
身

分

法

と

財

産

法
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性

格仁

平

先

麿

身
分
法
と
財
産
法
の
性
格

1

ほ
し
が
き

二

市
民
法

へ
の
生
成

三

対
立
と
結
合

四

結

語

一

は
し
が
き

民
法
中
'
財
産
法
は
明
治
民
法
以
来
全
体
的
に
大
き
な
改
正
も
な
-
今
日
迄
効
力
を

生
じ
て
い
る
が
'
身
分
法
は
戦
後
大
改
正
が
な
さ
れ
た
｡
財
産
法
は
時
代
の
変
遷
に
も

拘
ら
ず
比
較
的
定
着
し
七

い
る
の
に
対
し
て
'
身
分
法
は
そ
の
逆
の
形
を
と
っ
た
｡
し

か
し
'
財
産
法
は
本
来
進
歩
的
で
あ
り
'
法
が
事
実
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
傾
向
を
も
つ

の
に
対
し
て
'
身
分
法
は
保
守
的
で
あ
り
'
法
が
事
実
の
後
に
あ
ら
わ
れ
る
傾
向
を
も

つ
事
か
ら
み
れ
ば
奇
妙
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
従

っ
て
へ
身
分
法
の
改
正
は
身
分
制

皮
の
根
本
的
変
革
を
意
図
し
て
な
さ
れ
た
大
事
業
で
あ

っ
た
と
言
え
る
｡
こ
れ
に
よ
っ

て
'
民
法
は
市
民
社
会

(soc
i

etas
civitis)
の
法
と
し
て
完
成
す
る
に
至
っ
た
が
､

身
分
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
は
そ
れ
は
如
何
に
み
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
改
め
て
考
え

る
の
も
興
味
が
あ
る
｡
そ
こ
で
は
じ
め
に
'
身
分
法
及
び
財
産
法
の
市
民
法
へ
の
生
成

に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
｡
ま
た
'
身
分
法
及
び
財
産
法
が
同
じ
市
民
法
的
法
秩
序
と
し

て
体
系
化
さ
れ
た
今
日
に
お
い
て
'
両
者
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
が
極
め
て
問
題

と
な
る
｡
従

っ
て
'
次
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
究
し
ょ
う
と
思
う
｡

ニ

市
民
法
へ
の
生
成

民
法
が
近
代
的
市
民
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
'
市
民
社
会
の
成
立
に
よ
る



事
は
再
説
す
る
迄
も
な
い
が
'
市
民
社
会
は
個
人
の
解
放
を
な
し
'
資
本
主
義
経
済
発

展
の
基
盤
を
形
づ
-

っ
た
の
で
あ
る
｡
民
法
は
市
民
法
的
原
理
を
大
幅
に
導
入
し
て
'

経
済
社
会
の
大
な
る
発
展
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
｡

近
代
市
民
社
会
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
'
民
主
主
義
的
政
治
で
あ
り
'
資
本
主
義
経

済
で
あ
り
'
そ
し
て
市
民
法
的
法
秩
序
で
あ
る
と
言
え
る
｡

身
分
法
と
財
産
法
と
が
性
格
を
異
に
す
る
法
で
あ
る
事
は
'
例
え
ば
民
法
典
の
編
別

に
つ
い
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
｡
も

っ
と
も
'
従
来
の
ロ
ー
マ
式
た
る
イ
ソ

ヌ
チ
ツ
-
チ
オ
ー
ネ
ソ
汐
ス
テ
ム

(:nstitutionen
sy
s
tem
)
で
は
と
も
か
く
も
'
ド

イ
ツ
式
た
る
パ
ン
デ
ク
テ
ソ
汐
ス
テ
ム

(P
an
d
e
ktensy
ste
m
)
で
は
そ
れ
が
明
ら
か

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
そ
の
初
編
に
お
か
れ
る
民
法
の
総
則
を
め

ぐ

っ
て
'
財
産
法
と
身
分
法
の
中
'
前
者
の
み
の
通
則
た
る
か
或
は
両
者
の
通
則
た
る

2

か
と
い
う
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
｡

わ
が
民
法
は
旧
民
法
で
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
範
を
と

っ
た
た
め
に
イ
ソ
ス
チ
ツ
ー
チ

3

オ
ー
ネ
y
V
ス
テ
ム
を
と
り

(従

っ
て
そ
の
構
成
は
財
産
編
'
財
産
取
得
福
'
債
権
担

保
編
､
証
拠
霜
､財
産
取
得
編
､
人
事
編
で
あ

っ
た
)
､
そ
の
修
正
と
称
さ
れ
た
明
治
民
法

で
は
主
と
し
て
ド
イ
ツ
民
法
草
案
に
範
を
と

っ
た
が
'
ザ
ク
セ
ン
民
法
に
基
づ
い
て
パ

4

ン
デ
ク
チ
ン
汐
ス
テ
ム
を
と

っ
て

(従

っ
て
そ
の
構
成
は
総
則
､
物
権
法
'
債
権
法
'

親
族
法
'
相
続
法
で
あ
る
)
､
今
日
に
承
継
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
な
お
'
パ
ン
デ
ク

チ
ン
汐
ス
テ
ム
を
と
る
場
合
に
お
い
て
'
如
何
な
る
序
列
を
な
す
べ
き
か
が
大
き
な
問

題
と
な
り
'

国
に
よ
っ
て
異
な
る
が
'

サ
グ
イ
ニ
イ

(
S
a
vi
g

n
y
)
､
ヴ
イ
ン
ド
リ
ヤ

イ
ド

(W
in
d
sch
e
id
)
'
メ
ン
ガ
ー

(M

enger
)
等
の
序
列
の
仕
方
は
我
々
の
知
る
と

こ
ろ
で
あ
る
｡

民
法
の
近
代
化

へ
の
契
機
は
上
述
の
如
Y
市
民
社
会
の
成
立
に
あ
る
が
'
財
産
法
と

身
分
法
は
市
良
法
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
如
何
に
解
せ
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
｡
そ
こ

で
先
ず
'
こ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
そ
の
沿
革
を
若
干
み
る
事
に
し
て
､
そ
し
て
わ
が

民
法
が
如
何
に
市
属
法
的
民
法
た
る
性
格
を
有
す
る
に
至

っ
た
か
を
考
察
し
ょ
う
0

市
民
社
会
は
資

本

主
義
を
基
軸
と
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
構
成
で
あ
る
と
言
わ
れ
る

L._
が
7

そ
れ
は
言
う
迄
も
な
く
'
西
欧
で
は
十
八
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命

(ln
d
u
stria
t
R
e
v
o
tu
ti

on)
を
は
じ
め
､
諸
々
の
社
会
変
革
の
結
果
誕
生
す
る
に
至

6

っ
た
と
言
え
る
T

か
か
る
経
済
'
社
会
の
変
革
化
は
必

l
然
廟
に
家
族
の
形
態
及
び
磯
蘭

1n

に
大
き
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か

っ
た
の
で
あ
サ笥

家
族
の
機
能
は
従
来
の
大

00

家
族
の
そ
れ
と
異
な

っ
て
著
し
く
締
少
し
'
最
早
生
産
的
機
能
は
失
わ
れ
､
家
族
は
消
費

団
体
と
し
て
存
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡
家
族
の
形
態
は
'
無
限
家
族
か
ら
有
限
家

¶刊

族
へ
と
変
わ
り
'
家
族
員
は
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
品
生
産
活
動
に
従
事
し
て
'

自
己
の
生

活

を
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
ね
は
な
ら
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
.
メ

ー
ン

(
M
a
i
ne)の
言
う

｢
身
分
か
ら
契
約
へ
｣

(fr
om
status
to
contract
)
と

い
う
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
'
人
と
人
と
の
関
係
は
契
約
即
ち
権
利
義
務
の

､mW也

関
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡
か
-
し
て
､
近
代
市
民
社
会

は
自
由
'
平
等
の
民
主
主
義
的
原
理
を
確
立
せ
し
め
'
人
の
法
主
体
性
を

T
様
に
承
認

､¶
7
′n
r

し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
へ
市
民
社
会
に
お
け
る
法
秩
序
は
'
個
人
主
義
的
理
念

に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
'
そ
こ
に
は
財
産
法
上
の
原
則
と
し
て
私
的
所
有

権
'
契
約
の
自
由

(V
e
rtrag
s
f
r
e
i

heit)
及
び
過
失
責
任
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
.

そ
し
て
'
身
分
法
上
に
お
い
て
は

一
夫

1
婦
制
及
び
婚
姻
の
自
由
の
原
則
が
認
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
お
い
て
近
代
家
族
即
ち
婚
姻
家
族

(f
am
itte
conju
g
a
te
)

或
は
'
小
家
族

(
pe
tite
f
am
itte
)

が
生
じ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ま
た
核
家
族

(nucJear
fam
i-y
)
で
も
あ

っ
て
､

家
族
は
言
う
迄
も
な
く
資
本
主
義
経
済
組
織
の

中
に
.組
み
込
.ま
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡

わ
が
国
に
お
け
る
市
民
法
の
生
成
に
つ
い
て
み
る
と
'
そ
の
発
生
は
概
し
て
明
治
以

88



後
で
あ

っ
て
'
そ
れ
が
十
分
な
成
育
を
と
げ
た
の
は
明
治
の
中
期
以
後
で
あ
る
と
み
ら

れ
る
｡
即
ち
'
そ
の

｢
外
殻
｣
は
訴
訟
法
規
に
み
る
事
が
出
来
る
が
'
近
代
市
民
法
の

功
ワ
ノn
ur

｢
中
軸
｣
は
明
治
民
法
に
み
る
事
が
出
来
る
と
解
さ
れ
る

｡

だ
が
'
わ
が
市
民
法
は
言

う
迄
も
な
-
西
欧
諸
国
の
よ
う
に
市
民
社
会
の
生
成
に
伴

っ
て
必
然
的
に
発
生
し
た
も

の
で
は
な
-
'
そ
れ
は
市
民
社
会
が
十
分
に
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
'
近
代
社

的

会
の
確
認
と
し
て
の
役
割
を
有
せ
ず
'
専
ら
そ
の
形
成
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る

｡

橋
本
博
士
は
近
代
市
民
法
は

｢
そ
れ
自
身
近
代
資
本
主
義
社
会
を
構
成
す
る
1
契
機
た

る
に
ほ
か
な
ら
ぬ
が
'
同
時
に
そ
れ
は
'
近
代
資
本
主
義
の
発
達
を
促
進
し
又
は
普
遍

化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
滑
剤
た
る
も
の
と
し
て
'
そ
の
独
立
の
存
立
の
意
義
を
認
め

掴

ら
れ
た
も
の
で
あ
る

｣

と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

か
-
し
て
'
近
代
民
法
は

｢
す
べ
て
の
法
律
関
係
を
市
民
社
会
的
法
秩
序
と
し
て
こ

､qH7

′

nr

れ
を
把
捉
し
ょ
う
と
し
て
い

る

｣

の
で
あ
る
が
'
わ
が
明
治
民
法
tは
西
欧
の
近
代
民
法

の
継
受
法
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
'
市
民
法
的
法
秩
序
と
し
て
一
貫
し
て
は
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
｡
即
ち
'
民
法
中
'
財
産
法
に
つ
い
て
は
市
民
法
的
法
秩
序
化
が
な
さ
れ
た

が
'
身
分
法
に
つ
い
て
は

｢
家
｣
制
度
を
と
り
入
れ
る
事
に
よ
っ
て
'
そ
れ
を
拒
否
し

た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
旧
民
法
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
'

手
塚
博
士
が
こ
れ
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
'
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
経
緯
を
若
干

み
る
事
に
し
よ
う
｡
旧
民
法
の
原
案
と
も
言
う
べ
き
所
謂
人
事
編
第

二
早
案
は

｢
戸
主

中
心
の
大
家
族
制
度
的
要
素
は
全
-
見
当
ら
ず
･-
-
原
則
と
し
て
夫
婦

･
親
子
中
心
の

い
わ
ゆ
る

『
婚
姻
家
族
』
を
構
憩
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
-

-
こ
れ
ら
は

(同
軍

案
の
ほ
か
財
産
獲
得
編
琴

南

第

7
草
案

《相
続
法
に
あ
た
る
》
を
含
め
て
お
ら
れ
る

=
筆
者
註
)
旧
民
法
'
明
治
民
法
に
比
較
す
れ
ば
近
代
西
洋
民
法
の
構
成
に
は
る
か
に

㈹

接
近
し
た
も
の
で
あ
る

｣

と
言
わ
れ
る
｡
そ
れ
が
明
治
二
十
二
年
二
月
か
ら
開
か
れ
た

法
律
取
調
雪
月
会
に
お
い
て
娘
底
か
ら
寧

え
さ
れ
､
こ
こ
に
お
い
て

｢
戸
主
凝
'
長
子
単

tn
り

ノHu
･

独
家
督
相
続
を
支
柱
と
す
る
家
族
制
度
が
-
-
は
じ
め
て
条
文
化
さ
れ

た

｣

と
言
わ
れ

る
の
で
あ
る
O
か
-
し
て
'
修
正
が
な
さ
れ
た
同
草
案
は

｢
民
法
草
案
人
事
編
再
調
査

案
｣
と
呼
ば
れ
る
が
'
こ
れ
に
み
ら
れ
る
条
文
は
'
第

一
草
案
を

｢
ほ
と
ん
ど
原
形
を

㈹

と
ど
め
な
い
ま
で
に
改
め
ら
れ
た
も
の
が
多
い
｣
と
言
わ
れ
る
｡
そ
し
て
'
か
か
る
再

調
査
案
は
委
員
会
に
お
い
て

｢
『
本
邦
固
有
の
美
風
』
的
修
正
｣
が
な
さ
れ
'
そ
れ
が

dJリ･
･∩}

委
員
会
の
最
終
確
定
案
た
る
元
老
院
提
出
案
と
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
し

て
旧
民
法
人
事
編
が
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
以
上
の
如
-
わ
が
旧
家
族
制
度
が
旧
民

法
に
採
用
さ
れ
る
過
程
を
概
観
し
た
が
'
こ
れ
に
よ
っ
て
明
治
民
法
が
そ
れ
を
と
り
入

れ
る
素
地
が
生
ま
れ
た
と
言
え
よ
う
｡
そ
の
事
は
明
治
民
法
編
纂
に
際
し
て
設
け
ら
れ

た
法
典
調
査
会
に
お
け
る
富
井
委
員
の
説
明
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
言
え
る
｡
同
委

員
は
親
族
編
の
審
議
の
冒
頭
に
お
い
て

｢
･-
･‥
既
成
法
典
ハ
此
二
点

(弊
害
な
き
限
り

従
来
の
制
度
慣
習
を
存
す
る
事
と
'
社
会
の
状
況
が
変
わ
っ
て
も
そ
れ
に
出
来
る
だ
け

応
じ
得
る
希
望
を
も

っ
て
編
纂
す
る
事
の
二
点
で
あ
る
=
筆
者
註
)
カ
ラ
見
レ
バ
多
少

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

修
正
ヲ
如
フ
へ
キ
点
ハ
ア
リ
マ
セ
ウ
ケ
レ
-
モ
根
本
的
二
改
正
ヲ
加

へ
ネ
バ
ナ
ラ
ス
-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

S

云
フ
程
ノ
点
ハ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
恩
ヒ
マ
ス
-
-
｣

(傍
点
=
筆
者
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
ま
た
へ
民
法
修
正
案
理
由
書
に
は
'
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
戸
主
家
族
の

葦

の
配
列
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
'

｢
本
案
二
於
テ

ハ
人
事
編
中
ノ
法
規
排
列
ノ
順
序

二
著

シキ
変
更
ヲ
加

へ
タ
-
既
成
法
典
二
於
テ
ハ
戸

主
家
族
二
関
ス
ル
規
定
ヲ
人
事
編
第
十
三
章
二
掲
ケ
之
ヲ
親
族
的
諸
関
係
及
ヒ
後
見
ニ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

関
ス
ル
規
定
ノ
後
二
置
キ
タ
-
ト
難
モ
我
邦
現
今
ノ
状
態
ハ
家
族
制
ヲ
以
テ
社
会
ノ
基

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

礎
卜
為
ス
ヲ
以
テ
本
編
二
於
テ
ハ
既
成
法
典
二
於
ケ
ル
戸
主
家
族

三
関
ヌ
ル
規
定
ノ
位

伽

匿
ヲ
顛
倒
ビ

ア
之
ヲ
親
族
編
ノ
首
都
二
置
ク
コ
ー
-
セ
リ

｣

(傍
点
=
筆
者
)
と
し
て

家
族
制
度
を
基
本
と
な
す
べ
き
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
な
お
'
平
野
教

授
は
か
か
る
特
殊
な
身
分
法
を
成
立
せ
し
め
た
の
は

｢
半
封
建
的
家
族
制
度
を
確
保
す
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S

る
官
僚
原
理
が
編
纂
方
針
と
な
｣
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
｡

明
治
民
法
の
身
分
法
は
'
以
上
の
よ
う
に
市
民
法
的
法
秩
序
化
が
な
さ
れ
な
か
っ
た

が
'
こ
れ
に
反
し
て
財
産
法
は
総
則
'
物
権
'
債
権
の
各
編
と
も

｢
強
烈
な
個
人
主
義

思
想
｣
(即
ち

｢
個
人
意
思
自
治
の
原
則
'
個
人
所
有
権
尊
重
原
則
'
過
失
責
任
の
三

g

原
則
｣
)
を
そ
の

｢
一
貫
す
る
強
い
指
導
理
念
｣
と
な
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
'
財
産
法

は
こ
こ
で
市
民
法
的
法
秩
序
と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
な
お
'
財
産
法
の
法

典
編
纂
の
経
緯
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
'
次
に
'
財
産
法
及
び
身
分
法
と

資
本
主
義
経
済
と
の
関
連
を

一
瞥
し
よ
う
｡

資
本
主
義
経
済
の
機
構
は
商
品
の
生
産
'
分
配
及
び
消
費
を
中
心
に
し
て
成
り
立

っ

て
い
る
が
'
こ
れ
ら

一
連
の
動
き
を
経
済
活
動
と
し
て
み
る
事
が
出
来
る
｡
財
産
港
は

か
か
る
経
済
活
動
を
規
律
の
主
要
な
対
象
と
な
す
法
で
あ
る
と
言
い
得
る
｡
か
か
る
財

産
駄
就
中
'
財
産
権
は
'
社
会
を
豊
か
に
す
る
社
会
的
機
能
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
'

そ
れ
は
出
来
得
る
限
り
多
-
の
人
の
利
益
と
な
る
た
め
に
制
限
が
付
さ
れ
る
必
要
を
み

糾
る
｡
だ
が
'
財
産
法
が
個
人
主
義
的
法
原
理
を
基
本
と
す
る
事
に
よ
っ
て
自
由
経
済
に

奉
仕
す
る
事
は
'
財
産
法
の
普
遍
的
'
固
有
な
性
格
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
故
に
'
明

治
民
法
の
財
産
法
が

｢
明
治
中
期
以
来
勃
興
の
機
運
に
あ
っ
た
わ
が
資
本
主
義
経
済
の

S

要
求
に
合
致
し
そ
の
発
展
の
上
に
華
々
し
い
貢
献

を

し
た
｣
の
は
む
し
ろ
当
然
の
事

で
あ
る
と
言
え
る
｡
で
は
'
身
分
法
は
如
何
な
る
意
味
乃
至
役
割
を
も
っ
て
い
た
か
が

問
題
と
な
ろ
う
｡
明
治
期
に
お
い
て
身
分
法
の
果
し
た
役
割
を
田
中
教
授
は
次
の
よ
う

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

｢
身
分
法
の
指
導
原
理
は
t
か
の
法
典
争
議
の
志
向
の
示
す
と

こ
ろ
に
従

っ
て
'

一
部
の
官
僚
'
富
商
富
農
な
ど
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
汐
I
が
か
っ
て
の
武

士
階
級
の
所
産
に
す
ぎ
な
か
っ
た
封
建
的
家
族
構
成
を
民
法
の
う
ち
に
盛
り
こ
み
'
こ

れ
を
社
会
的
基
準
と
し
て
農
民

1
般
お
よ
び
あ
ら
た
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
I
I
に
お
し
つ

け
'
更
に
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
封
建
的
原
理
を
社
会
的
理
念
に
ま
で
ひ
き
あ
げ
'
以

て
か
れ
ら
を
再
編
成
し
て
'
日
本
資
本
主
義
発
展
の
た
め
の
礎
石
と
化
さ
ん
と
す
る
こ

と
を
め
ざ
し
た
の
で
あ

っ
｣
て
'

｢
日
本
資
本
主
義
は
こ
の
よ
う
な
封
建
遺
制
的
家
族

招

社
会
構
成
を
極
度
覧

用
す
る
｡
と
に
よ
っ
て
､
以
後
の
発
展
寄

能
な
ら
し
め

た
｣
と
｡
元
来
'
資
本
主
義
経
済
は
市
民
社
会
及
び
市
民
法
を
基
礎
と
し
て
生
成
し
'

発
展
す
る
も
の
で
あ

っ
て
'
従

っ
て
身
分
法
の
性
格
は
市
民
法
的
で
あ
り
'
そ
れ
が
資

本
主
義
経
済
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
右
に
み
た
よ
う

に
'
明
治
の
身
分
法
は
む
し
ろ

｢
家
｣
制
度
的
性
格
な
る
が
故
に
'
資
本
主
義
の
発
展

に

｢
華
々
し
い
貢
献
｣
を
な
し
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
身
分
法
の
市
民
法
化

如
何
は
資
本
主
義
経
済
の
寄
与
に
は
む
し
ろ
無
関
係
で
さ
え
あ
る
と
言
え
る
よ
う
で
あ

る
｡
身
分
法
は
人
間
自
然
の
保
族
本
能
に
基
づ
-
家
族
的
乃
至
親
族
的
身
分
生
活
関
係

の
規
律
を
な
す
法
で
あ
る
の
で
あ
る
が
'
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
身
分
生
活
乃
至
保

族
生
活
は
生
産
手
段
の
所
有
者
た
る
資
本
家
及
び
生
産
関
係
に
従
属
的
に
携
わ
る
労
働

鮒

者
の
拡
大
再
生
産
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ

っ
七
'
身
分
法
は
か
か
る
人
の
生

産
'
再
生
産
の
た
め
の
法
関
係
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
身

分
法
は

一
般
的
に
資
本
主
義
経
済
に
寄
与
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
'
身
分
法

が
家
族
主
義
的
性
格
を
有
し
て
い
よ
う
と
'
或
は
ま
た
個
人
主
義
的
性
格
を
有
し
て
い

よ
う
と
'
身
分
法
の
右
の
機
能
に
影
響
を
与
え
な
い
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
だ
が
'

家
族
の
形
態
は
既
に
述
べ
た
如
-
社
会
的
､
経
済
的
条
件
に
よ
っ
て
変
わ
ら
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
っ
て
'
ま
た
逆
に
家
族
の
形
態
や
機
能
如
何
が
経
済
を
は
じ
め
社
会
'
文

化
等
の
発
展
に
犬
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
事
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で

S

あ
ろ
う
｡

か
く
し
て
'
民
法
は
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を
資
本
主
義
的
に
秩
序
づ
け
る
基
礎
法

と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ

っ
て
'
そ
れ
が
高
度
化
す
る
に
伴

っ

て
民
法
以
外
の
法
'
就
中
'
経
済
法

(W
irtsch
a
fts
r
e
c
h
t
)

が
そ
の
指
針
た
る
作
用
を
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荷
背

っ
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
｡
経
済
法
は
直
接
且
つ
具
体
的
に
国
家
の
経
済
政
策
を

実
現
す
る
た
め
に
各

々
の
事
柄
に
応
じ
て
制
定
さ
れ
る
点
で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
有

す
る
の
で
あ
る
｡
と
も
か
く
'
わ
が
民
法
の
規
律
の
対
象
は

｢
資
本
主
義
社
会
の
'
異

㈲

体
的
な
社
会
関
係
'
法
律
関
係

(
私
法
関
係
)
で
あ
る
｣
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
｡

こ

の
事
は
財
産
法
と
身
分
法
と
の
矛
盾
的
法
原
理
を
と
る
場
合
に
お
い
て
も
認
め
得
る
の

で
あ

っ
て
'
そ
の
事
は
右
速
の
如
く
わ
が
明
治
民
法
が
示
し
た
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
｡

捕

り
｢近
代
民
法
典
は
市
民
社
会
法
な
の
で
あ
｣
る

(山
中
康
雄

｢市
民
社
会
と
民
法
｣
八
頁
)
0

脚
こ
れ
に
つ
い
て
は
中
川
善
之
助

｢身
分
法
の
総
則
的
課
題
｣
一
六
二
貢
以
下
'
広
浜
素
姓

｢
日
本
的
私
法
制
度
論
考
｣
一
員
以
下
等
多
く
の
も
の
が
あ
る
｡

川
星
野
通

｢明
治
民
法
編
纂
史
研
究
｣
一
〇
八
頁
｡

川
星
野
'
同
書
t
l
九
八
貢
｡

糾
大
塚
久
雄

｢
近
代
資
本
主
義
の
系
譜
｣
二
二
三
貢
｡

糊
大
塚
'
同
書
へ
二
二
三
貢
は
資
本
主
義
乃
至
市
民
社
会
は

｢略
略
十
六
世
紀
の
裡
二
進
展

の
本
格
的
態
勢
を
峯
へ
'
十
九
世
紀
に
至
っ
て
完
成
し
た
姿
容
を
示
す
に
至
る
の
で
あ
る
｣

と
さ
れ
る
｡

川

玉
井
茂

｢結
婚
と
家
族
の
思
想
史
｣
八
七
頁
以
下
､
遅
塚
忠
窮

｢
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
家

族
｣
(家
族
間
題
と
家
族
法
工
家
族
所
収
)
一
〇
六
頁
以
下
'
山
本
笑
子

｢
イ
ギ
-
ス
産
業
革

命
と
家
族
｣

(同
)
一
三
〇
頁
以
下
'
城
下
利
雄

｢
ア
メ
-
カ
資
本
主
義
の
発
達
と
家
族
｣

(同
)
1
四
七
頁
以
下
'
鈴
木
禄
弥

｢近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
家
族
法
｣
(同
)
1
六
七
貢
以

下
参
照
｡

川

マ
-
ド
ッ
ク
は
'
性
的
'
経
済
的
'
生
殖
的
'
教
育
的
四
つ
の
機
能
を
核
家
族
に
お
け
る

固
有
の
機
能
と
す
る

(G
.
P.

M
u
rd
ock
,
S
ocia
t
S
tru
ctu
re
､
p
p1

3
.)0
)

柳

中
川

｢家
族
形
態
と
相
続
形
態
｣
(家
族
法
研
究
の
諸
問
題
所
収
)
二

七
八
貢
｡

㈹

H
.
S
.
M
a
in
e,

A
n
cien
t
L
a
w
.
)9
)9
.
p
p.
)49-
15
)

的

渡
辺
洋
三

｢現
代

の

法
と
法
学
の
課
題
H
｣

(法
学
セ
ミ
ナー

第
六
〇
号
)
四
貢
は

｢市

民
法
体
系
と
い
う
も
の
は
'
抽
象
的
形
式
的
観
念
の
体
系
で
あ
っ
て
'
そ
れ
自
体
が
具
体
的

社
会
関
係
の
表
象
で
あ
る
わ
け
で
は
な
｣
-
'
近
代
市
民
法
は

｢前
市
民
法
的
秩
序
と
対
比

さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
'
一
つ
の
実
体
的
秩
序
で
あ
り
え
た
の
で
あ
り
'
そ
れ
と
の
対
比

を
失
っ
た
瞬
間
か
ら
'
単
な
る
こ
と
ば
の
う
え
だ
け
の
形
式
的
秩
序
に
転
化
す
る
以
外
に
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
｣
と
言
っ
て
い
る
｡

㈹

橋
本
文
雄

｢社
会
法
と
市
民
法
｣
二
四
四
頁
｡

㈹

高
島
平
蔵

｢近
代
民
法
の
ふ
た
つ
の
型
に
つ
い
て
｣
(早
稲
田
大
学
創
立
八
十
周
年
記
念

講
演
集

｢法
学
の
潮
流
｣
所
収
)
二
一
二
頁
｡

幽

橋
本
'
前
掲
書
'
五
九
貢
｡

㈹

谷
田
旦
二
郎

｢親
権
史
よ
り
見
た

『家
』
の
廃
止
｣
(研
究
と
資
料
第
二
五
号
)
六
頁
｡

㈹

手
塚
豊

｢明
治
二
十
三
年
民
法

(
旧
民
法
)
に
お
け
る
戸
主
権

H
｣
(法
学
研
究
第
二
六

巻
第

一
〇
号
)
一
〇
貢
｡

的

手
塚
'
同
論
文
'
二
二
頁
｡

㈹

手
塚
'
同
論
文
'
二
二
頁
｡

個

手
塚

｢明
治
二
十
三
年
民
法

(
旧
民
法
)
に
お
け
る
戸
主
権

jJ
｣
(法
学
研
究
第
二
七
巻

第
八
号
)
二
八
頁
以
下
'
殊
に
三
〇
頁
｡

帥

法
典
調
査
会
議
事
速
記
録

(厳
松
堂
版
)
一
二
四
回
二
丁

伽

民
法
修
正
案
理
由
書

(東
京
博
文
館
蔵
版
)
二
頁
｡

物

平
野
義
太
郎
｢
『家
』
を
中
心
と
せ
る
身
分
法
の
成
立
史
｣
(法
律
時
報
第
六
巻
第
五
号
)

五
貢
｡

鰯

星
野
'
前
掲
書
'
二
〇
〇
貢
｡

餌

M
ic
h
et
d
e
Ju
gta
rt.
C
ou
rs
d
e
d
ro
it
c
ivi
r

t
.

1
2

3

vot.-
)96
7,
n
.
35
5

な
お
'
ワ
イ
マ

ー

ル
憲
法

(W
eim
a
rer
V
e
r
fa
ssun
g
)

第

l
五

1条
以
下
の
経
済
生
活

に
関
す
る
規
定
も
か
か
る
観
念
に
よ
る
と
言
え

る

｡

鍋

星
野
'
前
掲
書
'
二
〇
四
頁
｡

鯛

田
中
実

｢民
法
改
正

の
意
義

H
｣
(法
学
研
究
第
二
1
巻
第
五
号
)
六
1
責
｡
だ
が
'
平

野
'
前
掲
論
文
'
五
頁
は
資
本
制
が

｢封
建
的
大
家
族
主
義
を
う
ち
放
す
け
れ
ど
も
'
資
本

制
が
半
封
建
的
諸
関
係
を
全
面
的
に
充
用
す
る
矛
盾
｣
を
有
し
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
｡

S

宮
川
澄

｢
民
法
上
巻

へ財
産
法
)｣
1
四
頁
｡

鯛

西
原
道
雄

｢現
代
の
家
族
と
法
｣
(現
代
法
と
市
民
所
収
)
二

九
頁
｡

鋤

宮
川
'
前
掲
書
'
1
二
頁
-

二
二
貢
｡

三

対
立
と
結
合

わ
が
身
分
法
が
財
産
法
と
同
じ
市
民
法
的
原
理
を
有
す
る
に
至

っ
た
の
は
'
戦
後
の
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‖H

民
法
改
正
に
よ
っ
て
で
あ
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
'
わ
が
民
法
は
二
つ
の
矛
盾
す
る
原
理

を
払
拭
し
'

｢
近
代
社
会
の
民
法
と
し
て
の
性
格
を
は
じ
め
て
一
貫
し
て
も
つ
こ
と
に

q血

な

っ
た
｣
訳
で
あ
る

｡

わ
が
身
分
法
を
か
よ
う
に
変
え
さ
せ
た
の
は
'
言
う
迄
も
な
く

憲
法
第
二
四
条
で
あ

っ
て
'
本
条
が

｢
民
法
の
身
分
法
に
対
し
て
直
接
に
こ
れ
を
改
正

3

す
る
指
導
原
理
を
規
定
し
た
｣
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
家
制
度
を
否
定
し
た
が
'
し
か
し

｢
男
女
の
自
由
な
結
合
を
基
礎
と
す
る
家
庭
共
同
体
は
'
個
人
主
義
に
立
脚
す
る
も
の

で
あ
り
'
少
し
も
本
条
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
.｡
民
主
主
義
的
社
会
生
活
は

む
し
ろ
そ
う
し
た
民
主
主
義
的
な
家
庭
共
同
体
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
と
も

4-

い
え
る
の
で
あ
り
'
憲
法
も
む
ろ
ん
そ
れ
を
否
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
｣
事
は
言

5

う
迄
も
な
く
'
新
し
い
身
分
法
に
お
い
て
も
'
所
謂

｢
新
家
族
制
度
｣
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
｡

市
民
法
秩
序
の
中
に
お
-
れ
て
組
み
入
れ
ら
れ
た
身
分
法
と
'
既
に
市
民
法
的
法
秩

序
化
さ
れ
て
い
る
財
産
法
と
が
'
そ
の
原
理
及
び
性
格
を
異
に
し
て
い
る
の
は
､
両
者
が

そ
れ
ぞ
れ
テ
ン
ニ
ー
ス
(T
6
n
nies)の
言
う
'
ゲ
マ
イ
ソ
ジ
ャ
フ
-
(G
e
m
einschaft)

Ⅵ▲止

及
び
ゲ
ゼ
ル
ジ
ャ
フ
-

(G
esettsch
a
ft
)
に
関
す
る
法
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う

考
え
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
得
る
｡
こ
の
両
者
の
性
質
を
み
る
と
'
今
泉
博
士
は
ゲ
マ
イ

y
yヤ
フ
ー
が

｢
愛
惜
'
血
統
等
に
よ
る
自
然
的
な
結
合
に
よ
り
'
多
数
の
主
体
が
実

質
的
に
価
値
追
求
を

一
致
せ
し
め
て
い
る
｣
の
に
対
し
'
ゲ
ゼ
ル

シャ
フ
ト
は

｢
単
に

〕"H‖

利
益
を
目
的
と
し
た
個
人
の
規
範
的

一
致
で
あ

っ
て
'
実
質
的
な

l
致
で
は
な
い
｣
と

言
わ
れ
る
｡
か
か
る
両
者
の
差
異
は
'
身
分
法
と
財
産
法
の
結
合
原
理
の
対
立
と
し
て

あ
ら
わ
れ
る
｡
即
ち
'
中
川
博
士
は
身
分
法
を
本
質
的
社
会
結
合
の
法

(本
質
的
統
体

法
)
と
L
t
財
産
法
を
目
的
社
会
結
合
の
法

(
目
的
的
個
休
或
は
統
体
法
)
と
な
し
た

8

の
で
あ
る
｡
ま
た
'
林
博
士
は
身
分
法
と
財
産
法
と
を
類
型
化
す
る
に
つ
い
て
'
こ
れ

を
人
と
人
と
の
民
事
的
生
活
関
係
が
自
然
的
な
関
係
を
土
台
と
す
る
か
否
か
に
よ
っ

9

て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
J
.
こ
の
事
は
身
分
生
活
関
係
'
即
ち
'
保
族
生
活
が
自
然
的
､

白
生
的
た
る
特
質
を
有
す
る
事
か
ら
し
て
理
解
し
得
る
｡

両
者
の
か
か
る
差
異
が
財
産
法
と
身
分
法
と
を
異
な

っ
た
も
の
と
す
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
'
し
か
し
､
財
産
法
と
身
分
法
は
'
こ
の
事
に
よ
っ
て
単
に
対
立
的
な

関
係
に
あ
る
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
事
は
'
今
日
で
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
と
言
え

細る
｡
中
川
博
士
は
身
分
法
の
適
用
さ
れ
る
保
族
生
活
と
財
産
法
の
適
用
さ
れ
る
経
済
生

活
と
に
つ
い
て
'

｢
経
済
生
活
を
離
れ
て
保
族
生
活
は
あ
り
え
な
い
が
'
同
時
に
ま
た

Ⅳ
山
′nur

保
族
生
活
を
離
れ
て
経
済
生
活
だ
け
が
成
立
つ
と
い
う
こ
と
も
な
い

｣

と
述

べ
ら
れ

る
｡
ま
た
'
末
川
博
士
は

｢
身
分
制
度
と
財
産
制
度
と
は
'
結
び
つ
き
交
互
に
入
り
ま

的

じ
っ
て
人
の
生
活
を
規
制
し
て
い
る
｣
と
解
さ
れ
る
｡
い
ず
れ
も
保
族
生
活
と
経
済
生

活
と
が
離
れ
得
な
い
関
係
に
あ
る
事
を
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
釆
栖
教
授
は
保
族
生

活
と
経
済
生
活
と
は
対
立
と
結
合
の
関
係
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
｡
即
ち
'
教
授
の
言
を

要
約
す
る
と
'
そ
の
対
立
は
家
庭
外
に
お
け
る
人
と
人
と
の
打
算
に
よ
る
取
引
関
係
と

家
庭
内
に
お
け
る
家
族
員
間
の

非
打
算
的
共
同
生
活
関
係
と
の
違
い
に
お
い
て
あ
ら
わ

､旬日7
′

nr

れ
る
と
解
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る

｡

だ
が
'
教
授
は
更
に
へ
そ
の
賠
合
は
経
済
生
活
に
お

け
る
個
人
主
義
が
保
族
生
活
に
お
け
る
連
帯
感
を
予
定
し
て
お
り
'
こ
の
連
帯
感
な
く

し
て
は
経
済
生
活
を
維
持
し
得
な
い
の
で
､
こ
こ
に
お
い
て
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
る
と
解

.?
･nu

r

さ
れ
る

｡

故
に
'
保
族
生
活
と
経
済
生
活
と
は

｢
単
な
る
対
立
｣
で
は
な
く
'
そ
れ
は

■1旧臥′nT

｢
一
の
統

1
あ
る
結
合

｣
と
し
て
把
撞
さ
れ
る
の
で
あ
る

｡

保
族
生
活
は
そ
の
中
に
経
済
的
要
素
を
受
け
入
れ
る
事

(夫
婦
及
び
親
子
間
に
は
財

産
関
係
が
存
在
す
る
)
を
必
要
と
す
る
が
'
そ
れ
は
経
済
生
活
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
目

的
的
結
合
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
'
こ
の
事
に
よ
っ
て
保
族
生
活
が
そ
の
本
質

を
失
う
事
は
到
底
考
え
得
な
い
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
'
保
族
生
活
は
資

本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
現
速
の
よ
う
に
'
生
産
に
必
要
な
人
間
の
再
生
産
の
た
め
に
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行
わ
れ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が

(
こ
の
点
に
お
い
て
先
の
来
栖
教
授
の
結
合

の
理
論
が
生
ず
る
)
､
し
か
し
､
保
族
生
活
と
経
済
生
活
と
は
そ
の
場
は
家
庭
と
社
会
と

い
う
異
な

っ
た
生
活
領
域
を
有
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
'
両
者
の
結
合
関
係
は
直

ち
堅
剛
者
の
本
来
の
特
質
を
失
わ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
従

っ
て
へ

身
分
法
を
し
て
本
質
社
会
結
合
の
法
と
な
す
事
は
'
現
在
で
も
勿
論
承
認
さ
れ
る
の
で

あ
る
｡
た
だ
'
保
族
生
活
と
経
済
生
活
と
を
現
実
に
分
離
せ
し
め
'
そ
し
て
前
者
の
堅

塁
と
な

っ
て
い
る
家
庭
が
そ
の
安
定
性

(s
tabitity)
を
失
う
に
至
る
と
'
身
分
生
活

は
そ
の
本
質
を
失
う
に
至
る
と
言
え
る
.
故
に
'
夫
婦

･
親
と
未
成
熟
子
か
ら
な
る
近

代
家
族
'
即
ち
'
資
本
主
義
的
核
家
族
は
'
家
庭
の
安
定
性
が
阻
害
さ
れ
な
い
限
り
'

本
質
的
結
合
乃
至
統
体
を
な
し
て
い
る
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
か
か
る
結

合
乃
至
統
体
は
夫
婦

･
親
子
の
身

分

関
係

が
完
全
な
個
人
的
制
度
に
純
化
し
な
い
限

り
'
常
に
そ
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

っ
て
'
家
庭
は
夫

･
妻

･
親

･
子

の
か
か
る
個
人
化
を
妨
げ
る
最
強
の
要
塞
で
あ
る
事
を
看
過
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
次

に
'
夫
婦

･
親
子
の
身
分
関
係
と
財
産
法
関
係
の
特
質
に
つ
い
て
み
よ
う
｡

夫
婦
は
性
に
基
づ
-
男
女
の
全
人
格
的
な
結
合
で
あ
り
､
親
子
は
血
に
基
づ
-
自
生

的
な
結
合
で
あ
る
が
'
い
ず
れ
も
人
間
の
本
能
に
よ
る
自
然
的
な
結
合
関
係
で
あ
る
｡

だ
が
､
そ
れ
は
単
に
自
然
的
な
も
の
で
は
な
-
し
て
へ
社
会
的
関
係
で
あ
り
'
人
倫
的

JC
′

nT

関
係
で
あ
り
､
そ
し
て
更
に
法
的
関
係
と
し
て
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

か
-
し
て
'
家

的

族
は
白
然
的
'
遺
徳
的
及
び
法
律
的
な
三
要
素
と
結
合
す
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る

｡

夫
婦

･
親
子
の
関
係
が
習
俗
と
伝
統
に
よ
っ
て
営
ま
れ
'
人
倫

(Sitte)
に
よ
っ
て
強

-
支
配
さ
れ
る
の
で
'
家
族
乃
至
親
族
共
同
生
活
の
規
範
は
法
よ
り
も
む
し
ろ
｢
道
徳
や

､沌Y
′nT

習
俗
に
こ
そ
実
生
活
に
お
け
る
現
実
的
な
支
配
力
を
見
出
す

｣

の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対

し
て
'
財
産
法
は

｢
そ
も
そ
も
の
生
誕
の
瞬
間
よ
り
法
以
外
に
そ
の
維
推
経
営
の
た
め

個

の
秩
序
づ
け
の
原
理
を
も
た
｣

な
い
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
財
産
法
で
は
行
為
は
熟
慮

と
打
算
に
よ
っ
て
意
思
的
､
選
択
的
に
な
さ
れ
'
そ
れ
は
合
理
性
を
特
色
と
す
る
｡
従

っ
て
'
財
産
法
上
の
法
主
体
者
と
そ
の
行
為
者
と
は
能
力
を
契
機
と
し
て
厳
格
に
区
別

せ
ら
れ
'
身
分
法
上
に
お
い
て
身
分
行
為
を
な
す
際
に
認
め
ら
れ
る
意
思
能
力
を
も

っ

て
し
て
は
'
財
産
法
上
完
全
に
有
効
な
行
為
を
な
す
事
は
出
来
な
い
の
で
あ

っ
て
'
そ

こ
で
は
原
則
と
し
て
能
力
の
補
充
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
経
済
的
な
利
害
或
は

合
理
性
の
判
断
は
他
者
を
も

っ
て
効
果
的
に
な
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
'
行
為
能
力
を

有
し
な
い
者
の
財
産
法
上
の
行
為
に
つ
い
て
は
'
他
者
に
依
存
す
る
制
度
を
承
認
し
得

る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
そ
の
者
の
財
産
的
利
益
を
図
る
上
に
お
い
て
む
し
ろ
必
要
な
事

で
あ
る
｡
こ
こ
に
無
能
力
者
の
保
護
者

(親
権

者

･
後

見

人

･
保
佐
人
の
三
種
が
あ

る
)
が
登
場
す
る
意
味
が
存
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
の
保
護
者
の
代
理
権
'
同

意
権
更
に
は
取
消
権
'
追
認
権
に
よ
っ
て
'
法
主
体
者
と
し
て
の
無
能
力
者
の
財
産
的

如

行
為
を
完
全
な
ら
し
め
得
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
財
産
法
上
の
行
為
は
概
し
て
表
元
主

義
を
と
り

(
し
か
し
'
わ
が
民
法
総
則
は
意
思
主
義
に
偏
し
て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ

る
)
'
取
引
の
安
全
と
算
三
者
の
保
護
を
志
向
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
行
為
は
主
と
し
て

契
約
関
係
と
し
て
あ
ら
わ
れ
'
財
産
の
交
換
'
分
配
が
行
な
わ
れ
る
が
'
そ
れ
に
よ
っ

て
自
己
保
存
の
本
能
を
満
た
す
の
で
あ
る
｡
か
よ
う
に
し
て
'
財
産
法
は
対
等
独
立
な

行
為
者
の
契
約
の
自
由
及
び
そ
れ
に
伴
う
私
的
所
有
権
の
保
護
と
し
て
機
能
す
る
の
で

あ
る
｡
身
分
法
で
は
感
情
及
び
愛
情
的
要
素
が
強
-
'
そ
れ
は
非
合
理
性
を
特
色
と
す

る
｡
身
分
権
乃
至
身
分
関
係
の
発
生
は
親
子
間
に
お
い
て
所
与
的
'
運
命
的
に
生
じ
'

身
分
行
為
は
婚
姻
'
養
子
縁
組
及
び
そ
の
解
消
た
る
離
婚
'
離
縁
に
お
い
て
本
質
的
な

意
義
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
｡
そ
し
て
'
如
何
な
る
身
分
を
発
生
或
は
解
消
せ
し
め
る

か
と
い
う
車
以
外
は
す
べ
て
そ
の
形
式
'
効
果
等
は
強
行
法
的
に
定
め
ら
れ
て
お
り
'

こ
の
点
に
お
い
て
身
分
法
上
の
行
為
は
極
め
て
定

型
的
'
制
度

的
で
あ
る
と
言
え
よ

う
｡
即
ち
､
｢
親
族
法
の
範
囲
に
お
い
て
は
'
権
利
義
務
が
人
の
意
思
よ
り
も
直
接
忙
身
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伽

分
を
原
因
と
し
て
発
生
消
滅
す
る
｣
の
で
あ
る
｡
身
分
行
為
は
前
述
の
如
く
財
産
法
上

の
行
為
と
異
な

っ
て
行
為
能
力
を
要
せ
ず
'
意
思
能
力
を
以

っ
て
足
る
の
で
あ
る
が
'

そ
れ
は
身
分
行
為
を
な
す
真
意
'
即
ち
'
内

心

的

効

果
意
思
と
み
ら
れ
る
の
で
あ

っ

S
て
'
故
に
'
財
産
法
上
の
よ
う
に
表
示
主
義
は
認
め
ら
れ
な
い
｡
即
ち
'
そ
れ
は
行
為

者
自
身
の
自
由
な
意
思
を
尊
重
す
る
事
に
よ

っ
て
意
思
主
義
を
と
り

(婚
姻
の
同
意
は

問
題
と
さ
れ
る
)
'
対
第
三
者
の
信
頼
の
保
護
は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
､

こ
れ
は
戸
籍
上
の
問
題
と
し
て
十
分
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
'
身
分
行
為
に
お
い
て

脚

戸
籍
の
記
載
を
信
頼
し
た
第
三
者
の
保
護
を
考
え
る
必
要
も
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
｡
身

分
法
に
お
け
る
第
三
者
の
保
護
は
第
七
六

一
条
や
第
八
二
五
条
に
お
い
て
み
ら
れ
る
に

と
ど
ま
る
が
'
こ
れ
は
戸
籍
の
記
載
を

信
頼

し
た
第
三
者
の
保
護
と
い
う
よ
り
も
～

取
引
行
為
を
な
し
た
相
手
方
の
保
護
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
'
戸
籍
上
の
記
載
を
信
頼

し
た
者
の
保
護
制
度
に
つ
い
て
は
立
法
論
と
し
て
問
題
が
あ
ろ
う
｡

近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
'
財
産
法
は
個
人
法
ま
た
は
市
民
法
か
ら
社
会
法

へ
'
そ
し

て
身
分
法
は
団
体
法
か
ら
個
人
法

へ
と
移
り
変
わ

っ
て
き
た
と
言
わ
れ
る
が
'
身
分
法

S

に
お
い
て
も
新
た
な
意
味
に
お
け
る
社
会
法

へ
の
趨
移
が
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
｡

例
え
ば
'
財
産
法
に
お
い
七

は
土
地
所
有
権
の
範
囲
が
明
言
さ
れ
(第
二
〇
七
条
)
､
民
法

の
雇
傭
契
約
は
労
働
法
上
の
問
題
と
さ
れ
て
そ
の
意
味
を
失
い

(労
働
基
準
法
第
八
条

参
照
)
'
土
地
'
建
物
の
賃
貸
借
は
借
地
法
､
借
家
法
に
よ

っ
て
制
限
さ
れ
る
等
の
例
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
.
特
に
'
民
法
欝

一
条
第

1
項
'
第
二
項
'
第
三
項
の
規
定
は
個
人

主
義
的
権
利
絶
対
思
想
に
対
す
る
大
き
な
修
正
的
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る

(本
条
が

身
分
法
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
事
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
)
｡
ま
た
'
身
分

脚

法
に
お
い
て
は
親
権
め
制
限
及
び
剥
奪
が
認
め
ら
れ
'
親
権
者
の
収
益
権
を
否
定
せ
ん

朗

と
す
る
解
釈
が
あ
ら
わ
れ
'
未
成
年
者
の
養
子
縁
組
に
つ
い
て
は
家
庭
裁
判
所
の
許
可

を
要
す
る

(
属
法
葦
七
九
<
粂
)
等
の
例
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
ほ
か
'
親
族
漢

着
か
ら
社
会
的
'
国

家

的

な

公
的
扶
養

へ
の
移
行

(例
え
そ
の
補
充
で
は
あ

っ
て
も

郎

《生
活
保
護
法
等
四
条
》
)
が
認
め
ら
れ
る
事
等
も
そ
う
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

註

い
田
中

｢民
法
改
正
の
意
義

(三
･
完
)｣
(法
学
研
究
第
二
1
巻
第
1
0
号
)
三
九
頁
'
青

山
道
夫

｢近
代
社
会
と
日
本
家
族
制
度
｣

(季
刊
法
律
学
第
一
三
号
)
四
貢
｡

脚
青
山
'
同
論
文
'
四
貢
｡

榊
青
山
'
同
論
文
､
三
頁
O
な
お
'
憲
法
第
二
四
条
の
ほ
か
に
'
同
第
一
三
条
'
第
1
四
条

も
関
連
し
て
い
る
事
は
言
う
迄
も
な
い
｡

川
宮
沢
俊
義

｢
日
本
国
憲
法
｣

(法
律
学
体
系
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
篇
Ⅰ
)
二
六
四
貢
｡

糊
永
田
菊
四
郎

｢新
民
法
要
義

(第
四
巻
親
族
法
)｣
五
七
頁
-
五
九
貢
参
照
｡

㈹
F
.
T
8nn
ies.
G
em
ein
sch
aft
un
d
G
esettsch
aft,
)9
35,S
.3ff.

S

今
泉

孝
太
郎

｢
家
族
共
同
体

の
概
念
構
成
｣

(
小
池
隆

l

博
士
還
歴
記
念

論
文
集

｢比
較

法
と
私
法
の
諸
問
題
｣
所
収
)
二
二
三
貢
'
同

｢家
族
共
同
体
の
再
吟
味
｣
(綜
合
法
学
第

二
巻
第
五
号
)
二
五
八
頁
｡

糾
中
川

｢身
分
法
及
び
身
分
法
関
係
の
純
粋
形
相

H
｣(法
学
協
会
推
誌
第
四
七
巻
第
二
号
)

l
四
頁
以
下
､
同

｢身
分
法
及
び
身
分
法
関
係
の
純
粋
形
相

臼
｣
(法
学
協
会
雑
誌
第
四
七

巻
第
三
号
)
三
〇
頁
以
下
'
同

｢身
分
法
及
び
身
分
法
関
係
の
純
粋
形
相
日
｣
(法
学
協
会

推
誌
第
四
七
巻
第
四
号
)
四
1
貢
以
下
'
同

｢身
分
法
及
び
身
分
法
関
係
の
純
粋
形
相

囲
｣

(法
学
協
会
雑
誌
第
四
七
巻
第
五
号
)
一
四
二
頁
以
下
'
同

｢身
分
法
学
へ
の
序
論

H
｣

(法
学
協
会
雄
誌
第
四
六
巻
第
五
号
)
一
頁
以
下
'
特
に
二
九
貢
以
下
'
岡

｢身
分
法
学
へ

の
序
論

(二
･
完
)｣
(法
学
協
会
雑
誌
第
四
六
巻
第
六
号
)
七
五
貞
以
下
｡

糾
林
信
雄

｢民
法
学
原
理
｣
二
九
頁
-
三
〇
頁
｡

㈹
青
山
編
集

｢注
釈
民
法
鰯
｣
(親
族
川

内沼
》
)
四
九
貢
以
下
参
照
｡

㈹

中
川

｢身
分
法
の
特
殊
性
｣

(法
学

教室第
二
号
)
三
二
頁
｡

㈹

末
川
博

｢親
族
的
身
分
の
変
質

‖
｣
(季
刊
法
律
学
第
六
号
)
一
二
七
頁
｡

㈹

来
栖
三
郎

｢民
法
に
お
け
る
財
産
法
と
身
分
法

H
｣
(法
学
協
会
雑
誌
第
六
〇
巻
第
二

号
)
1
七
七
九
頁
｡

細

来
柄
へ
同
論
文
'
一
七
七
九
頁
O

的

来
栖
'
同
論
文
t
l
七
七
l
頁
｡

㈹

谷
田
且

｢身
分
法
に
お
け
る
普
遍
性
と
特
殊
性
｣
(同
志
社
法
学
第
二
五
号
)
二
頁
､
於

保
不
二
雄

｢親
子
｣
(近
代
家
族
法
の
基
礎
理
論
)
八
頁
以
下
｡
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S

宮
崎
孝
治
郎

｢ナ
ポ
レ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
｣
五
〇
貢
'
同

｢民
法
学
の
対
象
｣
二
四

五
貢
｡

掴

谷
田
且
'
前
掲
論
文

(研
資
)'
二
二
貢
｡

個

山
中

｢市
民
社
会
と
親
族
身
分
法
｣
1
六
七
頁
O

的

山
中
'
同
書
'
二
〇
五
貢
は

｢親
が
子
の
財
産
を
管
理
し
'
他
と
契
約
を
な
し
て
'
子
の

財
産
に
増
減
を
も
た
ら
し
う
る
の
は
'
そ
れ
が
親
じ
し
ん
の
子
に
た
い
す
る
支
配
と
し
て
の

法
律
行
為
な
る
が
故
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

伽

平
野

｢親
族
相
続
法
の
社
会
法
学
･
中
川
貴
之
助
氏
著

『身
分
法
学
』
を
読
む
｣

(法
律

時
報
第
二
巻
第
八
号
)
六
七
貢
｡

鯛

通
説
'
判
例

(最
判
'
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日
'
最
高
裁
民
集
第
二
巻
第
l
四

号
四
九
三
貢
)
で
あ
る
｡
だ
が
'
末
川

｢身
分
行
為
に
お
け
る
意
思
｣

(法
と
経
済
第
一
〇

六
号
-
第
一
〇
七
号
)
八
貢
は
届
出
意
思
と
す
る
｡

幽

加
藤
1郎
｢身
分
行
為
と
届
出
｣
(穂
療
先
生
追
悼
論
文
集

｢家
族
法
の
諸
間
巌
｣
所
収
)

五
四
〇
頁
｡

伽

橋
本
'
前
掲
書
'
二
三
九
頁
｡

幽

末
川

｢親
権
の
制
限
及
び
剥
奪
｣

(家
族
制
度
全
集
法
律
篇
Ⅱ
親
子
所
収
)
一
七
九
貢
以

下
参
照
｡

銅

中
川
編

｢註
釈
親
族
法
(下
)
｣
(薬
師
寺
)
八
八
頁
'
薬
師
寺
志
光

｢
日
本
親
族
法
論

(下
巻
)
｣
一
〇
四
七
貢
｡

鮒

橋
本
'
前
掲
書
'
二
四
〇
頁
O

四

結

語

身
分
法
及
び
財
産
法
は
民
法
の
構
成
上
最
も
主
要
な
も
の
で
あ
る
が
'
前
者
は
種
族

(保
族
)
保
存
本
能
に
基
づ
-
身
分
生
活
を
規
律
L
t
後
者
は
自
己
保
存
本
能
に
基
づ

-
取
引
関
係
を
規
律
す
る
と
言
え
る
｡
い
ず
れ
も
市
民
社
会
の
法
規
範
と
し
て
秩
序
化

さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
近
代
市
民
社
会
の
成
立
以
前
に
お
い
て
は
､

一
般
に
法
律
関

係
は
身
分

(Sta邑
)
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
'

人
が
右
述
の
如

き
本
能
に
よ
っ
て
自
由
に
法
律
行
為
を
行
な
い
得
な
か
っ
た
事
は
言
う
迄
も
な
い
｡
近

代
的
個
人
主
義
に
基
づ
-
法
律
思
想
は
人
の
意
思
の
自
由
の
尊
重
を
第

一
義
と
L
t
民

法
典
の
編
纂
に
お
い
て
も
そ
れ
を
宣
明
し
た
｡
身

分
法
は
家
族
の
近
代
化
を
志
向
し
､

財
産
法
は
取
引
の
安
全
を
志
向
し
た
の
で
あ
る
｡

だ
が
'
身
分
法
は
内
心
の
意
思
を
重

視
し
､
財
産
法
は
外
部
へ
の
表
示
を
或
祝
せ
ざ
る
を
得
ず
'
こ
こ
に
両
法
は
そ
の
性
格

を
同

1
に
し
な
い
理
由
を
生
起
せ
し
め
た
の
で
あ
る
｡

し
か
る
に
'
わ
が
民
法
に
お
い
て
は
身
分
法
と
財
産
法
と
が
同
時
に
市
民
法
秩
序
化

さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
'
わ
が
民
法

(殊
に
身
分
法
)
の
性
格
が
西

欧
の
国
々
と
異
な

っ
て
い
た
理
由
は
'
わ
が
国
の
封
建
的
家
族
制
度
維
持
の
た
め
に
他

な
ら
な
か

っ
た
｡
だ
が
'
か
か
る
身
分
制
度
が
わ
が
資
本
主
義
経
済
の
発
展
に
と
っ
て

果
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
｡

旧
制
度
は
新
審
法
の
制
定
に
伴

っ
て
崩
壊
し
'
こ
こ
に
身
分
法
と
財
産
法
と
が
同
じ

市
民
法
と
し
て
続

.L
化
さ
れ
る
に
至

っ
た
が
､
両
者
は
単
に
対
立
的
関
係
に
あ
る
の
で

は
な
く
'
統

一
あ
る
結
合
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

一
定
の
身
分
関
係
に
あ
る
者

の
問
の
財
産
関
係
は
重
要
な
内
容
に
つ
い
て
は
規
定
さ
れ
て
い
る
が
､
例
え
ば
契
約
等

に
つ
い
て
は
す
べ
て
詳
細
な
規
定
を
設
け
て
い
る
訳
で
は
な
い
｡
こ
の
場
合
に
は
'
財

産
法
の
原
理
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
か
香
か
が
問
題
と
な
る
が
'
そ
れ
を
容
易
に
と

り
入
れ
る
事
に
は
な
お
抵
抗
が
生
じ
る
｡

資
本
主
義
経
済
社
会
の
法
的
支
柱
と
も
言
う
べ
き
わ
が
民
法
は
'
財

産
法

に
限
ら

ず
'
身
分
法
に
つ
い
て
も
そ
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
社
会
主
義
的
見

地
か
ら
'
財
産
制
度
の
み
な
ら
ず
身
分
制
度
に
つ
い
て
も
非
難
が
あ
る
｡
例
え
ば
'
エ

ン
ゲ
ル
ス

(E
n
g
eJs
)
は
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
婚
姻
に
は
完
全
な
る
白
由
は
存
し

な
い
と
し
て
次
の
如
-
言
う
｡
｢
結
婚
の
完
全
な
自
由
は
､
資
本
主
義
的
生
産
と
そ
れ
に

ょ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
財
産
関
係
と
の
廃
絶
が
'
今
日
尚
は
配
偶
者
の
選
択
に
対
し
て

強
力
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
副
次
的
な
経
済
的
顧
慮
を
す
べ
て
除
去
し
た

時
に
'
初
め
て

一
般
に
実
現
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
｣
と
｡
し
か
し
'
婚
姻
に
対
す
る
財
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産
的
影
響
は
絶
対
的
で
は
な
く
'
当
事
者
の
意
思
に
よ

っ
て
そ
れ
を
排
除
し
得
る
の
で

あ
る
か
ら
'
か
よ
う
に
解
す
る
事
は
疑
問
で
あ
る
｡
ま
た
'
親
子
関
係
殊
に
非
嫡
出
子

(un
ehetiche
kind.
enf
ant
natur
et,
ittegi
tima
te､ch
i-d

)

に
つ
い
て
は
､
ソ

ピ
エ
ー
で
は
父
子
関

係
を
認
め
ず

'
父
の
子
に
対
す
る
保
護
を
国
が
全
面
的
に
行
な
う

2

に
至

っ
ね
To
だ
が
'
子
に
対
す
る
保
護
は
親
が
第

1
次
的
に
行
な
う
べ
き
で
,
国
は
そ

の
補
充
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
か
ら
､
国
が
か
よ
う
に
親
を
排
し
て
そ
の

保
護
を
行
な
う
事
は
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
｡
そ
れ
は
他
面
で
は
フ
ラ
ン
ス
民
法

(罪

三
四

〇
粂
)
が
定
め
て
い
た
父
捜
索

(ta
rech
erche
d
e
ta
paternitか
)
の
禁
止

el°

と
同
様
な
意
味
を
持
つ
事
に
も
な
ろ

上
｡t
も

っと
も

'
非
嫡
出
子
の
父
子
関
係
の
法
的

効
果
を
全
面
的
に
認
め
な
い
ド
イ
ツ
民
法

(第

一
五
八
九
条
等
二
項
は
親
族
関
係
を
認

め
な
い
の
で
'
そ
の
効
果
は
単
に
扶
養
義
務
に
限
ら
れ
る

《第

一
五
〇
八
条
¥
)
に
つ

い
て
も
大
い
に
問
題
と
な
る
｡
身
分
法
は
家
族
乃
至
親
族
的
自
治
を
最
大
限
に
尊
重
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
｡

現
行
民
法
制
度
は
身
分
法
に
せ
よ
或
は
財
産
法
に
せ
よ
勿
論
完
壁
な
も
の
で
は
な
い

が
､
し
か
し
'
そ
れ
を
根
底
か
ら
改
変
す
べ
き
事
に
は
賛
成
し
得
な
い
｡
な
お
'
身
分

4
-

法
に
つ
い
て
は
近
時
改
正
問
題
が
起
こ
り
'
細
部
に
わ
た
.っ
て
検
討
さ
れ
て
き
た
.がv
r

財
産
法
に
つ
い
て
は
そ
の
大
き
な
動
き
が
な
か

っ
た
事
は
'
財
産
法
が
今
な
お
比
較
的

はn

に
完
備
し
た
制
度
た
る
事
の
あ
ら
わ
れ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
V.
し
か
し
'

｢
法
が
現
実

の
社
会
の
指
針
と
な
る
た
め
､
そ
し
て
ま
た
経
済
が
正
常
に
発
展
す
る
た
め
に
も
､
現
代

∧hV

資
本
主
義
を
法
と
経
済
と
の
両
面
か
ら
再
検
討
す
る
こ
と
は
不
可
欠
な
事
柄
で
あ
｣
る

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
財
産
法
の
今
後
の
課
題
は
財
産
権
の
行

使
に
対
す
る
か
な
り
の
社
会
的
制
約
を
な
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

7
る
｡
か
か
る
制
約
と
経
済
活
動
の
自
由
の
保
障
と
は
､
む
し
ろ
相
反
す
る
事
に
な
る
の

で
'
こ
の
両
者
の
調
和
が
何
よ
り
も
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
｡

註

川
エ
ソ
ゲ
ル
ス
(西
雅
雄
訳
)
｢家
族
･
私
有
財
産
及
び
国
家
の
起
源
｣
(岩
波
文
庫
)
一
〇

七
頁
｡
F
.E
n
gets
,
D
er
U
rsp
run
g
der
E
am
itie
,des
P
riv
ateig
enth
u
m
s
u
nd

des
St
a
ats.

)922.S.
7
1

は
l

九
四

四

年

の

｢
母

と
子

･
婚
姻
と
離
婚
に
関
す
る
法
律
｣
第
二
〇
条
は
｢父
子
関
係
確

認
訴
訟
'
お
よ
び
'
登
録
婚
姻
関
係
に
な
い
者
か
ら
出
生
し
た
子
の
扶
養
の
た
め
の
扶
養
料

徴
収
訴
訟
を
'
裁
判
所
に
提
起
す
る
母
の
現
存
す
る
権
利
は
廃
止
す
る
｣
と
定
め
る

(宮
崎

昇
訳

｢
ソ
ビ
エ
ト
家
族
法
典
｣
1
〇
七
頁
に
よ
る
)

榊
だ
が
､
青
山
教
授
は
ソ
ビ
エ
ト
と
ブ
ラ
ソ
ス
の
制
度
と
は
そ
の
立
法
趣
旨
に
雲
泥
の
差
が

あ
り
'
前
者
が
父
に
代
わ
る
国
家
の
保
護
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
後
者
は
私
生
子
の
虐
待
で

あ
る
と
言
わ
れ
る
事

(青
山

｢
改
正
民
法
と
私
生
子
問
題
｣

《近
代
家
族
法
の
研
究
所
収
》

l
六
三
貢
)
に
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
｡

川
改
正
要
綱
と
そ
の
解
貌
等
に
つ
い
て
は
'
例
え
ば
'
外
岡
-
高
野
-
佐
々
木

｢家
族
法
再

改
正
解
貌
｣

(早
大
比
較
法
研
究
所
紀
要
第
一
六
号
)
参
照
｡

糊

勿
論
'
財
産
法
に
つ
い
て
も
部
分
的
改
正
が
全
く
存
し
な
い
訳
で
は
な
か
っ
た
｡
中
で
も

近
時
根
抵
当
に
関
す
る
新
た
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
事
は

(第
三
九
八
粂
ノ
二
乃
至
第
三
九

八
粂
ノ
二
二
)'
比
較
的
目
立
っ
た
動
き
で
あ
る
と
言
え
る
｡
も
っ
と
も
'
民
法
典
の
他
に

種
々
の
財
産
的
特
別
法
が
多
く
制
定
さ
れ
て
き
て
い
る
事
に
よ
っ
て
'
財
産
法
は
実
質
的
に

は
改
正
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
正
し
い
の
か
も
知
れ
な
い
｡

㈹

馬
川
千
里

｢現
代
資
本
主
義
の
法
の
再
検
討
法
｣
(法
学
セ
､､､ナ
-
第
六
〇
号

登
別
出
》
)

五
八
頁
｡

川

中
村
宗
雄

｢資
本
主
義
の
民
事
法
と
そ
の
修
正
｣
(綜
合
法
学
第
三
六
号
)
八
東
参
偲
｡
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