も

の
で
あ
る
と
き

は
、
表
意
者

か
ら
、

こ
の
無
効
性
を
主
張
す

る
こ
と
が
で
き

な
い
。

し
か
し
、
コ
」
こ
に
表
意
者
が
自
ら
無
効
を
主
張

し
得
な

い
と
し
て
い
る

の
は
、
相
手
方
ま
た
は
第

三
者
が
そ
れ
を
有
効

と
主
張
す

る
と
き
は
、
表
意
者
か
ら
無
効
を
主
張

し
え
な

い
だ
け

で
、
相
手
方
ま
た
は
第
三
者
か
ら
無
効
を
主
張
す
る

こ
と
は
一
妨

げ
な
い
趣
旨

で
あ

る
と
解

さ
れ

て
い
る
り
。

し
た
が

つ
て
、
第

三
者
が

無
効
で
あ
る
こ
と
を
認

め
た
と
き

は
、
表
意
者

は
、
当
事
者
間
で
は
な
お
無
効
を
主
張
し
得
な

い
が
、

こ
の
第
三
者

に
対
し
て
は
無
効
を



＼

主
張

す
る

こ
と
が

で
き

る
こ
と
に
な

る
。
相
手
方
が
無
効
を
認

め
℃
、
第
三
者
が
無
効

を
認

め
な

い
場
合
・

お
よ
び
無
効

を
認
め
た
第
三

者
と
認

め
な

い
第

三
者
と

の
問

に

つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
こ
の
限
り
で
要
素

に
錯
誤
あ
る
法
律
行
為

の
無
効
性
は
相
対

的
な
効
力
関
係

と
し
て
生
ず

る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。

D

穂
積
重
遠

「
民
法
総
論
」
三

二
七
頁
、
石
田
文
次
郎

「
現
行
民
法
総
論
」
三

六
四
頁

、
小
出
廉

二

「
民
法
総
則
」

一
六
四
頁
、
我
妻
栄

「
民
法

総
則
」

二
五
〇
頁
。

`

咋

も

つ
と
も
、
大
判
昭
和
七

.
三

.
五
新
聞
三
三
八
七
号

一
四
頁
は
、
詐
欺
に
よ
り
錯
誤

に
陥

っ
た
も
の
が
、
そ
の
行
為
を
有
効
と
主
張
す
る
と
き

別

は
、
こ
れ

に
対
し
て
詐
欺
し
た
も
の
が
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し

て
い
る
。

に

、

係

,
、

曳

-

欄

三

)

当
事
者
か
ら
は
、
当
妻

内
部
も
し
く
は
当
事
者
相
互
間
星

総

総

慈

を
、
他
人
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
制
限
さ

効

れ

る
が
、
他
人

の
側

か
ら
右
法
律
効
果

の
存
在
を
認

め
て
取
扱

う
こ
と
は
妨
げ
な

い
場
合
。

、

鋤

、

-
,

・

人

四
九
条

二
項
が

「
外
国
法
人

力
始

メ
テ
日
本

二
事
務
所

ヲ
設
ケ
タ

ル
ト
キ

ハ
其
事
務
所

ノ
所
在
地

二
於

テ
登
記

ヲ
為

ス
マ
テ

ハ
他
人

ハ

債

其
法
人

ノ
成
立

ヲ
否
認

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ト
と
し
て
い
る
場
合
が

こ
れ

で
あ

る
。

的嗣

す
な
わ
ち
、
外
国
法
人
は
認

さ
れ
る
こ
と
に
よ

つ
て
・
わ
が
国
内
法

上
も
法
人
と
し
て
活
動
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
(
=
一
六
条

二
項
)
。

,し
か
し
、
か
か
る
認
許
さ
れ
た
法
人
も
、
前

記

の
場
合

に
は
^

登
記
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
他
人

に
よ

つ
て
そ

の
成
立
を
認

め
ら
れ
な

い

こ
と
が
あ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
否
認

に
よ
り
法
人

は
、

こ
の
他
人

に
は
自
ら
法
人
性

を
主
張

す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な

る
η
。

し
か
し
こ
の
場
合

で
も
、
法
人
内
部
で
は
そ

の
法
律
関
係

に
つ
い
て
は
依

然
法
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
他
人
は
必
ず

し
も

こ

の
法
人
を
否
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
も

の
で
は
な

い
が
、
否
認
す

る
も

の
が
生
ず
る
と
、
そ

の
者
に
対
す
る
関
係

と
法
人
内
部

の
関
係

33

と
で
こ
の
外
国
法
人

の
成
立
に

つ
い
て
相
対
的

な
関
係
を
生
ず

る
わ
け

で
あ
る
。
ま
た
・
他
人

に
対
す

る
対
外
的
効
力
相
互

の
間
で
も
・
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こ
の
外
国
法
人
を
否
認
す
る
も
の
と
承
認
す
る
者
と
の
問
で
、
こ
の
法
人
の
成
立
を
め
ぐ

つ
で
相
対
的
な
関
係
を
生
ず
る
。

D
,

穂
積
重
遠

「
民
法
総
論
」

二
二
六
頁

、

・
二
四
民
集

ご
二
巻
八

一
一
頁
。

我
妻
栄

「
民
法
総
則
」

一
七
三
ー
四
頁
、
小
出
廉

二

「
民
法
総
則
」

一
一
八
頁
、
大
判
昭
和

一
八

.
八

二

一
、
以
上

の
各
条
文

が
、

い
ず
れ
も
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関

係

の
発
生
を
予
期

し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
右

に
述

べ
た
説
明
か

ら
知

る
こ
と
が
で
き

よ
う
が
、
最
も
問
題
と
な

る
の
は
、
九

六
条
三
項
が

「
詐
欺
三

因

ル
意
思
表
示

ノ
取
消

ハ
之

ヲ
以

テ
善
意

ノ
第
三
者

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

シ

ヘ

ニ
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」
と
し
て
い
る
よ
う
に

「
…
…

二
対
抗

ス
ル

コ
ト

ヲ
得

ス
」
と
規
定

し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
民
法

上
、

こ
の

表
現

に
よ

つ
て
法
律
効
果

を
制
限

し
て
い
る
場
合

ば
、
そ

の
例
も
極

め
て
多

い
。

い
ま
、
こ
れ
を
条
文

の
順
序

に
従

っ
て
列
記

し
て
み
る

と

つ
ぎ

の
と
お
り

で
あ

る
。

法

人
の
登
記

に
つ
い
て
の
四
五
条

二
項
、
四
六
条
二
項
、
四
九
条

一
項

(
四
六
条
を
適
用
)
、
法
人

の
理
事
に

つ
い
て
の
五

四

条
、
虚

偽
表
示
に

つ
い
て
の
九
四
条
二
項

、
詐
欺

に

つ
い
て

の
九

六
条
三
項
、
意
思
表
示
の
受
領
能
力

に

つ
い
て
の
九
八
条

、
表
見
代
理

に

つ
い

て
の

二

二
条
、
無
権
代
理

に
つ
い
て
の

=

三
条

二
項
、
物
権
変
動

に

つ
い
て
の

一
七
七
条
、

一
七
八
条
、
共
有

の
分
割

に
つ
い
て
の

二
六
〇
条

二
項
、
(
一
般
先
取
特
権

に

つ
い
て
の
三
三
六
条
但
書

)
、
動
産

質

に
つ
い
て
の
三
五

二
条
、
権
利
質

に

つ
い
て
の
三
六
四
条

一

項
、
三

六
五
条
、
三
六
六
条
、
抵

当
権

の
処
分

に

つ
い
て
の
三
七
六
条
、
抵

当
権

の
日
的
権
利

の
放

棄
に

つ
い
て
の
三
九
八
条

、
保
証
人

の
求
償
権

に

つ
い
て
の
四

六
〇
条

二
号
、
債
権

の
譲
渡

に

つ
い
て

の
四

六
六
条
二
項
但
書
、
四
六
七
条
、
四
六
八
条

一
項
本
文

、
四

六
九

条
、
四
七
二
条
、
相
殺

に
つ
い
て
の
五
〇
五
条
二
項
但
書
、
五
〇
九
条
、
五

一
〇
条
、
五

一
一
条
、
更
改

に

つ
い
て
の
五

一
五
条
、
買
戻

に

つ
い
て
の
五
八
四
条
但
書
、
賃
貸
借

(
転
貸
)
に

つ
い
て
の
六

一
三
条

一
項
、
委
任

の
終
了
に

つ
い
て
の
六
五
五
条

、
組

合
員

の
持
分



処
分

に

つ
い
て
の
六
七
六
条

一
項

、
組
合
員

の
除
名

に
つ
い
て
の
六
八
〇
条
但
書
、
夫
婦
財
産
制

に
つ
い
て
の
七
五

六
条
、
七
五

七
条
、

七
五
九
条
、
親
権

に

つ
い
て
の
八
三
=

条

(
六
五
五
条

の
準
用
)
、
後

見
に

つ
い
て
の
八
五
四
条
但
書
、
八

六
七
条
二
項

(
八
五
四

条

の

準
用
)
、
八

七
四
条

(
六
五
五
条

の
準
用
)
、
財
産
分
離

に

つ
い
て
の
九
四
五
条
、
九
五
〇
条

二
項

(
九
四
五
条

の
準
用
)
、
遺
言

の

執

行

に

つ
い
て
の

一
〇

二
〇
条

(
六
五
五
条

の
準
用
)
9
。

一

、、
れ
ら
の
諸
規
定
を

一
べ
つ
し
て
、
そ
の
簡

が
、
権
利
の
主
毬

を
取
得
す
る
か
否
か
に
関
す
る
.、
と
が
三

四
黍

二
項
)
窪

じ
め
と
し
て
、
財
産
上

の
法
律
関
係

の
広
汎
な
領
域

に
及

ん
で

い
る
こ
と
は
、

こ
れ
を
知
る
に
困
難
は
あ

る
ま

い
。

{
,
パ

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら

の

「
…
…

二
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」

と
の
表
現
が
、

一
体

ど
の
よ
う
な
内
容
を
も

つ
た
も

の
で
あ

る
か
に
つ
い

に騙

て
は
、

一
書

は
、
各
個

の
場
合
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
傷

察
し
て
い
る
に
止
ま

っ
て
、
こ
れ
を
統

一
的
に
藁

し
て
、
そ
の
内

勤

容
を
明
か

に
す

る
こ
と
は
、
あ
ま
り
行

わ
拓

て
い
な

い
。

の
み
な
ら
ず
、
各
個

の
場
合

に

つ
い
て
も
そ

の
意
義

は
必
ず
し
も
統

一
さ
れ
て

愉

い
な

い
。

醐

も
ち
ろ
ん
、
法
典
上
の
讃

が
里

で
あ
る
が
ら
と
い
つ
て
、
常
に
こ
れ
高

丙

容
の
も
の
と
と

覆

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
‡

厳

酷

格

に
考
え

る
要

は
な

い
の
で
あ

つ
て
、
そ

の
表
現
が
用
い
ら
れ

て
い
る
各
具
体
的
場
合

に
応

じ
て
、
最
も
合
理
的

・
合
目
的

々
な
意
味

・

謝

、

有

内
容

を
各
個

の
場
合

に
与

え
て
ゆ
く

こ
と
は
、
む

し
ろ
望

ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ

か
ら

と
い

つ
て
、
右

の
よ
う
に
同

一
の
表
現
が
多
数

の
条
文

を
通

し
て
、
し
か
も
広
範
囲
に
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、

こ
れ
ら

の

一
つ
ひ
と

つ
が
個
別
的
な
内
容

を
も

つ
て
相
互

に
関
連

の
な

い
存
在

で
あ
る
と
み

る
こ
と
は
い
か
に
も
不
自
然

で
あ

る
。
そ

こ
に
は
、

一
つ
の
統

一
さ
れ
た
思
考

の
裏
付
け

に

基
く
、
固
有

の
意
味
を
も

つ
た
概
念

が
存
在

し
て
い
る
、

と
み
る
の
が
穏
当
で
あ

る
。
,

あ

る
い
は
、
右

に
列
記
し
た
規
定
が
、
等

し
く

「
対
抗

ス
ル
コ
ト

ヲ
得

ス
」
と

の
表
現
を
し
て
い
て
も
、

こ
れ
ら
を
さ
ら

に
分
類
す
る

35

と

、
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ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

へ

ら

(̂
イ
)

当
事
者

に
お

い
て
、

「
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

る
た
め
に
自
主
的
に
備
え
う

べ
き

一
定

の
要
件

(
対
抗

要
件
)
を
民
法

が
用
意

ぴ

し
て

い
る
場
合

(
四
五
条

一、一項
、
四
六
条
二
項
、
四
九
条

一
項
、

一

一
三
条
二
項
、

一
七
七
条
、

一
七
八
条
、
・二
六
〇
条

二
項
、
三
五
二

条

三

四
条
元

三
六
黍

三
山八
六
条

三
七
六
条

四
六
墓

碑
六
八
条
重

要

四
六
九
条

五
三

炎

天

四
条

ヘ
メ

但
書
、

六
五
五
条
、

六
八
〇
条
但
書
、

七
五
六
条
、

七
五
七
条
、
七
五
九
条
、
八
三

一
条
、
八
七
四
条
、
九
四
五
条

、
九
五
〇
条

二
項
、

一
〇
二
〇
条
)
と
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

(
ロ
)

右

の
よ
う
な
自
主
的

に
備
え
う

べ
き
要
件

は
な

い
が
対
抗
す

べ
き
相
手
側

の
態
度

の
い
か
ん

(
悪
意
)

に
よ

つ
て
は
対
抗

し
う

、

O

P

O

る
余
地
を
認

め
て

い
る
場
合

(
五
四
条

九
四
条
二
項
、
九

六
条
三
項
、
九
八
条
、

一
一
二
条
、
四

六
六
条
二
項
但
書
、
.四

七
二
条

、
五

〇
五
条

二
項
但
書

、
八
五
四
条
但
書
、
八

六
七
条
二
項
)
と
勾
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ト

ヘ

モ

ヘ

へ

(
ハ
)

当
事
者

の
側

か
ら
は
、
右

の
よ
う

に
積
極
的

に
対
抗

し
得

べ
き

た
め
の
事
由
が
、
全
く
認

め
ら
れ

て
い
な

い
場
合

(
三
三
六
条

0

但
書

、
三
九
八
条
、
四

六
〇
条
二
号
、
五
〇
九
条
、
五

一
〇
条
、
五

一
一
条
、

六

二
二
条
.一
項
、

六
七
六
条

一
項
)

の
三

つ
の
群

に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、

こ
れ
ら

の
差
異
を
無
視

し
て
、
等
し
く

「
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」

の
意
義
を
統

一
的
に

理
解

し
よ
う

と
ナ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と

い
わ
れ
う
る
か
も

し
れ
な

い
。
し
か
し
、
右

の
差
異

は

「
対
抗
す

る
も

の
」

と
,
「
対
抗
さ

れ

る
も

の
」

と
の
利
害

の
対
立

の
な
か
か
ら
、
民
法
が
両
者

の
利
害

を
調
整
す

る
た

め
に
考
え
出
し
た
装
置

の

ニ
ュ
ア

ン
ス

に

過

ぎ

な

い
、

と
考
え
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。

し
た
が

つ
て
仮
り

に
、
対
抗

し
う
る
た
め
の
事
由
が
対
抗
要
件

と
し
て
認

め
ら
れ

て
い

る

場

合

で

も
、

こ
.れ
が
具
備

さ
れ
な

い
が
故
に

「
対
抗

ス
ル
コ
、ト
ヲ
得
」
な

い
場
合

の
関
係
は
、
す

べ
て
同
様

で
あ
る
。

し
て
み
れ
ば

こ
の
点
を
理

由

に
し
て
、
統

一
的
理
解
を
拒

否
す

る
こ
ど
も

ま
た
'正
当
で
な

い
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判

に
こ
た
え
た
も

の
で
は
な

い
に
し
て
も
、
表
現

の
同

一
で
あ
る

こ
と
が
、
こ

の
同

一
の
表
現
に
よ

っ
て
示
さ

れ
る
概
念

内
容

の
理
解

に
、
あ

る
程
度

の
共
通
性
を
も
た
ら
す

こ
と
は
極

め
て
自
然
な

こ
と
で
あ

つ
て
、

「
対
抗

ス
ル
コ
ト

ヲ
得

ス
」

の



一

夕

概
念

も
、
こ
の
例
外
で
は
な

い
驚

と
は
い
え
、

こ
の
よ
う
な
理
解

の
共
通
性
が
、
し
よ
せ
ん
個
別
的
な
考
察
を
通
し
て
の
現
象
上

の
も

の
で
あ

る
に
止
ま

っ
て
、
意
識
的

な
統

一
的
理
解

を
そ

の
背

景
に
も

つ
て
い
な

い
こ
と
は
、

こ
の
概
念

の
細

部
に

つ
い
て
の
統

一
を
妨
げ
、
そ

こ
に
複
雑
な
学
説

上
の
対
立

を
生
起
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
争
え
な

い
勾
。

・

・

相対的(対 人的)効 力関係について37

D

三
四
七
条
但
書
も
同
様
に

「
…
…

二
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
法
律
効
果
自
体
に
関
す
る
も
の
で
な
く
、
権
利

の
性
質
11
効
力
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
本
稿
の
対
象
に
は
し
な
い
。

カ

こ
の
場
合
、
理
論
上
は
当
事
者
が
、相
手
を
悪
意
た
ら
し
め
る
よ
う
な
方
法
を
講
ず
れ
ば
、対
抗
力
を
取
得
し
う
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
意

識
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
相
手
方
た
り
う
る
も
の
に
講
ず
る
こ
と
は
、
そ
の
完
全
さ
を
期
待
し
え
な
い
か
ら
、
こ
れ
を

一
般
の
対
抗
要
件
と
同
列
に
考

え
る
こ
と
は
適
当
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
除
け
ば
、
効
力
を
相
手
方
に
主
張
し
う
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
こ
と
に
は
違

い
な
い
。

の

穂
積
重
遠

「
民
法
総
論
」
三
一
一四
頁
、
石
田
文
次
郎

「
物
権
法
論
」
九
五
頁
参
照
。

旬

物
権
変
動
に
つ
い
て
後
記
の
よ
う
に
、
学
説
の
分
立
し
て
い
る
の
も
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
考
察
が
欠
け
て
い
た
こ
と
の
悲
劇
的

な
結
果
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う

な
不
統

一
の
な

か
で
、
比
較
的
共
通
性
を
も

つ
説
明
を
取

り
上
げ

て
、
こ
の

「
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」

の
も

つ
意
味
を
明
か
に
し
て
み
る
と
、
そ
れ

は
次

の
よ
う

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
を
虚
偽
表
示

に
関
す

る
九
四
条
二
項

の

「
前
項

ノ
意
思
表

示
ノ
無
効

ハ
之

ヲ
以

テ
善
意

ノ
第
三
者

二
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」

に
と

つ
て
い
え
ば
、
行
為

の
当
事
者
間
で
当
該
法
律

行
為
が
無
効

で

あ
る
こ
と
に
は
変
り

は
な

い
が
、
善
意

の
第
三
者
が
、

こ
の
無
効
性
な
承
認
す

る
ご
ど
を
じ
か

い
限
り

は
D
、

虚
偽
行
為

の
当
事
者
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ

の
善
意

の
第

三
者

に
対

し
て
は
、

こ
の
行
為

の
無
効

で
あ
る

こ
と
を
主
張
す

る
こ
と
が

で
き
ず
、
そ

の
限
り
で
こ
の
第

三
者

に
対
す
る
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関
係
で

は
、
右

の
当
事
者
間
の
法
律
行
為
が
無
効
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
無
効
原
因

(虚
偽
表
示
に
お
け
る
意
思
表
示
の
虚
偽
性
)
が
な

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

,
か

つ
た
}」
と
と
さ
れ

て
、
有
効
な
も

の
と
し
て
取
扱

わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
悪
意

の
第
三
者

に
対

し
て
は
、

こ
の
よ
う
な
制
限
を

う
け
な

い
か
ら
無
効
を
主
張
す
る

こ
と
が

で
き

る
し
幻
、

善
意

の
第
三
者

の
側

か
ら
、

こ
の
無
効

で
あ

る
こ
ど
を
主
張
す

る
こ
ど
も
何

等

妨
げ
な

い
。
そ

し
て
も

し
善
意

の
第
三
者
が
、

そ

の
無
効
を
認

め
た
と
き

に
は
、
当
事
者
は

こ
の
第
三
者
に
対
し

て
は
、
行
為

の
無
効
を

主
張
す

る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ

る
の
。

こ
の
よ
う

に
、
対
抗

し
得

な
い
と
さ
れ
る
当
事
者

か
ら
は
、
法
律
上

の
効
果

(
無
効

と
い
う
効

一

朶

も
含

め
て
▽
が
生

じ
た

.」
と
主

張
し
得
な

い
が
、
そ

の
相
手
方

か
ら

.」
の
効
果
が
あ

つ
た

、」
と
を
認

め
る
.」
と
は

妨

げ

ず

慧

叢

《
対
抗
さ
れ
る
相
手
方

に
お
い
て
認

め
れ
ば
、

こ
の
者

に
対
し
て
は
法
律
効
果
変
動

の
生

じ
た

こ
と
を
主
張
す

る
こ
と
が
で
き

る
が
、
認

め
な

い
も

の
に
対

し
て
は
、

こ
れ
を
主
張
す
る

こ
と
が

で
き
な

い
》

と
い
う
関
係

の
生
ず

る
場
合
が

こ
れ

に
当

る
わ
け
で
あ

る
。

論律

D

こ
の
無
効
裳

争
う
態
度
三

い
て
は
・
積
極
的
な
熟

を
必
署

す
る
か
否
か
に
ミ

学
説
の
存
す
る
こ
と
後
述
の
如
く
で
あ
る
が
ど

法

の
点
を
い
ず
れ
の
考
え
に
し
た
が
う
と
し
て
も
、
相
対
的
効
力
関
係
の
生
ず

る
余
地

の
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な

い
。

力

大
判

.
大
正
三

.
七

.
九
刑
録

二
〇
輯

一
四
七
五
頁
は
、
善
意

の
第
三
者

か
ら
、
さ

ら
に
譲
受
け
た
第
三
者
は
、
た
と
え
転
得

の
当
時

悪
意
で

あ

つ
て
も
、
そ

の
有
効
を
主
張
し
う

る
、

と
し
て
い
る
。
同
旨
、
,
石
田
文

次
郎

「
現
行

民
法
総
論
」
三
五
三
-

四
頁
、
小
出
廉

二

「
民
法
総
則
」

一
六
〇
頁
、
我
妻
栄

「
民
法
総
則
」

二
四
四
頁
、
山
中
康
雄

「
民
法
総
則
講
義

」
二
五

六
頁
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
考
え
に
は
、
相
対
的

(
対
人

的
)
効
力
関
係

の
理
論
か
ら
す

る
と
疑
を
抱

か
ざ
る
を
得
な
い
。

助

鳩
山
秀
夫

「
日
本
民
法
総
論
」

(
下
)
三

五
三
頁
、

穂
積

・
前
掲
三

二
四
頁
、

右
田

・
前
掲
三
五
ニ
ー
三
頁
、

小
出

・
前
掲

一
六
〇
頁
、

我

妻

・
前
掲
二
晋

頁

於
保
不
二
雄

「
民
法
総
則
講
義
」

一
九
三
頁
、
同

「
公
示
な
き
物
権
の
本
質

法
学
論
叢
五
八
巻
三
号
三
貢

山
中

・
前

掲

二
五
六
百
ハ、
中
村
宗
雄

「
民
法
総

則
」

一
九
〇
頁
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二
、
「
対

抗

ス

ル

コ
ト

ヲ
得

ス
」

の

一
般

的
意

味

を

以

上

の

よ
う

に
解

す

る

と

し
て
、

さ

ら

に
、

こ
れ

が
前

記

民
法

上

の
各

条
文

の

中

で
作

用

し

て

い
る
関

係

を

考
察

し

て
み

る

と

、

ウゆ
メ
ヘ

ヘパミ
ちぶ

ミ

、
(
1

)

法
律

要

件

の
当
事

者

間
ピ

法
律

効

果

が

生
ず

る

か
否

か

の
点

に

つ
き

、

こ

の

「
対
抗

」

の
場

が

み
ら

れ

る
場

合

(
川

八
,条

、
謹

.

.〇

九
条

、

司

「
q

条

、

六

五
五

条

、

八

三

一
条

、

八

七

四
条

、

一
〇

二
〇

条

)
。

.

、

～

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(
2
)

法
律
要
件
の
当
事
者
間
に
は
法
律
効
果
が
生
ず
る
が
、
こ
の
効
果
を
当
事
者
か
ら
、
第
三
者
に
対
し
て
主
張
す
る

場

で

こ

の

「
対
抗
」
に
よ
る
制
限
を
う
け
る
場
合

(前
記
の
条
文

の
う
ち
が
ら
右
に
挙
げ
た
も
の
を
除

い
た
も
の
)
。

ヘ

へ

の
二

つ
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る

の
で
あ

る
が
、
注
意
す

べ
き

こ
と
は
、
前
者

の
場
合
に

つ
い
て
、
こ
と
に
受
領
能
力

に
関
す

る
九
八

条
本
文

な
ら
び
に
相
殺

に
関
す

る
五
〇
九
条
、
五

一
〇
条

の
場
合
に

つ
い
て
、
こ
れ
ら

に
お
け

る

「
対
抗

ス
ル
コ
ト

ヲ
得

ス
」
と
は
、

い

ず
れ
も

「
効
力
が
生
じ
な

い
」

こ
と
で
あ

る
と
解

す
る
考
え
が
み
ら
れ

る
こ
と
で
あ

る
⇒
。

は
た
し
て
、

こ
の
よ
う
に
適
用

の
場

が
異

る
こ
と
は
、

こ
の

「
対
抗

ス
ル

コ
ト

ヲ
得

ス
」

の
意
義
を
、
前
述

し
た

一
般
的
理
解

の
場
合
か

ら
区
別
せ

し
め
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
れ
ら

の
い
ず
れ

の
場
合
も
、
民
法
が
対
抗

す

る
こ
と
を
得
ざ
る
も

の
と
し
て
、
効
力
を
制
限

し
て
い
る

の
は
、
相
手
方

で
あ
る
無
能

力
者
も

し
く
は
債
権
者

の
利
益
を
保
護
し
て
い
る

に
止
ま
る
ど
解
す

べ
き
で
あ
る
か
ら
ヵ
、

こ

の
も

の
か
ら
到
達
も
し
く

は
相
殺

の
効
力

へ

へ

を
認

め
る

こ
と
を
ま
で
、
禁
止

し
て
い
る
も

の
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由

は
な

い
。
も

つ
と
も
、
相
殺

に

つ
い
て
は
、
ど
ち
ら

の
当
事
者
か

ら
為

し
て
も
遡
及
効
が
認

め
ら
れ
る
か
ら

(
五
〇
六
条
二
項
)
、
五
〇
九
条
、
五

一
〇
条

の
場
合
、

相
手
方
債
権
者
が
、

か
か
る
相
殺

の

効
力

を
認

め
た
と
き

に
は
、
そ

の
と
き

に
こ
の
も

の
か
ら
新
た
な
相
殺
が
為
さ
れ
た
も

の
と
解

し
て
も
結
果
的

に
は
た
い
し
て
不
都
合
は

な

い
。

し
か
し
、

こ
の
こ
と
を
理
由

に
、
さ
き

に
な
さ
れ
た
相
殺

の
効
力
を

↓
般
的

に
無
効
と
断
定
す
る
程

の
こ
と
も
あ

る
ま
い

し
、
さ

-

ら
に
は
、

こ
の
効
果

の
制
限
が
、
相
手
方
債
権
者

(
受
働
債
権
者

)
の
側

か
ら
、
同

一
の
債
権

・
債
務

に

つ
い
て
相
殺
を
な
す

こ
と
を
妨



げ
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
相
手
方
債
権
者
が
、
対
抗
し
え
ざ
る
相
殺
の
効
力
を
認
め
て
、
そ
の
効
果

の
維
持
を
計
ろ
う
と
す
る

40

こ
と
を
ま
で
拒
否
す

べ
き
理
由
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

つ
て
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

の
場
合
も
、
対
抗

し
得
ざ
る
相
手
方
か
ら
パ
到
達

も

し
く

は
相
殺

の
効
力
を
認

め
る
こ
と
を
得

べ
く
、
特
に
こ
れ
ら

の
場
合
を
、
前
記

「
対
抗

ス
ル
コ
ト

ヲ
得

ス
」
に

つ
い
て
の

一
般
的

理

、
解

か
ら
除
外

し
て
、
特
異
な
も

の
と
し
て
考
え
る
必
要
は
な

い
と
思

わ
れ

る
旬
。

そ
れ
で
は
、

こ
れ
ら

の
場
合
、
当
事
者
間

に
お
い
て
は
、
主
張
す
る
こ
と
を
制
限

さ
れ

て
い
る
効
果

を
、

、第
三
者
に
対

し
て
、
当
該
当

オ

ベ

事
者

は
主
張
す

る
こ
と
が
で
き

る
で
あ

ろ
う

か
。

こ
の
こ
と
は
、

こ
れ
ち

の
条
文

に
お
け

る
対
抗

し
え
ざ
る
も

の
の
指
定
が
、
と
く

に
効

一

力
制
限
の
人
的
藷

を
限
定
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
か
・
す
な
わ
ち
・
こ
れ
以
外
の
も
の
に
対
し
て
は
・

蓼

場
倉

同
楚

そ
れ
ぞ

叢

れ

の
効
果

を
主
張

し
う

べ
き

か
に
関
す

る
。
そ
し
て
、
も
し
こ
れ
を
主
張

し
う
る
も

の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
な
ら
、
,そ

こ
に
は
、

や

論

は
り
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
が
み
ら
れ

る
こ
と

に
な

る
。

.

・

,

律

さ

て
、
当
事
者
間
に
お
い
て
効
力

の
発
生
を
主
張

し
え
な

い
も

の
だ
か
ら
と

い
つ
て
、
必
ず
し
も
第

三
者

に
ま

で
、
こ

の
主
張

が
で
き

な

い
も

の
で
な

い
こ
と
は
、
す

で
に
九
五
条
但
書
が
、
と
く

に
相
手
方

と
,第
三
者
と
を
含

め
て
、
ひ
ろ
く
無
効
を
主
張

し
え
な

い
旨

を
規

法

定

し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
既

に
推
論
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
ゆ
・
し
た
が

つ
て
、
こ

の
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
法
律
関
係

の
性

}

,

質

か
ら
考
察

し
て
み

る
べ
き
も

の
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

す

で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
こ
れ
ら

の
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方

を
保
護
す

る
た
め
に
、
当
事
者

の

一
方

に
効
力
制
限
を
し
た
に
止
ま

・る

の
で
あ

つ
で

、
本
来
当
該
効
果

は
、
そ
れ
ぞ
れ
客
観
的
な
要
件

の
充
足

(
九

七
条
、
五
〇

六
条

一
項
、

六
五
三
条
)

に
よ

つ
て
生
じ

て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

で

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

い
る
場
合
な

の
で
あ

る
か
ら
、
右

の
制
限

は
バ
と
く

に
反
対
す
べ
き
特
段

の
事
情
が
考
え
ら
れ
な

い
限
り
、

一
般
的

に
は
、

「当
事
者
間

の

み
に
効
力
主
張

の
制

限
が
認

め
ら
れ
る
に
止
ま

っ
て
、
第
三
者

に
対
す
る
関
係

に
ま
で
も

こ
の
制
限
が
及
ぶ
も

の
で
は
な
い
と
解

し
た

い

め
。

し
た
が

つ
て
、

こ
の
限
り
で
は
、
こ
れ
ら

の
場
合

は
、
ほ
ぼ
前
節

(
2
)

の
類
型
に
入
り
、
相
手
方

と
第

三
者

の
間
に
、
相
対
的

(
・



フ

.
一 相対的(対 人的)効 力関係について

、
対
人
的
)
効
力
関

係

の
生
ず

べ
き

一
場
合
と
な
る
。
そ
し
て
、
右

の
う
ち
、
相
殺

に
関
す
る
五
〇
九
条
、
五

ノ
○
条

の
場
合

に
つ
い
て

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

み

は
、
右

の
特
段

の
事
情
が
存
在
す

る
場
合
と
し
て
、
第

三
者

に
対
す
る
関
係
は
、
当
事
者
間

の
効
果

に
■追
従
す

る
と
解
す

る
。

な
ぜ
な

へ

ら
、
相
殺

は
、
単
独
行
為
に
よ

つ
て
効
果

の
発
生
を
認

め
た
強
力
な
制
度

で
あ
り
、・
し
か
も
、
そ

の
結
果

は
ひ
と
り
自
働
債
権

の
存
否

に

関
す
る
だ
け
で
な
く
、
相
手
方
の
受
腰

権

の
消
長
に
も
裏

に
関
す
る
・〕
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
効
果
が
、当

薯

間
と
対
第
三
者
間

と
で
異

っ
て
取
扱

わ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら

の
関

係
を
極

め
て
複
雑
な
も

の
た
ら

し
め
、
相
互

の
債
権

.
債
務

を
簡
便

か

つ
公
平

に
決
済

し
よ
う

と
し
た
相
殺
制
度
本
来

の
日
的
に
違
背
す
る
パ

と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ

る
。

し
た
が

つ
て
、

こ
の
五
〇
九
条
、
五

一
〇
条

の
場
合

の
み
は
、
「
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」

の
意
義

に
つ
い
て
は
、

一
般

の
場
合

と

同

様

に
取
扱

う

の
を
相
当
と
す

る
け
れ
ど
も
、

つ
い
に
相
対
的
効
力
関
係
を
生
ず
る
余
地
が
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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ぼ

め

九
八
条
本
文

に
つ
き
、
吾
妻
光
俊

「
民
法
総
論
」
二
五
三
頁
、

'

に

、

五
〇
九
条
、
五

一
〇
条

に

つ
き
、
鳩
山
秀
夫

「
日
本
債
権
法
(
総
論
)
」
四
五

一
ー

二
頁
、

石
田
文
次
郎

「
債
権
法
総
論
講
義
」
三
〇

六
頁
、
我
妻

栄

「
債
権
総
論
」

二
四

一
頁
、
末
弘
厳

太
郎

「
債
権
総
論
」
(新
法
学
全
集

)
二
↓

一
一
二
頁

(
な
お
博
士
は
、
五

一
一
条

の
場
合
も
「
相
殺
を
為

し
得
な
い
」
と
解
し
て
お
ら
れ
る
)
、
.山
中
康
雄

「
債
権
法
総
則
講
義
」
七
六
頁
、

五

一
〇
条

に
つ
き
、
勝
本
正
晃

「
債
権
法
総
論
概
説
」
三
八
五
頁
、

カ

こ
の
点

で
問
題

に
な

る
の
は
、
五
〇

九
条

の
制
限
趣
旨
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
に
つ
い
て

は
、
拙
稿

「
共
同
職
務
担
当
者
と
民
法
第
七

一
五
条

の

『第
三
者
』
並
び
に
民
法

五
〇
九
条
に

つ
い
て
」
法
律
論
叢
三

一
巻
三
号

一
五
九
頁
以
下
参

照

の

九
八
条

に

つ
い
て
は
通
説
で
あ
る
。

.

=

r

ハ
っ

委
任
に
つ
い
て
は
こ
の
場
合
、
第
三
者

の
保
護

は
、

一
一
二
条
に
ぱ

つ
て
解
決
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
で
あ

ろ
う
。



ヘ

へ

ぐ

ノ

　

に

⑫

っ
ぎ

に
、
後

者

の
場
合

の

「
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
隻

妄

、

一
般

的
意
味

に
理
解

し
て
考
え
る
と
、

こ
れ

は
、
前
節
(
3
)
の
類
型

に
属

、

す

る

一
場
合

と
し
て
、
そ

こ
に
対
人
的
な
相
対
的
効
力
関
係
が
生
じ
う
る

こ
と
は
多
く

の
疑

い
も
あ

る
ま

い
。

こ
れ
を
前

例
九
四
条

の
場

合

に

つ
い
て
考
察

し
て
、
例
え
ば
、
甲
が
そ

の
所
有
家
屋
を
乙
と

の
間

で
虚
偽
表
示

に
よ

つ
て
乙
に
売
却
し
た
こ
と
に
し
た
と
こ
ろ
、
乙

、
は
こ
の
家
屋
を
さ
ら

に
情
を
知

っ
て
い
る
第

三
者
丙

に
売
却
し
、
丙

は
さ
ら

に
情
を
知
ら
な

い
丁
に
売
却
し
て
し
ま

つ
た
場
合

に
つ
き
考

察

し
よ
う
。

こ
の
場
合
甲
乙
間

の
売
買
は
、
九
四
条

一
項

に
よ

つ
て
無
効

で
あ
り
、
し
か
も

こ
の
関

係
は
、
同
条

二
項

の
制

限
に
当
ら
な

ヘ

シ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

い
悪
意

の
丙

に
対

し
て
は
主
張

で
き

る
こ
と
も
明
白

で
あ
る
か
ら
さ
結
果
的

に
は
、
家

屋

の
所
有
権

は
甲
乙
丙
三
者

の
関
係
で
は
依
然
甲

の
手
許

に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

し
か
し
善

意
者
丁
に
対
し
て
は
、
丁
が
甲
乙
間

の
売

買

の
無
効

で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
限
り

叢

甲
乙

と
も

に
、
同
条

二
項
に
よ

つ
て
甲
乙
間

の
売
買
が
虚
偽
表
示

の
た
め
無
効

で
あ

る
こ
と
を
主
張

で
き

い
な
か
ら
、
家
屋

の
所
有
権

は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

論

そ

の
限
り

で
適
法

に
甲

か
ら
乙
に
移
転
し
た
こ
と
と
し

て
取
扱
わ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
そ

の
限

り
で
、
た
と
え
悪
意

で
あ

つ
た
に
し
て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ト

も
、
丙
も
正
当
な
所
有

者
乙
か
ら
所
有
権

を
譲
り
う
け
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
家
屋

の
所
有
権
は
丁
に
対

し
て
は
甲
ー
乙
ー
丙

と
移
転

し

律

.
た
も

の
と
扱
わ
れ
ざ
る
を
得
な

い
。

し
か
し
、
甲

・
乙

・
丙
三
者

の
間

で
甲
乙
間

の
売
買
が
無
効

で
あ
る

こ
と
に
は
依
然
変
り
が
な

い
の

法

で
あ

る
。

【

こ

の
よ
う

に
し
て
、
甲
乙
間
の
売
買

の
効
力
は
、
丙

に
対
す
る
場
合

と
、
丁
に
対
す

る
場
合

と
で
対
人
的

に
異

っ
た
取
扱

い
を
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
わ
け

で
あ
る
。

し
か
し
、
以

上
の
よ
う
な

一
般
的
解
釈

に
対

し
て
も
、
同
様

に
こ
の
範
型

に
属

す
る
場
合

で
あ
り
な
が
ら
、
物
権
変
動
な
ら
び
に
債
権

譲
渡

の
場
合

に
お
け
る

い
わ
ゆ

る

『
対
抗
問
題
』

に
つ
い
て
は
、

こ
の

「
対
抗

ス
ル

コ
ト
ラ
得

ス
」

の
具
体
的
な
意
味

を
め
ぐ

つ
て
、
争
＼

い
の
存
す

る
こ
と

は
、
す

で
に
周
知

の
と
お
り
で
あ

る
。

い
ま
、
こ
の
点

に

つ
い
て
深

い
考
察

を
す

る
こ
と
は
、
本
稿

の
直
接

の
目
的
,で
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
、

こ
の
稿
を
進
め
て
ゆ
く

の



一 相対的(対 人的)効 力関係について 一43

に
必
要

な
限
度

で
、.

物
権
変
動
の
場
合
を
例

に
と

つ
て
D
、

以
下

に
そ
の
簡
単
な
考
察

を
す

る
に
止
め
よ
う
。

物
権

変
動

に
お
け

る

「
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」

と
の
規
定
が
具
体
的

に
意
味

し

て
い
る
と
こ
ろ
の
も

の
に

つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け

て
お
よ
そ

三

つ
の
考
え
方

を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

そ

の

一
は
、
中
村
宗
雄
教
授

の
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
実
体
法
規
範

と
訴
訟

と
の
相
関

々
係

の
う
ち
に
、

「
対
抗
問
題
」

の

意

義
を
考
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ

る
。
近
く

は
、
宮
崎
俊

行
助
教
授
も

こ
の
考
え
を
展
開

し
て
い
る

の
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
こ
れ

ら

の
考
え
は
、

お
よ
そ

つ
ぎ

の
よ
う

に
述

べ
る
。
■

二
重
譲
渡

で
は
、
第

一
の
売
買
と
第

二

の
売

買
は
、
と
も

に
当
事
者

の
意
思
表
示

の
み

に
よ

つ
て
、
別
個

の
規
範
関
係
と
し
て
成
立
す

る
が
、
所
有
権
は
、
事
実

の
世
界

に
お
い
て
排

他
的
な
支
配
権

と
し
て
作

用
す
る
か
ら
、
同

一
目
的
物
上

に
成
立
す
る
二
個

の

所

有

権

は
、
事
実

の
世
界

に
お
い
て
衝
突
す

る
。
と

の
衝
突
を
民
法

は
、
自
己

の
体
系
内

に
お
け
る
法
規
範

の
衝
突

と
し
て
取
り
上

げ

て

い

な

い
。
事
実

の
世
界

に
お
け
る
具
体
的
事
実
で

の
権
利

の
衝
突

と
な

つ
で
現

れ
る
の
を
待

っ
て
、
そ

の
優
劣
を
定

め
る
。
こ
の
場
合

に
お
け

る
判
定

の
基
準
勾
な

い
し
は
、
法
適
用
を
指

示
す

る
規
範
助

老
な
る
の
が

一
七
七
条
、

一
七
八
条
で
あ
る
、

と
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は

「対
抗
ス
雪

ト
ヲ
得
ス
」と
は
、
訳
翌

懇

談

㌫

輸
称
鍮

蒜

悉

籔

か
恕

㌫

富

意
味
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
。

こ

の
立
場
が
、
民
法
を
、
訴
訟

の
場

と
の
相
関

々
係

の
な
か
か
ら

と
ら
え
よ
う

と
し
て
い
る
態
度

に
は
、
わ
た
く

し
も
共
感

を
覚
え
る

も

の
で
あ
り
匂

し
か
ぷ
実
体
法
規
範
を
、
目
扉

的
な
当
塁

間
の
日
×体
的
規

範
関
係
と
し
て
、
個

別
的
に
考
察
し
う
普

し
て
い
る

こ
と
旬
、

に
も
同
感
を
禁
じ
え
な

い
も

の
で
あ

る
が
、

こ
の
個
別
的
な
規
範
関
係
相
互
の
衝
突

に
対

し
て
、
民
法
が
自
己

の
体
系
内

で
規

範
的
解
決
を
与

え
て
い
な

い
と
す

る
か
の
如
き
考
え
ー

し
た
が

っ
て
、
そ

の
限

り
で
は
、

こ
の
場
合
規
範
構
造

と
し
て
の
相
対
的

(
対

人
的
)

、効
力
関
係

の
存
在

を
認

め
て
い
な

い
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
ー

に
は
疑

い
を
も

つ
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
個
別
的
な
規
範
関
係
相

,

互
問
の
衝
突
現
象
も
、
ま
た
右
の
意
味
で
の
実
体
法
的
な
個
別
的
規
範
関
係
の

一
場
合
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
解
決
し
て



鈍

い
奏

体
法
的
規
範
関
係
が
す
な
わ
ち
対
外
的
効
力
関
係

(絶
藷

.
相
対
芭

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
豊

ら
な
い
、
と
愛

ら
れ
る
か

ら
で
あ

る
。
し
た
が

つ
て
、

こ
れ
ら
を
.
あ
え

て
訴
訟

の
場
だ
け
で
解
決
さ
れ
る
現
象

と
考
え

る
必
要

は
な

い
と
思

わ
れ

る
。
ま
た
、
対

抗
要
件
が
権
利
衝
突

に
お
け
る
権
利
確
定

の
基
準

と
な
り
う
る
と

し
て
も
、
な
ぜ

に
対
抗

要
件

を
備
え
る
と
権
利

の
確
認
が
与
え
ら
れ
、

こ
れ
を
欠
く

と
き

は
確
認
が
与

え
ら
れ
な

い
の
か
、
そ

の
理
論
構
造

が
必
ず
し
も
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な

い
し
、
ま
た
、
対
抗
要
件

に
関

す

る
規
定

の
み

に
法
適
用
を
指

示
し
た
規
範
を
含
む
と
解
す
る

こ
と
も
、
そ

の
根
拠
が
充
分

で
な

い
。
訴
訟

で
は
、
当
面

の
当
事
者

に
権

利

の
確
認
が
与
え
ら
れ
る
か
否

か
が
ま
ず
最
大

の
関
心
事

で
は
あ
ろ
う
が
、
実
体
法

と
し
て

の
民
法

に
お
け

る
理
論

は
、
さ
ら

に
、
そ

の

結
論
が
な
ぜ
に
承
認
さ
れ
る
か
を
、
他

の
法
規
範

(
例
え
ば
意
思
主
義
、

一
物

一
権
主
義

)
を
も
含

め
た
全
体
的
な
規
範
構
造

の
な
か
で

叢

考
察

し

て
、
そ

の
理
論
構
造
ー
二
重
譲
渡

に
あ

つ
て
は
、

こ
れ
が

「
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」

の
意
義

を
示
す

こ
と
に
な

る
ー

を
明
ら

諭

か

に
す

る
こ
と
も
重
要
な

こ
と
な

の
で
あ

る
。
こ

の
意
味
で
前
記

の
立
場
は
、

一
七
七
条
、

一
七
八
条
が
訴
訟

の
場

で
作
用

す

る

さ

ま

を
、
た
だ
現
象

的
に
記
述

し
た
に
止
ま
り
、
そ

の
も

つ
て
い
る
実
体
法
規
範
体
系
上

の
意
味
づ
け
、
な
い
し
は
そ

の
内
容
が
い
ま
だ
充
分

律

に
示
さ
れ

て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

法

、.

-

－

D

債
権
譲
渡

に
お
け
る
対
抗
問
題
に
つ
い
て
の
学
説
の
展
開
も
、

ほ
ぼ
物
権
変
動
に
お
け
る
と
同
様
で
あ
る
。

鳩
山
秀
夫

「
日
本
債
権
法

(総

論
)
し
三
五
三
頁
以
下
、
石
田
文
次
郎

「
債
権
総
論
講
義
」
二
四
七
頁
以
下

(
こ
と
に
二
五
二
頁
)
、
末
弘
厳
太
郎

「
債
権
総
論
」
(新
法
学
全
集
)

二
三
五
頁
以
下
、
山
中
康
雄

「
債
権
法
総
則
講
義
」

二
二
〇
頁
以
下
各
参
照
。

脚

力

中
村
宗
雄

「
民
法
物
権
編
」
七
八
ー
九
頁
、
同

「
実
体
法
と
訴
訟
法
学
」

一
四
頁

の

宮
崎
俊
行

「
不
動
産
物
権
二
重
譲
渡
の
理
論
」
法
学
研
究
二
七
巻

一
号
三
三
頁
以
下

め

拙
稿

「
民
法
と
訴
訟
と
,の
関
係
に
つ
い
て
の

一
考
察
」
私
法

一
一
号
二
六
頁
以
下
参
照

の

中
村

・
前
掲
物
権
編
七
八
頁
、
宮
崎

・
前
掲
三
五
頁
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.
つ
ぎ

に
そ

の
二
は
、
物
権
変
動

の
効
力
を
、
実
体
法

的

に
考
察

し
な
が
ら
、
物
権
変
動

の
効
力
関
係
を
、
当
事
者
間

と
対
第
三
者
間

に

つ
い
て
統

一
的
な
内
容

で
理
解

し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

,

ヘ

ヘ

へ

ぶ

ヘ

へ

こ
の
考
え
は
ざ
ら
に

「
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
の
具
体
的
意
味
を
、
(
イ
)
物
権
の
得
喪
変
更
の
効
果

の
持
続
性

(
第
三
者

に
公
信
力

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
保
護
を
認

め
る

こ
と
に
よ
る
権
利
喪
失
)

の
問
題

と
し
て
考
え

よ
う

と
す

る
も

の
ど
、
(
ロ
)
権
利
そ

の
も

の
の
内
在

的
な
性
格

の

澗
,

題
と
し
て
考
察

し
よ
う

と
す
る
も

の
と
の
二

つ
に
分
け

て
理
解

し
う

る
。

ま
ず

、
(
イ
)
の
考
え

は
、
岡
村
玄
治
教
授

の
説

か
れ
る
も

の
で
あ

つ
て
お
よ
そ

つ
ぎ

の
よ
う

に
述

べ
る
。

一
七
七
条
、

一
七

八

条

が

「
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」

と
規
定

し
て
い
る
の
は
、
物
権
関
係

の
得
喪
変
更

は
、
意
思
表
示
の
み

に
よ

つ
て
効
力
を
生
ず

る

け

れ

ど

も
、
登
記
ま
た
は
引
渡

を
な
す

の
で
な
け
れ
ば
、
そ

の
後
さ
ら

に
第

三
者
が
、

こ
の
得
喪
変
更

が
な
か

つ
た
場
合

と
同
様

な
第
二

の
得
喪

変
更

の
関
係
に
立
ち
、
し
か
も
、
そ

の
第
三
者

に

一
九

二
条

と
同
様

に
平
穏

・
公
然

・
善
意

.
無
過
失

の
要
件
が
備
わ
る
場
合

に
は
、
こ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
者

の
た
め
に
承
継
的
原
始
取
得
が
生
じ
て
、
こ
れ
と
相
容
れ
な
い
限
度
で
、
第

一
の
得
喪
変
更
の
効
果
が
喪
失
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ

トと
を
意
味
し

て
い
る
D
。

と
。

、

こ
の
考
え
は
、

一
七
六
条

の
規
定
を
重
視

し
て
、

一
旦
同
条

に
従

っ
て
有
効
な
物
権

変
動

の
取
引

が
な
さ
れ
た
以
上
、

こ
の
客
観
的
な

取
引

の
事
実
は
あ
ぐ

ま
で
も
尊
重
す

べ
き
で
あ

つ
て
、
第

三
者

に
こ
の
取
引
が
な
か
ら

た
と
同
様
な
主
張
を
許
す

こ
と
は
妥

当
で
な

い
、

と
の
考
え
を
基
礎
と
し
た
も

の
で
あ

つ
て
勾
、

そ

こ
に
は
相
対
的
な
効
力
関
係
を
認

め
る
余
地
が
な

い
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
得
喪
変

'

ヘ

ヘ

ヘ

へ

更

の
原
因
が
あ

つ
た
と

い
う
事
実
と
、

こ
れ

に
ど

の
よ
う
な
法
的
評
価

11
効
果
を
与
え
る
か
、
と
は
お

の
つ
か
ら
異

っ
た

こ
と
が
ら

で
あ

り
、
し
か
も
、
そ

の
効
果
付
与

の
態
様
も
必
ず
し
も

一
ケ
条

に
示
さ
れ

る
こ
と
を
要

し
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
効
果

の
全
ぼ
う
は
、

そ

の
効
果

に
関
す
る
全
規
定
を
綜

合
考
察

し

て
、

は
じ

め
て
そ

の
内
容
を
決
定

し
う
る
と
す

る
こ
と
を
妨
げ
な

い
。
そ
う
し

て
物
権
変
動

、の
事
実

に
村

上
て
、
ど

の
よ
う
な
効
果
が
与
え
ら
れ

ゐ
か

は
、
ひ
と
り

一
七
六
条
Lの
み
で
な
く
、
同
じ
く
物
権

変
動

の
効
果

に
対
す
る

一
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七

七
条
、

一
七
八
条
を
も
綜
合
し

て
そ

の
全
内
容
を
決
定
す

べ
き

で
あ

っ
て
、

一
七
六
条

の
み
を
重
視
ず
る
右

の
考
え
方

に
ぱ
少
な
か
ら

ぬ
疑

い
を
も

つ
旬
。

ま
た
、
「
対
抗

ス
ル
ゴ
ト
ヲ
得
」
ざ
る
第

三
者

の
範

囲

を
、

一
九
二
条
と
同
様

に
、
平
穏

・
公
然

・
善
意

・
無
過
失

の
も

の
に
限
定

し
て
い
る
こ
と
も
、

一
七
七
条
、

一
七
八
条

の
解
釈

と
し
て

い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
と
い
う

べ
ぎ

で
あ
る
め
。

叢 一

 

論律一 法

∋

岡
村
玄
治

「
『
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
』
の
意
義
」
法
学
志
林
二
五
巻

一
一
号
五
六
-
七
頁

力

岡
村

・
前
掲
五
〇
頁

鋤

第
三
者
が
、
当
事
者
か
ら
の
物
権
変
動
の
主
張
を
争
う
態
度
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
、
当
事
者
聞
に
物
権
変
動
の
要
件
事
実
が
存
在
す
る
こ
と

自
体
を
否
定
し
な
く
と
も
、
物
権
変
動
の
要
件
事
実
が
当
事
者
間
に
は
存
す
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
対
抗
要
件
の
欠
敏
を
主
張
し
て
争
う
こ
と

ヒ

ノ
ァ

も

で
き

る
の
で
あ
る

(
村
松
俊
夫

「
訴

訟
上
か
ら
み
た
対
抗
要
件

の
意
義
」
早
稲
田
法
学

三
〇
巻

=

一六
頁
)。
'

め

な
お
、
こ
の
立
場

で
は
、
動
産

の
場

合

一
九
二
条
と

一
七
八
条
と
は
内
容
的
に
重
複
す

る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が

つ
て
、
教
授
も

こ

の

限

り

で
、

一
七
八
条
は
不
要

の
規
定
で
あ
る

、
と
さ
れ

る

(前
掲

・
六
五
-

六
頁
)。

(
ロ
)

の
考
え
は
、
山
中
康
雄
博
士

の
主
張
さ
れ
る
も

の
で
あ

つ
て
ぺ

つ
ぎ

の
よ
う

に
述

べ
る
。

「
物
権

と
債
権

は
相
互

に
無
血
縁

的
な
存
在
を
な
す
も

の
で
は
な
く
、
相
互
移

行

の
関
連
を
も

つ
も

の
で
あ
る
。
」
「
い
ま
だ
対
抗
要
件

の
み
た
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
ー

債
権
以
上
の
強

い
効
力
す
な
わ
ち
排
他
性
を
も
た
ぬ
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
た
ん
に
債
権
的
効
力
を
も

つ
に
す
ぎ
な

い
物
権

、

い
わ
ば
債
権

的
物
権
が
あ
る
に
す
ぎ
な

い
こ
と
、
そ
れ
は
対
抗
要
件
を
み
た
す

こ
と
に
よ

つ
て
は
じ
め
て
純
粋

の

物
権

に
移
行
す

る
り
。
」

す
な
わ
ち
こ
れ
を

一
七
七
条

の
場
合

に
お
い
て
み
れ
ば
、

「
排
他
性

あ
る
完
全
な
物
権

の
成
立
が
占
有

で
な
く

登
記
だ
と
せ
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
占
有
移
転

の
み

に
よ
り

て
は
債
権
的
物
権

の
移
転
が
お

こ
な
わ
れ
る
だ
け

で
あ

る
こ
と
、
債
権

的
物
権

と
債
権

は
、
登
記
を
そ
な
え
る
こ
と
に
よ

つ
そ

、
純
粋

の
物
権

に
移
行
す
る
と
と
も

に
、
純
粋

の
物
権

と
せ
ら
れ

て

い

る

も

の
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も
、

い
ま
だ
登
記
を
そ
な
え
な

い
か
ぎ
り
、
た
ん
に
債
権

な
い
し
債
権
的
物
権

で
あ
る

に
す
ぎ

ぬ
勾
」
と
、

こ
こ
で
は

「
対
抗

ス
ル

コ
ト

ヲ
得

ス
」
と
は
、
排
他
性

の
あ
る
純
粋

の
物
権

た
り
え
な

い
こ
と
を
示
し
て

い
る
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。

こ
の
考
え
が
、

こ
の
場
合

に
つ

い
て
相
対
的
効
力
関
係

の
発
生
を
認

め
る
余
地

の
な

い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

こ

の
立
場
は
、
民
法

一
七
六
条

と

一
七
七
条
、

一
七
八
条

の
関
係
を
、
権
利

の
内
在

的
性
格

の
う
ち
で
、
統

合
し
よ
う
と
試

み
た
も

の

で
あ

つ
て
、
か

つ
て
、
我
妻
栄
教
授
が
、
対
抗
要
件
を
備

え
な

い
物
権

は

「
不
完
全
な
物
権
」
で
あ

る
パ

と
説
か
れ
た
考
え
旬

を
さ
ら

に

展
開
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
∋
。

第

三
老

に
対
抗

し
え
な

い
変
動
原
因

に
よ

っ
て
、
取
得
し
た
物
権
者

の
立
場
を
説
明
す
る
も

の
と
し

て
は
、
す
ぐ
れ

て
リ
ア
ル
な
表
現

で
あ

る
。
そ

し
て
、

民
法

の
条
文

の
な
か
に
も
、
権
利

の
性

質

に
つ
い
て

「
対
抗

ス
ル

コ
ト

ヲ
得

ス
」
と

の
表
現
を
お

い
て
い
る
も

の
が

な

い
わ
け

で
は
な

い

(
三
四

七
条
但
書
参
照
)
。

し
か
し
、

一
七
七
条
、

一
七
八
条

が

「
対
抗

ス
ル

コ
ド

ヲ
得

ス
」

と
し
て
い
る

の

は
、

明
ら
か
楊

梅
の

憂

動
」
そ
の
も
の
で
あ

つ
て
、,
物
権
の
性
質
畠

題
と
し
て
い
な
㊤
句
句
。

こ
れ
を
権
利

の
内
在
的
籍

の
問
題

し
て
と
ら
え
よ
う

と
す
る
こ
と
は
、

い
わ
ば
結
果

論

に
他
な
ら

ぬ
。

こ
の
面

か
ら
物
権
変
動

の
対
抗
問
題
を
説
明
す

る
こ
と
が
実
際
的
で

ノ

あ
り
、
便
宜

で
あ
る

こ
と
は
疑
わ
な

い
が
、
そ

こ
に
は
影
を
追

っ
て
実
体
を

つ
か
も
う

と
す
る
危
険
が
み
ら
れ
な

い
か
。

D

山
中
康
雄

「
権
利
変
動
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
対
抗
要
件
」
法
政
研
究

一
五
巻
三
号
四
六
頁
、
同

「
債
権
法
総
則
講
義
」
九
頁

力

山
中

・
前
掲
論
文
六

一
頁
、
な
お
神
戸
寅
次
郎

「
物
権
変
動
論
」
法
学
協
会
雑
誌
三
二
巻
五
号
九
六
頁
、

一
〇
〇
頁
参
照

の

我
妻
栄

「
物
権
法
」
現
代
法
学
全
集
一
=

巻
五
〇
1

一
頁
、

め

山
中

・
前
掲
論
文
四
五
頁
、
な
お
於
保
不
二
雄
、「
公
示
な
き
物
権
の
本
質
」
法
学
論
叢
五
八
巻
三
号

一
一
頁
、
二
〇
頁
参
照

め

石
田
文
次
郎

「
物
権
法
論
」
八
四
頁
、

一
〇
〇
ー

一
頁
、
柚
木
馨

「
判
例
物
権
法
論
」

一
七
九
頁
、

ノ

ト

し

も
つ
と
も
、
こ
の
こ
と
に
は
、
物
権
が

い
わ
ゆ
る
絶
対
権
で
あ
る
こ
ピ
か
ら
要
求
さ
れ
る
公
示
性
の
問
題
と
、
こ
の
権
利
-

債
権
に
っ
い
て
も
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論

ゾ

.
律一 法

共
通
な
1

変
動
ξ

い
て
の

「
対
抗
ス
ζ

ト
ヲ
得

ス
」
と
の
問
題
が
、
重
複
し
て
い
含

ピ
を
妨
げ
る
も
の
で
な
は
い

(
鳩
山
秀
夫

「
不
動

産
物
権
の
得
喪
変
更
に
関
す
る
公
信
主
義
お
よ
び
公
示
主
義
を
論
ず
」
債
権
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
五
七
頁
)
。

旬

博
士
も
こ
の

「
考
察
の
結
果
が
、
法
文
の
字
句
や
立
法
者
の
意
図
し
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
[
い
ち
じ
る
し
く
遠
ざ
か
っ
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
は
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
は
あ
る

(
前
掲
五
三
頁
)
。

・

-
・

・
そ

の
三
は
、
物
権

変
動

の
効
力
を
当
事
者
間
と
対
第
三
著
聞
と
で
別
個

に
考
察

し
、

「
対
抗

ス
ル
コ
ト

ヲ
得

ス
」
を
、

当
事

者
間

で
は

ヘ

ヘ

シ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

完

全

に
変
動

の
効
ガ
を
生
ず
る
が
、

こ
の
効

力
は
第
三
者

に
対
す

る
関
係

で
、
相

対
的

に
異

っ
た
取
扱

を
さ
れ
る
場
合

の
あ
る

こ
と

(
相

対

的
(
対
人
的
)
効
力
関
係
)
を
認

め
た
も

の
と
し
て
べ
理

解
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ

に
属
す

る
考
え
は
比
較
的
古
く

か
ら
主

張

さ
れ
で

い
る
と

こ
ろ
の
も

の
で
い
す

で
に
ひ
ろ
く
論
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
極

ぐ
簡
単

に
考
察
す

る
と
、
こ

の
考
え
方

パ
誘
蛎
総
詩
鷲
㌶
想
ギ酬罐
羅
巳ぽ惑
㌔
誘
織
詰
懸
詩
魂
㍉い

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぼ

へ

の
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ペ

要
件

の
な

い
間

は
、
第
三
者

の
側

で
こ
の
物
権
変
動

の
効
力
を
否
認
す

る
こ
と
が

で
き

る
の
で
あ

つ
て
、

こ
の
否
認
を
す

る
と
、

こ
の
も

の
に
対
し
て
は
、
右
物
権
変
動

の
効
力
が
ば
じ

め
か
ら
生

じ
な

か

つ
た
こ
と
に
な

る
と
考
え
る
も

の
助
と
、

(
ハ
)

第

三
者

の
利
益
と
抵

触
す
る
範
囲

で
、
そ

の
も

の
に
対
す
る
関
係

に
お
い
て
は
、
登
記
ま
た
は
引
渡
が
な

い
限
り
、
あ

え
て
第

三

の

、

を
ま
た
ず
と
も
法ト

む

ヘ

ヘ

ヘ

へ

機
上
当
然
に
効
力
が
制
限
な
い
し
否
定
せ
ら
れ
る
が
、
第
二、一者
の
方
か
ら
進
ん
で
か
か
る
当
事
者
間
の
効
力
を
認
め
て
取
引
す
る
こ
ど
は

く

ン

む

妨
げ
な
い
と
考
え

る
も

の
助
、
.
と
の
ほ
ぼ
三

つ
の
立
場

に
分

け
る
こ
と
が

で
き

る
。

そ

し
て
、
(
イ
)

の
考
え
に
対

し
て
は
、
登
記
ま
た
は
引
渡

の
な

い
物
権
変
動
も
、
第
三
者

の
側

か
ら
有
効

と
認

め
る
こ
と
は
妨

げ

な

い
と
解
す

べ
き
だ

か
ら
、

対
第
三
者
関
係

で
全
然
無
効
だ
と
す

る
こ
と
は
妥
当

で
な

い
。

と

の
批
判
が
あ
り
、
(
ロ
)
め
考
え

に
対

し
て

は
、
第

二

の
変
動

の
譲
受
人
が
、
第

一
の
変
動
を
否
認
す
る
と
い
う
よ
う
な
特
別

な
意
思
表
示
を
し
な
い
と
き

、
こ
と
に
第
」

の
変
動
を



知
ら
な

い
と
き
な

ど
を
説
明
す

る
の
に
適
さ
な

い
と
の
批
判
が
あ
り
、
ま
た
(
ハ
)
の
考
え
に
対

し
て
は
、
意
思
主
義
を
と
る
民
法

の
建
前

と
相
容

れ
な

い
の
で
は
な

い
か
、

と
の
批
判
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
と
お
り
で
あ

る
勾
。

お
も
う
に
、
民
法

の

一
七
六
条

と

一
七
七
条
、

一
七
八
条
を
綜

合
考
察
す
る
と
、
'
一
七
七
条
、

一
七
八
条

は
第

三
者

に
対
す
る
関
係
だ

け
を
規
定

し
た
も

の
で
あ

つ
て
、
当
事

者
間

の
効
力

に
関
す
る
も

の
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
し
た
が

つ
て
、
当
事
者
間

に
あ

つ

て
は
物
権

変
動
は
ま
さ

に

「
意
思
表
示

ノ
ミ

ニ
因
リ
テ
其
効

力

ヲ
生

ス
」

る

こ
と
も
疑

い
な

い
め
。
'
そ
し
て
、

一
七
七
条
、

一
七
八
条

ゴ

は
、

一
七
六
条

に
よ

つ
て
す

で
に
生
じ
て

い
る
右

の
物
権
変
動

の
効
力
を
、
第

三
者
に
対
し
て

い
か
に
及
ぼ
さ
し
め
る
か
、
に
関
し
て
規

パ

定

し
て
る

い
の
だ
と
み
る
こ
と
に
も
ま
ず
疑

い
は
あ

る
ま
い
。

に賑

し
た
が
つ
て
、
、」
の
限
り
で
、

;

物
権
変
動
の
効
力
も
、
当
量

間
に
お
け
る
と
対
第
三
者
間
に
お
け
る
と
で
弩

最

扱

い
を
う

鋤

け

る
に
至
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
民
法
自
体

の
予
定

し
て
い
る

こ
と
だ
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

こ
の
意
味

で
以
上

の
三
ケ
条
を
綜
合

し

陶

た

一
個

の
統

一
的
効
力

を
発
見

し
よ
う
と
す

る
努
力

は
、
す

で
に
考
察

し
て
き

た
よ
う

に
遂

に
成
功

し
え
な
か

つ
た

の
で
あ

る
。

と
こ
ろ

人㈹

で
、
民
法
は
、

こ
の
第
三
者

に
対
す

る
取
扱

い
の
内
容

を
、
「
対
抗

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

ス
」

と
の
表
現
で
示
し
た

の
で
あ

る
。

そ

こ
で
、

こ

禰

れ
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
ξ

き
、
右

の
よ
う
に
三

つ
の
立
曇

考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
民
蒙

当
妻

問
で
完
全
に
生
じ

相

て

い
る
変
動

の
効
力
を
第

三
者

に
対
し
て
制
限

し
て
い
る
理
由
は
、
こ
の
変
動
に
対

し
て
利
害
関
係
を
も

つ
第
三
者

の
利
益
を
保
護

し
て

取
引

の
安
全
性

を
確
保
し
た
も

の
に
他

な
ら
ず
旬
、

こ

の
限
り
で
は
、
な
か
ば

公
益
的

に
物

権
取
引

の
秩
序

の
維
持
を
計
ろ
う

と
し
た
も

・
の
で
は
あ

る
が
、
私
法
関
係

の
特
質

か
ら
み
れ
ば
、
時
効

の
場
合

に
お
け
る
時
効
利
益

の
放
棄

(
一
四
六
条
)
、
時
効

の
不

援

用

(
一
四

五
条
)
と
同
様

に
、
個

々
の
取
引

に
お
い
て
、
右

の
保
護
を
受
け
う

べ
き
第
三
者

の
側
か
ら
、

こ
の
利
益

を
放
棄

し
て
、
当
事
者
間

に
生

じ

て
い
る
、
変
動

の
効
力
を
承
認
す

る
こ
と
を
ま
で
妨
げ
る
も

の
と
解
す

る
必
要

は
な
い
、

と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
法
文
が
特

に

「
之

49

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヲ
以
テ
第
三
者

二
対
抗

入
ル

コ
ト
ヲ
得

ス
」
と
し
て
当
事
者

か
ら

の
働
き
か
け
を
制
限

し
て
い
る
体
裁
を
示
し
て
い
る
の
も
、

こ
う
し
た
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解

釈

の
余
地
を
残

し
て
い
る
も

の
と
い
う

こ
と
が
で
き

る
。
し
た
が

つ
て
こ
の

「
対
抗

ス
ル
コ
ト

ヲ
得

ス
」
を

「
効
力
を
生
ぜ
ず
」
と
同

視

し
て
こ
の
間

の
効
力
を
固
定
化

し
て
し
ま
う
前
記

(
イ
)

の
考
え

に
は
賛
成

で
き
な

い
。
同
様

に
右

の
解
釈
上

の
理
由

は
、
…第
三
者

の

側

に
積
極
的
な

「
否
認
権
」

を
認

め
た
も

の
で
あ
る
、

と
す
る

(
ロ
)

の
考
え

に
対
し
て
も
疑

い
を
抱

か
せ
る
"
。

(
戸
)

の
考
え
は

一

七
六
条

の
意
思
主
義

の
趣
旨
を
尊
重
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
が
、

t
の
立
場

で
は
、
第

一
の
物
権
変
動
を
知
ら
ず

し
て
、
第
二

の
物
権
変
動

に
関
与

し
た
譲
受
人

(
こ
う

し
た
立
場

の
も

の
は
実
際

に
極

め
て
多

い
と
思
わ
れ

る
)

の
否
認
す
る
ま
で
の
間

の
立
場
を
説
明
す

る
こ
と

が
で
き
ず
、

そ

の
保
護

に
欠
け

る
結
果

に
な
る
こ
と
は
、

さ
き

に
挙
げ

た
批
判

の
と
お
り
で
あ

る
。

あ

る
い
は
、

こ
の
場
合

の
説
明

と

し
て
、
「
否
認
」
を
ひ
ろ
く
解

し
て
、
右

の
よ
う
な
場
合

に
も

「
否
認
」

が
あ

つ
た
も

の
と
す
る
こ
と
も
で
き

よ
う
が
旬
、

そ

の
場
合

に

は
、
ま

た
、
そ

の
後
事
情
を
知

っ
た
か
か
る
第

二
の
譲

受
人

が
、
右

の

「
否
認
」

の
後
、
さ
ら

に
第

一
の
変
動
を
承
認
す

る
こ
と
が
で
き

る
か
、

と
の
問
題
を
解

決
し
て
お
か
ね
ば

な
る
ま
い
。
し
か
も

こ
う
し
た
場
合

は
、
し
ば

し
ば
生
ず

る
と
思
わ
れ

る
か
ら
、「
引

れ
な
ら
ば

む
し
ろ
、
ふ
劃

一の
譲
受
人

(第
三
者
)
に
対
し
て
は
、
第

一
の
変
動

の
当
事
者
は
当
然
か
つ
一
般
的
に
法
規
的
制
約
と
し
て
、
(
こ

の
範

律

囲
で
、

一
七
六
条
の
意
思
主
義
も
制
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
わ
け
で
あ
る
)
効
力
を
主
張
し
え
ず
、
そ
の
限
り
で
当
事
者
間
の
物
権

遮

ぼ
、鍵
⊇
鷺
縫
鷲
羅
鷲

⊇認
翼

設
い撰
濡
鷺
鴇
㌔
躍
熟

'
効
力

を
認

め
う
る

(
こ
れ

に
よ

つ
て
、
第

一
の
譲
渡

は
、
対
抗
要
件
な
く
し
て
も

こ
の
も

の
に
は
対
抗

し
う
る
も
の
と
な
る
)
、
と

解

す

る

(
ハ
)
の
考
え

(
法
規

上
当
然

に
効

力
が
否
定
さ
れ
る
と
す
る
立
場
)
を

一
そ
う
こ
と
の
実
情

に
適
し
た
理
解

で
あ
る
と
考
え
た
い
珂
℃

∵
以
上
を
要
す

る
に
、
物
権
変
動

に
お
け

る

「
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」

の
意
義

に

つ
い
て
は
、
大

い
に
争

い
の
み
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
は

あ

る
が
、
ま
ず
多
数

の
考
え

(
前
記
そ

の
三

(
ロ
)
(
ハ
)
)
は
、
こ
れ
を
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係

の
生
じ
う

べ
き

一
場
合
と
す

る
、

限

り
で
、
さ
き

に
述

べ
た
共
通
的
な
意
味

の
わ
く

の
中

で
理
解

し
て
い
る
と
み
る
↑」
と
が

で
き

る
の
で
あ

つ
て
、
し
か
も
、
そ

の
態

度
は



一 相対的(対 人的)効 力関係について 一

 

、
51

ぼ
ぼ
正
し
い
も

の
と

い
う

こ
と
が
で
き

る
か
ら
、

こ
の
物
権
変
動

の
場
合
を
特

に
例
外

と
し
て
考
え
る
必
要

は
な

い
こ
と
を
知
り
う
る
で

あ
ろ
う
。
債

権
譲
渡

に
お
け
る

『
対
抗

問
題
』

に

つ
い
て
も
同
様

で
あ

る
。
.

D

川
名
兼
四
郎

「
物
権
法
要
論
」

一
四
頁
以
下

の

通
説
と
い
う
べ
き
か
、
中
島
玉
吉

「
民
法
釈
義

(物
権
編
上
)㌧
六
七
頁
、
末
弘
厳
太
郎

「
物
権
法
」
上
巻

一
五
四
頁
、
・石
田
文
次
郎

「
物
権

法
論
」

一
〇

一
1
ご
頁
、
柚
木
馨

「
判
例
物
権
法
論
」

一
七
九
頁
、
大
判
明
治
三
九

・
一
〇

・
一
〇
民
録

一.二
輯

一
一
二

九
頁
、

助

末
川
博

「
物
権
法
」
(
新
法
学
全
集
)

一
〇
七
一

=

一
頁
は
否
定
さ
れ
る
と
し
、
我
妻
栄

「
物
権
法
」
九
四
頁
以
下
は
非
他
性
な
し
と
す
る

、
の

末
川

・
前
掲

一
〇
五
頁

・
一
一
〇
頁
、
我
妻
栄

「物
権
法
」
九
三
ー
四
頁
、
舟
橋
諄

一
「
不
動
産
登
記
法
」
(
新
法
学
全
集
)
五
七
ー
九
頁
、

旬

反
対
説
、
吾
妻
光
俊
イ
意
思
表
示
に
よ
る
物
権
変
動
の
効
力
」
東
京
商
大
法
学
研
究
一言
■
二
三
〇
頁
以
下
、
山
中
康
雄

「
権
利
変
動
に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
対
抗
要
件
」
法
政
研
究

一
五
巻
三
号
四
六
頁
、
⊥ハ
一
頁
、
同

・
「
債
権
法
総
則
講
義
」

=

一頁
、

の

石
田

・
前
掲
九
五
頁
、
末
川

・
前
掲

一
〇
八
頁
、
我
妻

・
前
掲
三
六
11
七
頁
、
大
連
判
明
治
四

一
・
一
二
・
一
五
民
録

一
四
輯

一
二
七
六
頁

'
の

末
川

・
前
掲

一
〇
九
頁
、
舟
橋

・
前
掲
五
八
頁
。
'

旬

柚
木

・
前
掲

一
八
〇
頁
、
舟
橋

.
前
掲
五
八
-
九
頁

べ

ぱ

シ

シ

ら

シ

ト

ト

シ

シ

も

も

旬

第

二
の
譲
渡
が
完
全
な
物
権
変
動
と
な
る
た
め
に
ぱ

、
譲
渡
人
が
単
に
完
全
な
無
権
利
者
で
な
い

(
我
妻

・
九
四
頁
)
だ
け
で
は
足
る
ま
い
。
'

助

訴
訟
上
で
は
、
相
手
方
が
こ
の

一
七
七
条
、

一
七
八
条
の

「
第
三
者
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張

・
立
証
し
た
場
合
に
は
、
相
手
方
が
特
に
当
事
者

間
の
物
権
変
動
の
効
力
を
認
め
な
い
限
り
、
対
抗
せ
ん
と
す
る
当
事
者
に
お
い
て
、
こ
の
対
抗
要
件
の
存
在
に
つ
い
て
、
主
張

・
立
証
分
責
を
負

う
と
解
す
る
。
同
旨
勝
本
正
晃

「
物
権
法
」
六
七
頁
、
村
松
俊
夫

「訴
訟
上
か
ら
み
た
対
抗
要
件
の
意
義
」
早
稲
田
法
学
三
〇
巻
」
ご
六
■
七
頁
、

三
、

相
対

的

,(
対

人
的

)

効

力
関

係

の
基

礎

-

私
法
的
法
律
関
係
の
対
人
的
個
別
性

ー

右
の
欝

か
ら
も
示
蕊

た
よ
う
に
這

対
的
努

関
係
傾

暮

薗

姦

雑
化
す
る
が

解
塑

ぼ

、
明
ら
か
に
こ
れ
を
認
め

,

、
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論律法

な

い
わ
け

に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
よ
ケ
な
相
対

的

(
対
人
的
)
効
力
関
係

は

一
体

ど

の
よ
う
な
理
論
的
基
礎
を
背
景

に
し

て

民
法

上
に
顕
れ

て
き
た
と
み

る
べ
き

か
、
ま
た
、
そ

の
合
理
性

は
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
求

め
ら
る
べ
き

で
あ
ろ
う

か
。

こ
の
基
礎

は
、
ま
ず
間
接
的

に
は
、
実
体
法
と
し
て
の
民
法
が
裁
判
規
範
と
し
て
、
裁
判
を
拘
束

し
う
る
作

用

の
限
界

に
、
そ

の

一
因

を
求

め
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
直
接
的

に
は
、
民
法

の
規
範
構
造

の
な
か
に
、
そ

の
基
礎
を
求

め
る
こ
と
が

で
き

る
よ

う

に
思

わ
れ
る
。

一
、
民
法

の
裁
判
拘
束

の
限
界

民
法
は
実
体
法
と
し

て
、
裁
判

所
を
拘
束
し
、
裁
判
所
は
、
実
体
法

に
し
た
が

つ
て
裁
判

の
内
容

を
も
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
裁
判

は
、
こ

の
法

の
適
用

の
み
か
ら
構
成

さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
そ

の
前
提

と
し

て
、
事
実

の
認
定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

・

メ

・
と
こ
ろ
で
、
裁
判

に
お
け

る
事
実

の
認
定

は
、
民
事
訴
訟
法

上
い
わ
ゆ
る
弁
論
主
義

(く
o
書

口
合
己
R

ω
日
§

{目
o
)
D

に
よ

つ
て
、
ま

ず
当
事
者

の
主
張

に
拘
束

さ
れ

(
同
法

一
八

六
条
へ
三

七
七
条

、
三
九

六
条
)
、

ま
た
、
当
事
者
が
争
わ
な
い
事
実
は
証
拠

に
よ
る
認
定
～

か
ら
排
除
さ
れ

(
同
法
二
五

七
条
)
、

つ
い
で
認
定
す

べ
き
事
実

に

つ
い

て

も
、
証
拠
は
当
事
者

の
提

出
す

る
と

こ
ろ
と
さ
れ
て

い
る

か

ら
、
裁
判
所

の
事
実
認
定

は
、

こ
の
当
事
者

の
態
度
な
ら
び

に
証

拠
の
提

出

に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な

い
。

こ
の
結
果

、
現
在

の
民
事
裁
判

は
、
意
識
的

・
無
意
識
的
な
当
事

者

の
行
為

に
よ
り
、
裁
判
所

の
事
実

の
認
定
が
、
歪
曲
さ
れ
る
危
険

を
内
包

し

て
い
る
。

し
か
も
、

こ
の
証
拠

に
よ
る
事
実
認
定

の
過
程

に
は
、

い
わ
ゆ
る
裁
判

官

の
自
由
心
証
主
義

(
勺
『
巨
N
菅

画
魯

時
o
合
口

匂O
Φ
弍
o
富
司
-

葺

合
σq
§

。q
)
(
民
訴
法

三
八
五
条
)
が
作

用
し
て
い
る
か
ら
、
裁
判
官

の
経
験

・
人
柄

に
よ

つ
て
事
実
認
定

が
異

っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り

う

る

勾
。
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裁
判
規
範

と
し

て
の
民
法
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
上

つ
、て
き
た
認
定

事
実

に
対
し
て
、
し
か
も
そ

の
上
に
裁
判
官

の
法
解
釈
を
と

お
し
て
、
実
体
法

と
し
て
適
用
さ
れ
る

の
で
あ
る
旬
。

へ

民
法
が
、
裁
判
を

と
お
し
て
具
体
的
な
事
実

の
上

に
適
用
さ
れ
、
具
体
化
さ
れ
て
ゆ
く

と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
な
プ

ロ
セ
ス
を
指

し
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
観
念
的

に
、
民
法

に
し
た
が
え
ば
特
定

の
法
律
要
件

に
該
当
し
、
そ
れ

に
対
応

し
た
法
律
効
果

の
与
え
ら
る
べ
き
場
合

で
あ

つ
て
も
、
具
体
的
な
裁
判

で
そ

の
要
件
事
実
が
争
わ
れ
る
場
合

に
は
、
当
事
者

の
い
か
ん
に
よ

つ
て

(
ま
た
、
時

に
は
裁
判
官

の
い

か
ん
に
よ

つ
て
)
、
そ

の
結
論
が
異

っ
て
く

る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

し
か
し
、
こ
う
し

て
な
さ
れ
た
裁
判
も
確
定
す

れ
ば
、
法
律
関

係

を

確
定
す

る
力
が
あ
る
勾
。

こ
の
よ
う
な
事
実
に
基

い
て
民
事
訴
訟
法

は
、
判
決

の
既
判
力

の
及
ぶ
主
観
的
範

囲
を
限
定

し

(
同
法
二
〇

一
条
)
、
訴
訟

に
関

与

し

な

か

つ
た
も

の
に
は
原
則

と
し
て
裁
判

の
効
力
は
及
ば
な

い
も

の
と
し
た

(
例
外
同
法
七
八
条
)
句
。

こ
の
結
果

、
例
え
ば
、
甲

が
そ

の

所
有

家
屋

を
乙
に
売

却
し
、
乙
が
ぎ
ら
に
こ
れ
を
丙

に
売

却
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
移
転
登
記
も
済
ま
せ
た
後

で
、
甲
か
ら
乙
を

相

手

と

し

て
、
右
甲

乙
間

の
売
買

の
存
在
を
否
定

し
、
右
家
屋

の
所
有
権

は
、
現
在
な

お
、
依
然
と
し
て
甲

の
許

に
あ
る
旨

の
確
認
と
、
乙
が
甲

の

登
記
回
復

に
協
力
す

べ
き
旨

の
訴
を
提
起
し
、
乙
の
証
拠
提
出

の
拙
さ
か
ら
甲
が
勝
訴
し
て
、

こ
の
判
決
が
確
定

し
た
場
合
を
考
え

て
み

る
と
、
甲

乙
は
と
も
に
こ

の
確
定
判
決

に
拘
束

さ
れ

る
か
ら
、
両
者

の
間

で
は
、
法
律
閣
係

は
判

決
ど
お
り
甲

の
も

と
に
所
有
権
が
あ
る

・

も

の
と
し
て
取
扱

わ
れ
、
乙

は
こ
れ

に
反
す
る
主
張
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、

こ
の
判
決

は
丙

に
は
効
力
が
及
ば
な

い
か
ら

、
丙
は
甲

に
対

し
て
、
別

に
、
右
家
屋

の
所
有
権
が
丙

に
あ
る
旨

の
確
認

の
判
決
を
求

め
る
こ
と
が
で
き

る
。

そ
し
て
、

こ
の
訴
訟
で
右

所
有
権
が
甲

か
ら
有
効

に
乙

・
丙
と
移
転
し
、
現

に
丙

の
許

に
あ

る
こ
ピ
が
認

め
ら
れ
て
、
丙
が
勝
訴

・レ確
定
す
れ
ば
、
甲
丙
間

に
お

い

て
は
、
右
所
有
権

は
丙

に
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
右

の
甲
乙
間

の
確
定
判
決

に
は
影
響
な

い
か
ら
、
結
局
甲
乙
間

に
あ
つ
て
は
甲

に
、
甲



財

丙
麓

湾

て
は
丙
に
、
‥そ
れ
ぞ
れ
里

の
所
違

鴛

㌢

る
も
の
乞

て
取
扱
わ
れ
亘

と
に
な
る
・

.、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ

の
よ
う

に
観
念
的
な
民
法
理
論

の
上
で
は
㌧
右
所
有
権
が
甲
レ

乙
㌦

丙

と
、

順
次
移
転
し
、
.
現

に
丙
が
所

有
者
で
あ

る
こ
と
は
、
客

観
的

に
確
定

し
て
お
り
、
し
か
も

こ
・の
関
係

は
、
す

べ
て
の
も

の
に
対

し
て
主
張

し
う

べ
き

こ
と
と
し
で
あ

つ
て
も
、

こ
う
し
た
民
法

の

確
定

的

.
劃

一
的
な
法
律
関
係
も
、
裁
判

の
場
を
と
お

し
て
考
察
す

る
と
、
対
人
的

に
相
対
的
な
関
係
に
分
裂
し
て
し
ま
う
場
合

の
あ
る

こ
と
を
避
け
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
旬
。

こ
れ
は
現
行

の
訴
訟
法

と
実
体
法

の
相
関

々
係

の
な

か
で
は
、
少
し
も

不
思
議
な
現

象

で

は

な

い
。
な
ぜ
な
ら
実
体
法
と
し
て

の
民
法

が
裁
判
を
拘
束

し
う

る
の
は
、
裁
判

官

の
主
観
的
な
法
解
釈
を
と
お
し
て
の
う
え

の
と

と
で
あ

る

だ
け

で
な
く

、
そ

の
作

用
す
る
場

は
、
前
述

の
よ
う
に
訴
訟

の
全
プ
白

老
ス
の
な
か
℃
の

一
半

に
過
ぎ
ず

、
た
だ
、
鼻
術
齢
か
ゲ
い

か
に

叢

つ
い
て
の
認
定
さ
れ
た
事
実

に
、
法

を
適
用
す
る
場
合
に
作

用
す

る
に
止
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味

で
は
、
民
法

に
お
け
る
法
律
関

論

係

の
絶
対
的
劃

一
性

は
、
た
だ
、
裁
判

に
お

い
て
認
定
さ
れ

る
向

裏

件
事
実

に
は
、
亘

の
法
律
効
果

が
認

め
ら
れ
る
・

と

い
う
蓋
然

律

・
性
を
示
し
て
い
る
に
止

ま
る
と
い
う

の
他

は
な

い
り
。

裁
判

を
と
お
し

て
み
た
こ
の
よ
ゲ
な
法
律

関
係

の
相
対
化

は
、
民
法
上

の
法
律
関
係
を
分
裂
さ
せ
、
不
安
定
化

し
、
私
法
秩
序

を
混
乱

、

法一

さ
せ
る
、」
と
に
な
ら
な
い
か
.
た
し
か
に
、
右

の
現
象
を
里

次
元
上
に
養

し
て
考
察
す
る
限
り
、
法
蘭

質

混
乱
す
る
よ
昆

み

え
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

い
。

し
か
し
、
仮
り

に
民
法

が
法
律

関
係

を
劃

一
的

に
措
定
し
た
と
し
て
も
、
こ

の
こ
と
に

つ
い

て

の

争

い

は
、
常

に
具
体
的
な
当
事

者
間

に
生

ず
る
に
止
ま
る

の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら

の
個

々
具
体
的
な

ケ
ー
ス
に

つ
い
て

の
解
決
が
、

そ
れ
ぞ

れ
妥

当
に
行
わ
れ
う
る
限
り
、
そ

の
内
容
が
抽
象

的

・
観
念

的
な
劃

一
性

を
も

つ
て
い
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
そ

の
本
質
的
な
要
求
で

あ
る
と
考
え
る
必
要

は
な
く
、
そ
れ
憶
た
だ
政
策
的
な
理
由

か
ら
法
律
関
係

の
存
否
、
内
容

に
つ
い
て
、
劃

一
的
な
取
扱

い
を
必
要
す

と

る
特
殊
な
法
律
関
係

(
身
分
関
係
な

ど
は
こ
の
例
で
あ
る
)

に

つ
い
て
の
み
要
求

さ
れ
る

に
す
ぎ
な

い
旬
。

し
か
も
個

々
具
体
的
な
ケ
ー

ス
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
具
体
的
な
事
情
を
背
景

に
も

つ
て
、
具
体
的
な
当
事
者

間
に
、
紛
争

と
し

て
生
れ

て
く
る
も

の
で
あ

る
か
ら
、
そ

の



当
事
者
間

の
そ

の
紛
争

に
つ
い
て
の
解
決
が
、
他

の
当
事
者
間

の
他

の
事
情
を
背

景
と
し
て
生
ず
る
ケ
ー

ス
に
つ
い
て
も
、
劃

一
的
に
妥

当
す
る
と
す
る

こ
と
は
、

と
き

に
は
却

っ
て
不
都
合
な
結
果

を
も
ま
ね
く

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

つ
て
、.
こ
ど
を
具
体
的
な
秩
序

の
な
か
で
考
察
す

る
限
り
、
右

の
法
律

関
係

の
分
裂
現
象

と

い
え

ど
も
、

↓
艦
齢

心
非
難
す
る

に
は
あ

た
ら
な

い
の
で
あ
る
鬼

`

現
行
民
事
訴
訟
法

に
お
け
る

「
裁
判
」

は
右

の
よ
う
な
具
体
的
な
法
秩
序

の
形
成

を
、
そ

の
当
面
の
任

務
と
す

る
も

の
で
あ

つ
て
、
そ

=

の
限
り
で
、
民
法
を
実
体
法
規
範
と
し
て
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

そ
、」
で
の
民
法
は
、
ま
さ
に
具
体
的
な
紛
争
‖
法
鶴

係
の
解

決
規
範
と
し
て
あ

る
に
止
ま
る
。

ゴ醐

D

村
松
葵

「弁
論
主
義
ξ

い
て
の
蓼

」
民
義

判
の
研
究

毛

三
頁
以
下

離

の

中
島
弘
菖

裁
判
の
創
造
性
原
理
三

四
葺

以
下
、
村
松
俊
夫

「妻

竃

ξ

い
国

難

時
報
三
・
き

号
七
会

。

拗

旬

中
島

・
前
掲
四
〇
六
頁
以
下
。

'

旬

の

兼
子

一

「
民
事
訴
訟
法
体
系
」
三
三
四
頁
以
下
、
野
間
繁

「
民
事
訴
訟
法
学
概
説
」
三
六
〇
頁
以
下
、
中
村
宗
雄

「
訴
と
請
求
並
に
既
判
力
」

猷

三
三

§

下
・

く的

の

民
・
国
o
昌
葦

険
・
弍

o
ω
o
口

口
目
合

ω
ロ
9

0
鷲

宮

Φ

O
Φ
。Q
叶
o
g

口
口
σq

◎
o
咋

兄
o
o
馨

路

吋
黒

ひ

(
戸
口
◎
戸
)

ψ力
・
戸
O
・

兼

子

.
前

掲

三

四

四

頁

、

四

〇

四

'
対相

頁

以

下

【

の

良
妻

訟
法
主

条
は
、
こ
し

た
現
象
に
対
処
し
て
馨

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
.

の

○
・
加
法

。
き

○
。
伽
6
言

口
且

男
。
。
宮

。
日

§

.
(
H
oo
謡

)

oり
・.
p
,、
ω
」

p

、

旬

兼
子

一
「
親
子
関
係
⑳
確
認
」
民
事
法
研
究
三
四
三
ー
四
頁
。

、

な
お
、
人
事
訴
訟
法
は
、
こ
の
よ
う
な
劃

一
、的
な
法
律
関
係
に
つ
い
て
裁
判
す
る
た
め
に
、
民
事
訴
訟
法
の
一
般
原
則
を
修
正
す
る
も
の
と
し
て

設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
(同
法

一、○
条
、

一
四
条
、
三
一
条
二
項
、
三
二
条
参
照
)
。

55

旬

兼
子

一
「
民
事
訴
訟
の
出
発
点
に
立
返
っ
て
し
民
事
法
研
究
四
七
九
ー
八

一
頁
一
四
九
〇
]
三
頁
参
照
は
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論律法

二
、
民
法

(
財
産
法
)
規
範
の
構

造

い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
民
法
典

は
、
そ

の
財
産

法

に
関
す

る
限
り
ド

イ

ツ
民
法
第

一
草
案

(])
O
目
⑦
吟
ω
古
6
国
昌
け
零
口
吟
S
‥
国
.】)

を
範

と
し
た
も

の
で
あ

つ
て
、
そ

の
意
味

で
、

お
お
ま
か
に
い

つ
て
、
十
九
世
紀

の
個
人
主
義

・
自
由
主
義

の
思
想

を
そ

の
基

調
と
し
た

も

の
と

い
え

る
り
。

も

ち
ろ
ん
、
そ

の
後

二
十
世
紀

に
入

っ
て
、
多
数

の
特
別
法

が
民
法

に
附
帯

せ
ら
れ
、
民
法
典
自
体

の
内
包
す

る
法

理
的
性
格
も
、

こ
れ
と

の
関
連

の
な
か
か
ら
少
な
か
ら
ず
転
換
を
蒙

つ
で
い
る
と
い
う

べ
く
、
立
法
当
時

の
思
想
が
、
そ

の
ま
ま
現
行
民

法

の
性
格
を
支
配
し
て

い
る
と

い
う
わ
け

の
も

の
で
は
な

い
が
、
そ

の
法
構
造
的
な
性
格

は
変

っ
て

い
な

い
。

こ
の
性
格
を
ド
イ

ツ
民
法
草
案
理
由
書

(
呂
O
古
声司
O

N
己

(μ
0
5
μ
聞
U口
け
笥
己
『
怜
O
)
は

つ
ぎ

の
よ
う

に
述

べ
る
。
「
民
法

は
、
私
的
個
人

と
し

ヘ

ヘ

ヘ

ペ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
の
人
格
者

に
属
す
る
法
律
的
地
位
、

お
よ
び
私
的
個
人

と
し
て
の
人
格
者

相
互

の
間

に
成
り
立

つ
諸
関
係
を
規
律
す

る
諸
規
範

の
総
合

で
あ
る
勾
」
と
。

さ
て
、
民
法

の
自

由
主
義

の
性
格

は
、
活
動

の
自
由
を
主
張

し
て
、

い
わ
ゆ

る
契
約
自
由

の
原
則

(
他
誌
巨
獣
O
伍
o
付
く
o
詳
『
①
σQ
oり
出
『
o
」亨

0
5

を
生

み
、

法
律
関
係

の
定
型
化
を
き
ら

つ
て
、

各
人

の
具
体
的
な
希
望
を
、
直
ち

に
法
律
関
係

の
な
か

に
実

現
し
よ
う

と
し
て
い

る
旬
。

そ
し
て
、

こ
う
し
た
結
果

が
、

か
り

に
当
事
者
間

に
多
少

の
不
公
平

を
も

た
ら
す

こ
と
が
あ

つ
て
も
、
そ
れ
は
当
事
者

の
自
ら
招

い
た
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
各
人

の
責
任

に
転
化
さ
れ
て
い
る
。

,

,
,,

-

～
ー
ー
`
…
＼

こ
う
し
た
人

々
の
関
係

か
ら
成

り
立

っ
て

い
る
社
会
が
、

い
わ
ゆ

る
市
民
社
会

(
ぴ
法

σq
⑦
法

⇔
9

0
0
ω
巴

。・
9

①
津

)
で
あ
り
、
民
法

の
予
定

し
た
社
会

な
の
で
あ

る
。

.

、

し
た
が

つ
て
、

こ
の
社
会

に
登
場
す

る
各
人
は
、

ラ
ー
ド
ブ

ル
ッ
フ
の
表
現

に
し
た
が
いえ
ば

「
本
質

上
す
ぐ
れ
て
利
己
的
で
賢
明
な
人

間

(
ω
Φ
胃

⑱
齢
O
口
口
苦
患
Oq
Φ
目

口
昌
ら

ω
O
ぼ

村
一広
σQ
O
O
]≦
O
ロ
ω
o
げ
①
ロ
)
、
自
己

の
利
益
を
俊

敏

に
察
知
し
躊
躇

な
く
追

及
す

る
人
間

(
△
⑱
『

ω
O
盲
o
戸口
穗
お
む。
o。
窪

o力
6
げ
①
隅

O
H
犀
O
b
日

宇
昌
臼

『
離
o
丙
段
o
罫

巴
o
ω

c
§
腎

巳
日
日
け)
旬
」

で
あ
り
、
ま
た
、
イ

エ
川
リ

ン
グ
が
そ

の
名

＼
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著

「
権
利

の
た
め

の
闘
争
」

で
強

調
し
た

「
闘
争

の
う
ち
に
汝
は
汝

の
権
利
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い

(
]
日

ズ
①
白
鳥
o

ω
o
己
馨

合
口

ユ
⑱
日

男
Φ
6
日

出
ロ
ム
o
ロ
)
の
」

と
の
原
則
を
自
覚

す
る
も

の
と
し
て
も
予
定

さ
れ

て
い
る
。

そ

し
て
、
民
法

の
対
象

と
す

る
社
会

は
、
右

の
よ
う
な
各
人

の
、
具

体
的
な
希
望

を
盛

っ
て
現
れ
る
対
立

.
緊
張

の
関
係
を
単
位

と
し

て

こ
れ
が
集
約

さ
れ
て
で
き
あ
が

つ
た
も

の
に
他
な
ら
ぬ
の
。

こ
う
し
た
社
会

の
な
か
で
は
、
各
人
が
具
体
的

に
つ
く
り
だ
す
法
律

関
係

の
形
成

に
あ
た

つ
て
は
、
そ

の
法
律
関

係
に
関
与

し
な
い
他

人
を
直
接

に
考
慮
す
る
必
要

は
な

い
し
、
ま
た
、
か
か
る
他
人

の
た
め
に
、
自
己

の
具
体
的
な
欲
求
が
制
約
さ
れ
る

こ
と
を
排
斥
す

る
。

し
か
し
・
こ
う

し
て
で
き
あ
が

つ
た
法
律
関
係
も
、
そ
れ
が
社
会

に
よ

つ
て
、
ひ
ろ
く
承
認
さ
れ
保
障

さ
れ
た
存
在

と
し

て
維
持
さ
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
、

こ
の
法
律
関
係

に
託

し
た
当
事
者

の
意
図
も
、
ま
た
、
完

全

に
は
達

せ
ら
れ
な

い
場
合
が
多

い
。

,こ
こ
に
、
当
事
者

間

の
法
律
関
係
が
、
対
外
的
な
ひ
ろ
が
り
を
求

め
て
い
わ
ゆ

る
対

外
的
効
力
を
要
求
す
る

に
至
る
。

こ
の
対
外
的
効

力

は
、
抽
象

的
に
は
、
ひ
ろ
く
当
該
法
律
関
係

を
と
り
ま
く
第

三
者

一
.般

に
む
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
実
質

は
、
具
体
的
な
各
個
人

で
あ

り
、
こ

れ

に
対
す

る
対
外
的
効
力

の
主
張

は
、

こ
の
各
個
入

に
む
け
ら
れ
て
現
れ
ざ
る
を
え
な

い
が
、
そ

の

一
つ
ひ
と

つ
も
、
や
は
り
前

述

し
た
と
同
様
な
内
容

を
も

つ
た
人
格
者
間

の
対

立

・
緊
張

の
関
係

に
他

な
ら

ぬ
。
し
た
が

つ
て
、
こ
の
関
係
も

、
同
様

に
そ

の
対
立
関

、

係
に
立
つ
当
事
者
の
、
具
体
的
事
情
を
護

と
し
て
規
警

習

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
法
律
関
係
は
、
当
著

聞
の
関
係

.

か
ら
出
発
し
て
、

;

ひ
ち

具
体
的
個
人

の
皇

関
係
を
包
摂
し
な
が
ら
、
対
外
的
に
ひ
ろ
が
つ
て
ゆ
く
が
、
こ
れ
ら
の
規
鶴

係
を

.

総
体
的
に
法
評
価
し
て
、
そ
の
各
個
の
規
範
関
係
の
あ
ゆ
方
を
予
定
し
た
も
の
が
、
す
な
わ
ち
法
律
効
果
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
・叉

㌫

魏

怠

忽

忽

緯

冨

か
嵩

要
塞

窓

怠

で
・ぶ

憲

蕊

恩

節
附
陰

徳

江

島

↓

総

価
亮

顯

含
で
あ
り
・
霜

無

念

慧

効
㌫

＼
ぶ

念

か
縁

鷺

翼

慰

ム

意

い
誌

面
嘉

愈

愈

他

・

な

ら

ぬ

の

で

あ

る

。

一

"
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こ
の
よ
う

に
法
律
関
係
め

対
人

的
規
範

構
造
は
、
本
質
的
に

は
個
人
対
個
人

の
関
係

と
し
て
集
積
さ
れ
る
も

の
で
あ

つ
て
、

こ
の
個
人

間

の
具
体
的
な
対
立
関
係

こ
そ
、
私
法

に
お
け
る
法
律
関
係

の
ア

ル
ラ

ァ

ベ
ー
ト

(
掲
⑦
⇔
ゴ
⇔
ω
①
一〇
廿
9

⑦
古
)

と
も

い
う
べ
き
も

の
で
あ

る
η
。

民
事
訴
訟
法
が
採
用
し

て
い
る
前
掲

の
よ
う
な
弁
論
主
義

の
訴
訟
構
造
も
、

こ
の
よ
う
な
私
法
関
係

の
規
範
構
造

と
対
応
し
て
、

そ
れ
と
の
相
関

々
係

の
う
え

に
立

っ
て
い
る
と
い
う

べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。

‥

民
法

に
お
け
る
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係

は
、
以
上

の
よ
う

に
個

々
の
法
律

関
係
が
、
そ

の
具
体
的
な
評
価
を
異

に
し
て
生
ず

る

現
象

で
あ

つ
て
、
法
律
関
係
が
本
来
的

に
、
個
人
相
互
間

の
も

の
で
あ

る
こ
と

の
証
左
と

い
う
べ
ぎ
も

の
で
あ

る
が
、

こ
の
よ
う
な
関
係

に
対
し
て
、
民
法

が
、
法
律
効
果

に

つ
き
、
絶
対
的
効
力
関
係
を
原
則

と
し
て
い
る
の
は
、

お
も
う

に
、
法
典

構
成

上
の
技
術
的
な
要
求

に
応

じ
た
も

の
と
解
す
べ

き
も

の
で
あ

つ
て
、
本
来
的

に
法
効
果
が
個
別
的
な
法
律
関
係

の
基
礎

の
う
え

に
あ
る
こ
と
を
、
否
定
す
る
も

の
と
ま
で
み
る

べ
き

こ
と
が
ら
で
は
な

い
。

債
権
者
取
消
権

(
四
二
四
条

)
の
効

力

に
つ
い
て
、
明
治
四
四
年
三
月

二
四
日

の
連
合
部
判

決
が

「
詐
害

行
為

ノ
廃
罷

ハ
民
法

ガ

「
法

律

行
為

ノ
取
消
」

ナ

ル
語

ヲ
用
ピ
タ
ル

ニ
拘

ラ
ズ

一
般
法
律
行
為

ノ
取
消

ト
其
性

質

ヲ
異

ニ
シ
、
其
効
力

ハ
相
対
的

ニ
シ
テ
何
人

ニ
モ
対

抗

ス
ベ
キ
絶
対
的

ノ
モ
ノ

ニ
ア
ラ
ズ
、
詳
言

ス
レ
バ
裁
判
所

が
債
権
者

ノ
請
求

二
基
ヅ

キ
債

務
者

ノ
法
律

行
為

ヲ
取
消

シ
タ
ル
ト
キ

ハ
其

'法
律
行
為

ハ
訴
訟

ノ
相
手
方

二
対

シ
テ

ハ
全
然
無
効

三
帰

ス
ベ
シ
ト
難

モ
、
其
訴
訟

二
干
与

セ
サ

ル
債
務
者
受
益
者
又

ハ
転
得
者

二
対

シ

、

テ

ハ
依
然

ト

シ
テ
存

立

ス
ル

コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ザ

ル
ト
同
時

二
、
債
務
者

が
特
定

ノ
対
手
人
ト
ノ
関
係

二
於

テ
法
律
行
為

ノ
効
力

ヲ
消
滅

セ
シ

メ
因

テ
直
接

又

ハ
間
接

二
債
務
者

ノ
財
産
上

ノ
地
位

ヲ
原
状

二
復

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

ル

ー一
於

テ

ハ
、
其
他

ノ
関
係
人

ト
ノ
関
係

二
於

テ
其
法

律
行
為

ヲ
成

立

セ
シ
ム
ル
モ
其
利
害

二
何
等

ノ
影
響

ヲ
及

ボ

ス
コ
ト

ナ
シ
旬
。
L

と
し
て
以
来
、

判

例
が
、

い
わ
ゆ
る
相
対
的
効
力
説
を

強

固

に
主
張

し
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
と
お
り

で
あ
る
が
旬
、

こ

の
考
え
も
ー

四
二
四
条

の
解
釈
そ

の
も

の
と
し

て
妥
当

か
ど
う
か
は

別

と
し
て
1

右

の
相
対
的
効
力
関
係

の
基
礎

へ
の
理
解
な
く

し
て
は
、
お
よ
そ
不
可
能
な
立
論

と
い
う
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
勒
。



か
く
し

て
、
す

で
に
述

べ
た
よ
う
に
民
法
典
上
法
律
効
果
が
相
手
方

に
よ

つ
て
、
も

し
く
は
当
事
者
間

と
対
第
三
者
間

(
こ
れ
も
さ
ら

に
こ

の
第

三
者

の
側

の
事
情

に
よ

つ
て

一
人

一
人
異

っ
た
も

の
と
し

て
取
扱
わ
れ
る
)
と
で
分
裂

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異

っ
た
内
容
を
も

つ

場
合
が
、
明

白

に
存
在
す
る
以
上
、
、
こ
れ
ら
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
に
対

し
で
、
法
律
効
果

の

一
般

的
構
造
内

部
に
お

い
て
正
当

な
評
価

と
、
、そ
れ

へ
の
適

当
な
位
置
づ
け
を
与
え
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
そ

の
内
容
を
明
ら

か
に
し
て
ゆ
く

こ
と
は
、
ひ
と
り
、
こ
れ
ら

の

、

場
合

に
つ
い
て
の
解
釈

、
運
用
上

に
お
い
て
、
必
要

な
ご
ど
で
あ
る

に
止
ま
ら
ず
一
民
法
典
が
、
法
律
関
係

の
構
成

に
つ

い
て
示
し
て
い

相対的(対 人的)効 力関係に'つい て59

る

、

技

術

的

性

格

を
理

解

す

る
う

え

に
も

、

必
要

欠
く

べ

か
ら

ざ

る
も

の

で
あ

る

こ
と

を

知

る

べ
き

で
あ

ろ

う
。
、

D
ド
イ
ツ
民
法
は
、
そ

の
後

こ
の
第

一
草
案

に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
法
的
な
立
場
か
ら
、
草
案

の
個
人
主
義
酌

口
引
マ
ニ
ズ

ム
を

攻

撃

し

た

○
詳
o

Φ
合
蒔
o

の
批
判

(
】)
⑳
吋
固
目
ひ肩
口
『泳
O
」β
O
ω

口
(り
]W

広
口
田

口
O
口
吟切
Oば
O

閲
O
⇔
庁
♪

H
◎o◎◎
Φ

、

)
な
ら
び
に
、
社
会
主
義

の
見
地

か
ら
、
草
案

の
経
済

的
自
由
主
義
を
批
判

し
た

》
暮
o
ロ

日
o
ロ
Oq
o
埼

の
批
判

(
O
器

O
誌
叶
σq
o
さ
o
げ
Φ
男
0
6
9

口
口
ム

合
φ

ぴ
Φ
・り
富
江
O
ω
Φ
ロ
<
O
片
oり犀
一〇
路
O
昼
㌫
◎。
q⊃O
)
の

影
響
を
う
け
て
、
第

二
.・
第
三
草
案

に
よ
る
改
正
を
経
て
、
.た
め
ら

い
つ
つ
も
、
す
で
に
新
た
な
社
会
主
義

的
思
想

に
も
、
そ
の
手
を
さ
し
の
べ

て
い
る
い

と
評
さ
れ
て
い
る
。
Φ
.掲
旬
△
O
「
己
6
罫

●戊
ぎ
注
げ
内
已
ロ
西
宮

合
Φ
匁
Φ
6
げ
冨
名
言
ω
o
昌
ω
o
げ
⑪
蓉

(戸
O
N
O
)
◎力
・
◎。
O
や

D

呂
。
⇔冨

自

画
昌

昏

薯

琴

合

。
」g

Φ
ヒ目
障

σQ
旦

暮

。
ロ

o
。
ω
魯
・
o
g
ま

二

障

音

ω
o
。
暮
ω
合

Φ
掲
魯

p

田

昏

(
声◎◎
o◎
◎o
)
白。
ト

の

ぽ

O
嵩
く
Φ

"
ロ

烏
O
日

掲
9

司
⊆
昆

O
.

H
口
合

ω
・
戸
や
◎◎

矯
二

日
目

田
口
・

㊤

悼

め

問
昆

ぎ

昏

p

。
・
ρ

・。
・
。。
べ
'(
尾

高

・
碧

海

訳

一
〇

六

頁

)

.

の

掲
・S
廿
⑦
吟
声口
Oq
・
O
O
『

間
口
首

唱
冷
口
口

0。
男
Φ
⇔
犀
幹
(
戸
◎O
や
N
)

ω
遠
Φ
◎0

(
日
沖

訳

一

一
⊥
ハ
頁

)

/

の

テ

ン

ニ

ー

ス

に

お

け

る

ゲ

ゼ

ル

シ

ャ

フ

ト

の
観

念

が

こ

れ

に
あ

た

る

。

司
・
↓
O
昌
昆

o
P

O
o
日

o
甘

ω
6
犀
①
袖
古

田
口
合

O
Φ
ω
巴

尻
△
庁
日

待

(
戸
㊤
N
Φ
)

、

ω
・
翔
べ
埼
こ

9

・

、

の

旨

o
吟
甘
oQ
"
Φ
o
芭

画
o
ω
咋
O
日
富
⇔げ
o
目

見
o
合

9

(
声
Q◎
ΦH
)
H
口
合

㊤

出

"
－H
回
合

ω
・
c。
恕
津

勝
本
正
晃

「
新
民
法
総
則
」

一
一
ー

二
百
っ。

中
川
善
之
助

ヤ「
相
続
と
登
記
」
相
続
法

の
諸
問
題
」

六
〇
頁

以
下
に
お
い
て
、
教
授
が
ビ

ン
ダ

ー
1
の
権
利
主
体

に
つ
い
て
の
関
係
概
念

(
男
色
㌣

・
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律

註
。
ロ
ω
ず
。
oq
吟
霞
)

説
を
是
認
さ
れ
た
う

え
、
権

利
帰
属
の
関
係
に

つ
き
法
律
関
係
を
相
対
的

・
個
別
的
に
考
察

し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
意
味

で
正
当
な
.Σ

で
あ
る
。
<
・・
二

』

藍

8

。
器

『

。
一・
え

。
碁

・]目

§

え

巽
・
見

舞

9

(
戸Φ
O
や
)
ω

・
吟
。・穴

、

旬

大
連
判
、
明
治
四
四

・
三

・
二
四
民
鉄

一
七
輯

一
一
七
頁

.

、

の

大
判
大
正
五

.
三

.
三
〇
民
録

二
二
輯
六
七

一
頁
、
同

大
正
六

・
三

・
三

一
民
録

二
三
輯

五
九
六
頁
、
同
大
正
八

・
四

・
一
一
民
録

二
五
輯
八

〇
八
頁
等

旬

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
判
例

は
わ
れ
わ

れ
に
、
相
対
的
効
力
関
係

の
内
容
が
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
を
、
か
な
り
の
点

に
わ
た

つ
て
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が

つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら

の
内
容
か
ら
、
ひ

と
り
、
四
二
四
条

の
問
題

と
し
て
評
価
す
る
だ
け
に
止

ま
ら
ず
、
ひ
ろ
く
相
対
的
効
力
関
係
理

論

一
般
の
サ
ン
プ

ル
と
し
て
も
検
討
す

べ
き
多
く

の
も
の
を
汲
み
と
る
べ
き

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

四
、
わ
れ

わ
れ

の
生
活

と
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係

ー

む

す

び

に

か

え

て

i

以
上
に
お

い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
と
い
わ
れ
る
も

の
が
、
民
法

上
に
現
れ
て
く

る
態

様
と
、
そ

の
基
礎

法一

に

つ
三

ひ
と
と
お
り

の
考
察
を
し
て
き

た
が
、

こ
の
よ
う
な
効
力
関
係
を
民
蒙

籍

し
て
い
る
、」
と
は
、
そ
れ
だ
け

わ
れ
わ
れ

の
法

律
関
係
を
複
雑

に
し
、
理
論
的

に
も
実
際
的

に
も
問
題

の
余
地
を
残

し
て
は

い
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
以
下
こ
の
制
度

に
対

し
て
、
考
え
ら

れ
う

べ
き
批
判

を
二
三
採
り
あ
げ

て
検
討

し
て
み

る
こ
と
に
し

よ
う
。

、

一
、
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
を
認

め
る
こ
と
は
取
引

の
安

全
を
害

さ
な

い
か
。

う
た
が

い
も
な
く
、
取
引

の
安

全

(
ノN
O
叶
犀
O
H
ω
ω
』O
げ
Φ
『
ば
O
－吟
)

の
保
護

は
、
近
代
私
法

に
お
け
る
最
も
重
要
な
課
題

で
あ
る
U
。

そ

し

て
、
取
引

の
安
全

を
保
護
す

ゐ
方
法

と
し
て
、
法
律
関
係

の
劃

一
化
を
要
求
す
る
傾
向

の
み
ら
れ

る
こ
乏
も
事
実

で
あ
ろ
う
勾
。

こ
う
し
た
傾
向

の
な
か
か
ら
み
る
ど
、
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
を
認

め
る
こ
と
は
、
法
律
関
係
を
複
雑

に
し
、
そ
れ
だ
け
取
引
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の
安
全
を
害
す

る
こ
と
に
な
り
は
し
な

い
か
、

と
の
疑

い
を
抱

か
せ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
民
法
が

相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
を
、
認

め
た
こ
と
も
、
ま
た
取
引

の
安
全
を
保
護

し
よ
う
と
し
た
も

の
に
他

な
ら

ぬ
の
で
あ

る
。

な
ぜ
な
ら
、
本
来

生
ず

べ
き
、
も
し
く

は
、
す

で
に
存
在
す
る
法
律
効
果

を
制
限

し
て
、
相
手
方
も
し
く

は
第
三
者
が
、

こ
の
効
果

の

ざ

ロ

び

存
在

に
か
か
わ
ら
ず
、
自
己

の
取
引

を
遂
行
す
る

こ
と
が

で
き
る
と
し
た
の
が
、

こ

の
相
対
的
効
力
関
係
を
認
め
た
理
由

だ

か

ら

で

あ

る
。

、

こ
の
こ
と
は
、
す

で
に
物
権
変
動

に
お
い
て
、
・公

示
主
義

の
内
容

と
し
て
判
例

・
学

説

の
多
く
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る

の

み

で

な

く
旬
、

さ
き

に
挙
げ

た
債
権
者
取
消
権

に
つ
い
て
の
判
例

の
相
対
的
効
力
理
論
も
、

こ
う
し
た
考
克

を
基
礎

と
す
る
も

の
で
あ
る
。

た
だ
、

相
対

的
効

力
理
論
は
個

々
の
取
引

を
対
象

と
し
て
、
あ
る
程
度

そ
の
個
性

に
着
眼
し
な
が
ら
、
具
体
的

b
個
別
的

に
そ

の
安
全

を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら

の
取
引
関

係
が
輻

軽

し
て
生
じ
た
場
合

に
は
、
そ
れ
だ
け
法
律
関
係
を
複
雑
な
も

の

ヘ

ト

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
す

る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

い
。
法
律
関
係

の
劃

一
化

の
要
求
は
↓
こ
の
よ
う
な
取
引

の
大
量
発
生

の
場
か
ら
生
じ
て
き

た
取
引
安

全

の

要
求

で
あ
り
、
そ

こ
で
の

「
安
全
」
は
、
取
引

の
個

々
の
具
体
的
妥
当
性
を
あ
る
程
度
犠

牲
に
し
て
、
形
式

的
な
統

一
に
よ
り
大
量
取
引

に
対
処
し
よ
う
と
す
る
面

に
強

く
現

れ
る
。

し
た
が

つ
て
、
法
律
関

係

の
相
対
化

に
よ
る
取
引

の
保
護

と
、
法
律
関
係

の
劃

一
化

に
よ
る
取
引

の
保
護

と
で
は
、
そ

の
対
応
す

る
場

を
異

に
し
て
い
る
も

の
と
い
う

べ
き

で
あ

る
め
。

∵

D

鳩
山
秀
夫
、
「
法
律
生
活
の
静
的
安
全
と
動
的
安
全
の
調
節
を
論
ず
」
債
権
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
三
頁

力

商
法
に
お
け
る
取
引
の
組
織
法
化

・
定
型
化
と
い
わ
れ
る
も
の
は
こ
の
例

で
あ
る
。
田
中
耕
太
郎

「
商
法
総
則
概
論
」
五
〇
頁
以
下

助

穴
連
判
明
治
四

一
・
=

一
・
、一
五
民
録

一
四
輯

=

一七
六
頁
、
鳩
山
秀
夫

「
不
動
産
物
権
の
得
喪
変
更
に
関
す
る
公
信
主
義
及
び
公
示
主
義
を
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論
ず
」
、債
権
法
に
お
け
る
信
義
誠
実

の
原
則
五
二
頁
参
照

の

○
〔

担
勺
o已
目
鼻

ぎ
甘
巷

鴨
o
.舞
一8

0ぴ
o
怜
や
Q
σ9
江

田

巴
o
昨覧
"
〔
FΦ●。◎
)
叉

旨
《
〔

(
高

柳
訳

「
法
律
史
観
」
三

ー
三
ー

五
頁
)

二
、
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係
を
認

め
る
こ
と
は
、
あ

ま
り
に
技
巧
的

に
す
ぎ
な

い
か
。

,

'
ア

ン
ト

ン

・
メ

ン
ガ
ー
は
、
ド

イ

ツ
民
法
第

一
草
案
が
発
表
せ
ら
れ
た
と
き
、

こ
れ

の
批
判

に
よ
せ
て
、

「
ド
イ

ツ
の
法
律
学

は
、
あ

た
か
も

、
あ
ま
り

に
細
く
べ
あ

ま
り
に
鋭
く
砥
が
れ
過
ぎ

て
、
切

る
こ
と
の
で
き

な
く
な

つ
た
ナ
イ

フ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る

法
o
ω
ω
o
烈

菖

⇔
げ
⑦
ω
ω
p

合

目

§

島

ω
・
断
鼠

σ・
8
・
9

巷

三

豊

△
…

。
ω
・
菖

『

。
ぼ

ω
合

艮

臼
Φ
3

」
ピ
酷

評
し
た
u
・

↑

…

2

わ
れ
わ
れ
の
民
曇

ド
イ
ツ
曇

に
お
け
る
ξ

は
る
か
に
多
く
の
場
ξ

;

相
対
的

(対
人
的
)

効
力
関

係
を
認

め
て

い
る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

こ
の
事
実
を

メ
ン
ガ
ー
が
知

っ
た
ら
、
果

し
て
何

と
評

し
た

こ
と

で
あ
ろ
う
か
。

論

し
か
し
な
が
ら
、
近
代
私
法

が
、
あ
ら
ゆ

る
地
域
的

・
階
層
的

・
職
能

的
な
背

景
を
も

つ
て
、
す
ぐ
れ

て
複
雑

な
利
害

の
対

立

・
緊
張

律

の
様

相
を
帯

び
つ

っ
営
ま
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ

の
生
活

の
な
か
で
、
社
会
関
係

に
対
す

る
、
人
聞
支
配

の
た
め

の
文

化
的
制
度
乏
し
て
、

そ

の
機
能

の
合
理
性

と
目
的
性

を
自
覚
す
る
と
と
も

に
、
こ

の
わ
れ
わ
れ

の
社
会

の
複
雑
性

に
対

し
て
、

い
く

つ
か
の
観
念

上

の
措

定

法一

窒

技
術
工
学
的

績

春

雲

.」
と
に
よ

つ
て
、
対
応

し
て
ゆ

、」
う
と
す

る
こ
と
は
、
許
さ
る
べ
き
技
巧
と
い
う

べ
き

で
あ
る
幻
.

そ

し
て
、
以

上
に
述

べ
た
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係

の
承
認
は
、
理
論
そ

の
も
の

と
し
で
は
、
法
律
関
係
を
、
本
来
的

に
、
対
人

的
個
別
性

を
も

つ
も

の
と
し
て
措
定

す
る
、
と
い
う
だ
け

の
こ
と
で
あ

つ
て
○

こ
の
こ
と
自

体
は
、
そ
れ
程
に
砥
が
れ
す
ぎ

た
概
念

で
も

、

な
け
れ
ば
、
ま
た

技
巧
的
な
観
念

で
あ

る
と
も
思
わ
れ
な

い
。
と
は
い
え
、
法
律
関
係
が
相
対

的

に
分
裂
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

に
評
価
を
さ

'
れ
る
乏

い
う

こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
、
法
律

関
係
を
複
雑

に
す
る

こ
と
は
疑

い
な

い
。
け
れ
ど
も

こ
れ
は
、
そ

の
基
盤

で
あ
る
社
会
生
活

の

複

雑
性
を
反
映

し
た
も

の
に
他

な
ら
な

い
の
で
あ
る

か
ら
、
や
む
を
え
な
い
も

の
と
し
て
許
し
を
乞
う
よ
り
他

は
あ

る

ま

い
助
。

そ

し

て
、
わ
れ
わ
れ

は
、
で
き
る
だ
け

、
こ
れ
ら

の
法
律
関
係

の
内
容

を
明
瞭
な
も

の
た
ら
し

め
る
£
う

に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う

。
,



そ

の
結
果

、
そ

こ
に
残

さ
れ
る
問

題
は
、
む
し
ろ
、

こ
の
よ
う
な
相
対

的
な
効
力
関
係
を
認
め
る
べ
き
場
合
は
、

い
か
な
る
場
合
、

い

か
な
る
範
囲

に
限

る
べ
ぎ

で
あ
る
か
と
の
政
策
論

上
の
こ
と
が
ら

に
帰
す

る
こ
と
に
な
る

の
で
は
あ
る
ま

い
か
の
。

'

.

,

D

》
・
日

g

。q
Φ
び

o
器

げ
障

。・
旦

一合

。

翫

Q
g

毒

含

嘗

g

。。
ぎ

一
。
総

出

ぎ

鏡

江

g

切
g

●
(
声
o
o
や
)

oカ
ニ

ご

く
。・
ド

ロ

.
い
窪

§

口
口
、

巴

㌣

的
o
日

Φ
盲
亀

↓
Φ
已

仕
8

切
Φ
ヒo
・
(
声
Φ
留

)

o力
・
。。
O
怜
こ

殉
江

O
日

o
甘

く
o
詰

合

庄

o

O
g

閲
Φ
⇔
官

名

巨

8
ω
o
甘
露
p

(
冶

卜
。。
)

oo
・
m
O

幻

O
惰
・
勺
o
口
口
白

o
眉
㌻
o
許

⇔
・
戸
⇔
Φ
"

(
高

柳

訳

「
法

律

史

観

」

二

七

八

頁

)
、
↓
o
甘

甘

oQ
・
b
庄
馨

創
巴

町
O
日
`

男
Φ
6
宮

ω
、
】

切
合
・
ω
・
c。
豊

ひ

(
原

古

田

監

訳

「
ロ
ー

マ
法

の
精

神

」

五

七

頁

以

下

)

■

,

し
』

鎗

く
。・
ゲ
ρ

習

合
§

g

げ
器

§

§

寄
餌
嵩

・
N
茎

§

・
↑三

二

。
昆

『
・宮

男
・
曇

ω
・
。
§

巨

。
。
・・
合
『・
邑

g

問
・
曇

・。・
。
言

・
…

轍

(
§

)
㊤

・・
べ

'

」

,
鋤

、

め

一
九
三

年

(
昭
和
ご
+
七
年
)
秋
の
呈

私
法
学
会
に
お
い
て
論
聾

ら
れ
て
以
来
霞

・
な

つ
て
い
る
不
動
膓

権
の
変
動
に
お
け
る
効

・

助

力
要
件
義

(形
奎

義
)

採
用
寄

否
の
霞

も

こ
の
範
恩

の
問
題

し
て
、

そ
の
籍

を
理
解
す
べ
き
も
の
患

う
ゆ

(
加
藤

爾

漱

呆

動
産
登
記
豊

改
正
の
閨

点
」
私
党

号
毛

頁
以
下
)

(㎜

三
、
相
対
的

(対
人
的
)
効
力
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
、
国
民
の

巫

的
な
法
意
識
に
親
志

か
。

相一

蓉

が
、
本
来
的
に
国
民

の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
曇

に
お
け
る
技
術
性

の
採
用
翌

つ
ね
に
国
民
大
衆

の
、
そ
れ
に
順
応
し
う
る
、

能
力
と

の
調
和

の
う
え

に
立

っ
て
な
さ
れ

る
べ
き
も

の
で
あ

つ
て
、
そ

の
観
念

的
完
全
性
を
追
求
す

る
立
場
か
ら
、
な
さ
れ

る
も

の
で
あ

:

つ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
の
。

、

と

こ
ろ
で
国
民

の

一
般
的
な
法
意
識

は
、
か
か
る
法
律

関
係

の
対
人
的
な
相
対
関
係
を
、
は
た
し
て
理
解

し
う

る
で
あ
ろ
う

か
。
民
法

、

の
予
定

し
て
い
る
市
民
が
、
す
ぐ
れ

て
法
意
識

に
眼
ざ

め
た
人

々
で
あ
る

こ
と
に

つ
い
て
は
、
さ
き

に
述

べ
た

と
こ
ろ
で
あ

つ
て
、

こ
の

63

よ
う
な
人

々
に
あ

つ
て
は
、

こ
の
相
対
関

係
を

理
解
す

る
こ
と
は
、
少
し
も
困
難

で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
現
実

の
わ
れ
わ
れ

の
周
囲

.
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を
見
わ
た
し
た
と
き
、
こ

の
よ
う
な
仮
定
が
、
は
た
し
て
充
分
な
裏
付

を
も

つ
て
い
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま

こ
の
点
に

っ
い
て

の
特
別

な
資
料

は
持

た
な

い
が
、
わ
た
く

し
の
乏
し

い
経
験
を
と
お
し

て
知
り
え
た
と

こ
ろ
で
は
、

,一
般
人
が
民
法

一
般

に
対

し
て
持

っ

て
い
る
理
解
度

か
ら
推

量
し
て
、
わ
れ
わ
れ
国
民

の

一
般
的
法
意
識
が
、
民
法

の
予
定

し
た
市
民
像

と
相

当

に
距

っ
て
い
る
と
い
う

こ
と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
、
ま
ず
間
違

い
あ
る
ま

い
。
そ
う
し
て
そ

こ
で
は
、
法
律
効
果

に
つ
い
て
、
た
だ
素
朴
な
単
純
さ

の
故

に
、
そ

の
劃

一
的
な
簡
明
さ
が

求

め
ら
れ
て

い
る
よ
う

で
あ

つ
て
、
相
対
的

(
対
人
的
)
効
力
関
係

の
概
念

は
、

い
わ
ば
職
業
法
曹

人

の
技
巧
的
創
造
物

と
し

て
、
受
取

ら
れ

て
い
る
よ
う

に
も
思

わ
れ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し
か
し
、

こ
の
現
象

は
、
法

一
般

に
対

し
て
、
た
だ
服
従
す
る

こ
と
を

の
み
永

い
聞
馴
ら
さ
れ
て
き
た
、

わ
れ
わ
れ
国
民

の
法

に
対
す

ヘ

ヘ

へ

る
意
識

の
質

に
も
よ
る
と
こ
ろ
が
多

い
と
い
う
べ
き

で
あ

つ
て
、
必
ず

し
も
、

こ
の
相
対
的
効
力
概
念
自
体

の
技
術
性

の
責

の
み
で
は
あ

る
ま
い
。

川
島
武
宣
教
授

が
ぺ
民
法
典

と
国
民

一
般

の
法
意
識
と

の
距
り

に

つ
い
て
、
「
云
う
ま
で
も
な
く
、

こ
の
こ
と
は
単
に
民
法
血
ハ
な

い

し

私
法
的
諸
法
律

の
み

の
問
題

で
は
な

い
。
そ
れ
は
、

日
本

の
法
律

お
よ
び
裁
判
所
そ

の
も

の
の
性
格
や
役
割

の
問
題

で
あ
り
、
ま
た
ひ

い

て
は
、
日
本

の
政
治

の
性
格
や
構
造

の
問
題

で
あ
り
、
さ
ら

に
ま
た
日
本

の
社
会
構
造

パ
道
徳

の
性
格
、

日
本
人

の
性
格

の
問
題

で
も
あ

る
ヵ
」

と
論
破

さ
れ
た
う
え
、
そ

の
諸
関
係
を
、
教
授

の
す
ぐ
れ
た
考
察

に
よ

つ
て
、
す
る
ど
く
解
剖
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
鋤
、

こ
の

問
題

の
深

刻
さ
を
物
語
る
と
と
も

に
、

こ
れ
ら

の
こ
と
が
ら

に

つ
い
て
の
問
題

の
所
在
を
、
正

し
く
指
摘

し
た
も

の
で
あ

つ
た
。

と
こ
ろ
で
、
、戦
後
、
わ
れ
わ
れ

の
社
会

は
、
急

速
度

に
、
法
意
識

の
転
換
と
、
そ

の
国
際

的
成
長
を
な
し
と
げ

つ
つ
あ

る

と

い

え

る

が
、

法
律
関
係

の
対
人
的
個
別
性

の
観
念

は
、

い
わ
ば
近
代
私
法
関
係

の
基
礎

を
な
す
も

の
で
あ
り
、

相
対
的

(
対
人
的
)

効
力
関
係

は
、
そ

の

一
適
用

に
ほ
か
な
ら
、な

い
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
に
対
す
る
理
解
は
、
早
晩

に
解

決
を
み
る
こ
と
と
い
え

る
で
あ

ろ
う
。

こ
う
し
た
法
意
識

の
激

し
い
生
成
途

上
で
、
制
度

の
基
礎
関
係

に
対
す

る
当
否
を
論
ず

る
こ
と
は
、
す
ぐ
れ

て
政
治
的
考
慮
を
要
す
る



一 相対的(対 人的)効 力関係について

こ
と
で
あ

つ
て
、
た
だ
抽
象

的
な
法
概
念
上

の
問
題

と
し
て

の
み
論

じ
え
な

い
こ
と
で
も
あ
る
が
、
極
度

に
国
際
性
が
要
請
さ
れ

つ
つ
あ

る
現
在

に
あ

つ
て
、
わ
れ

わ
れ

の
社
会

に
お
け
る
法
意
識
が
、
こ

の
法
律
関
係

の
基

本
的
構
造

を
理
解
す

る
こ
と
は
、
ま
た
、
必
要

な
こ

と
で
あ
る
と
も

い
え
よ
う

か
と
思
う
。

、

'

(
一
九
五
七

・
一
二

・
三

一
)

D

拙
稿

「
わ
が
民
法
に
お
け
る
物
権
行
為
の
独
自
性
と
有
因
性
」
法
律
論
叢
二
九
巻

一
号
三
頁

,

.

の

川
島
武
宜

「権
利
の
体
系
」
私
法
五
号
三
四
頁

旬

川
島

・
前
掲
四
〇
頁
以
下

.
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