
書

-評

民
法
か
ら
経
済
法
へ

ー
末
川
博
士
『
民
法
及
び
統
制
法
の
諸
問
題
』

i

与者

盤

太

敏

明
治
以
来
わ
れ
わ
れ
は
長
い
間
契
約
は
自
由
で
る
る
と
い
ふ
こ
と
に
少

99 

し
も
疑
を
持
た
ず
に
過
し
て
来
た
。
こ
の
契
約
自
由
の
大
原
則
の
下
に
法

律
殊
に
私
法
は
そ
の
瞬
間
聞
が
績
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、

契
約
理
論
に
信
義
誠
震
が
構
想
せ
ら
れ
る
に
及
び
そ
の
必
然
の
結
果
と
し

て
個
人
主
義
的
思
想
を
超
克
、
圏
韓
主
義
的
思
想
へ
の
展
開
(
石
田
博
士

『
債
権
契
約
の
新
基
調
』
八
四
頁
)
が
な
さ
れ
る
と
共
に
個
λ
主
義
的
思

想
と
共
に
契
約
自
由
の
原
則
も
何
等
か
の
疑
義
を
そ
の
中
に
包
懐
す
る
と

と
と
は
な
っ
た
の
で
乞
る
。
わ
れ
わ
れ
は
之
を
石
田
博
士
の
『
契
約
の
基

礎
理
論
』
一
巻
に
窺
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
石
伺
博
士
の
契
約
論
が
深
雪

唱嘗

静

戸、像

、

哲
墜
的
理
論
的
考
察
に
根
ざ
し
て
ゐ
る
に
反
し
‘
こ
こ
に
紹
介
せ
ん
と
す

る
末
川
博
士
『
民
法
及
び
統
制
法
の
諮
問
題
』
は
戦
時
下
に
至
る
迄
の
現

震
の
枇
曾
相
に
銃
き
メ
ス
を
つ
き
込
ん
で
契
約
の
自
由
を
論
じ
、
契
約
の

無
殺
を
考
へ
ら
れ
J

こ
れ
ら
の
枇
曾
的
問
題
を
基
礎
と
せ
ら
れ
て
‘
現
在

の
統
制
法
上
に
お
け
る
契
約
理
論
を
研
討
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
若

し
費
者
が
こ
の
こ
著
を
併
せ
て
熟
語
す
る
な
ら
ば
現
代
契
約
の
研
究
の
完

壁
を
期
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
更
に
牧
野
博
士
の
現
代
法
律
思
潮
と
も

い
ふ
べ
き
『
民
法
の
基
本
問
題
』
四
巻
と
『
非
常
時
立
法
の
授
展
』
と
を

参
照
す
る
な
ら
ぽ
一
一
暦
興
趣
蓋
き
ぬ
も
の
が
あ
ら
う
。

さ
も
あ
ら
ぽ
あ
れ
、
著
者
が
契
約
理
論
を
単
な
る
理
論
と
し
て
取
り
扱

ふ
こ
と
な
く
現
賓
の
生
活
現
象
に
則
し
て
観
察
し
て
行
か
ん
と
す
る
こ
と

に
は
著
者
の
哲
墜
が
あ
る
。
さ
う
し
て
、
こ
の
著
者
の
哲
準
乃
至
世
界
観

は
現
代
人
の
生
活
感
情
に
ぴ
っ
た
り
合
致
し
そ
の
故
に
世
の
人
身
に
話
〈

評
侵
せ
ら
れ
激
迎
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

殊
に
、
著
者
が
『
政
治
と
程
済
と
法
律
と
、
斯
う
い
っ
た
や
う
な
も
の
を

分
け
て
考
ヘ
、
そ
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
領
域
を
認
め
て
.
そ
ζ
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に
各
々
燭
自
の
生
活
が
管
ま
れ
て
ゐ
る
か
の
知
き
意
味
を
輿
へ
る
。
』
(
は

し
が
き
一
一
貝
)
こ
と
に
不
満
を
表
明
せ
ら
れ
、
『
政
治
や
櫨
涛
の
法
律
へ

の
交
渉
ポ
現
賓
の
奏
を
あ
ら
は
に
す
る
こ
と
が
蹟
る
多
〈
な
っ
て
ゐ
る
。

そ
れ
を
吾
々
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
強
化
さ
れ
ぬ
統
制
法
に
お
い
て
容
易
に

知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
』
(
向
上
二
頁
)
と
せ
ら
れ
る
観
察
は
正

し
い
。
か
く
て
著
者
の
謂
は
れ
る
知
く
『
法
律
の
理
解
は
現
賓
の
質
践
的

な
も
の
の
理
解
と
相
俊
っ
て
矯
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
‘
い
よ

い
よ
強
〈
感
ぜ
ら
れ
る
』
(
同
上
二
頁
)
の
で
あ
る
。
さ
れ
ぽ
と
い
っ
て
法

律
上
の
理
論
内
容
が
賞
践
的
な
現
賓
の
制
約
を
受
け
る
と
は
反
鞠
に
、
事

質
に
方
向
を
指
示
し
て
ゐ
る
こ
と
も
争
ば
れ
な
い
。
そ
れ
は
法
律
が
賞
践

的
な
も
の
の
現
は
れ
と
し
て
の
刻
例
を
議
期
し
て
ゐ
る
ぽ
か
り
で
も
あ
る

ま
い
@
路
線
円
論
が
兎
角
‘
循
環
的
な
堂
々
巡
り
に
絡
っ
て
ゐ
る
の
に
反
し

法
律
は
具
盤
的
の
事
案
を
何
と
か
慮
理
し
或
は
慮
理
ず
る
指
針
を
輿
へ
ね

ぽ
な
ら
ぬ
か
ら
で
る
ら
う
。
わ
た
く
し
は
法
律
、
極
端
問
.
政
治
が
別
キ
の

専
門
に
委
ね
ら
れ
各
自
純
粋
に
探
究
を
試
み
よ
う
と
す
る
如
き
志
向
は
誤

り
で
あ
る
と
思
ふ
。

嘗
っ
て
法
律
高
館
を
尽
は
し
め
‘
今
叉
極
済
論
圧
溢
に
し
て
.
各
々
そ

の
田
川
産
を
商
品
化
し
て
ゐ
る
こ
と
は
そ
の
一
宇
が
事
者
の
罪
で
な
い
と
鏑

言
す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
。
比
較
的
の
問
題
で
は
あ
る
が
法
律
家
は
現
賓

/ 

晶、

の
極
験
的
な
生
活
現
象
に
深
い
理
解
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
之
同
時
に
耀
与

家
は
極
め
て
要
請
的
に
事
象
の
涜
は
れ
を
知
り
質
践
的
に
希
望
す
る
と
と

ろ
を
現
は
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ーー

e

本
警
は
『
な
に
ぷ
ん
に
も
・
:J
・
い
個
別
的
な
問
題
に
闘
す
る
と
こ
ろ
が
多

い
の
だ
か
ら
‘
賃
践
的
な
も
の
の
現
は
れ
と
し
て
の
判
例
を
見
る
己
と
が

多
い
と
い
ふ
以
上
に
.
別
段
こ
れ
と
い
っ
て
一
本
し
得
る
何
も
の
も
な
い
こ

と
を
憶
し
く
思
ふ
』
と
謙
遜
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
却
っ
て
こ
れ
こ
そ

法
律
家
に
許
さ
れ
た
最
も
正
し
い
方
法
で
は
あ
る
ま
い
か
。

.
な
ほ
『
民
法
及
び
統
制
法
の
諸
問
題
』
な
る
書
名
に
到
し
て
、
特
に
統

制
法
の
期
名
の
如
何
か
を
疑
は
れ
る
の
で
あ
る
@
成
る
程
、
数
の
上
で
三

十
一
項
目
中
そ
の
一
割
に
も
足
ら
ぬ
三
項
目
で
は
統
制
法
と
い
ふ
の
も
如

何
か
と
疑
は
れ
る
向
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
‘
統
制
法
の

銘
を
打
っ
た
項
目
こ
そ
三
項
目
に
過
ぎ
な
い
が
、
著
者
が
民
法
闘
係
殊
に

契
約
に
つ
い
て
検
討
せ
ら
れ
る
無
数
の
問
題
こ
そ
は
貨
践
的
な
統
制
法
に

於
い
て
は
底
分
の
問
題
と
共
に
最
も
重
要
な
る
双
墜
を
な
し
て
ゐ
る
と
い

ふ
亡
と
が
出
来
よ
う
。
さ
れ
ぽ
民
法
に
於
て
額
現
し
た
諸
々
の
無
数
の
場

き
ぷ
正
に
統
制
法
の
内
容
と
し
て
そ
の
無
数
の
原
因
乃
至
篠
件
を
奥
へ
る

-・，

， 
I 

.. 
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も
の
で
ゆ
め
る
の
で
る
る
。
否
‘
民
法
に
お
け
る
無
数
の
研
究
が
十
全
に
行

-
は
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
統
制
法
に
お
け
る
そ
れ
を
遺
憾
な
〈
解
決
し
得
な

い
と
断
じ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
わ
た
〈
し
の
考
へ
で
は
‘
積
串
唱

は
統
制
法
を
研
究
せ
ん
と
す
れ
ば
、
理
論
の
問
題
と
し
て
経
済
法
の
本
質

及
び
領
域
を
研
討
す
る
と
と
と
そ
の
組
織
及
び
行
篇
を
観
念
す
る
こ
と
の

双
壁
一
と
共
に
、
現
震
に
副
し
た
解
決
離
と
し
て
慮
分
及
び
無
数
の
双
壁
が

備
披
な
〈
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
思
ふ
。

著
者
の
裂
表
せ
ら
れ
る
『
統
制
経
済
の
法
的
表
現
集
中
化
』
(
一
四
一
一
頁

以
下
)
闘
家
組
動
員
法
の
改
E
と
民
商
法
二
五
八
頁
)
及
び
『
統
制
法

相
腕
違
反
行
篤
の
数
カ
に
闘
す
る
一
疑
惑
』
(
一
五
八
一
鼠
以
下
)
に
つ
い
て
は

‘
そ
れ
自
身
の
重
要
性
と
興
味
か
ら
い
っ
て
木
紹
介
の
目
的
に
徐
る
ほ
ど
の

も
の
が
る
る
が
、
そ
れ
は
讃
者
に
移
譲
す
る
こ
と
と
し
て
、
わ
た
〈
し
は

こ
の
一
ニ
篇
が
本
警
に
於
て
持
つ
意
義
を
述
べ
る
に
止
め
よ
う
。
そ
れ
は
と

の
一
ニ
篤
の
取
扱
ふ
内
容
は
木
書
の
レ
ジ
ュ
メ
で
あ
り
且
つ
方
向
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
く
し
に
は
経
済
法
上
の
未
解
決
の
問
題
の
一
示
唆

を
多
〈
輿
へ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
〈
し
に
も
或
る
部
分

た
於
て
遺
存
ら
し
き
も
の
が
な
い
欝
で
は
な
い
。
'
略
、
わ
た
〈
し
の
浅
才

罪
組
阜
の
篤
に
未
花
代
案
を
出
し
得
る
迄
に
至
っ
て
ゐ
な
い
の
で
る
る
。
評

者
と
し
て
泊
に
足
ら
は
ぬ
責
任
を
感
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
寛
恕
を
願
は

• 
lIJi 

ね
ば
な
ら
ぬ
。

， 
- 、‘ ι円位。
一一一一一_..._~._--，，-~;.，-，-ー

と
ま
れ
‘
前
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
著
者
の
最
も
カ
を
ス
れ
ら
れ
て
ゐ

る
こ
と
は
全
巻
を
廼
じ
て
契
約
と
そ
の
法
律
特
腐
の
数
果
殊
に
無
数
の
問

題
で
あ
る
。
さ
う
し
て
怯
律
上
の
無
数
に
つ
い
て
の
省
察
(
五

O
頁
以
下
)

は
公
私
法
と
い
は
ず
最
託
の
極
端
開
法
と
い
は
ず
.
法
律
全
笹
を
遁
じ
て
如

何
に
桑
雪
示
唆
を
輿
へ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
、
著
暑
の
省
祭
は

E
に
全
法
律
闇
申
徒
の
三
省
す
べ
き
黙
で
な
け
れ
ば
が
ら
ぬ
。

し
か
し
、
何
分
本
書
は
論
文
集
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
一

h

の
詳
細
な
る

黙
を
列
翠
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
唯
、
以
下
わ
た
〈
し
に
特
に
興

味
を
引
い
た
黙
に
つ
舎
費
後
感
を
綴
り
つ
つ
紹
介
の
責
を
果
し
度
い
と
思

ふ。

「

私
法 抑
長官 と

が私
好法
ん の
で 心
契髄
約は
の 取
研 引
究 に
にあ
掌り
彰td 
T前
Y は
ZL契

玄わ
る.~

加 依
しー ‘っと日て

主憲
三h
著 22

者
は
法
律
界
に
お
け
る
契
約
の
起
源
を
ロ
プ
ス
に
と
ら
れ
る
。
か
〈
て
.

2
言
葉
に
よ
っ
て
人
を
拘
束
し
言
葉
に
よ
っ
て
人
と
人
と
の
蓮
繋
を
作
h

出
す
。
そ
し
て
、
過
去
の
言
葉
は
現
在
に
生
き
、
現
在
の
言
葉
は
将
来
に
生

き
る
。
即
ち
言
葉
は
過
去
を
現
在
に
債
値
あ
ら
し
め
、
ま
た
将
来
を
も
現

'145 
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橋
前
襲
第
十
谷
崎
静
岡
崎
四

在
に
領
値
あ
ら
し
め
る
。
契
約
は
ま
さ
に
斯
か
る
言
葉
に
よ
っ
て
儒
さ
れ

る
』
会
一
頁
以
下
)
よ
w
人
間
の
生
活
が
文
化
と
共
に
細
か
ぐ
詳
か
〈
分
化

し
繁
忙
を
極
め
雑
多
と
な
る
に
伴
ひ
‘
言
葉
は
い
上
い
よ
複
雑
化
し
て
行

〈
。
契
約
の
内
容
も
様
相
も
之
に
主
比
例
し
て
多
岐
多
端
と
な
立
て
来
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
典
型
契
約
の
揮
命
が
感
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
人

は
と
も
す
れ
ば
形
式
化
さ
れ
た
概
念
に
捕
は
れ
る
傾
が
あ
る
。
之
を
重
要

観
す
る
の
結
果
は
賓
質
的
な
生
活
と
訴
離
し
て
事
物
の
虞
相
を
つ
か
む
と

と
は
む
つ
か
し
〈
な
る
。
一
度
は
事
物
を
把
握
し
た
典
型
契
約
の
概
念
が

生
活
の
震
相
へ
の
障
壁
を
構
へ
る
こ
と
と
な
る
の
で
ら
め
る
。
そ
こ
で
、
近

代
民
法
は
典
型
契
約
の
規
定
を
も
つ
に
拘
ら
ず
『
私
法
自
治
な
い
し
契
約

自
由
の
原
則
の
下
に
嘗
る
岩
は
ど
う
い
ふ
方
式
を
似
て
ど
う
い
ふ
内
容
の

契
約
を
し
て
も
よ
ろ
し
い
と
い
ふ
考
へ
方
を
基
調
と
す
る
』
(
七
頁
八
頁
)

の
で
あ
る
。
営
事
者
の
賃
意
に
A
口
す
る
契
約
の
殺
果
が
探
究
さ
れ
る
の
は

本
則
と
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
来
た
の
で
み
め
る
。

し
か
る
に
、
世
は
資
本
主
義
経
済
の
高
度
化
と
共
に
企
業
鰹
轡
除
大
規

模
と
な
り
、
銀
行
‘
保
険
、
運
送
倉
庫
等
々
業
者
は
普
通
契
約
係
款
又

バ
業
務
約
款
を
準
備
し
て
、
相
手
方
も
こ
の
普
還
の
定
型
に
従
ふ
の
外
な

い
こ
と
と
成
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
取
引
の
鱈
易
化
合
理
化
迅

法
化
等
ポ
期
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
う
し
て
『
園
家
的
の
立
場
か
ら

I 

〆

J 

J

普
通
契
約
保
款
の
決
定
に
干
渉
す
る
如
舎
こ
と
は
‘
原
則
的
に
は
、
認
め

ら
れ
て
ゐ
な
い
。
:
:
:
と
の
賂
で
は
な
ほ
契
約
自
由
の
原
則
の
一
一
回
が
は

た
ら
い
て
ゐ
る
と
も
観
る
と
と
が
で
舎
る
』
(
一

O
頁
一
一
一
良
)
の
で
あ
ら
、

う
が
、
そ
れ
は
業
者
の
側
に
お
け
る
、
専
ら
取
引
の
客
観
的
な
簡
易
・
合

理
・
迅
漣
を
目
的
と
す
る
行
動
に
よ
る
の
他
な
〈
、
極
め
て
ア
ム
ピ
ギ
ヤ

ス
な
も
の
た
る
を
失
は
ぬ
。

と
こ
ろ
が
、
会
盆
に
度
ぜ
た
い
限
り
放
任
せ
ら
れ
る
普
遁
契
約
篠
款
の

目
的
を
取
引
の
簡
易
化
・
合
理
化
・
迅
速
化
の
方
面
か
ち
客
観
的
に
定
型

化
す
る
代
り
に
『
闘
防
目
的
蓬
成
ノ
篤
』
或
は
『
闘
民
経
済
ノ
運
行
ヲ
確

得
ス
ル
矯
』
な
る
目
的
を
以
て
し
た
場
合
に
果
也
て
契
約
と
い
ふ
こ
と
が

出
来
る
で
ら
ら
う
か
。
著
者
は
『
鞍
時
経
済
睦
制
に
即
隠
し
ま
た
斯
か
る

新
な
鐙
制
を
整
備
し
強
化
す
る
鱈
め
に
高
調
さ
れ
賓
施
さ
れ
て
ゐ
る
統
制

が
い
か
に
契
約
に
影
響
す
る
か
を
考
へ
る
と
.
従
来
の
契
約
に
闘
す
る
見

方
で
は
誘
明
の
つ
か
ぬ
や
う
な
こ
と
が
起
る
』
(
一
一
頁
)
と
せ
ら
れ
る
の

で
み
め
る
。
芳
し
契
約
の
木
質
に
自
由
が
鎮
座
ま
し
ま
す
と
す
れ
ば
、
之
は

最
早
契
約
で
は
あ
り
得
な
い
で
ゐ
ら
う
。
契
約
の
目
的
や
殺
果
は
全
ぐ
闘

家
に
於
で
論
既
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

四
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契
豹
は
言
葉
に
よ
っ
て
篤
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
は
全
ぐ
自
由

に
使
用
さ
れ
る
と
舎
は
果
し
て
何
時
雨
営
事
者
の
意
思
の
A
口
致
が
あ
る
で
¥

あ
ら
う
か
。
人
聞
の
行
篤
の
類
型
と
そ
の
目
的
の
類
似
と
が
あ
り
、
抽
象

，
さ
れ
た
契
約
典
型
へ
歩
み
よ
る
蛍
事
者
が
ら
る
か
ら
で
あ
る
。
無
名
契
約

と
い
ひ
混
合
契
約
と
い
ふ
の
も
大
き
ぐ
蛍
時
の
言
葉
に
示
し
得
る
。
人
間

行
矯
の
類
型
の
下
に
立
つ
の
で
あ
る
。
一
方
で
用
意
し
た
普
通
契
約
傍
款

も
之
に
歩
み
よ
る
相
手
方
が
居
る
か
ら
で
あ
る
。
き
す
れ
ば
こ
の
形
な
り

目
的
な
り
を
わ
れ
わ
れ
の
全
慢
で
あ
る
園
家
や
圏
慢
が
客
観
的
に
指
示
し

て
皆
が
之
に
歩
み
よ
る
と
を
‘
そ
の
歩
み
よ
る
自
由
が
考
へ
ら
れ
な
い
で

あ
ら
う
か
。
行
篤
の
自
由
と
い
っ
た
も
の
は
人
聞
と
い
ふ
共
同
生
活
者
の

本
質
か
ら
屈
に
割
限
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
る
る
。
ロ
プ
ス
も
相
手
方
に
遁
ず

る
と
と
か
ら
初
ま
る
で
為
ら
う
。
況
ん
や
契
約
が
相
劉
立
す
る
蛍
事
者
の

複
数
を
必
要
と
す
る
限
り
、
そ
の
聞
に
存
ず
る
自
由
と
い
ふ
の
は
矢
張
り

大
き
な
意
味
で
定
型
へ
の
歩
み
よ
り
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
に
は
歩
み

よ
る
自
由
と
歩
み
よ
ら
ぬ
自
由
の
岐
路
が
る
る
だ
け
で
あ
ら
う
。

結
局
.
『
契
約
は
す
べ
て
人
の
自
由
を
拘
束
す
る
』
(
二
六
頁
)
。
著
者
の

麗
交
は
再
び
『
自
由
を
拘
束
す
る
契
約
』
の
無
殺
を
鮮
明
に
展
開
す
る
の

で
る
る
。
と
ま
れ
、
締
精
の
自
由
を
本
質
と
す
る
契
約
に
も
)
そ
の
内
容

が
自
由
拘
束
に
あ
忍
と
き
、
本
質
的
の
無
数
と
強
度
に
よ
る
無
数
と
が
分

け
ら
れ
る
(
二
丸
頁
〉
。

自
由
を
拘
束
す
る
契
契
が
、
裁
判
に
お
い
て
守
は
れ
た
事
例
は
少
〈
な

い
。
こ
の
ζ

と
は
法
律
皐
者
に
極
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
・
一
の
枇
曾
現
象
と
し
て
見
る
と
き
社
曾
壊
上
多
〈
の
一
示
唆
を
供
す

る
で
る
ら
う
。
そ
れ
の
み
で
な
く
.
よ
〈
外
園
に
流
行
す
る
一
般
の
讃
物

と
じ
て
の
犯
罪
事
件
(
同
岳
己
E
H
g
o
y
o
)
に
次
ぐ
興
味
る
る
事
件
で
る

ら
う
。
J

従
っ
て
犯
罪
と
契
約
の
無
殺
を
巡
っ
て
名
裁
判
|
|
例
へ
ば
大
岡

裁
判
の
如
き
ー
ー
が
口
碑
に
倖
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
近

代
の
法
律
記
録
た
る
判
例
に
現
は
れ
て
ゐ
る
事
倒
に
こ
と
よ
せ
て
、
自
由

を
拘
束
す
る
契
約
の
無
数
が
虞
に
い
づ
こ
に
あ
る
の
か
を
改
め
て
探
究
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
(
三
二
頁
以
下
)
。

民
法
九
O
僚
に
器
開
公
序
良
俗
遺
更
の
無
数
で
あ
る
の
は
明
文
上
疑
の

絵
地
が
な
い
。
し
か
し
、
『
公
序
良
俗
が
何
で
あ
り
‘
叉
何
で
あ
る
べ
き
か

は
時
代
の
蓬
還
と
事
物
の
虞
相
と
を
深
〈
究
明
す
る
に
乞
ら
ざ
れ
ば
、
し

か
仁
、
容
易
に
言
ひ
切
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
1

著
者
が
、
こ
の
臨
聞
に

t

思
を
致
さ
れ
て
ブ
判
例
の
批
評
を
な
し
つ
つ
、
圃
滅
な
る
方
向
を
指
示
す

る
の
は
大
い
に
聴
〈
べ
き
で
あ
ら
う
。
し
か
も
、
そ
の
判
定
は

E
に
人
を

し
て
首
肯
ぜ
し

b
る
も
の
あ
る
を
知
る
の
で
ふ
め
る
。
唯
一
本
論
は
多
〈
の

寄
稿
を
集
積
令
ら
れ
た
る
聞
係
上
一
論
文
を
以
っ
て
↑
形
式
的
に
結
論
を
得

ー斗鐘
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」
橋
働
問
叢
'
第
十
血
管

る
に
は
不
遇
営
と
思
は
れ
る
場
合
が
多
い
の
を
感
ぜ
ら
れ
て
か
、
多
〈
示

唆
に
止
め
.
他
の
『
契
約
締
論
』
(
昭
和
七
年
)
等
仁
護
ら
れ

τゐ
る
が
故

に
覇
者
は
更
に
著
岩
の
他
の
著
書
を
参
照
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
不
便
が
な
い
と

せ
な
い
。
し
か
し
‘
之
は
凡
ゆ
る
車
究
者
に
割
問
せ
ら
れ
た
営
然
の
努
務
で

第
四
務
'

あ
ら
う
。

主

世
の
倫
理
患
者
或
は
法
律
と
道
徳
と
を
何
ら
か
の
形
で
別
具
す
る
人
達

、
は
、
木
書
を
一
讃
す
る
と
と
に
よ
っ
て
異
っ
て
ゐ
る
の
は
道
徳
と
法
律
で

は
な
〈
て
、
そ
の
賢
ち
さ
れ
る
結
果
に
あ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
が
明
ら
か

j

に
な
る
で
島
、
ぅ
。
法
律
を
道
徳
の
最
高
限
と
す
る
皐
若
も
怯
律
を
道
徳

の
最
少
限
と
す
る
筆
者
も
、
わ
れ
わ
れ
の
社
曾
生
活
が
し
か
〈
?
明
瞭
に
・

分
け
ら
れ
る
ほ
ど
道
徳
に
し
ろ
法
律
が
事
前
に
決
定
し
て
ゐ
る
の
で
な
〈

小
前
提
や
大
前
提
や
結
果
の
中
の
各
々
に
遺
徳
的
や
絵
律
的
の
償
値
判
断

が
行
は
れ
る
と
同
時
に
そ
の
綜
合
友
ぴ
綜
合
す
る
と
と
の
動
作
の
中
に
も

存
在
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ち
な
い
で
あ
ら
う
。
民
法
九
O
僚
の
ふ
山
序

.
良
俗
建
反
が
法
律
行
鱈
の
要
素
の
中
ぽ
か
り
で
な
ぐ
、
保
件
や
時
間
や
終

叉
そ
れ
ら
に
依
っ
て
生
成
せ
ち
れ
る
鯉
過
や
結
果
の
中
に
も
存
す
る
ζ

と

の
あ
る
の
は
銃
に
法
患
者
の
研
究
臨
円
で
あ
る
。
と
ま
れ
‘
誼
徳
が
こ
れ
こ

れ
の
こ
と
堕
也
費
的
で
あ
る
と
決
定
し
て
ゐ
る
の
は
無
責
任
た
る
を
失
は

な
い
。
+
一
唱
し
法
律
家
が
之
に
忠
貨
に
順
膳
し
て
、
行
鰐
の
結
果
を
法
律
的

に
剣
出
血
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
ぞ
れ
が
杓
子
定
規
に
終
り
、
世
の
非

難
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
の
多
い
の
を
観
る
で
あ
ら
う
。
法
律
は
道
徳

に
よ
ら
ん
と
し
て
却
っ
て
反
道
徳
的
に
な
る
帽
吻
合
す
ら
あ
右
の
で
あ
る
。

わ
た
〈
し
は
道
徳
を
怯
律
の
外
に
、
そ
し
て
法
律
と
別
異
し
て
考
へ
る
と

と
の
如
何
に
愚
で
あ
る
か
を
知
る
の
で
あ
る
。
道
徳
そ
れ
自
身
或
は
世
の

道
徳
家
の
無
責
任
な
る
言
動
乃
至
判
定
と
は
別
に
法
律
は
切
貨
に
そ
の
事

件
を
魔
理
せ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
例
へ
ば
『
切

腹
』
が
道
徳
的
で
あ
る
か
否
か
は
倫
理
患
者
や
世
の
所
謂
道
徳
家
に
放
言

さ
ぜ
て
置
け
ば
よ
い
。
空
ろ
‘
世
人
は
賓
数
の
あ
る
法
律
的
な
指
示
を
以

っ
て
、
間
家
生
活
の
指
標
と
な
さ
ん
と
そ
の
判
定
を
仰
い
で
ゐ
る
の
で
あ

，
る
。
ぞ
れ
が
完
全
に
道
徳
と
一
致
す
べ
ぎ
で
あ
る
の
は
謂
ふ
迄
も
な
い
が

絵
律
が
道
徳
と
一
致
す
る
と
い
ふ
よ
り
も
そ
の
一
致
す
る
限
り
に
お
い
て

道
徳
は
質
践
的
で
乞
り
、
賓
数
を
も
有
す
る
の
で
あ
る
。
品
目
考
ヘ
今
も
信

ず
る
一
娠
の
人
々
の
あ
る
如
〈
、
世
を
道
徳
の
最
少
限
と
す
る
こ
と
は
、
今

自
の
経
済
怯
乃
至
閏
家
法
の
理
念
の
下
に
立
つ
法
に
つ
い
て
は
考
へ
ら
れ

ぬ
と
と
で
お
ら
う
。
換
言
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
閏
民
と
し
て
の
生
活
を

規
律
す
る
法
は
会
法
と
い
は
ず
私
法
と
い
は
ず
経
済
法
た
る
を
筒
は
ず
、

.J" ，~ __ 、
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凡
で
信
義
識
質
に
よ
り
積
極
的
4

一
習
を
要
求
し
て
止
ま
な
い
の
で
ら
め
る
。
法

樟
上
の
責
任
だ
か
ら
と
て
川
必
ず
し
も
刑
罰
や
強
制
執
行
で
強
制
す
る

も
の
ば
か
り
で
な
い
こ
と
は
幾
多
の
規
定
・
慣
習
に
そ
の
事
例
乏
し
〈
な

い
。
わ
た
〈
し
が
樫
諸
問
法
に
お
い
て
鰹
済
倫
理
を
主
張
す
る
の
も
査
法
律

に
お
け
る
信
義
誠
賓
の
績
き
で
ら
め
り
、
今
日
の
鰹
婦
問
畿
に
お
い
て
特
に
重

嬰
な
地
位
を
占
め
ね
ば
な
ら
な
ぐ
な
っ
た
こ
と
を
思
ふ
か
ち
で
あ
る
。
形

式
的
に
怯
と
道
徳
の
聞
係
せ
辿
っ
て
見
る
も
、
法
は
画
家
の
意
思
で
ふ
め
り

閏
家
は
町
天
皇
で
ふ
め
ら
、
ぜ
ら
れ
る
現
賓
の
わ
が
閏
憶
に
お
い
て
は
、
同
家

の
意
思
は
大
御
、
む
に
外
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
、
訟
が
道
徳
の
最
少
限
で
あ

る
こ
と
は
‘
わ
れ
わ
れ
の
直
観
に
も
確
信
に
屯
反
す
る
の
で
ほ
あ
る
ま
い

か
。
闘
家
は
畏
高
の
誼
徳
で
@
め
hJ
、
道
徳
と
秩
律
と
は
そ
の
顕
現
の
函
こ

そ
異
れ
結
局
彼
此
別
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

， 

.ι. ，、

1(}5 

融
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
白
常
生
活
事
賓
に
お
い
て
.
男
女
の
性
変
は
避

け
難
い
草
賓
で
。
め
る
と
同
時
に
、
今
日
、
民
族
及
び
園
家
維
持
の
上
か
ら

道
徳
的
に
判
断
寸
れ
ば
、
間
?
な
る
自
然
事
費
も
寧
ろ
道
徳
的
で
ふ
め
る
行
間
同

で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
若
し
、
不
遺
徳
と
い
ふ
期
間
念
に
支
鹿
ぜ
ら
れ
る
と
す

れ
ぽ
、
法
律
に
よ
ら
ぬ
男
女
の
性
変
で
あ
る
が
矯
で
は
あ
る
ま
い
か
。
法

• 
静

律
に
よ
ら
ぬ
と
い
へ
ぽ
婚
姻
外
の
性
交
は
凡
て
不
道
徳
と
い
ふ
こ
と
に
な

ち
う
。
し
か
る
に
再
轄
し
て
法
律
上
所
謂
婚
姻
繋
約
或
ほ
内
線
闘
係
で
は

法
律
、
も
道
徳
も
之
を
是
認
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
買
淫
行
篤
と
な
る

と
そ
こ
に
報
酬
の
授
受
が
行
は
れ
て
不
道
徳
之
も
な
り
無
数
の
行
簡
と
も

な
る
の
で
あ
る
。
と
れ
は
道
徳
的
に
百
て
社
台
風
教
上
も
悪
け
れ
ば
、
娼

妓
等
に
つ
い
て
は
他
人
の
性
行
の
自
由
を
拘
束
す
る
と
と
に
も
な
る
の
で

悪
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
、
法
律
が
一
定
の
許
可
を
輿
へ

一
定
の
地
域
や
時
間
等
の
傍
件
の
下
に
行
は
し
め
る
と
社
曾
風
教
上
の
害

悪
は
或
毛
程
度
之
を
被
少
せ
し
む
る
と
と
が
出
来
よ
う
。
さ
う
し
て
、
寅

お
仕
行
鱈
も
自
由
を
拘
束
す
る
契
豹
町
ち
『
表
商
務
妓
ト
稽
ス
ル
ぞ
実
ノ
質

密
ニ
客
ノ
枕
席
-
一
侍
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
約
束
』
(
大
剣
昭
和
一
二
・
二
-
一
、
一

四
法
律
新
聞
二
八
四
七
持
丸
頁
)
で
な
い
限
り
、
自
獲
的
に
或
は
自
由
に

担
紹
し
得
る
約
束
の
形
、
換
言
す
れ
ば
無
殺
を
主
躍
し
得
る
限
り
で
は
、

自
由
拘
束
に
よ
る
会
序
良
俗
建
反
を
械
量
せ
し
む
る
こ
と
が
出
来
よ
号

(一

=o
一
一
員
以
下
参
照
)
。

要
す
る
に
、
墓
木
が
無
数
で
あ
ら
う
と
も
、
自
ら
約
束
を
し
な
が
ら
、

そ
の
営
事
者
が
、
自
己
の
利
益
の
篤
に
‘
嘗
該
契
約
の
無
殺
を
主
張
す
る

の
は
伶
更
不
道
徳
で
あ
り
公
序
良
俗
建
反
で
ふ
め
る
と
い
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。

か
ぐ
の
如
注
は
め
阿
‘
基
本
契
約
を
有
数
の
も
の
と
し
て
そ
れ
よ
り
利
得
を

」一一一一一ー一一一~~~~午五選以E
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織
論
叢
第
十
品
世

第
四
俵

公
R
T
に
分
配
ぜ
し
む
る
方
が
怒
を
重
ね
し
む
る
こ
と
に
食
ら
な
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
こ
そ
渋
律
規
定
に
な
〈
と
も
僚
理
或
は
祉
舎
遁
念
に

/
よ
っ
て
決
す
べ
き
事
に
鷹
し
よ
う
。
そ
れ
が
亙
に
『
公
序
良
俗
に
も
合
し
遺

徳
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
嘗
っ
て
大
審
院
が
『
娼
妓
管
業
ハ
韮
鰹
ノ
職
業

ニ
非
』
ず
と
し
な
が
ら
『
既
エ
公
認
セ
ラ
レ
居
ル
ヲ
以
テ
、
者
グ
モ
法
規

-
一
定
メ
タ
ル
場
所
及
ピ
僚
件
-
一
役
ヒ
管
業
ス
ル
ハ
法
律
上
他
ノ
職
業
ニ
従

事
ス
ル
モ
ノ
ト
問
視
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
』
〈
大
列
明
一
二
五
・
二
・
六
民
品
開
八
輯

ニ
巻
二
一
頁
)
と
な
し
た
る
こ
と
よ
り
前
文
に
不
道
徳
と
し
な
が
ら
後
す
ん

に
合
法
行
需
と
せ
る
も

mだ
と
す
る
論
者
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

朔
例
の
趣
旨
は
飽
ぐ
迄
前
文
の
不
道
徳
は
法
律
も
蓮
法
と
す
る
の
で
あ
る

k
同
時
に
‘
そ
れ
を
一
定
の
場
所
及
び
傍
件
の
下
に
↓
公
認
す
る
と
こ
ろ
は

遺
徳
的
で
も
あ
り
、
公
序
良
俗
に
も
謹
民
せ
ざ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
蓋
し
‘
婚
姻
外
周
性
六
人
や
寅
涯
は
悪
で
あ
り
遣
法
で
あ
る
と
確
定
し

て
も
そ
れ
を
什
ふ
こ
と
が
現
賓
で
あ
れ
.
除
、
倫
理
筆
者
が
『
患
い
こ
と
で

f

す
ぞ
』
と
誘
数
し
て
完
全
に
之
な
き
を
期
し
得
た
こ
と
が
あ
ら
う
か
。
法

律
が
罰
金
、
拘
留
、
禁
鋼
、
懲
役
を
課
し
或
は
不
義
者
と
し
て
追
放
や
打

首
に
廃
し
て
之
を
根
絶
し
得
た
こ
と
が
あ
ら
う
か

f
費
淫
に
悪
の
償
値
判

断
を
下
し
て
補
間
し
て
ゐ
ら
れ
る
倫
理
壊
者
は
幸
哉
。
し
か
し
、
こ
れ
を
根

絶
し
得
な
い
な
ら
ば
惑
を
漣
止
す
る
方
法
を
考
へ
な
い
の
は
無
責
任
と
汁

1/' .. 
~~ 

U
A
外
は
た
い
。
し
か
ら
ば
.
之
を
漣
止
・
て
へ
〈
饗
出
し
た
一
定
の
僚
件
及

び
場
所
の
下
に
於
け
る
之
が
公
認
と
之
を
管
h
u
行
震
と
は
そ
一
れ
自
身
は
紳

聖
な
る
職
業
と
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
筈
で
あ
る
。
恰
も
車
濁
行
篤
で
は
あ

る
が
‘
一
般
に
放
尿
す
る
の
は
惑
い
こ
と
で
止
め
り
違
法
行
篤
で
も
あ
る
。

、
し
か
る
に
放
尿
一
が
漣
止
出
来
ぬ
以
上
、
便
所
に
な
ら
ぽ
許
さ
れ
て
も
い

い
。
し
か
し
、
誰
が
便
所
建
設
や
之
が
酌
取
行
篤
を
惑
と
判
定
し
遣
法
行

矯
と
い
ふ
者
が
あ
ら
う
か
。
一
定
の
場
所
及
び
燦
件
の
下
日
ん
な
ら
ば
悪
や

遼
法
を
遜
止
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
そ
の
僚

件
や
場
所
を
公
認
し
魔
理
す
る
行
鱈
は
警
と
も
な
り
感
謝
せ
ら
れ
、
合
法

と
な
り
奨
闘
さ
る
べ
き
こ
と
に
属
す
る
で
あ
ら
う
。

-t: 

筆
が
思
は
ず
鉢
師
事
に
走
つ
党
け
れ
ど
も
‘
こ
の
間
の
法
律
的
基
礎
思
考

は
か
著
の
『
費
妓
の
花
代
分
回
契
約
の
護
法
性
』
(
一
一
一

O
一
頁
以
下
)
以
下

多
〈
の
契
約
に
到
す
る
大
審
院
判
例
の
批
判
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

判
例
批
評
の
批
判
或
は
紹
介
は
拙
稿
の
本
旨
で
も
亦
先
輩
に
到
す
る
趨
で

も
な
い
の
で
割
愛
し
た
い
が
、
晴
問
者
の
熟
語
翫
味
こ
そ
望
ま
し
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
著
者
に
ほ
安
評
を
‘
費
者
に
は
不
十
分
を
乎

識
し
つ
つ
欄
筆
ず
る
も
の
で
あ
る
。

(
昭
和
一
七
・
丸
・
一
)
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