
刑
法
に
お
け
る
財
物
の
意
義

　
－
有
体
性
説
と
管
理
可
能
性
説
－

橋
　
　
本

正
　
　
博
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「
有
性
性
説
」
と

「
管
理
可
能
性
説
」

　
本
稿
は
、
刑
法
学
上
の
基
本
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
財
産
罪
の

客
体
「
財
物
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
有
体
性
説
と
管
理

可
能
性
説
と
の
間
の
関
係
を
再
考
し
、
明
瞭
な
解
釈
論
を
提
示
す

る
基
礎
と
す
る
こ
と
を
目
標
に
す
る
。
こ
の
問
題
は
も
は
や
今
日

的
な
問
題
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
教
科
書
の
記
述
よ

り
少
し
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
、
間
題
の
所
在
、
あ
る
い
は
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

の
不
存
在
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
学
説
史
的

な
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
現
在
、
こ
の
問
題
が
ど
う
い
う
意
味
を

持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
わ
た
く
し
な
り
に
考
え
た
結
果
を
示
す
こ

と
が
主
眼
で
あ
る
。

　
問
題
と
な
る
点
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
財
物
と
見
な
す
か
ど
う
か

に
収
れ
ん
す
る
と
思
わ
れ
る
。
解
釈
論
と
し
て
は
、
二
四
五
条
の

意
味
を
注
意
的
規
定
と
す
る
か
、
例
外
を
定
め
た
も
の
と
す
る
か

で
あ
る
し
、
特
に
二
四
五
条
を
準
用
し
て
い
な
い
横
領
罪
等
が
成

立
す
る
か
で
あ
る
。

　
ご
く
最
近
の
教
科
書
か
ら
こ
の
問
題
に
関
す
る
記
述
を
い
く
つ

か
み
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、

　
「
問
題
は
、
二
四
五
条
を
制
隈
規
定
と
み
る
か
例
示
規
定
と
み

る
か
に
帰
漕
す
る
が
、
『
看
倣
す
』
と
し
て
い
る
以
上
は
、
①
電

気
だ
け
に
限
定
す
る
趣
旨
と
解
す
る
の
が
本
筋
で
あ
る
こ
と
、
②

管
理
可
能
性
を
物
の
特
徴
と
す
る
の
で
あ
れ
ぱ
、
通
説
の
よ
う
に
・

物
理
的
管
理
可
能
性
に
隈
定
す
る
根
拠
に
乏
し
い
こ
と
、
⑧
物
理
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的
に
管
理
可
能
で
も
人
の
労
働
カ
や
牛
馬
の
牽
引
カ
に
ま
で
拡
張

す
べ
き
で
な
い
と
す
る
よ
う
に
、
通
説
に
よ
る
と
無
体
物
の
限
界

が
不
分
明
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
有
体
性
説
を
支
持
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
有
体
物
と
い
う
の
は
個
体
に
か
ぎ
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

液
体
・
気
体
で
も
よ
い
か
ら
ガ
ス
や
蒸
気
も
有
体
物
で
あ
る
」

　
「
た
し
か
に
、
『
看
微
す
』
と
い
う
こ
と
は
電
気
は
財
物
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
『
物
』
と
い
う
日
本
語
は
有
体
物
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
が
最

も
自
然
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
電
気
以
外
に
そ
の
窃
用
を
処
罰
す
べ

き
必
要
性
の
高
い
非
有
体
物
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
」
1
管

理
可
能
性
説
を
と
る
と
さ
れ
る
判
例
も
情
報
は
財
物
と
し
て
扱
っ

て
い
な
い
－
「
少
な
く
と
も
こ
の
範
囲
で
は
、
管
理
可
能
性
説

は
機
能
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
た
し
か
に
、
情
報
が
物

だ
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
強
引
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す

れ
ぱ
、
わ
ざ
わ
ざ
隈
界
の
不
明
確
な
管
理
可
能
性
説
を
採
用
す
る

　
　
　
　
＾
ヨ
）

実
益
は
少
な
い
」

な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
電
気
以
外
に
そ

の
窃
用
を
処
罰
す
べ
き
必
要
性
の
高
い
非
有
体
物
は
考
え
に
く

い
」
と
い
う
点
を
わ
た
く
し
な
り
に
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
の
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
ん
ど
は
、
現
在
の
「
管
理
可
能
性
説
」
の
代
表
的

な
論
者
の
い
う
と
こ
ろ
を
き
こ
う
。

　
「
電
気
を
財
物
と
み
な
す
と
い
う
規
定
を
厳
格
に
制
眼
的
な
も

の
と
は
解
せ
ず
、
そ
の
準
用
を
み
と
め
る
の
が
妥
当
だ
と
お
も
う
。

た
だ
、
第
一
に
、
他
の
罪
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
こ
れ
を
推
し
及
ぼ

す
か
は
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
件
の
解
釈
－
こ
と
に
そ
の
犯
罪
定

型
の
理
解
1
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
電
気
以
外
の
も
の
に

ど
こ
ま
で
拡
張
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
電
気
と
お
な
じ
よ
う
な
自

然
カ
の
利
用
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
限
ら
れ
る
べ
き
だ
と
お
も
う
。

人
の
労
働
カ
と
か
牛
馬
の
牽
引
力
な
ど
に
ま
で
拡
張
す
る
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

な
い
の
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
」

　
「
お
も
う
に
、
有
体
性
説
に
よ
る
と
き
は
、
財
物
の
範
囲
が
明

確
に
画
さ
れ
る
利
点
は
あ
る
が
、
今
日
の
社
会
観
念
上
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
よ
う
な
無
体
物
に
対
す
る
侵
害
に
も
財
産
的
侵
害
と
し
て

の
刑
法
的
保
護
の
必
要
が
あ
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
刑

法
上
既
に
財
物
と
さ
れ
て
い
る
電
気
と
電
気
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
の
間
に
と
く
に
差
別
を
設
け
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
実
質
的
理
由

を
認
め
が
た
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
立
場
を
貫
く
の
は
困
難

で
あ
る
。
（
中
略
）
民
法
に
お
け
る
物
の
定
義
は
、
刑
法
学
上
も

む
ろ
ん
考
慮
に
値
す
る
が
、
刑
法
学
的
概
念
は
、
刑
法
学
独
自
の
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見
地
か
ら
論
定
さ
れ
る
必
要
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
刑
法
に
お
け
る
財
物
の
観
念
は
、
管
理
可
能
性
説
に
し
た
が

っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
二
四
五
条
の
規
定
も
、
制
限
的

に
電
気
だ
け
を
対
象
と
し
た
趣
旨
と
み
る
べ
き
で
な
く
、
電
気
と

性
質
上
同
視
さ
れ
う
る
熱
や
冷
気
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
も
拡
張

適
用
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
た
だ
、
管
理
可
能
物
の
範
囲
は
、

あ
く
ま
で
物
質
性
を
供
え
た
も
の
に
隈
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
一

部
の
見
解
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
労
カ
や
牛
馬
の
牽
引
カ

な
ど
を
も
財
物
と
す
る
の
は
行
き
す
ぎ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、
一

種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
違
い
な
い
が
、
電
気
な
ど
と
同
様
な
意
味

で
の
物
質
性
を
有
す
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
か
ら
、
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
〕

区
別
の
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
L

　
こ
の
よ
う
な
説
が
本
稿
で
対
象
と
す
る
「
管
理
可
能
性
説
」
で

あ
る
。

　
　
　
一
一
「
電
気
窃
盗
事
件
」
判
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

　
「
財
物
」
（
ま
た
は
「
物
」
）
に
つ
い
て
、
。
旧
刑
法
時
代
で
あ
る

が
、
い
わ
ゆ
る
「
電
気
窃
盗
事
件
」
に
関
す
る
明
治
三
六
年
の
大

　
　
9
）

審
院
判
決
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
旧
刑
法
三
六
六
条
が
「
他
人
の
所

有
物
」
を
窃
取
し
た
者
を
窃
盗
罪
と
す
る
旨
を
規
定
↓
て
い
た

（
現
行
法
の
二
四
五
条
に
あ
た
る
規
定
は
な
か
っ
た
）
と
こ
ろ
、

電
気
を
窃
用
し
た
者
に
対
し
て
、
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
か
否

か
が
間
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
判
例
が
、
窃
盗
の
客
体

は
「
管
理
可
能
な
物
」
で
あ
れ
ぱ
足
り
る
と
い
う
考
え
方
を
提
示

し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
電
気
を
窃
盗
の
答
体
と
し
て
認
め
た
、
い

い
か
え
れ
ぱ
電
気
は
「
財
物
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
罪
刑
法
定
主
讃
の
観
点
か
ら
は
許
さ
れ
な

い
類
推
解
釈
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
、
他
方
で
は
、
実
質
的
に

み
て
財
産
罪
の
客
体
た
る
「
財
物
」
に
電
気
を
含
む
べ
き
か
ど
う

か
、
と
い
う
問
趨
が
姐
上
に
の
ぼ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
電
気
窃
盗
事
件
の
判
決
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
「
刑
法
第
三
百
六
十
六
条
二
所
謂
窃
盗
ト
ハ
他
人
ノ
所
持
ス
ル

物
ヲ
不
法
二
自
己
ノ
所
持
内
二
移
ス
ノ
所
為
ヲ
意
味
シ
人
ノ
理
想

ノ
ミ
ニ
存
ス
ル
無
形
物
ハ
之
ヲ
所
持
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ナ

レ
ハ
窃
盗
ノ
目
的
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ハ
論
ヲ
待
タ
ス
然
レ
ト
モ

所
持
ノ
可
能
ナ
ル
カ
為
ニ
ハ
五
官
ノ
作
用
二
依
リ
テ
其
存
在
ヲ
認

識
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
形
而
下
ノ
物
タ
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
シ
有

体
物
タ
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
セ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
コ
ノ
種
ノ
物
ニ
シ
テ

独
立
ノ
存
在
ヲ
有
シ
人
カ
ヲ
以
テ
任
意
二
支
配
セ
ラ
レ
得
ヘ
キ
特

性
ヲ
有
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
所
持
シ
其
所
持
ヲ
継
続
シ
移
転
ス
ル

舳
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コ
ト
ヲ
得
ヘ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
約
言
ス
レ
ハ
可
動
性
及
ヒ
管
理
可
能
性

ノ
有
無
ヲ
以
テ
窃
盗
罪
ノ
目
的
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
否
サ

ル
物
ト
ヲ
区
別
ス
ル
ノ
唯
一
ノ
標
準
ト
ナ
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
而
シ

テ
電
流
ハ
有
体
物
ニ
ァ
ラ
サ
ル
モ
五
官
ノ
作
用
二
依
リ
テ
其
存
在

ヲ
認
識
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ヲ
容
器
二
収
容
シ
テ

独
立
ノ
存
在
ヲ
有
セ
シ
ム
ル
コ
ト
得
ル
ハ
勿
論
容
器
二
蓄
積
シ
テ

之
ヲ
所
持
シ
一
ノ
場
所
カ
ラ
他
ノ
場
所
二
移
転
ス
ル
等
人
カ
ヲ
以

テ
任
意
二
支
配
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
ク
可
動
性
ト
管
理
可
能
性
ト
ヲ

併
用
ス
ル
ヲ
以
テ
優
二
窃
盗
罪
ノ
成
立
二
必
要
ナ
ル
窃
取
ノ
要
件

ヲ
充
タ
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
故
二
他
人
ノ
所
持
ス
ル
他
人
所
有
ノ
電

流
ヲ
不
法
二
森
取
シ
テ
之
ヲ
自
己
ノ
所
持
内
二
置
キ
タ
ル
者
ハ
刑

法
第
三
百
六
十
六
条
二
所
謂
他
人
ノ
所
有
物
ヲ
窃
取
シ
タ
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
窃
盗
罪
ノ
犯
人
ト
シ
テ
刑
罰
ノ
制
裁
ヲ
受
ケ
サ
ル
ヘ
カ
ラ

サ
ル
ヤ
明
ナ
リ
」

　
こ
の
判
例
の
い
う
と
こ
ろ
を
詳
細
に
み
る
と
必
ず
し
も
納
得
の

い
か
な
い
点
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
判
決
文
中
で
は
、
「
電
流
」
を
五
官
の
作
用
に
よ

っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
電
流
そ
の
も
の
を

五
官
の
作
用
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
間

　
　
　
＾
8
〕

題
で
あ
る
が
、
確
か
に
一
定
の
現
象
を
媒
介
と
し
て
電
流
の
存
在

を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
電
流
を
容
器
に

収
容
し
て
独
立
の
存
在
を
有
せ
し
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

電
流
が
一
定
の
範
囲
内
に
継
続
的
に
存
在
す
る
と
す
れ
ぱ
、
回
路

を
電
気
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
想
像
す
る
が
、
超
伝
導
で
も
持
ち

出
さ
な
い
こ
と
に
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
で
な
け
れ

ぱ
常
に
一
定
の
回
路
の
中
に
電
流
を
生
み
出
す
よ
う
な
仕
組
み

（
た
と
え
ぱ
電
池
）
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
も
し
物
質
的
な

何
も
の
か
が
必
要
で
あ
れ
ぱ
、
電
流
を
そ
の
物
質
が
作
り
出
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
財
物
と
し
て
の
電
流
の
同
一
性
は
失
わ
れ
る

と
い
う
ほ
か
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
ま
た
、
容
器
に
蓄
積
し
て
所
持
し
、
場
所
を
移
転
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
の
は
、
蓄
電
池
の
よ
う
な
も
の
を
想
像
さ
せ
る
が
、

電
気
を
蓄
穣
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
物
質
の
状
態
を
変
更
し
て

い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
直
接
電
気
そ
の
も
の
を
バ
ケ
ツ
の
中
に
い

れ
て
所
持
し
持
ち
運
ぷ
よ
う
な
場
合
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
比

楡
的
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
恩
う
。
電
池
の
よ
う
な
場
合
、

い
わ
ぱ
化
学
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
転
換
を
利
用

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
蓄
積
は
必
ず
物
質
そ
の
も
の
の
状
態

変
化
と
い
プ
形
を
と
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
あ
る

い
は
、
電
子
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
財
物
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う

硫
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か
。
電
気
に
つ
い
て
は
、
現
行
刑
法
典
で
財
物
か
ど
う
か
は
問
う

こ
と
な
く
立
法
的
に
解
決
さ
れ
て
い
る
が
、
電
気
そ
の
も
の
を
、

「
管
理
可
能
性
説
」
に
基
い
て
典
型
的
な
「
財
物
」
と
同
等
に
考

え
る
こ
と
に
は
、
い
さ
ぎ
か
の
無
理
が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
方
、
こ
の
判
例
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
窃
盗
罪
の

目
的
と
な
り
う
べ
き
対
象
は
、
窃
盗
行
為
の
対
象
に
な
り
う
る
も

の
で
あ
れ
ぱ
足
り
る
と
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ぱ
、
窃
盗
罪
と

い
う
犯
罪
類
型
の
解
釈
か
ら
逆
に
対
象
が
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
他
人
の

所
持
す
る
『
物
』
」
と
は
何
か
と
い
う
よ
り
、
「
他
人
の
『
所
持
』
」

と
は
何
か
と
い
う
方
向
か
ら
概
念
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
方
向
が

認
め
ら
れ
る
。
物
と
は
何
か
で
な
く
、
何
が
所
持
で
き
る
か
で
物

の
概
念
が
規
定
さ
れ
る
。
物
に
つ
い
て
刑
法
上
の
定
義
規
定
が
存

在
し
な
い
の
で
、
こ
れ
も
や
む
を
え
な
い
面
が
あ
り
、
電
気
窃
盗

の
規
定
が
存
在
し
な
い
状
況
で
、
当
罰
性
の
高
い
行
為
を
ど
う
扱

う
か
は
む
ず
か
し
い
判
断
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
図
式
的
に
い
い

す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
罰
す
べ
き
も
の
は
対
象
に
な
る
と
い

う
よ
う
な
印
象
が
否
め
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
奪
う
客

体
と
し
て
の
「
物
」
と
い
う
観
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

三
　
「
管
理
可
能
性
説
」

　
論
者
の
説
く
と
こ
ろ
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
問
題
の
核
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

は
、
電
気
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
財
産
罪
の
客
体
に
含
め
る
か
ど

う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
う
ち
で
も
・

自
然
カ
の
利
用
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
限
る
と
い
う
主
張
が
な
さ

れ
て
い
る
。
今
日
、
「
有
体
性
説
」
と
「
管
理
可
能
性
説
」
と
の

間
で
結
論
に
実
質
的
な
差
異
が
生
じ
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
強
力
に
「
管
理
可
能
性
説
」

噌
を
展
開
し
て
い
る
文
献
は
、
最
近
で
は
平
野
・
電
気
は
財
物

か
L
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
電
気
以
外
に
問
題
と
な
る
「
物
」
に

関
し
て
、
三
つ
の
例
を
引
い
て
い
る
。
一
つ
は
「
温
度
」
、
一
つ

は
「
動
カ
」
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
「
情
報
」
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
「
情
報
」
は
、
別
の
考
慮
が
必
要
で
あ
り
、
今
日
の
重
要
な

「
管
理
可
能
性
説
」
論
者
も
、
「
情
報
」
が
財
物
に
含
ま
れ
る
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
前
の
二
つ
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
問
題
と
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
熱
」
が
、
あ
る
物
質
に
蓄
え
ら
れ
て
い
る
と
き
・

そ
の
「
熱
」
が
他
の
物
質
に
移
る
、
い
わ
ぱ
「
熱
の
あ
り
か
が
変

　
　
　
＾
η
〕

わ
る
」
場
合
を
考
え
て
み
る
。
し
ろ
う
と
の
常
識
的
分
類
に
よ
る
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と
・
熱
の
伝
わ
り
方
に
は
、
「
放
射
」
、
「
対
流
」
、
「
伝
導
」
の
三

種
類
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
対
流
」
と
「
伝
導
」
と
は
、
接
着

し
て
い
る
二
つ
の
物
質
の
間
の
熱
移
動
で
あ
る
か
ら
、
大
別
し
て
、

「
放
射
」
と
「
伝
導
」
と
が
あ
る
と
い
え
る
。
さ
て
、
「
放
射
」
で

熱
が
伝
わ
る
と
き
、
空
間
に
熱
が
放
射
さ
れ
て
し
ま
う
と
「
管
理

可
能
」
で
は
な
く
な
る
の
で
、
「
管
理
可
能
性
説
」
に
よ
っ
て
も

財
物
と
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
物
質
を
密
着
さ
せ
る
形
で
し

か
、
熱
の
移
動
（
財
物
移
転
）
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
↓
、
｛

た
、
熱
の
「
棄
損
」
と
い
う
こ
と
は
、
熱
を
奪
う
（
こ
れ
は
窃
取

と
い
う
意
味
で
は
な
い
）
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
わ
た
く
し
が
こ
の
よ
う
な
財
物

移
転
罪
に
問
擬
す
べ
き
熱
の
移
転
と
し
て
想
定
で
き
る
の
は
、
平

野
論
文
の
い
う
よ
う
な
、
他
人
の
冷
蔵
庫
に
無
断
で
自
分
の
ビ
ー

ル
を
入
れ
て
冷
や
し
た
後
取
り
出
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
、
あ

る
い
は
、
壁
の
薄
い
ア
バ
ー
ト
に
暮
ら
し
て
い
る
者
が
、
隣
室
の

暖
房
に
よ
っ
て
自
分
め
部
星
の
壁
が
暖
ま
る
の
を
利
用
し
て
、
自

分
の
部
屋
の
壁
面
に
洗
濯
物
を
張
り
付
け
て
乾
燥
さ
せ
た
り
、
冷

凍
食
品
を
壁
面
に
押
し
付
け
て
解
凍
し
た
り
す
る
よ
う
な
場
合
に

な
っ
て
し
ま
う
。
確
か
に
、
他
人
の
ビ
ー
ル
が
入
っ
て
い
る
こ
と

に
　
。
よ
っ
て
冷
蔵
庫
の
所
有
者
の
ビ
ー
ル
の
冷
え
が
悪
く
な
る
で
あ

ろ
う
し
・
ア
パ
ー
ト
の
隣
室
で
熱
を
奪
え
ば
、
奪
わ
れ
た
側
の
室

温
は
下
が
る
で
あ
ろ
う
。
大
が
か
㌻
な
場
合
に
は
決
し
て
軽
視
で

き
る
よ
う
か
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
者
が
所
有
す
る
乾

燥
室
や
保
温
室
の
熱
を
奪
う
装
置
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、

窃
盗
罪
の
保
護
の
対
象
と
す
る
に
は
あ
ま
り
火
も
妥
当
性
を
欠
く

よ
う
に
思
た
苧
そ
れ
で
は
・
ど
の
よ
う
な
形
で
・
熱
・
を
移

転
さ
せ
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
そ
の
「
熱
」
を
棄
損
す
る
場
合
を

想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に
、
わ
た
く
し

に
は
こ
の
よ
う
な
適
切
な
事
例
を
思
い
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
冷
蔵
庫
の
隔
壁
に
穴
を
開
け
て
冷
た
い
空
器
（
冷

気
）
を
別
の
場
所
に
引
き
込
ん
だ
り
、
隣
室
の
暖
ま
っ
た
空
気
を

自
分
の
部
屋
に
バ
イ
ブ
で
引
き
込
ん
だ
り
す
れ
ぱ
、
気
体
で
あ
る

有
体
物
を
窃
取
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
熱
の
窃
取
と
す
る
必
要
は

な
い
。
も
っ
と
も
常
温
の
空
気
を
盗
ん
で
も
窃
盗
に
は
な
ら
な
い

が
、
そ
れ
は
財
産
的
価
値
が
な
い
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
μ
）

　
「
動
カ
」
と
い
う
の
は
、
あ
る
国
語
辞
典
に
よ
る
と
「
機
械
を

動
か
す
カ
、
原
動
カ
」
で
あ
る
と
い
う
。
簡
単
に
い
う
と
普
通
に

考
え
ら
れ
て
い
る
「
カ
」
。
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

カ
を
所
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
熱
以
上
に
考
え
に
く
い
。
平
野
論

文
で
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
せ
い
ぜ
い
力
を
利
用
す
る
こ

88
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と
が
考
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
お
そ
ら
く
行
為
類
型
と
し
て

「
窃
用
」
は
「
領
得
」
と
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と

も
財
物
移
転
罪
の
対
象
と
し
て
「
カ
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ど
ち
ら
が
妥
当
か
と
い

う
問
題
で
は
な
く
、
財
物
の
移
転
可
能
性
が
犯
罪
定
型
の
前
提
と

な
っ
て
い
る
犯
罪
類
型
の
場
合
に
は
、
「
カ
」
を
客
体
と
し
て
考

え
る
こ
と
が
論
理
的
に
い
っ
て
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

し
た
が
ウ
て
、
こ
の
隈
り
で
は
機
械
に
よ
っ
て
発
生
し
た
「
カ
」

で
あ
っ
て
も
、
動
物
が
物
を
牽
引
す
る
「
カ
」
で
あ
っ
て
も
同
様

で
あ
る
。
カ
の
移
転
と
い
う
も
の
を
考
え
な
い
犯
罪
類
型
で
も
、

た
と
え
ぱ
、
「
カ
」
と
い
う
無
形
的
な
も
の
を
棄
損
す
る
と
い
う

こ
と
も
無
意
味
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
そ
の
他
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
あ
り
方
に
は
、
位
置
エ
ネ
ル
ギ

ー
、
原
子
カ
な
ど
と
い
う
も
の
も
考
え
ら
れ
る
。
位
置
エ
ネ
ル
ギ

ー
は
地
球
の
重
カ
を
前
提
と
す
る
も
の
で
、
高
度
差
を
利
用
す
る

水
カ
発
電
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
高
度
差
に
よ
っ
て
生

じ
る
ニ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
以
上
は
、
地
球
の
重
カ
を
奪
う
か
高
度

差
を
な
く
す
こ
と
以
外
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
わ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
確
か
に
、
高
い
と
こ
ろ
か
ら
落
下

さ
せ
る
水
路
の
途
申
に
別
の
タ
ー
ビ
ン
を
置
け
ば
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
領
得
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
仕
事
を

さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

「
利
用
し
た
」
と
い
う
の
が
自
然
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
物

質
と
同
様
の
意
味
で
継
統
的
に
取
得
し
う
る
も
の
と
い
う
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
帖
）

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
原
子
カ
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
管
理

可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
え
て
も
、
原
子
カ
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
体
を
領

得
す
る
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
事
態
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。
実
際
に
は
、
原
子
カ
利
用

は
、
原
子
の
核
分
裂
に
伴
う
「
熱
」
を
利
用
す
る
も
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
し
、
こ
う
な
る
と
、
ま
す
ま
す
想
像
す
る
こ
と
が

困
難
に
な
る
。

　
以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
一
般
を
「
物
」
と
し
て
捉

え
る
こ
と
は
、
従
来
の
「
物
」
を
前
提
と
し
て
い
る
犯
罪
類
型
か

ら
み
て
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
え
た
と

思
う
。
「
管
理
可
能
性
説
」
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
財
産
罪
の
保
護
の

客
体
と
す
る
主
張
そ
れ
自
体
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も

こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
範
囲
で
は
、
わ
た
く
し
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関

す
る
財
産
罪
の
具
体
例
と
し
て
、
適
当
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。

89
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四
　
「
有
体
性
説
」

　
「
有
体
性
説
」
と
い
わ
れ
る
考
え
方
は
、
有
体
物
と
は
「
固
体
．

液
体
・
気
体
」
で
あ
る
と
い
う
。
物
質
の
三
態
な
ど
と
い
う
よ
う

に
、
物
質
の
あ
り
方
に
固
体
・
液
体
・
気
体
と
い
う
あ
り
方
が
あ

る
と
す
る
と
、
こ
れ
は
物
と
は
物
質
の
こ
と
で
あ
る
と
い
ウ
て
い

る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
こ
く
自
然
な
解
釈
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
右
に
み
た
よ
う
に
、
実
際
に
は

冷
気
・
暖
気
、
圧
縮
空
気
、
水
カ
な
ど
、
多
く
の
場
合
が
有
体
物

の
窃
取
等
で
解
決
し
う
る
の
で
、
電
気
以
外
に
「
管
理
可
能
性

説
」
に
従
う
べ
き
理
由
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
た
だ
し
、
二
四
五
条
が
準
用
さ
れ
な
い
犯
罪
の
場
合
の
問
題
が

あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
「
有
体
性
説
」
を
採
用
す
る
と
電
気
が
横
領

罪
の
客
体
に
な
り
え
な
い
。
電
気
を
自
己
の
支
配
範
囲
内
で
管
理

し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
ほ
し
い
ま
ま
に
利
用
し
て
も
、
横
領
罪

が
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
窃
盗
と
同
様
に
横
領
罪
に

よ
る
保
護
の
客
体
と
解
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な

い
か
。

　
し
か
し
、
立
法
的
に
二
四
五
条
で
電
気
を
財
物
と
す
る
か
否
か

を
解
決
す
る
際
に
横
領
罪
に
も
準
用
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
に
そ

う
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
刑
法
の
厳
格
解
釈
と
　
　
9
0

い
う
観
点
か
ら
は
「
電
気
横
領
」
を
認
め
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ

る
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
質
的
に
考
え
て
も
、
　
、

他
人
の
所
有
に
属
す
る
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
管
理
し
て
い
る
と
き

は
、
所
有
者
白
身
が
管
理
し
て
い
る
場
合
に
そ
の
管
理
を
被
る
場

合
と
は
異
な
り
、
横
領
罪
の
成
立
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
も

十
分
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
電
気
が
本
来
占

有
概
念
に
対
応
す
る
よ
う
な
事
実
上
の
支
配
と
は
相
容
れ
な
い
観

念
で
あ
る
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
右
の
例
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
管
理
者
は
機
関
と
し
て

管
理
し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
む
し
ろ
窃
盗
が
問
題
と
な
る
場
合

が
多
い
で
あ
ろ
う
し
、
電
カ
料
金
等
の
支
払
い
を
免
れ
る
な
ど
、

電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
が
財
産
上
、
の
利
益
に
か
か
わ
る
と
き
は
、

別
罪
を
考
慮
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
考
察
は
、
い
ま
だ
十
分
に
吟
味
さ
れ
た
も
の
と
は
い
い

が
た
い
。
御
教
示
を
い
た
だ
け
れ
ぱ
幸
い
で
あ
る
。

＊
本
稿
は
、
学
部
学
生
向
き
の
記
事
を
増
や
す
と
い
う
編
集
方
針
に
従

い
、
初
学
者
に
も
考
え
て
も
ら
う
手
が
か
り
を
提
供
す
る
つ
も
り
で
書

か
れ
た
。
し
か
し
、
単
な
る
解
説
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
教
科
書
で

は
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
を
、
わ
た
く
し
自
身
が
納
得
の
い
く
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よ
う
に
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
も
っ
て
い
る
。

（
1
）
　
「
財
物
」
と
「
物
」
と
の
間
に
実
質
的
な
差
異
を
認
め
る
見
解

　
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
魑
に
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず
、
い
ず

　
れ
に
せ
よ
「
物
」
と
い
う
基
本
概
念
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
ぺ
き
か

　
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

（
2
）
　
小
暮
得
雄
ほ
か
編
「
刑
法
講
義
各
論
有
斐
閣
大
学
叢
書
」
（
一

　
九
八
八
）
　
一
六
四
頁
（
大
谷
実
執
筆
）
。

（
3
）
　
前
囲
雅
英
『
刑
法
各
諭
講
義
』
（
一
九
八
九
）
東
京
大
挙
出
版

　
会
一
八
二
－
一
八
三
頁
。

（
4
）
　
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
諭
第
三
版
』
（
一
九
九
〇
）
創
文
社

　
五
四
八
買
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（
5
）
　
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
各
論
（
改
訂
版
）
』
（
一
九
八
七
）
（
有
斐

　
閣
）
一
六
七
－
ニ
ハ
八
頁
。
な
お
、
電
気
が
一
定
の
物
質
性
を
備
え

　
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
管
理
可
能
性

　
を
も
っ
て
「
物
」
の
範
囲
を
画
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

　
管
理
可
能
性
．
可
動
性
が
物
質
性
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し

　
れ
な
い
。
し
か
し
、
電
気
の
管
理
可
能
性
・
可
動
性
そ
れ
自
体
に
つ

　
い
て
留
保
が
必
要
な
こ
と
は
、
「
電
気
窃
盗
判
例
」
の
検
討
で
示
す

　
と
お
り
で
あ
る
。

（
6
）
　
「
財
物
」
と
「
物
」
と
に
実
質
的
な
差
異
を
認
め
る
見
解
も
あ

　
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
は
立
ち
入
ら
な
い
（
注
（
1
）
参
照
）
。

　
両
者
を
区
別
し
な
い
の
が
通
説
で
あ
る
。
　
　
　
　
．

（
7
）
　
犬
判
明
治
三
六
年
五
月
二
一
日
刑
録
九
輯
八
七
四
頁
。

（
8
）
　
も
ち
ろ
ん
、
電
気
の
パ
ル
ス
信
号
が
神
経
繊
維
の
中
を
伝
わ
っ

　
て
い
る
か
ら
、
電
極
を
脳
な
り
何
な
り
身
体
の
然
る
ぺ
き
部
位
に
差

　
し
込
ん
で
電
気
刺
激
を
与
え
れ
ぱ
、
一
定
の
感
覚
を
引
き
起
こ
し
た

　
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
電
気
そ
の
も
の
の
存

　
在
認
識
と
は
別
問
題
で
あ
る
竈

（
9
）
　
世
界
大
百
科
辞
典
（
平
凡
社
・
一
九
七
四
年
版
）
に
よ
る
と
・

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
「
あ
る
系
が
別
の
あ
る
系
に
対
し
て
な
し
う
る
仕

　
事
の
量
に
よ
っ
て
定
ま
る
状
態
量
で
あ
る
」
。

（
1
0
）
　
平
野
龍
一
編
『
刑
法
判
例
百
選
－
総
論
第
二
版
』
八
員
。

（
u
）
　
も
ち
ろ
ん
、
「
管
理
可
能
性
」
と
い
う
基
準
に
従
う
と
き
は
・

　
「
憎
報
」
も
「
財
物
」
の
中
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
こ
そ
が
、
平

　
野
論
文
の
批
判
の
主
眼
点
で
あ
る
。
た
だ
、
わ
た
く
し
は
、
こ
こ
で

　
は
「
管
理
可
能
性
説
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
問
い
な

　
お
す
た
め
に
、
論
者
の
主
張
i
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
前
提
と
す
る
だ

　
け
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
平
野
論
文
で
「
温
度
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
厳
密
な
表

　
現
で
は
な
く
、
電
気
と
の
対
比
で
い
え
ぱ
「
熱
」
と
い
う
ぺ
き
で
あ

　
ろ
う
が
、
目
常
用
語
で
は
、
「
熱
」
は
、
常
温
よ
り
も
温
度
が
高
い

　
も
の
に
つ
い
て
の
み
使
わ
れ
る
の
で
、
冷
た
い
も
の
に
も
通
用
す
る

　
よ
う
に
「
温
度
」
と
い
う
表
現
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
1
2
）
　
熱
を
、
そ
の
熱
を
蓄
え
て
い
る
物
質
を
移
転
さ
せ
る
こ
と
な
く

　
領
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
熱
の
移
動
を
前
提
と
す
る
場
合
の
ほ
か

　
は
あ
り
え
な
い
と
恩
う
。

（
1
3
）
　
団
藤
『
綱
要
』
で
も
ピ
ー
ル
を
冷
や
す
例
な
ど
は
窃
盗
罪
の
犯

　
罪
定
型
か
。
ら
し
て
窃
盗
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
る
と

91
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さ
れ
て
い
る
。
同
書
、
五
五
〇
頁
（
注
八
）
。

（
1
4
）
　
西
尾
実
・
岩
淵
悦
太
郎
・
水
谷
静
夫
編
『
岩
波
国
語
辞
典
第
三

　
版
』
（
第
九
刷
・
一
九
八
五
）

（
1
5
）
　
「
彼
は
カ
も
ち
だ
」
と
い
う
の
は
、
カ
を
出
す
能
カ
が
あ
る
と

　
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
所
持
と
は
違
う
。
　
　
、

（
1
6
）
　
水
を
導
く
別
の
ル
ー
ト
を
作
っ
て
自
己
の
支
配
内
に
水
を
引
い

た
場
含
に
は
や
は
り
有
体
物
の
窃
取
で
あ
る
。
圧
縮
空
気
の
場
合
で

も
、
空
気
の
圧
カ
だ
け
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ぱ
問
題

は
同
じ
で
あ
る
が
、
圧
縮
空
気
そ
の
も
の
を
窃
取
す
れ
ぱ
有
体
物
の

窃
取
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
挙
専
任
講
師
）

鵬




