
 

Instructions for use

Title 著作権の一元的構成について（１）

Author(s) 半田, 正夫

Citation 北大法学論集, 15(1), 35-118

Issue Date 1964-09-15

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/16036

Type bulletin (article)

File Information 15(1)_p35-118.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


i論 i

i説 i

著

作

権

の

自

次

付

序
問
題
の
提
起
と
用
語
上
の
約
束

第
一
章
学
説
の
形
成
と
そ
の
批
判

第

一

節

古

典

的

学

説

第
一
項
精
神
的
所
有
権
論

第

二

項

人

格

権

一

元

論

第

三

項

二

元

論

第

二

節

現

代

の

学

説

第
一
一
項
ロ

BFH
仏

E
ゲ
ゲ
論

第
二
項
新
精
神
的
所
有
権
論

第
三
項
著
作
権
一
元
論
(
以
上
本
号
)

第
二
章
実
定
法
に
お
け
る
著
作
権
の
構
造

-
比
較
法
的
考
察
|

わ
が
閏
の
著
作
権
制
度
と
一
元
的
構
成

著作権の一元的構成について

第
三
章

一
元
的
構
成

つ
し〉

て
ハ
門

半

回

正

夫

北法15(1・35)35 



説

序

l

問
題
の
提
起
と
用
語
上
の
約
束

北法15(1・36)36 

論

著
作
権
は
私
法
体
系
中
特
異
な
位
置
を
占
め
る
権
利
で
あ
る
。
そ
れ
は
保
護
の
客
体
で
あ
る
著
作
物
が
創
作
者
の
精
神
的
労
働
の
所
産

で
あ
っ
て
、
云
わ
ば
精
神
の
客
観
的
実
在
た
る
一
面
を
有
す
る
と
と
も
に
、
他
方
独
立
の
取
引
財
と
し
て
創
作
者
の
経
済
的
利
益
に
奉
仕

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
著
作
権
も
ま
た
著
作
者
の
観
念
的
利
益
と
財
産
的
利
益
と
を
同
時
に
満
足
す
る
よ
う
に
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
理
由
に
よ
る
。

か
か
る
特
異
な
性
格
を
有
す
る
権
利
の
構
造
を
解
明
す
る
に
は
多
く
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
他
の
私
権
と
く
に

無
体
財
産
権
の
範
時
に
属
す
る
私
権
と
の
異
同
を
、
あ
る
い
は
巨
視
的
に
、
あ
る
い
は
微
視
的
に
検
討
し
な
が
ら
著
作
権
の
特
質
を
浮
彫

に
す
る
方
法
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
視
点
を
著
作
物
の
創
作
過
程
に
置
き
、
著
作
者
の
創
作
的
精
神
が
著
作
物
の
上
に
ど
の
よ
う
に
具
現

さ
れ
て
行
く
か
の
考
察
を
通
し
て
、
著
作
物
の
特
異
性
ひ
い
て
は
著
作
権
の
特
異
性
に
論
究
す
る
方
法
で
あ
り
、
そ
の
三
は
、
著
作
権
の

権
利
構
成
に
関
す
る
諸
学
説
を
一
つ
一
つ
吟
味
す
る
と
同
時
に
、
著
作
権
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
歴
史
的
、
社
会
的
諸
条
件
、
さ
ら
に

は
各
実
定
法
に
お
け
る
著
作
権
制
度
の
体
系
的
考
察
な
ど
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
著
作
権
の
基
礎
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
な
ど
で
あ

る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
方
法
は
、
単
独
で
は
そ
れ
ぞ
れ
著
作
権
の
一
面
を
把
え
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
全
体
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
程
遠

い
も
の
で
し
か
な
い
。
著
作
権
の
分
析
の
徹
底
化
を
は
か
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
以
て
綜
合
的
な
考
察

を
加
え
な
け
れ
ば
完
壁
を
期
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
一
個
人
の
能
力
を
以
て
し
て
は
殆
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
上
記
三
つ
の
方
法
の
う
ち
主
と
し
て
第
三
の
方
法
に
よ
り
、
こ
の
角
度
か
ら
著
作
権
の
構
造
を
多
少
な
り

と
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

著
作
権
の
権
利
構
成
に
関
す
る
論
争
は
、

か
つ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
わ
が
国
に
お
い
て
も



種
々
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
問
題
の
焦
点
は
、
著
作
者
の
財
産
的
利
益
に
奉
仕
す
る
諸
権
能

l
i例
え
ば
著
作
物
を
印
刷
・
出
版
、
演
劇
、

映
画
、
放
送
等
に
利
用
す
る
権
利
(
こ
れ
を
総
称
し
て
著
作
財
産
権
と
い
う
)
|
ー
と
観
念
的
利
益
に
奉
仕
す
る
諸
権
能
|
|
例
え
ば
著

作
物
を
公
表
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
権
利
、
著
作
物
の
内
容
変
更
に
異
議
を
唱
え
る
権
利
、
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
等

(
こ
れ
を
総
称
し
て
著
作
人
格
権
と
い
う

)llと
を
著
作
権
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
わ

お
よ
そ
次
の
二
つ
の
見
解
の
対
立
か
ら
成
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

れ
と
人
格
権
と
し
て
の
著
作
人
格
権
と
を
併
置
し
て
担
え
た
り
、
あ
る
い
は
著
作
権
を
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
の
併
存
す
る
重
複
権

(骨
o
t
仏
。
己
)F)
と
し
て
担
え
た
り
し
て
、
二
元
的
構
成
を
主
張
す
る
立
場
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
著
作
権
か
ら
そ
の
効
力
と
し
て
著

が
国
の
学
説
は
、

一
つ
は
、
著
作
権
H
著
作
財
産
権
と
し
、
こ

作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
が
流
出
す
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
著
作
権
自
体
は
こ
れ
ら
両
権
の
源
泉
た
る
単
一
権
で
あ
っ
て
、
財
産
権

一
元
的
構
成
す
}
主
張
す
る
立
場
で
あ
る
。
私
は
、
結
論
的
に
は
、
著

で
も
人
格
権
で
も
な
い
特
殊
の
支
配
権
、
絶
対
権
で
あ
る
と
し
て
、

作
権
の
一
元
的
構
成
を
主
張
す
る
立
場
、
す
な
わ
ち
著
作
権
一
元
論
に
賛
成
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
見
解
が
著
作
物
の
本
質
及
び
著
作
者

付

と
著
作
物
と
の
関
係
を
最
も
よ
く
把
え
て
い
る
ば
か
り
か
、
著
作
権
上
の
諸
問
題
を
包
括
的
に
説
明
す
る
説
得
的
技
術
と
し
て
も
す
ぐ
れ

て
い
る
と
思
料
す
る
か
ら
で
あ
る
。

著作権の一元的構成について

し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
わ
が
国
に
お
け
る
著
作
権
一
元
論
は
、
本
来
、
こ
の
理
論
の
核
心
と
も
な
る
べ
き
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格

権
の
牽
連
性
に
つ
い
て
の
洞
察
を
怠
り
、
そ
の
た
め
に
、

一
元
論
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
著
作
権
の
譲
渡
、
相
続
及
び
消
滅
等
の
諸
問
題

(
以
下
こ
れ
を
著
作
権
の
動
態
的
側
面
と
呼
称
す
る
)
に
つ
い
て
の
一
元
的
構
成
の
維
持
を
否
定
す
る
と
い
う
論
理
的
矛
盾
を
お
か
し
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
現
行
著
作
権
法
が
著
作
権
の
一
元
的
構
成
を
貫
く
上
に
障
害
と
な
る
い
く
つ
か
の
規
定
(
矧
一
議
略
語
刊
伸
一
ん
ヨ
;
八
)
を

一
元
論
の
純
粋
な
形
で
の
採
用
を
蕗
賠
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
最
大
の
理
由
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
著
作
権
の

北法15(1・'57)37 

置
い
て
い
る
こ
と
、
が
、

本
質
」
論
と
し
て
著
作
権
の
二
克
的
構
成
を
標
務
し
て
い
な
が
ら
、
法
現
象
面
に
お
い
て
現
行
法
に
す
な
お
に
妥
協
す
る
態
度
に
は
や
は



説

り
問
題
が
残
ろ
う
。
わ
が
国
の
一
元
論
は
、
当
初
の
意
図
は
と
も
か
く
、
結
果
的
に
は
二
一
克
的
構
成
に
近
く
、
そ
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い

と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
本
来
の
意
味
で
の
著
作
権
一
元
論
と
は
、

一
元
的
構
成
を
著
作
権
の
全
分
野

か
か
る
内
容
の
も
の
で
は
な
く
、

論

に
わ
た
っ
て
純
粋
に
貫
こ
う
と
す
る
理
論
の
は
ず
で
あ
る
。
現
在
ド
イ
ツ
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
著
作
権
一
元
論
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、

私
の
賛
成
す
る
二
五
諭
も
こ
の
意
味
に
お
け
る
二
五
論
で
あ
る
。

さ
て
、

か
か
る
意
味
で
の
著
作
権
一
元
論
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
内
容
を
有
し
、

い
か
な
る
点
で
他
の
理
論
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る

か
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
こ
の
理
論
を
現
行
法
の
解
釈
に
よ
っ
て
法
現
象
面
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
、

わ
が
国
に
お
い
て
は
実
際
に
不
可
能

で
あ
る
の
か
、

に
つ
い
て
の
論
究
が
著
作
権
の
構
造
を
理
解
す
る
上
に
差
当
っ
て
重
要
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
以
上
の
問
題
意

識
に
基
き
、
次
の
よ
う
な
論
述
の
進
め
方
を
と
る
。

ま
ず
、
著
作
権
の
権
利
構
成
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
諸
学
説
を
逐
一
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
の
関

係
お
よ
び
各
学
説
が
著
作
権
の
動
態
面
を
い
か
に
処
理
し
て
い
る
か
が
論
点
の
中
心
を
な
す
。
各
学
説
の
批
判
を
通
じ
て
著
作
権

一
元
論
が
い
か
に
理
論
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
か
を
論
証
す
る
の
、
が
、
こ
こ
で
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

次
に
、
各
国
に
お
け
る
実
定
法
の
泊
卒
、
解
釈
運
用
お
よ
び
改
正
の
方
向
な
ど
の
比
較
法
的
考
察
を
行
い
、
著
作
権
制
度
の
あ

り
か
た
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、

と
く
に
、
著
作
人
格
権
が
各
実
定
法
体
系
に
お
い
て
、

い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
か
が

論
述
の
中
心
と
な
る
。
著
作
論
一
元
論
が
、
単
な
る
理
念
型
に
と
ど
ま
ら
ず
現
実
型
と
し
て
も
把
え
う
る
こ
と
の
論
証
を
こ
こ
で

の
ね
ら
い
と
す
る
。

仰
最
後
に
、
著
作
権
一
元
論
が
、
わ
が
国
の
現
行
著
作
権
法
の
解
釈
に
際
し
て
、
果
し
て
維
持
で
き
る
か
を
考
察
の
対
象
と
す

る
o

で
き
れ
ば
こ
こ
で
改
正
私
案
の
提
示
を
も
試
み
た
い
。

北法 5(1・38)38 



実
定
法
と
社
会
的
事
実
と
の
聞
に
み
ら
れ
る
ず
れ
は
、
如
何
な
る
時
代
、
如
何
な
る
法
域
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
一
般
的
な
法
現
象
で

あ
る
が
、
最
近
の
著
作
権
法
領
域
に
お
い
て
は
そ
れ
が
と
く
に
著
し
い
。
近
年
に
お
け
る
機
械
技
術
と
マ
ス
コ
ミ
の
急
速
な
進
展
は
著
作

物
の
経
済
的
利
用
の
方
法
を
大
幅
に
拡
大
す
る
一
方
、
従
来
殆
ん
ど
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
著
作
者
の
観
念
的
利
益
保
護
の
要
請
が
新
た
に

重
要
視
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
急
激
な
事
実
の
変
動
に
対
処
す
る
た
め
、
各
国
で
は
、
あ
る
い
は
現
行
法
の
解

釈
の
拡
張
に
よ
り
、
あ
る
い
は
個
々
の
規
定
の
修
正
に
よ
り
、
さ
ら
に
は
ま
た
著
作
権
法
の
全
面
的
改
正
な
ど
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
対
策

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
的
趨
勢
を
直
視
す
る
と
き
、
現
行
法
の
改
正
を
企
画
立
案
中
の
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
単
に
現

行
法
上
の
欠
陥
を
個
々
的
に
補
正
す
る
に
留
ら
ず
、
よ
り
高
い
視
野
に
た
っ
た
著
作
権
法
体
系
の
再
構
成
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
著
作
権
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
全
体
像
を
把
え
る
こ
と
、
か
先
決
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、

か
な
り
思
い
切
っ
た
議

論
を
展
開
し
た
た
め
多
く
の
難
点
が
あ
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
。
大
方
の
御
叱
正
御
教
示
に
よ
っ
て
後
日
の
補
正
を
期
す
る
と
同
時
に
、
本

稿
を
契
機
に
著
作
権
に
対
す
る
関
心
が
喚
起
さ
れ
る
な
ら
ば
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
。

付

次
に
本
稿
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
用
語
に
つ
い
て
約
束
し
て
お
き
た
い
。

著作権のー元的構成について

ω
著
作
権
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
種
の
権
利
、
即
ち
主
と
し
て
著
作
物
を
経
済
的
に
利
用
す
る
権
利
と
主
と
し
て
著
作

者
の
観
念
的
利
益
に
奉
仕
す
る
権
利
を
、
そ
れ
ぞ
れ
著
作
財
産
権
、
著
作
人
格
権
と
呼
称
す
る
。
前
者
は
対
価
を
伴
わ
な
い
も
の
も
含
む

の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
物
利
用
権
と
呼
ぶ
方
が
適
切
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、

わ
が
国
で
は
著
作
財
産
権
の
語
が
慣
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

北法15(1・39)39 

あ
る
し
、

ま
た
著
作
人
格
権
と
の
対
比
を
明
ら
か
に
す
る
上
か
ら
も
あ
え
て
こ
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

(2) 

著
作
財
産
権
お
よ
び
著
作
人
格
権
か
ら
派
生
す
る
諸
権
利
、
例
え
ば
前
者
か
ら
生
ず
る
複
製
・
頒
布
権
、
放
送
権
、
映
画
化
権
、

展
覧
権
等
、
な
ら
び
に
後
者
よ
り
生
ず
る
公
表
権
、
著
作
物
変
更
権
、
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
等
を
そ
れ
ぞ
れ
総
称
す
る
場



説

合
に
は
、
そ
の
源
泉
と
な
る
著
作
財
産
権
、
著
作
人
格
権
と
区
別
す
る
た
め
、
財
産
権
的
権
能
、
人
格
権
的
権
能
と
呼
称
す
る
。

n
J
 

本
稿
中
、
著
作
物
内
容
変
更
権
ま
た
は
著
作
物
変
更
権
と
呼
称
す
る
権
利
は
、

わ
が
国
で
は
通
常
、
こ
の
権
利
の
消
極
的
側
面
の

北法15(1・40)40 

論

み
を
取
り
上
げ
て
、
著
作
物
変
更
異
議
申
立
権
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
積
極
的
側
面
を
も
含
め
る
意
味
に
お
い
て
上
記
の
名
称

を
(4) 使

用
す
る

そ
の
他
、

わ
が
国
に
お
い
て
適
訳
が
な
い
た
め
に
か
な
り
思
い
切
っ
た
訳
語
を
使
用
し
て
い
る
個
所
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ

ぞ
れ
関
係
個
所
に
お
い
て
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。

〈

1
U

こ
の
方
向
で
の
す
ぐ
れ
た
研
究
と
し
て
は
∞

n
r
B
E
E
w
の
ヨ
ロ
ハ
HEm-g『

R
R
E口
問
白
ロ
同
仏
巾
E
C
S
E巾
ハ
皆
同
ぬ
君
。
忌
一

-
n
r
g
H山⑦
n
r
g
n
y
C
R
a
g仏
C
T

F
r
o
R
2
7
5・
5
E
-

(
2
〉
こ
の
方
向
で
の
業
績
と
し
て
は
出
ロ
ゲ
旨
g
p
ロ
島
知
円

Z
弘田

R
r
c勺同町ユ
R
r
g
o巳
忠
由
、
】
甲
山
品
・
末
川
・
「
著
作
権
の
本
質
」
(
民
法
に
お
け
る
特
殊
問

題
の
研
究
第
一
巻
所
収
)
、
阿
部
・
「
著
作
権
の
基
礎
構
造
」
(
勝
本
還
暦
記
念
、
現
代
私
法
の
諸
問
題
下
所
収
〉
。

(

3

)

本
稿
で
、
著
作
権
の
権
利
構
成
に
関
す
る
学
説
と
称
す
る
も
の
は
、
従
来
わ
が
国
で
著
作
権
本
質
論
あ
る
い
は
著
作
権
性
質
論
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
も
の

と
同
一
で
あ
る
が
、
後
者
は
用
語
と
し
て
適
切
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
の
で
本
稿
で
は
意
識
的
に
こ
れ
を
避
け
た
も
の
で
あ
る
。

(

4

)

榛
村
・
著
作
権
法
概
論
(
昭
和
八
年
)
三
五
頁
以
下
。

(
5
)

末
川
・
前
掲
書
二
一
二
頁
以
下
、
ま
た
は
論
双
六
巻
一
六
九
頁
以
下
。

(

6

)

水
野
・
「
著
作
権
の
性
質
に
つ
い
て
」
法
協
二
一
巻
九
号
一
二
三
二
頁
以
下
、
勝
本
・
日
本
著
作
権
法
(
昭
和
二
三
年
)
六
二
頁
、
城
戸
・
著
作
権
法
研

究
(
昭
和
一
八
年
)
-
四
九
頁
。

第
一
章

学
説
の
形
成
と
そ
の
批
判

著
作
者
の
著
作
物
に
対
す
る
関
係
を
保
護
す
る
権
利
と
し
て
著
作
権
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
比
較
的
新
し
い
こ
と
に
属



す
る
。
そ
れ
は
一
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
精
神
的
所
有
権
論
の
登
場
を
も
っ
て
始
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
精
神
的
所
有
権
論

以
後
に
生
じ
た
主
要
諸
学
説
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
学
説
が
ど
の
よ
う
な
動
機
の
も
と
に
形
成
さ
れ
、
著
作
権
の
構
造
を
ど
の
よ
う
に
把

握
し
て
い
る
か
を
、
著
作
権
の
動
態
的
側
面
の
処
理
の
問
題
を
も
含
め
て
考
察
し
、
か
つ
批
判
し
て
み
た
い
と
思
う
。
か
か
る
批
判
を
通

じ
て
著
作
権
の
権
利
構
造
を
浮
彫
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
章
で
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

な
お
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
の
検
討
だ
け
に
問
題
を
限
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
は
、

わ
が
国
に
お
け
る
著
作
権
理
論
が

殆
ん
ど
ド
イ
ツ
の
学
説
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
の
と
歩
調
を
合
わ
せ
た
こ
と
の
ほ
か
に
、
そ
の
他
の
国
の
学
説
は
ド
イ
ツ
の
そ
れ
に
追
随

す
る
か
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
大
差
な
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。
ま
た
本
章
は
古
典
的
学
説
と
現

代
の
学
説
の
二
節
に
分
け
た
が
、
こ
の
分
類
の
規
準
は
、
既
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
あ
る
い
は
現
在
な
お
生
き
続
け
て
い
る
か

の
点
に
置
い
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
全
く
論
述
の
便
宜
上
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
発
生
年
代
の
新
旧
を

あ
ら
わ
し
た
も
の
と
速
断
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

付

第
一
節

古

典

的

学

説

著作権の一元的構成について

第
一
一
項

精
神
的
所
有
権
論

け

d ヲ

廿

内

北法15(1・41)41 

精
神
的
所
有
権
論
は
、

一
八
世
紀
初
頭
に
、
伝
統
的
な
出
版
者
の
営
業
保
護
の
思
想
に
基
く
特
許
制
度
を
超
克
す
る
も
の
と
し
て
登
場

し
た
。
そ
こ
で
は
著
作
者
と
著
作
物
と
の
関
係
が
は
じ
め
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
従
来
省
み
ら
れ
な
か
っ
た
著
作
者
自
身
の
保
護
に
焦
点

が
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
そ
の
名
称
が
一
不
す
如
く
、
精
神
的
創
作
物
た
る
著
作
物
を
有
体
物
と
の
対
比
に
お
い
て
、
著
作
者
の



論

お
よ
ぶ
こ
の
理
論
の
存
続
期
間
中
、
時
代
に
よ
り
あ
る
い
は
主
張
者
に
よ
り
絶
え
ず
そ
の
内
容
が
動
揺
し
て
お
り
必
ず
し
も
理
論
の
発
展

北法15(1・42) 42 

説

権
利
を
物
所
有
権
と
同
様
に
構
成
し
よ
う
と
試
み
た
点
に
特
色
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
o

だ
が
出
現
し
た
当
時
か
ら
直
ち
に
著
作
者
保

護
の
意
識
が
確
立
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
醸
成
さ
れ
る
ま
で
に
は
か
な
り
の
期
聞
を
要
し
て
い
る
。
し
か
も
約
二
百
年
の
長
期
に

の
方
向
へ
と
ひ
た
す
ら
進
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
項
で
は
精
神
的
所
有
権
の
内
容
を
創
生
、
隆
盛
、
衰
退
の

(
2
)
(
3
)
 

三
期
に
大
別
し
、
そ
の
聞
の
複
雑
な
動
揺
の
過
程
を
辿
る
こ
と
と
し
た
い
。

)
 

J
ぺ1

・
(
 
創
生
期
に
お
け
る
精
神
的
所
有
権
論

精
神
的
所
有
権
論
を
生
み
出
す
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
出
版
所
有
権
論
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
八
世
紀
初
頭
ド
イ
ツ
で
は
既

に
神
聖
ロ
l
マ
皇
帝
の
権
威
が
失
墜
し
、
そ
れ
に
代
っ
て
ラ
シ
ト
諸
候
の
勢
力
が
増
大
す
る
時
期
に
あ
っ
た
が
、

か
か
る
国
内
状
勢
は
当

時
の
出
版
界
に
も
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
従
来
皇
帝
の
有
し
て
い
た
特
許
付
与
権
は
効
力
が
う
す
れ
、
各
ラ

γ

ト
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
有
し
て
い
た
特
許
制
度
の
み
が
出
版
者
を
保
護
す
る
唯
一
の
制
度
と
な
っ
た
が
、
あ
る
ラ
ン
ト
の
出
版
特
許
も
そ

の
効
力
範
囲
は
そ
の
領
域
内
に
限
ら
れ
ド
イ
ツ
全
土
に
お
よ
ぶ
排
他
的
出
版
権
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
著
作
者
に
対
す
る

報
酬
の
支
払
と
引
換
え
に
原
稿
を
譲
受
け
た
出
版
者
と
雄
も
、
絶
え
ず
無
断
複
製
に
悩
ま
さ
れ
る
事
情
に
陥
っ
た
。
他
方
、
出
版
者
に
与

え
ら
れ
る
特
許
は
、

一
応
期
聞
が
限
ら
れ
て
い
た
が
屡
々
更
新
さ
れ
て
お
り
、
な
か
ば
独
占
権
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
情

は
、
必
然
的
に
出
版
者
に
排
他
的
出
版
権
の
意
識
を
醸
成
す
る
作
用
を
営
み
、
逐
に
は
、
出
版
著
作
物
に
一
種
の
所
有
権
が
生
じ
出
版
者
に

帰
属
す
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
が
出
版
所
有
権
論
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
そ
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、
出
版

者
の
排
他
的
出
版
権
を
原
稿
所
有
権
の
取
得
で
も
っ
て
理
由
づ
け
よ
う
と
し
た
。

」
の
点
に
つ
き
一
七

O
六
年
ラ
イ
プ
チ
ヅ
ヒ
大
学
の

m
g旬。ロ日
HEロ
は
「
本
の
所
有
権
は
著
作
者
み
ず
か
ら
こ
れ
を
出
版
す
る
と
き
は
著
作
者
に
、
ま
た
出
版
者
が
こ
れ
を
取
得
し
た
と
き
は



出
版
者
に
属
す
る
:
・
本
の
刊
行
お
よ
び
公
表
に
よ
っ
て
著
作
者
ま
た
は
出
版
者
は
彼
ら
が
有
す
る
所
有
権
を
失
う
も
の
で
は
な
い
」
と
述

ソ
へ
、
特
許
付
与
が
所
有
権
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
点
を
強
調
し
て
い
る
。
同
様
の
趣
旨
は
一
七
二
二
年
一
月
の
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル

グ
大
学
の
の

E
R
Y
Zロ
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
だ
有
体
物
と
し
て
の
原
稿
と
無
体
物
と
し
て
の
精
神
的
著
作
物
と
の
相

違
が
意
識
さ
れ
ず
、
未
分
化
の
ま
ま
所
有
権
の
対
象
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
出
版
者
の
排
他
的
出
版
権
の
論
理
的
前
提
と
し
て
、

著
作
者
に
、
か
か
る
未
分
化
の
所
有
権
の
帰
属
を
認
め
た
こ
と
が
、
後
に
お
け
る
精
神
的
所
有
権
論
の
樹
立
に
示
唆
を
与
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。最

初
に
精
神
的
所
有
権
論
を
主
張
し
た
の
は
グ
ン
ド
リ
ン
グ
(
の
ロ
ロ
丘
Em)
で
あ
る
。
彼
は
一
七
二
六
年
の
論
文
の
中
で
「
本
の
著
作

者
は
彼
自
身
の
思
想
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
出
版
者
に
売
却
し
う
る
価
値
に
つ
い
て
も
所
有
権
を
有
す
る
」
と
述

へ
9
〉

(
回
。
}
回
目
巾
同
)
も
「
多
大
の
労
力
を
費
し
て
創
作
し
た
本
の
著
作
者
は
、
か
か
る
労

べ
て
い
る
。
続
い
て
一
七
一
一
二
年
に
は
ボ
ェ

l
マ
l

力
と
著
作
物
の
所
有
者

(σ。
ヨ
ロ

5)
で
あ
り
著
作
者
は
自
己
の
有
す
る
所
有
権
を
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
同

様
の
論
旨
は
ピ
ル
ン
バ
ウ
ム

(
出
町
ロ
ゲ

2-B)

も
唱
え
て
い
る
が
、
こ
の
段
階
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
、
従
来
明
確
に
は
区
別
さ
れ
て
い

付

な
か
っ
た
原
稿
と
精
神
的
著
作
物
と
の
相
違
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
一
九
三
一
一
一
年
の
論
文
で
著
作
者
の
才
能
が
生
み
だ

著作権の一元的構成について

し
た
も
の
は
そ
の
著
作
者
に
所
有
権
が
帰
属
し
、
著
作
者
の
み
が
そ
れ
を
排
他
的
に
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
と
述
べ
た
あ
と
、
権
利
の

譲
渡
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
出
版
者
に
対
す
る
原
稿
の
譲
渡
は
有
体
物
に
関
す
る
所
有
権
の
譲
渡
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ

と
結
合
し
か
っ
著
作
者
の
み
に
帰
す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
譲
渡
を
含
む
」
と
。

北法15(1・43)43 

こ
の
よ
う
に
し
て
精
神
的
所
有
権
論
は
次
第
に
確
立
す
る
に
い
た
っ
た
。
だ
が
こ
の
時
期
に
お
け
る
精
神
的
所
有
権
論
は
、
出
版
者
の

排
他
的
出
版
権
を
裏
付
け
る
意
味
で
第
二
義
的
に
主
張
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
著
作
者
の
権
利
を
保
護
す
る
と
い
う
点
に
ウ
エ
イ
ト
が

置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
精
神
的
所
有
権
の
内
容
と
か
効
力
に
ま
で
論
及
し
た
見
解
は
逐
に
現
わ
れ
な
か
っ
た
。



説

以
上
述
べ
た
精
神
的
所
有
権
論
は
、
そ
の
成
立
の
当
初
か
ら
激
し
い
抵
抗
に
遭
遇
し
た
。
反
対
論
の
主
張
は
次
の
理
由
に
基
く
も
の
で

北法15(1・44)44 

あ
っ
た
。
そ
の
一
は
、
出
版
者
は
著
作
者
の
精
神
的
所
有
権
を
譲
り
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
排
他
的
利
用
権
を
取
得
す
る
と
す
れ
ば
、
こ

論

れ
に
よ
っ
て
独
占
的
な
価
額
が
設
定
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
こ
は
、
特
許
で
す
ら
場
所
的
、
時
間
的
制
限
を
受
け

る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
全
く
無
制
限
な
効
力
を
も
っ
排
他
的
利
用
権
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
出
版
者
の
権
利

が
必
要
以
上
に
強
く
な
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
し
か
も
出
版
者
の
排
他
的
出
版
権
を
著
作
者
の
精
神
的
所
有
権
で
理
由
宇
つ
け
る
に
し
て

も
、
そ
れ
に
は
実
定
法
の
根
拠
が
な
い
こ
と
が
い
わ
ば
致
命
的
な
欠
陥
で
あ
っ
た
。
反
対
者
は
こ
の
点
を
つ
き
、
無
断
複
製
は
如
何
な
る

意
味
に
お
い
て
も
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

か
く
の
如
き
反
対
説
の
主
張
に
み
ず
か
ら
を
防
禦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
精
神
的
所
有
権
論
者
は
、
排
他
的
出
版
権
の
根
拠
を

自
然
法
に
求
め
た
。
彼
ら
は
当
時
の
自
然
法
学
説
の
影
響
を
受
け
て
次
の
二
つ
の
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
は
、
幾
何

学
的
論
理
構
成
に
よ
り
ア
・
。
フ
リ
オ
リ
な
根
本
規
範
か
ら
体
系
的
に
特
殊
な
法
規
範
を
演
棒
す
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
(
の

Z
E
Uロ

d
〈

o-同
)

著
作
者
が
著
作
物
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、

と
同
様
の
論
理
構
成
に
よ
っ
て
排
他
的
出
版
権
を
演
怨
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
は
、
上
述
の
如
き
所
有
権
概
念
を
採
ら
ず
に
、
専
ら

著
作
物
の
経
済
的
利
用
可
能
性
と
出
版
事
業
の
本
質
か
ら
排
他
的
出
版
権
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
、
こ
れ
は
い
わ
ば
一
定
の
社
会
的
所
与

の
方
法
論
に
拠
る
も
の
で
、

こ
の
所
有
権
か
ら
物
所
有
権

か
ら
事
物
の
本
性
を
帰
納
し
、
こ
れ
を
権
利
の
妥
当
根
拠
と
す
る
新
し
い
自
然
法
学
的
方
法
に
基
く
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

こ
で
は
社
会
的
所
与
と
し
て
の
著
作
物
の
経
済
的
利
用
可
能
性
と
出
版
事
業
の
本
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
著
作
者
は
名

声
の
み
で
は
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
出
版
者
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
に
対
し
当
然
報
酬
支
払
請
求
権
を
有

す
る
。
活
発
な
創
作
活
動
は
公
共
の
利
益
と
く
に
国
民
の
教
化
に
と
っ
て
不
可
欠
な
の
で
あ
る
か
ら
、
創
作
意
欲
を
か
き
た
て
る
た
め
に

も
報
酬
の
支
払
は
必
要
で
あ
る
。
他
方
、
出
版
者
は
著
作
物
の
初
版
発
行
に
つ
い
て
の
諸
費
用
を
負
担
し
、

と
く
に
著
作
者
に
対
し
報
酬



を
支
払
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
し
か
も
著
作
物
の
出
版
の
際
の
危
険
は
出
版
者
一
個
人
が
全
部
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の

よ
う
に
み
て
く
る
と
出
版
者
は
著
作
者
に
経
済
的
利
益
を
保
障
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
出
版
の
際
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
排
他

的
出
版
権
が
保
障
さ
れ
、
利
益
取
得
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。

グ
ヅ
ド
リ
ヅ
グ
、
ボ
ェ

l
マ

i
等
初
期
の
精
神
的
所
有
権
論
者
、
が
、
こ
の
相
対
立
す
る
二
つ
の
方
法
論
を
併
用
し
て
自
説
の
裏
付
け
と

し
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
恐
ら
く
彼
ら
は
ト
マ
ジ
ウ
ス
学
派
に
所
属
す
る
学
者
と
し
て
、
両
者
の
根
本
的
な
相
違
を
殆
ん
ど
認

識
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
か
ら
ず
も
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
期
に
お
け
る
価
値
基
準
混
乱
の
一
断
面
を
の
ぞ
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
方
法
論
の
う
ち
ヴ
ォ
ル
フ
の
方
法
論
は
一
八
世
紀
以
降
に
衰
退
し
、
そ
れ
に
代
っ
て
事
物
の
本

性
を
価
値
原
理
と
す
る
自
然
法
論
が
隆
盛
を
き
わ
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
も
は
や
時
所
を
超
越
す
る
規
範
体
系
は
求
め
ら
れ

ず
、
社
会
的
事
実
の
変
遷
に
よ
っ
て
変
り
う
る
規
範
体
系
の
樹
立
を
目
標
と
し
て
い
る
。
こ
の
新
し
い
自
然
法
学
上
の
方
法
論
は
後
に
お

け
る
精
神
的
所
有
権
論
の
発
展
に
大
い
に
貢
献
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

付

(ロ)

隆
盛
期
に
お
け
る
精
神
的
所
有
権
論

著作権の一元的構成について

以
上
述
べ
た
精
神
的
所
有
権
論
は
一
部
に
お
い
て
は
有
力
に
主
張
さ
れ
た
が
、
実
務
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
理
論

の
展
開
は
一
八
世
紀
中
葉
よ
り
起
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
お
よ
び
七
年
戦
争
の
た
め
に
約
三
十
年
間
中
絶
し
た
が
、
平
和
が
回
復

し
出
版
者
に
よ
る
組
織
的
な
無
断
複
製
が
相
次
い
で
生
ず
る
に
お
よ
ん
で
再
び
活
発
に
議
論
が
開
始
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
時
期
に

ゴヒ法15(1・45)45 

お
け
る
精
神
的
所
有
権
論
の
特
色
は
、
初
期
の
理
論
が
出
版
者
の
営
業
保
護
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
著
作
者
の
権
利
を
副
次
的
に
評
価
し
た

に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
著
作
者
の
保
護
を
議
論
の
中
心
に
す
え
、
出
版
者
の
著
作
物
利
用
権
が
著
作
者
の
精
神
的
所
有
権
の
譲
受
ま
た

は
派
生
物
で
あ
る
と
み
て
主
客
顛
倒
さ
せ
た
点
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。



説

ま
ず
一
七
七
四
年
ピ
ユ
ツ
タ

l
(
E
2
1
U、
著
作
物
を
、
古
代
お
よ
び
中
世
の
い
わ
ゆ
る
写
本
時
代
に
属
し
、

し
か
し
公
知
で
あ
る

北法15(1・46) 45 

も
の
と
、
現
代
に
お
い
て
新
し
く
創
作
さ
れ
た
も
の
と
で
区
別
し
、
前
者
は
本
来
何
人
も
自
由
に
複
製
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
特
許
制
度

論

が
採
ら
れ
て
い
る
以
上
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
、
特
許
を
出
版
権
の
成
立
要
件
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
後
者
は
著
作
者
だ
け
が
著
作

物
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
出
版
権
の
成
立
要
件
は
著
作
者
と
の
出
版
契
約
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
、
出

版
契
約
に
よ
ら
な
い
複
製
が
禁
止
さ
る
べ
き
旨
を
説
い
た
。

ピ
ュ
ッ
タ

l
の
見
解
は
一
七
八

O
年
の
フ
ェ

l
ダ
l
(
F
P
H
)
の
論
文
に
よ
っ
て
さ
ら
に
発
展
さ
ぜ
ら
れ
た
。
彼
は
著
作
物
の
最
初
の

所
有
者
を
著
作
者
と
み
る
点
に
お
い
て
は
ピ
ュ
ヴ
タ
!
と
一
致
し
て
い
る
が
、
出
版
者
の
取
得
す
る
権
利
を
著
作
者
の
有
す
る
権
利
の
一

部
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
点
に
大
き
な
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
著
作
者
は
精
神
的
所
有
権
を
譲
渡
す

る
際
に
条
件
お
よ
び
期
限
を
付
す
こ
と
が
で
き
、
譲
渡
さ
れ
ざ
る
部
分
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
著
作
者
の
も
と
に
留
ま
り
、
著
作
者
は

さ
ら
に
こ
れ
を
第
三
者
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
見
解
は
一
七
八
四
年
エ

l
ラ
l
ズ

(

開

rrg)

に
よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
彼
は
フ
ェ

1
ダ
ー
が
出
版
者
の
法
律
上
の
地
位
の
闇
明
を
第
一
義
と
考
え
て
論
述
を
進
め
た
の
に

対
し
、
著
作
者
の
立
場
に
主
眼
を
置
い
た
と
こ
ろ
に
特
色
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
り
明
白
に
か
つ
よ
り
論
理
的
に
体
系
だ
て
て
述
べ
た
の
は
ツ
ェ
ラ

(
h
m
z
と
で
あ
る
。
彼
は
一
七
八
四

年
の
論
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

上
述
の
す
べ
て
の
見
解
を
、

彼
は
ま
ず
、
著
作
物
と
そ
の
内
容
を
構
成
す
る
社
会
的
事
実
ま
た
は
事
件
と
の
区
別
を
強
調
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
排
他
的
所
有
権
の

対
象
と
し
て
の
資
格
を
認
め
ず
、
著
作
者
は
第
三
者
に
よ
る
自
由
利
用
を
排
除
で
き
な
い
も
の
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
か
か
る

事
実
ま
た
は
事
件
を
内
包
す
る
著
作
物
自
体
は
著
作
者
に
所
有
権
が
帰
属
し
、
何
人
も
著
作
者
の
意
に
反
し
て
そ
れ
に
変
更
を
加
え
た

り
、
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
述
べ
、
著
作
者
が
出
版
に
よ
っ
て
著
作
物
を
公
表
し
た
後
で
さ
え
所
有
権
は
著
作
者
に
留



保
さ
れ
、
出
版
者
の
取
得
す
る
の
は
著
作
者
と
の
人
的
契
約
に
基
い
て
生
ず
る
単
な
る
出
版
権
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
も
彼
は

こ
の
出
版
権
を
人
的
権
利
(
巳
ロ

HU2ち
己
5
7
2
見

R
E
)
と
し
て
把
え
、
こ
の
権
利
に
排
他
的
効
力
を
認
め
よ
う
と
す
る
。

だ
が
彼
が

こ
こ
で
「
人
的
権
利
」
と
呼
称
す
る
も
の
は
今
日
に
い
う
「
人
格
権
」
と
は
異
な
る
も
の
で
、

た
だ
無
体
物
に
つ
い
て
の
絶
対
権
を
あ
ら

わ
す
意
味
で
使
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ツ
ェ
ラ
は
さ
ら
に
出
版
権
を
原
則
と
し
て
、
氷
久
的
権
利
と
み

て
い
る
が
、
そ
の
反
面
こ
れ
が
独
占
的
な
書
価
決
定
を
招
く
こ
と
を
恐
れ
て
、
公
衆
の
利
益
保
護
の
見
地
か
ら
実
定
法
に
よ
っ
て
期
限
が

付
さ
れ
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
保
護
期
間
の
設
定
を
主
張
し
た
最
初
の
見
解
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ツ
ェ
ラ
よ
り
も
さ
ら
に
い
ち
だ
ん
と
精
神
的
所
有
権
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
論
及
し
て
い
る
の
は
フ
ィ
ヒ
テ

は
一
七
九
三
年
の
論
文
に
お
い
て
、

(m，
E
r円
巾
)

で
あ
る
。
彼

一
般
哲
学
上
の
異
種
概
念
で
あ
る
「
形
式
」
と
「
素
材
」
と
を
精
神
的
著
作
物
の
中
に
採
り
入
れ
て

次
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
見
解
を
発
表
し
た
。

彼
は
ま
ず
精
神
的
著
作
物
と
し
て
の
∞
5
Y
と
そ
れ
を
有
形
化
し
た
も
の
と
し
て
の
∞
5
7
2
c
n
w
(
原
稿
と
か
印
刷
さ
れ
た
個
々
の
書

籍
)
と
を
区
別
す
る
従
来
の
精
神
的
所
有
権
論
者
の
考
え
方
を
肯
定
し
た
上
で
、
前
者
を
さ
ら
に
著
作
物
の
思
想
内
容
た
る
「
素
材
」
と

付

こ
の
思
想
の
表
現
方
法
で
あ
る
「
形
式
」
と
に
細
分
す
る
。
そ
し
て
著
作
物
の
「
形
式
L

は
常
に
著
作
者
に
そ
の
所
有
権
が
帰
属
す
る
の

に
対
し
、
著
作
物
の
「
内
容
」
は
著
作
物
の
公
表
と
同
時
に
著
作
者
の
手
を
離
れ
公
衆
の
共
有
物
と
な
る
と
述
べ
る
。
ま
た
さ
ら
に
著
作

著作権の一元的構成について

物
の
「
形
式
」
に
つ
い
て
の
所
有
権
か
ら
、
こ
の
形
式
の
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
と
こ
の
形
式
の
排
他
的
利
用
権
と
が
派
生

す
る
と
説
く
。
こ
の
叙
述
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
当
時
に
お
い
て
既
に
著
作
権
が
財
産
権
的
性
質
と
人
格
権
的
性
質
と
を
兼
有
す

北法15(1・47)47 

る
も
の
と
考
え
て
い
た
か
に
解
せ
ら
れ
や
す
い
が
、
彼
自
身
は
と
く
に
こ
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
著
作
者
の
権

利
を
財
産
権
と
解
す
る
基
本
的
態
度
に
は
変
り
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
フ
ィ
ヒ
テ
は
出
版
者
の
法
律
上
の
地
位
に
つ
き
、
著
作

者
と
の
契
約
に
よ
っ
て
精
神
的
所
有
権
か
ら
生
ず
る
一
定
の
用
益
権
の
主
体
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
、
無
断
複
製
者
は
こ
の
用
益
権
を



説

侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
無
断
複
製
を
め
ぐ
る
見
解
の
確
執
を
通
じ
て
、

つ
ま
り
主
と
し
て
排
他
的
出
版
者
と
そ
の
他
の
出
版
者
と
の
争
い

北法15(1・48)48 

論

を
通
じ
て
精
神
的
所
有
権
論
は
次
第
に
論
理
構
成
を
撤
密
に
し
、
学
説
と
し
て
の
確
固
た
る
地
位
を
着
々
と
築
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ

れ
が
出
版
業
界
に
お
よ
ぼ
す
影
響
は
甚
だ
微
弱
で
し
か
な
か
っ
た
。
大
勢
は
依
然
と
し
て
伝
統
的
な
出
版
業
保
護
の
思
想
に
基
く
出
版
所

有
権
論
が
占
め
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
一
八
世
紀
の
末
に
い
た
り
著
作
者
と
出
版
者
と
が
対
立
す
る
に
お
よ
ん
で
、
精
神
的
所
有
権
論

は
実
際
面
に
お
い
て
も
若
干
で
は
あ
る
が
利
用
価
値
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
両
者
の
争
い
は
新
版
発
行
権
の
帰
属
と
既
に
個
別

的
に
は
発
行
さ
れ
て
い
る
著
作
物
を
全
集
と
し
て
発
行
す
る
権
利
の
帰
属
如
何
に
関
し
て
生
じ
た
。
出
版
者
は
、
著
作
者
が
出
版
契
約
締

結
の
際
に
無
留
保
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
著
作
物
の
所
有
権
は
出
版
者
に
帰
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
所
有
権
か
ら
新
版
発
行
権

が
派
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
著
作
者
に
報
酬
の
支
払
義
務
は
な
い
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
著
作
者
は
、
精
神
的
所
有
権
の
非
譲
渡
性
と

著
作
物
変
更
権
の
著
作
者
帰
属
性
と
を
理
由
に
、
新
版
の
発
行
に
は
著
作
者
の
同
意
を
要
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
全
集
発
行
権
を
初
版
発

行
者
以
外
の
者
に
与
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
前
者
は
ラ
イ
ブ
チ
ッ
ヒ
の
出
版
者
グ
レ
フ

コ
ミ
ぽ
芯
ロ
ハ
日
)

(
の
同
位
町
内
)

の
唱
え
る
も
の

で
あ
り
、

ま
た
後
者
は
ヴ
ィ
l
ラ
ン
ト

ロ
ベ
タ
ン

(円。

σ
2
7
pロ)
ピ
l
リ
ッ
ツ

(回一巾
-
X
N
)
J
ア
ュ
。
フ
レ

(
ロ
ロ
℃
同
角
川
巾
)

の

主
張
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
ビ

l
リ
ッ
ツ
と
デ
ュ
プ
レ
は
出
版
契
約
に
賃
貸
借
契
約
に
関
す
る
規
定
を
準
用
し
て
自
説
を
理
由

づ
け
て
い
る
。

他
方
、
大
学

2
5
5
2
r
w
c
p含
)
も
こ
の
論
争
に
決
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
リ
ン
テ
ル
ン
大
学
は
一
七
九
一
年
の
の

E
R
E
g

に
お
い
て
グ
レ
フ
と
同
様
の
見
解
を
と
り
、
出
版
者
は
何
の
制
限
も
受
け
な
い
完
全
な
所
有
権
を
取
得
す
る
と
述
べ
、
ま
た
ゲ
ッ
チ

γ
ゲ

ソ
大
学
も
ピ
ュ
ッ
タ
!
の
作
成
に
な
る
の

E
R
E
g
に
お
い
て
、

出
版
契
約
の
際
に
期
間
ま
た
は
版
数
に
つ
い
て
制
限
を
加
え
る
旨
の

約
定
が
な
い
場
合
に
は
精
神
的
所
有
権
の
永
久
的
譲
渡
が
な
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
と
り
、
出
版
者
に
譲
渡
さ
れ
た
後
は
た
と
え
著
作
者



で
あ
っ
て
も
出
版
者
の
同
意
な
く
し
て
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
説
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し
て
出
版
業
界
の
中
心
地
と
目
さ
れ
る
ラ
イ
ブ
チ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
大
学
も
参
審
裁
判
所
も
こ
れ
と
は
反
対
の

立
場
を
と
り
、
か
え
っ
て
著
作
者
に
有
利
な
主
張
を
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
一
七
九
一
年
の
ラ
イ
ブ
チ
ッ
ヒ
大
学
の
の

5
・

何
れ
も
初
版
発
行
者
の
出
版
権
は
特
約
な
き
限
り
一
版
だ
け
に
制
限
さ
れ
る
と
い
う
見
解

(
目
。
ョ
自
己
)
の
意
見
に
拠
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ホ
ム
メ
ル
は
出
版
者
が
著
作
者
に
対
す
る

報
酬
支
払
の
反
対
給
付
と
し
て
受
け
る
も
の
は
原
稿

(
B
2
5
n己
主
己

F
円山口。【山巾
BM同

)

を
採
っ

ごお
る自士、
。~U-

λ宅
t主三土

ー一
月2
La 

十主

出
ロ
ゲ
芝
山
口

の
公
表
許
諾
に
す
ぎ
ず
、

完

全

な

所

有

権

を
取
得
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
ま
た
出
版
者
、
が
新
版
を
発
行
す
る
際
に
は
そ
の
都
度
、
著
作
者
の
同

意
を
必
要
と
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
の
か
か
る
見
解
は
原
稿
所
有
権
だ
け
を
考
慮
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
著
作
物
自
体
の
所
有
権
を
念

2
0
B
E
Eロ
1
2
5
H
E
B
)

頭
に
お
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
精
神
的
所
有
権
か
ら
派
生
す
る
と
こ
ろ
の
排
他
的
出
版
権
と
い
う
も
の
は
完
全
に
そ
の
存

在
が
否
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
無
断
複
製
は
違
法
行
為
で
は
な
く
た
だ
倫
理
的
価
値
判
断
の
対
象
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
結
論

に
達
し
て
い
る
。

付

ホ
ム
メ
ル
の
み
な
ら
ず
一
八
世
紀
末
に
お
け
る
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
の
学
者
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
精
神
的
所
有
権
論
に
対
す
る
関

著作権の一元的構成について

心
が
比
較
的
薄
く
、
ま
た
そ
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
も
正
確
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
往
々
に
し
て
出
版
所
有
権
論
と
の
混
同
が
み
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ユ
ア
ハ
ル
ト

(
F
E
E
)
は
一
応
出
版
者
の
排
他
的
出
版
権
を
著
作
者
の
著
作
物
に
つ
い
て
の
「
真
の
所
有
権

(
者
ち
お
回
関
巾
ロ
Z
B
)
」
の
取
得
で
理
由
づ
け
て
い
る
が
、
無
断
複
製
に
対
す
る
権
利
の
保
護
を
叙
述
す
る
に
際
し
て
は
特
許
と
か
登
録

を
根
拠
と
す
る
方
が
よ
り
簡
便
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
排
他
的
出
版
権
の
重
要
な
源
泉
と
し
て
強
調
し
て
い
る
し
、
ま
た
ロ
ェ
ス
ィ
ヒ

(
列
島
丸
)
も
精
神
的
所
有
権
を
理
由
に
出
版
者
の
出
版
権
を
一
版
だ
け
に
限
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
、
出
版
契
約
に
よ
っ
て
出
版
者
の
取

得
す
る
権
利
は
原
稿
所
有
権
で
あ
っ
て
排
他
的
出
版
権
は
出
版
契
約
に
よ
っ
て
当
然
生
ず
る
権
利
と
み
て
い
る
が
如
き
で
あ
る
。

北法15(1・49)49



説

け

衰
退
期
に
お
け
る
精
神
的
所
有
権
論

北法15(1・50) 50 

一
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
ド
イ
ツ
解
放
戦
争
(
ナ
ポ
レ
オ

γ
戦
争
)
の
勝
利
は
ド
イ
ツ
国
民
に
民
族
意
識
の
高
揚
を
も
た
ら
し
た
が
、

論

そ
の
波
紋
は
出
版
界
に
も
お
よ
び
著
作
者
死
亡
後
に
お
け
る
著
作
物
の
帰
属
は
全
ド
イ
ツ
民
族
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
確
立
さ
れ
る
に
い

た
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
一
八
世
紀
後
半
に
現
れ
た
ド
イ
ツ
古
典
主
義
作
家
の
う
ち
高
齢
者
が
既
に
死
亡
し
て
い
る
と
い
う
事
情
を
背
景
と

し
て
、
無
断
複
製
の
擁
護
を
主
張
す
る
出
版
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
の
が
き
っ
か
け
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
出
版
権
は
決
し
て
永
久

的
権
利
で
は
あ
り
え
ず
、
一
定
の
時
間
的
制
限
を
受
け
る
と
す
る
見
解
が
出
版
者
の
間
で
大
勢
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
出
版
者
側
に
お
い
て
は
、
精
神
的
著
作
物
に
関
す
る
排
他
的
権
利
に
時
間
的
制
限
が
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

新
し
く
か
っ
重
要
な
思
想
が
展
開
さ
れ
た
の
に
対
し
、
同
時
代
の
法
学
者
は
こ
の
間
題
に
む
し
ろ
消
極
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
と
り
わ
け

歴
史
法
学
派
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
初
頭
以
来
ド
イ
ツ
法
学
は
次
第
に
ロ
l
マ
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
法
の
歴
史
的
研
究
に

日
を
転
じ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
一
八
世
紀
に
い
た
っ
て
や
っ
と
自
然
法
学
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
比
較
的
年
数
の
浅
い
精
神
的
所

有
権
論
は
当
時
の
法
学
者
の
関
心
の
外
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
精
神
的
著
作
物
に
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
は
無
体
物
に
所
有

権
を
容
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
法
律
概
念
を
正
確
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
法
律
学
の
新
し
い
傾
向
と
も
合
致
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る。

ハ
ヅ
セ
(
回
出
回
印
巾
)
が
一
八
一
五
年
に
「
た
と
え
精
神
的
所
有
権
に
好
意
を
抱
く
に
し
て
も
、
そ
れ
を
一
般
的
に
認
め
る
と
き
は
や
が

て
ド
イ
ツ
法
学
に
言
葉
の
濫
用
が
支
配
的
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
こ
の
間
の
事
情
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ

。

〉
片
ノ

だ
が
こ
の
よ
う
な
学
者
の
消
極
的
な
態
度
に
も
拘
ら
ず
一
八
一
五
年
に
成
立
し
た
ド
イ
ツ
同
盟
は
、
出
版
業
界
の
強
い
要
望
に
よ
っ
て

同
盟
条
約
に
著
作
者
の
著
作
物
に
対
す
る
権
利
の
原
則
的
保
障
を
定
め
た
規
定
(
一
八
条
)
を
置
く
こ
と
と
な
り
、
こ
の
権
利
を
呼
称
す

る
も
の
と
し
て
「
文
学
的
所
有
権
」
と
い
う
名
称
が
一
般
に
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
学
者
l
と
く
に
法
学
者
以
外
の
学
者
l
の
聞
に
「
文



に
何
ら
か
の

F)同
B
を
与
え
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
が
次
第
に
強
く
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ

U
V

味
で
の
精
神
的
所
有
権
に
関
す
る
学
者
聞
の
論
争
の
再
燃
は
、
一
八
一
一
一
年
の
弁
護
士
グ
リ
!
ジ
ン
ガ
l

(
の
H
5
5官
『
)

機
と
す
一
ヤ
グ
リ
1
ジ
ン
ガ
l
の
見
解
は
、
著
作
者
は
著
作
物
の
公
表
に
よ
っ
て
排
他
的
権
利
即
ち
所
有
権
を
失
う
も
の
で
あ
っ
て
、
爾

学
的
所
有
権
」

」
の
よ
う
な
意

の
論
文
を
契

お
よ
び
出
版
者
に
排
他
的
出
版
権
を
容
認
す
れ
ば
一
般
的
営
業
の
自
由
が
制
限

さ
れ
、
出
版
者
の
保
護
の
た
め
に
読
者
が
犠
牲
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
是
認
で
き
な
い
こ
と
な
ど
を
き
わ
め
て
形
式
的
に
論
証
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
問
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
一
八
二
三
年
に
は
法
学
者
の
シ
ュ
ミ
ヅ
ト

(
F
r
E
E
4〉
と
哲
学
者
の
ク
ル

I

(FZ叫
が
、
ま
た
そ
の
翌
年
に
は
哲
学
者
の
バ
ウ
ル
ス
(
司
自
己

5)4
が
そ
れ
ぞ
れ
反
対
し
て
い
る
o

彼
ら
は
い
ず
れ
も
保
護
期
間

後
出
版
は
何
人
も
自
由
に
な
し
う
る
も
の
と
な
る
こ
と
、

グに
制
限
を
置
く
こ
と
を
否
定
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
が
、

そ
の
理
由
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
財
産
権
と
し
て
相
続
可
能
な
権
利
で
あ
る
点
に

求
め
て
い
る
の
に
対
し
、

グ
ル

l
グ
お
よ
び
パ
ウ
ル
ス
は
保
護
期
間
の
設
定
に
よ
る
時
間
的
制
限
が
著
作
者
の
存
在
根
拠
を
奪
う
点
に
求

め
て
い
る
。
彼
ら
の
見
解
の
共
通
の
特
色
は
、
著
作
者
の
著
作
物
に
対
す
る
権
利
を
永
久
的
権
利
と
み
て
は
い
る
が
、
物
所
有
権
と
完
全

に
同
一
視
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
所
有
権
の
名
称
で
排
他
的
利
用
権
即
ち
財
産
権
を
表
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
か
。
こ

付

の
よ
う
な
所
有
権
概
念
の
把
え
方
は
と
く
に
哲
学
者
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
、

同
様
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

へ
l
ゲ
ル
と
か

γ
ョ
l
ベ
ソ
ハ
ウ
エ
ル
な
ど
い
ず
れ
も

著作権の?元的構成について

し
か
し
な
が
ら
法
学
者
の
大
多
数
は
所
有
権
概
念
を
有
体
物
に
限
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
厳
格
な
解
釈
態
度
に
拘
泥
し
た
た
め
‘

九

世
紀
の
中
盤
か
ら
後
半
に
か
け
て
精
神
的
所
有
権
論
は
次
第
に
衰
微
の
方
向
を
辿
り
、
か
わ
っ
て
著
作
権
を
所
有
権
概
念
か
ら
解
放
し
よ

う
と
す
る
諸
見
解
が
登
場
す
る
に
い
た
っ
た
。
例
え
ば
著
作
権
を
立
法
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
権
利
と
し
て
で
は
な
く
、
単
に
個
々
の

禁
止
規
定
の
反
射
的
効
果
の
総
体
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
不
法
行
為
に
基
く
請
求
権
に
解
消
し
よ
う
と
す
る
反
射
理
論

(EFEg片山一)〉
北法15(1・51)51 

著
作
権
を
、
か
つ
て
営
業
保
護
の
見
地
か
ら
特
定
の
者
に
付
与
せ
ら
れ
た
特
許
が
合
目
的
的
理
由
に
基
き
立
法
者
に
よ
っ
て
一
般
化
、
普
遍



説

化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把
え
、
実
定
法
に
よ
り
生
ず
る
排
他
的
営
業
権
と
解
す
る
独
占
権
論

(
冨
。
ロ
。
旬
。

-
F
gロ
巾
)
さ
ら
に
は
出
版
権

論

を
そ
れ
に
論
理
的
に
先
行
す
る
著
作
権
に
従
属
し
、
か
っ
そ
れ
よ
り
派
生
す
る
権
利
と
し
て
解
さ
ず
、
出
版
者
に
よ
っ
て
原
始
的
に
取
得

さ
れ
る
も
の
と
し
て
把
え
、
そ
れ
に
伴
い
著
作
権
の
核
心
は
他
人
を
し
て
著
作
物
の
経
済
的
利
用
を
可
能
な
ら
し
め
る
点
に
あ
る
と
し

(〈巾同日戸市川団同町内

Z
2
7
8
H
F巾
寸
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
精

て
、
著
作
権
を
出
版
契
約
論
の
中
で
処
理
し
よ
う
と
す
る
出
版
権
論

神
的
所
有
権
論
の
意
図
を
正
当
に
把
握
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
多
く
の
欠
陥
を
有
す
る
が
、
著
作
権
を
財
産
権
的
構
成

で
貫
い
て
い
る
点
で
は
精
神
的
所
有
権
論
と
同
じ
山
脈
の
上
に
そ
び
え
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

。
批

半1

以
上
述
べ
た
よ
う
に
精
神
的
所
有
権
論
は
き
わ
め
て
複
雑
な
過
程
を
経
て
発
展
し
、
そ
し
て
衰
微
し
た
。
そ
の
間
多
く
の
論
者
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
主
張
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
必
ず
し
も
一
致
を
み
な
か
っ
た
が
彼
ら
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
無
体
物
た
る
著
作
物

に
つ
い
て
の
排
他
的
権
利
を
著
作
者
固
有
の
権
利
と
し
て
承
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
見
解
が
主
と
し
て
偽
版
に
対
す
る
出
版
者

の
営
業
保
護
の
た
め
の
理
論
的
支
柱
と
し
て
利
用
さ
れ
た
点
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
精
神
的
所
有

権
論
が
一
六
世
紀
以
降
行
な
わ
れ
て
い
た
特
許
制
度
を
克
服
し
て
著
作
権
確
立
へ
の
道
を
聞
い
た
功
績
は
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
。
だ
が
論
者
は
著
作
者
の
権
利
を
物
所
有
権
に
範
を
と
り
、
こ
れ
と
同
じ
次
元
で
処
理
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
l
そ
れ
が
著
作
権
の
承

認
を
容
易
な
ら
し
め
る
の
に
役
立
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
に
し
て
も
l
著
作
権
と
所
有
権
と
の
相
違
を
充
分
に
意
識
し
て
い
な
い
嫌

い
が
あ
っ
た
。

両
者
の
相
違
は
保
護
客
体
の
種
類
研
立
一
柏
町
町
一
叫
ん
附
吋
印
刷
れ
同
一
町
一
m
t
刷
れ
「
比
一
一
日
一
間
一
同
一
同
月
帥
均
一
一
日
時
一
川
一
切
断
吋
れ
ど
。
使
用
の
方
法
訪
問
…
帆
同
…
M

剛
一
吋
円
。
い
い
ん
山
)
必
野
菜
付
腕
一
一
恥
恥
下
回
附
一

mm一
閥
幹
…
叩
印
刷
か
出
版
)
お
よ
び
処
分
の
範
囲
訪
問
時
、
山
口
訪
れ
一
肘
時
掛
川
吋
何
時
レ
叩
一
雄
一
、
一
削
一
昭
一
引
凶
一
叩
山
一
一
切
一
お
け
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は
許
さ
れ
な
い
が
、
著
作
権
の
内
容
を
な
す
権
限

l
複
製
・
妓
布
J

権
、
上
演
権
、
放
送
権
等

l
の
場
合
は
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
』

〈
位
)

な
ど
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

特
に
重
要
な
の
は
、

所
有
権
の
特
性
で
あ
る
排
他
性

と
永
久
的
存
続
性
と
が
著
作
権
に
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
権
利
の
排
他
性
と
は
、

権
利
主
体
の
支
配
す
る
客
体
を
第
三

者
が
享
受
す
る
の
を
排
除
す
る
性
質
を
い
う
が
、
著
作
物
の
場
合
、
そ
れ
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
著
作
者
の
内
心
の
領
域
か
ら
解

放
さ
れ
る
と
き
、
公
衆
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
ず
i
例
え
ば
著
作
物
の
私
的
利
用
と
か
他
の
著
作
物
へ

の
節
録
引
用
と
か
官
庁
の
用
に
供
す
る
た
め
の
複
製
な
ど
l
、
排
他
性
に
は
限
界
が
あ
る
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
著

作
権
の
社
会
性
す
な
わ
ち
社
会
的
拘
束
性
よ
り
く
る
制
限
で
あ
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
同
じ
こ
と
は
時
間
的
制
限
に
つ
い
て
も
妥
当

し
、
著
作
権
に
存
続
期
聞
を
設
定
す
る
こ
と
は
い
わ
ば
著
作
権
の
内
在
的
要
素
で
さ
え
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
著
作
権
を
所
有
権
に
倣
っ
て
構
成
す
る
こ
と
は
決
し
て
適
当
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
後
期
に
お

け
る
精
神
的
所
有
権
論
者
が
文
学
的
所
有
権
の
概
念
を
排
他
的
財
産
権
の
意
味
で
担
え
た
り
、
あ
る
い
は
所
有
権
概
念
を
放
棄
し
た
反
射

理
論
、
独
占
権
論
、
出
版
権
論
な
ど
が
登
場
す
る
に
い
た
っ
た
の
も
、
故
な
し
と
し
な
い
。
だ
が
こ
れ
ら
の
見
解
は
す
べ
て
著
作
権
の
一

面
に
光
を
あ
て
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
著
作
権
の
全
容
を
示
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
著
作
権
は
独
立
の
取
引
的
価
値
を
有
す

付

る
著
作
物
を
対
象
と
し
、
著
作
者
の
経
済
的
利
益
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
財
産
権
と
し
て
把
え
る
こ
と
は
可
能

著作権の一元的構成について

で
あ
る
。
だ
が
、
著
作
物
は
著
作
者
の
創
作
的
個
性
の
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
著
作
者
と
著
作
物
と
を
結
ぶ
観
念
的
紐
帯
は

切
り
離
す
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
者
の
観
念
的
利
益
を
少
く
と
も
同
時
に
満
足
さ
せ
る
よ
う
に
著
作
権
の
構
成
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
精
神
的
所
有
権
論
を
は
じ
め
著
作
権
を
財
産
権
と
の
み
考
え
る
諸
見
解
は
、

い
ず
れ
も
著
作
権
の
有

~t法15 (1・53)53 

す
る
か
か
る
側
面
を
看
過
し
た
も
の
で
採
る
こ
と
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

(
1〉

ド
イ
ツ
に
お
け
る
著
作
権
意
識
の
発
生
は
、
本
文
で
述
べ
た
如
く
、

一
八
世
紀
初
頭
に
現
わ
れ
た
精
神
的
所
有
権
論
を
契
機
と
す
る
の
が
通
説
の
見
解
で



説

あ
る
が
、
最
近
ポ
ー
ル
マ
ン
(
旬
。

Z
B
S口
)
が
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
後
は
、

N
Z
H
m白血円一己口宮一一円
r
g
閃口

Z
W
T
E口
四
円
】

g
C
H
Z
F
3
2
E
T

gd〈
己
宮
間
吉
田
含
同
州
内

O
B司
D口
E
8
2
(
g
-
E
C
O
l同
∞
。
。
)
曽
呂
町
∞
山
口
昂
町

HEF問。
ω円}出口
r
R
仏
2
2
5
F己
-
C
F
o
r
m月
o
n
r
g
(
2・
E
C
O
l
H∞。。)・

5
2
w
z
m
E

ζ
え
旦
長
E
N巳
日
仏

2
z
n
r
g
C任命
r
q
R
E
H
N
5
H昂
』

ω
Y
H
E
Eぬ
可
件
、
呂
町

H
H
Z
g
m
呂
田

E
E
Wロ
N口
門
司

H
E
Z
2
5
n
r
r
D間
仏
宮
内
同

g
z円
宮
口
開
門
『

F
E
R
-

R
Y
C片
N
5
5・】
ω}HHrcロ
弘
司
片
(
の

m
d何
回
申
由
(
)
)
一
円
)
日
ロ

Eσ
の
自
の

r
w
r
g
r
F
E
ι
2
ι
z
g口
7
3
C
F
o
r
R
R
T語
口
庁
芸

W
Eロ
口
問
(
∞
口

Y
E
H
O
R
m
p
r
σ
L
2
C
Hり
同
吋
〉

国
民
同

NCV
呂
田
同
な
ど
の
諸
論
稿
に
お
い
て
、
豊
富
な
文
献
を
手
が
が
り
に
、
二
ハ
、
七
世
紀
当
時
既
に
著
作
権
意
識
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に

特
許
は
通
説
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
領
主
の
恩
恵
物
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
。
彼
の
結
論
を
要
約
す
れ
ば
、
二
ハ
世
紀
当
時
、
皇
帝
は
著
作

者
に
対
し
特
許
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
特
許
は
著
作
者
の
創
作
行
為
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
営
業
保
護
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も

こ
の
場
合
、
特
許
の
付
与
に
よ
っ
て
権
利
が
発
生
す
る
の
で
は
な
く
、
特
許
は
創
作
行
為
に
よ
っ
て
既
に
生
じ
て
い
る
権
利
の
確
認
と
し
て
抱
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
だ
が
彼
の
主
張
に
は
通
説
の
側
か
ら
と
く
に
パ
ッ
ベ
ル
ト
(
の
HNC同

5
2・
主

H
R・
)
お
よ
び
テ
ツ
ツ
ナ

l
Q
N
呂
町

N
-
B
H
民
・
)
に

よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ー
ル
マ
ン
の
見
解
の
弱
点
は
、
資
料
の
多
く
を
皇
帝
お
よ
び
ザ
タ
セ

γ
領
主
に
よ
る
特
許
状
に
求
め
て
お
り
、
そ
の
他
の
ラ

γ
ト
を
ほ
と
ん
ど
顧
慮
し
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
一
般
化
し
て
論
じ
た
点
に
あ
る
。
徒
っ
て
本
稿
で
は
通
説
に
従
い
、
精
神
的
所
有
権
の
発
生
の

時
期
を
も
っ
て
著
作
権
の
成
立
時
期
と
み
る
こ
と
と
す
る
。

(
2
〉
精
神
的
所
有
権
論
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
英
・
仏
・
独
に
お
い
て
現
わ
れ
た
が
英
仏
に
つ
い
て
は
第
二
章
参
照
の
こ
と
。

(
3
〉
本
項
は
主
と
し
て
の
布
団
法
-
豆
町

m
g
n
r
z
p
z
F
Z
E
-
E四
ι
g
p
c
g
n
r
g
F
Z
Z
5円
r
F
S
S
U
F
E
E
-
巧
お
巾

N
E
C
H
Z
r
a
a
r
p

志
田

NU
阿ハ

c
z
q
-
ロ
W
H
L
B
内山内国間ぬ
5
C問
。
ロ
何
回
問
自
民
ロ

B
♂
〉
口
HU-
∞∞、

E
H
に
よ
る
。

〈

4
)

肖
c
r
E
g
p
d円
rmrm7己
口
仏
ぐ
常
一
山
田

ω
H
m
n
r
f
s日
Uw
∞
-
H
N
(以
下
回
口

r
s
g
p
C
H
F
$
2
5
n
E
と
省
略
)
一
色
白
山
内

r
p
F
P
O
-
-
ω
・
日
回
同
町
・
一
切
名
目

)27

F白・

0
・
ω・
旧
日
同
門
戸
な
お
、
出
版
所
有
権
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
阿
部
・
「
著
作
権
法
前
史
白
」
岡
山
大
学
法
経
学
会
雑
誌
三
一
号
七
八
頁
以
下
参
照
。

(
5〉
の

r20rク

p
m・
o
・-ω
・
叶
町
一
関

o
E巾♂

F
P
C
-
-
ω
・
目
印

(
6
〉
の
砂
崩
吊

ru白・白・
0
・

ω・バ可申『・

(

7

)

こ
れ
に
対
し
、
ィ
ェ
ナ
、
ギ

i
セ
ン
、
ヘ
ル
ム
シ
ュ
テ
ッ
ト
、
ェ
ル
フ
ル
ト
の
各
大
学
は
問
自
由

0
5
E
5
で
い
ず
れ
も
、
出
版
者
の
権
利
保
護
を
特
許
付

与
に
か
か
ら
し
め
て
い
る
。
〈
m
f
Eロ
σ
5
8
P
p
p
o
-
-
ω
・
5

ぐ
間
]
・
の

Fg巾
r
p
p
F
。

-wm-
叶
由
山
出
向
凶
匂

-
u
q
p
p
p
。・・∞・

'N日mw

ぐ

m-・
。

-
2
0
r
p
p
p
o
-
-
ω
・
4
2・
山
国
防
司
旬

2
7
F
P
C
-
-
∞
-
N叩
甲

子
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目
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目
的
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(ヨ) Vgl. Gieseke， a. a. 0.， S. 80 f.; Bappert， a. a. 0.， S. 260 

(コ) Vgl. Giese¥ぜ， a. a. 0.， S. 82 f.; Bappert， a. a. 0.， S. 261 

く:::l) V gl. Gieseke， a. a. 0.， S. 84 

〈む) Vgl. a. a. 0.， S. 85 

(さ) Vgl. a. a. 0.， S. 83 

(日コ) ~.吋'士i おう裂 Q 榊者土製f;' <ld 411 :f\i gl民主Bll 吋>(l司三輪出窓~Q 喜iè g1芸必:人]。

(ヨ) Johann Stephan Putter ( 1中11同一 1<0中) 1平田中計工芸盤、トホλ'"入4くか緑樹。

(~コ) Putter， Der Buchernachdruck nach achtn Grunds品tzendes Rechts， 1774. (vgl. Gieseke; a. a. 0.， S. 91 ff.) 

(竺) Johann Georg Heinrich Feder， Neue Versuch einer einleutenden Darstellung der Grunde fur das Eigentum des Bucherverlags' 

in: Gattingisches Magazin der Wissenschaften und Literatur， 1. Jg.， 1780. 

(~) V gl. Giseke， a. a. 0.， S. 94; Bapperr，-a. a. 0.， S. 269 

(お) Martin Ehlers， Uber die Unzulassigkeit d田 Buchernachdrucksnach dem naturlichen Zwangsrecht， 1784. 

(只) Vgl. Gieseke， a. a. 0.， S. 94 f.; Bappert， a. a. 0.， S. 269 

(~) Johann ]akob Cella. Vom Buchernachdruck， in: Cellas fr，eimutige Aufsatze， Bd. 1. 1784. 

(~) V gl. Gieseke. a. a. 0.， S. 95 f.; Bappert， a. a. 0.， S. 269 

くお) Johann Gottlieb Fichte Beweis der Unrechtm邑sigkeitdes Buchernachdruc¥同 in:Berlinische Monat色schrift，Bd， 21， 1793. 

(~) 'J f;'ム-6"" III榊占土製 Q必需型←"(.\\1JMl主ま ~l榊占士容f;' I絵hlJ--'J r:(時限再"Q~三'巡f;' t小婦は 4く.\\1J~さ首長飾品clJ小 .xν ユ>(l O ~.吋百 n -1ト---'J.己

1ト・"ミート士!' 'J f;' I言語村J~初心 ll <t指名絵付--'Jß:給:f\i~ミ hl --'J ll c1司士， iiii:榊1'2古ごも単純争中主主~-!守的心理主 Jνム子。。

(潟) Vgl. Gieseke， a. a. 0.， S. 97; Bappert， a. a. 0.， S. 271 

(お) Vgl. Gieseke， a. a. 0.， S. 100 

(自) Vgl. Gieseke， a. a. 0.， S. 100 f. 

(民) Vgl. a. a. 0.， S. 101 

(只) Vg!. Gicseke， a. a. 0.， S. 101 f， 
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開
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E
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E
B肺
門
宮
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R
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U
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〈
汚
)
〈
包
・
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F
P
C・h
・
-oω

(
%
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(
U国
ユ
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D同門一日
σ
剛山
uaFm-
出
山
口

ιrEnr
《
庁
前
回
己
nrrmw口内出
2
5
n
y
g
H∞
OAF・

(
幻
)
〈
伺
]
・
の
戸
g
o
r
p
p
m・
o
・-∞・

5ω

〈
叩
』
)
〈
伺
-
-
E
2
0
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F
P
C
-
-
∞
-
E
N

(m刀
)
〈
悶
}
・

F
P
C
-
w
ω
・
5
叶

(
必
)
一
八
一
四
年
ま
で
に
数
個
の
ラ
ン
ト
に
お
い
て
無
断
複
製
禁
止
の
法
律
が
実
施
さ
れ
て
は
い
た
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ブ
ル
ク
、
ラ
イ
ン
ラ

ン
ド
な
ど
で
は
依
然
と
し
て
偽
版
が
野
放
し
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
ヲ
ン
ト
か
ら
行
商
人
に
よ
っ
て
全
ド
イ
ツ
へ
偽
版
物
が
伝
播

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
無
断
複
製
を
禁
止
し
た
ラ
ン
ト
に
お
い
て
も
ラ

γ
ト
法
の
効
力
は
空
虚
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
一
八
一
四
年
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
の
書

籍
見
本
市
に
集
合
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
含
む
全
ド
イ
ツ
八
一
の
書
籍
業
者
は
代
表
を
選
任
し
て
、
ウ
ィ
ー
ン
会
議
に
請
願
を
な
し
、
偽
版
禁
止
の
制
定
法

の
成
立
を
要
望
し
た
。
こ
の
請
願
書
は
著
作
者
の
精
神
的
所
有
権
お
よ
び
こ
れ
よ
り
派
生
し
た
出
版
者
の
排
他
的
出
版
権
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
考
え
を
、
主

と
し
て
ピ
ユ
ツ
タ

l
の
学
説
に
し
た
が
っ
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ウ
イ
ン
会
議
で
成
立
し
た
ド
イ
ツ
同
盟
は
立
法
権
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
の
要

望
は
結
局
同
盟
条
約
一
八
条
に
お
い
て
、
同
盟
会
議
は
そ
の
最
初
の
会
合
に
お
い
て
著
作
者
と
出
版
者
の
権
利
の
保
障
に
つ
い
て
討
議
す
る
で
あ
ろ
う
旨
の

規
定
を
置
か
せ
る
の
に
成
功
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ぐ
間
一
・
の
い
g
。
z
-
F
P
C
-
-
∞
-
H
N申
戸
山
民
ロ
r
g
g
p
C
F
σ
F
q
z
r
H
U
ω
・
同
町
同
・

(
山
引
)
〈
包
・
。
-
2
0
r
p
F
P
C
-
w
m・
ロ
∞
・

(
川
恒
)
の
巴
2
5
m
R
口
。
円
四
E
n
Z
B
R
r〔同
E
n
F
E
ω
《r
s
c
g
-
n
y
g
H
V戸口
r円。《目。印刷
N
R
E
m
-
ι
2
7向。門戸-ロロ《凶

Hvc-Erro可
R
E
O
F
H∞
NN・

(
A
U
)

グ
リ
l
ジ
ン
ガ
!
の
見
解
は
、
ヴ
エ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
で
行
な
わ
れ
て
い
る
複
製
の
自
由
の
慣
行
に
理
論
的
根
拠
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
〈
悶
「

。同命的ゆ
r
p
p
p
。
-w
∞
-
Z∞
『
-

mnrEMLP
ロ
2
切

g
n
7
2
E
n
r
L
E
n
F
ロロ
ω
《
凶
虫
出
。
g
w
y
H印旬ロロ
r
5
L
g
河内円
F
H
m
w
L
R
F向。同
m
L
Z
D
L
H
v
o
-
-
H
F
C巾
m
g
F・
明
H・
の
H
F
8
5
m巾♂

ZNω
・

宍
E
m
-
同
E
F
E
r
o
回
O
B
2
Eロ
m
g
z
r
E
F
F
H
H
Z
z
=
R
F
回
目
r
Zロ
ιo-
ロロハ日

Z
R
E
E
n
r・
Z
N
A肝・
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一
七
五
二
年
に
ラ
イ
プ
チ
ヅ
ヒ
大
学
教
授
、
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
上
級
裁
判
所
判
事
。

論

(

川

明

)

(
必
)



Paulus， Rechtforschungen fur Juristen und Nichtjuristen， Heft 1， 1824. 

V gl. Bappert， a.a.O.， S. 278f. 

Vgl. a.a.O.， S. 279f. 

Maurenbrecher， Lehrbuch des gesamten heutigen gemeinen deutschen Privatrechts Bcl.2， 2Aufl. 1855; Phillips， Grunclsatze des 

gemeinen deutschen Privatrechts mit Einschlus des Lehnrechts， 3.Aufl.， 1846; Walter， System des gemeinen deutschen Privatrechts， 

1855; Gerber， System des deutschen Privatrechts 17Aufl.， 1856; Laband， Das Staatsrecht d田 deutschenReiches， Bd. 2，1 Abtlg. 1880. 

(民) AJvl1 l' Iト λ~ 11';ヰムν阪慢榊京%ユo ~吋''!! CI色ment，Du droit d田 auteurssur leurs oeuvres， 1863 ; Renouard， Traitるdesdroits 

d'auteur丸 1838; Lebret， La propri，己telitt邑raire1878; Marrillot， Protection accordee aux oeuvres d'art-dans I'empire， d'Allemagne 

1878 ; W orms， Etude sur la propri己t邑litt昼間ireBd. 1， 1878. :;.! ':ふ'OL，ヤ0.~ ~ヰムド.，ll Zom， Das Reichsstaatsrecht， Bd， II 1897; Schaffle， 

Die nationalakonomische Theorie der ausschlieslich巴m Absatzverhaltnisse， 1867; Randa，~Das Eig己ntum，rechtnach osterreichischem 

Rechte mit Berucksichtung des gemeinen Rechts und der neueren Gesetzbucher， 1881必勾冶，j0 報.，{J~詰(\tJ :，向。

(ζ) Wachter， Das Verl丘gsrechtmit Einschlus der Lehren vom Verlagsvertrag und Nachdruck 1857/58 ; Klostermann， Das geistige 

Eigentum an Schriftwerken， Kunstwerken und Erfjndungen nach preusischen und internationalem Rechte Bd， 1， 1867; Friedlander， 

Der einheimische und auslandische R巴chtsschutzgeg巴nNachdruck und Nachbildung 1857. 

Roeber， Urheberrecht oder geistiges E取 ntum(Schriftenreihe der UFITA， Heft 1) 1956 S. 30， 

Rintelen， Urheberrecht und Urhebervertragsrecht 1958， S. 34 (:j ¥ιRint，巴len，Urheber巴chtムJ縛笹)。
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説

る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
ま
た
著
作
者
が
著
作
物
に
対
し
て
有
す
る
観
念
的
利
益
を
、
権
利
に
ま
で
昇
華
さ
せ
る
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
、

な
ど
を
示
唆
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
方
向
で
の
最
初
の
論
者
は
刑
法
学
者
の

ノ

イ

ス

テ

l
テ

ル

北法15(1・58)58 

論

(Z巾
Egg-)
で
あ
る
。
彼
は
偽
版
を
ロ

l

マ
法
の
百
官
三
日
の
概
念
の
下
に
含
め
よ
う
と
試
み
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
著
作
物
の
公
表
、
頒

布
を
決
定
す
る
権
利
は
著
作
者
に
固
有
で
あ
り
、
し
か
も
著
作
者
の
権
利
能
力
か
ら
直
接
生
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
侵
害
に
対
し

ハ
2
)

〈

呂

)

〔

4
〉

て
は
白
円
昨
日
。
百
]
己
同
仲
良
吉
田
に
よ
っ
て
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
彼
の
見
解
は
ア
ベ
ッ
グ
(
〉
ゲ
巾
mm)
お
よ
び
へ
フ
タ

l

(
出
丘
町
仲
良
)

(
5
)
 

一
八
八
五
年
に
は
イ
エ

l
リ
ン
グ
も
同
様
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た

等
主
と
し
て
刑
法
学
者
に
よ
っ
て
受
け
つ
が
れ
た
が
、

法
律
畑
以
外
の
分
野
か
ら
人
格
権
二
万
論
を
提
唱
し
た
カ
ン
ト
の
功
績
も
見
過
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
は

《
〈
。
ロ
円
山
巾
同

d
R
2
E・

5
位
』

ω~
詳
m
X
L
2
∞
広
口
}
戸
市
門
口
白
円
}
丘
町
口
口
町
田
》
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
書
籍
を
、
言
語
の
記
号
を
通
じ
て
公
衆
に
対
し
て
な
す
演
述
(
児
丘
町
)

を
表
示
す
る
文
書
で
あ
る
と
定
義
し
た
上
、
所
有
権
の
対
象
と
な
る
技
術
的
産
物
(
。
切

5
B
R
E巳
2
5
)
と
人
格
権
の
対
象
と
な
る
著

作
者
の
公
衆
に
対
す
る
演
述
と
に
区
別
し
、
著
作
者
の
同
意
な
し
に
偽
版
を
発
行
し
た
場
合
は
後
者
の
侵
害
に
あ
た
る
、
と
述
べ
る
。
こ

の
よ
う
な
考
え
方
は
法
律
学
者
の
支
持
を
受
け
、
こ
こ
に
人
格
権
一
元
論
が
有
力
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

で
b
M。
彼
は
、
著
作
物
は
個
人
の
個
性

(
F
F
E
E
-
-

(∞-ロロ神田ロゲロ)

人
格
権
一
元
論
を
最
初
に
採
り
上
げ
た
の
は
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ

E
同
)

か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
権
も
そ
の
個
人
即
ち
、
著
作
者
に
常
に
帰
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
認
識
か
ら

出
発
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
著
作
権
と
著
作
者
人
格
と
の
本
質
的
な
関
連
性
か
ら
、
彼
は
著
作
権
を
物
所
有
権
と
厳
密
に
区
別
し
よ
う
と
す

る
。
例
え
ば
所
有
権
は
、
物
を
所
有
す
る
こ
と
自
体
が
保
護
を
受
け
る
の
に
対
し
、
著
作
権
は
著
作
者
た
る
こ
と

(
C
H
r
m
F
2印
n
E
P
)
が

保
護
を
受
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
-
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
り

(ω
・

zg、
ま
た
著
作
物
は
精
神
的
創
作
物
と
し
て
無
体
物
的
性
質
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
-
定
の
本
と
か
原
稿
に
付
着
す
る
ば
か
り
か
、
演
述
と
し
て
も
存
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
原
稿
が

破
棄
さ
れ
た
り
、
印
刷
物
が
す
べ
て
他
人
の
所
有
に
帰
し
て
も
、
著
作
権
は
依
然
著
作
者
の
下
に
留
る
も
の

(ω-H∞∞) 
と
す
る
。
こ
の



よ
う
に
著
作
権
を
所
有
権
か
ら
区
別
し
た
上
で
、
彼
は
著
作
権
の
人
格
権
的
性
質
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。
す
な
わ
ち
著
作
物
一
は
著
作
者

の
人
間
精
神
の
発
露
で
あ
る
か
ら
、
著
作
者
は
創
作
者
と
創
作
物
と
の
聞
の
関
係
に
み
ら
れ
る
如
き
自
然
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

著
作
物
を
自
ら
留
保
す
る
こ
と
も
、

ま
た
、
意
に
反
す
る
公
表
を
禁
ず
る
こ
と
も
、
こ
の
権
利
の
効
果
と
し
て
主
張
し
う
る
と
す
る
。
そ

し
て
さ
ら
に
論
旨
を
具
体
化
し
て
、
著
作
物
を
公
表
す
る
か
否
か
、
-
如
何
な
る
時
期
に
如
何
な
る
方
法
で
公
表
す
る
か
に
つ
い
て
の
決
定

は
、
著
作
者
の
み
が
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
者
の
承
諾
な
く
し
て
何
人
も
著
作
物
を
公
表
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
著
作
者
の

意
に
反
し
た
公
表
は
著
作
者
人
格
の
一
部
で
あ
る
著
作
者
の
名
誉
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
も
ち
ろ
ん
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
も
著
作

物
の
有
す
る
財
産
的
価
値
を
看
過
し
て
は
い
な
い

(ω
・
5
N
)
0
だ
が
彼
に
よ
れ
ば
第
二
義
的
な
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
せ
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(ω
・
]
E
N
)

。

ソ
フ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
著
作
権
の
動
態
面
に
つ
い
て
も
考
察
の
限
を
向
け
る
。
ま
ず
彼
は
、
著
作
物
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
衆
に

付

伝
達
さ
れ
る
と
き
、
著
作
権
の
性
質
に
あ
る
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
、
著
作
物
は
も
は
や
著
作
者
一
個
人
に
の
み
属
す
る
の
で
は
‘

な
ミ
公
衆
の
の
巾

g
aロ
∞
三
に
も
な
る
と
す
る
。
従
っ
て
公
表
さ
れ
た
著
作
物
に
対
す
る
著
作
者
の
権
利
と
公
衆
の
権
利
と
は
互
い
に
均

衡
を
保
つ
よ
う
立
法
お
よ
び
判
例
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
提
唱
す
る

3
・
5
3
0
そ
こ
で
彼
は
物
所
有
権
の
永
久
的

著作権の一元的構成について

存
続
性
に
対
し
、
著
作
権
に
は
時
間
的
制
限
が
あ
る
と
し
、
そ
の
期
間
は
本
来
、
著
作
者
の
生
存
期
間
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
著

作
者
の
人
格
が
彼
の
死
亡
と
共
に
消
滅
す
る
の
で
は
な
く
彼
の
家
族
お
よ
び
相
続
人
の
胸
中
に
生
き
続
け
て
い
る
の
と
同
様
著
作
物
も
ま

た
、
な
お
一
定
期
間
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の
期
間
相
続
人
に
保
障
さ
れ
る
も
の
は
死
者
の
記
憶
に
基

北法15(1・59)59 

礎
を
お
く
観
念
的
利
益
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
に
見
合
っ
た
財
産
的
価
値
を
も
含
む
と
す
る
。
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
以
上
の
論
旨
か
ら
、
保

(ω
・
]
呂
ω
1
]
石仏)。

護
期
間
は
著
作
者
の
死
後
三
十
年
が
相
当
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

ベ
ー
ゼ
ラ
ー
も
精
神
的
所
有
権
の
概
念
は
物
に
つ
い
て
だ
け
妥
当
し
、
著
作
権
の
概
念
は
こ
れ
と
は
別
簡
に
独
立
し
て
取
扱
う
こ
と
こ



説

そ
法
律
学
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
と
提
唱
し
、
彼
自
ら
著
作
権
を
人
格
権
と
定
義
す
る
o

そ
し
て
複
製
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず

る
収
益
請
求
権
を
考
慮
に
入
れ
る
限
り
で
の
み
財
産
権
的
側
面
を
認
め
る
。

だ
が
彼
は
、

著
作
権
に
財
産
的
側
面
が
あ
る
か
ら
と
い
っ

北法15(1・60)60 

論

て
、
著
作
権
の
法
的
性
質
を
決
め
る
際
に
は
こ
れ
を
無
視
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ダ

l
ン
(
ロ
与
口
)
も
法
秩
序
が
著
作
者
と
著
作
物
と
の
関
係
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
著
作
物
は
彼
の
人
格
の
発
露
で
あ
る

か
ら
、
著
作
権
は
人
格
か
ら
派
生
し
た
も
の
、
即
ち
人
格
的
権
利
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
採
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
人
格
権
一
元
論
は
、

ギ
l
ル
ケ

(
の
同
巾
門
町
巾
)
の
《
巴
巾
戸
丹
田
口
}
戸
叩
可
ロ
〈
丘
町
巾
円
宮
回
仏
・

Y
呂
田
》
が

出
現
す
る
に
お
よ
ん
で
頂
点
に
達
し
た
。

彼
の
理
論
の
大
要
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
彼
は
私
法
体
系
を
法
規
範
の
総
体
で
あ
る

C
σ
]巾
r
z
g
m
2
Z
と
、
法
律
関
係
と
く
に
権
利
義

務
の
総
体
で
あ
る

ωロ
ゲ
守

E
2
2
H
N
2
E
と
の
二
部
分
に
分
っ
て
論
究
す
る
。
そ
し
て
後
者
の
主
体
と
な
り
う
る
能
力
を
人
格
と
呼
称
し
、

そ
れ
が
法
規
範
に
よ
っ
て
承
認
を
受
け
た
と
き
(
一
般
的
)
人
格
権
(
列
2
Z
ι
2
H
V
2ち
己
F
n
r
『
伊
丹
)
を
生
ず
る

(ω'
出
印
)
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
人
格
権
は
、
人
と
し
て
承
認
さ
れ
る
べ
く
法
秩
序
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
一
般
的
請
求
権
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ

る
個
別
的
権
利
の
基
礎
と
な
る
と
同
時
に
、

そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
統
で
聞
な
基
本
権
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
公
権
に
も
私

権
に
も
、
ま
た
物
に
関
す
る
権
利
や
人
に
関
す
る
権
利
に
も
、
化
体
さ
れ
付
随
す
る
権
利
で
あ
る

こ
の
一
般
的
人
格
権
か
ら
派
生
し
、
従
っ
て
ま
た
こ
れ
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
に
個
別
的
人
格
権
が
あ
る
。
こ
れ
は
物

(ω・
叶

C
ω
)

。

権
、
債
権
、
身
分
権
な
ど
と
同
様
一
つ
の
権
利
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
権
利
主
体
に
彼
固
有
の
人
格
領
域
の
構
成
要
素

に
対
す
る
支
配
を
保
障
す
る
権
利
で
あ
る
点
で
、
そ
れ
ら
と
は
区
別
さ
れ
る
。
ギ
l
ル
ケ
は
個
別
的
人
格
権
の
種
類
と
し
て
、
身
体
お
よ

び
生
命
の
尊
重
を
要
求
す
る
権
利
、
人
的
自
由
の
尊
重
を
要
求
す
る
権
利
、
名
誉
の
尊
重
を
要
求
す
る
権
利
、
特
別
の
境
遇
に
基
く
権
利

(
出
生
境
遇
権
、
職
業
境
遇
権
、
宗
教
所
属
権
、
住
所
権
、
団
体
所
属
権
)
精
神
的
・
肉
体
的
な
活
動
を
な
す
権
利
、
氏
名
権
、
商
号
権
、



符
号
権
(
一
記
号
権
、
紋
章
権
、
印
章
権
、
商
標
権
〉
お
よ
び
発
明
権
と
な
ら
ん
で
著
作
権
を
も
加
え
て
い
る

(ω
・叶()∞
1

∞。吋
)

0

こ
の
よ
う
に
著
作
権
を
法
体
系
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ギ
l
ル
ケ
は
著
作
権
の
本
質
を
、
著
作
者
固
有
の
人
格
領
域
の
構

成
要
素
と
し
て
の
精
神
的
著
作
物
が
そ
の
対
象
を
な
す
と
こ
ろ
の
人
格
権
と
み
て
い
る

(ω
・叶印。)

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
事
実
彼
は

著
作
権
の
対
象
と
な
る
精
神
的
著
作
物
を
、
精
神
的
創
作
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
「
個
性
化
に
よ
り
特
別
の
存
立
を
有
し
、
外
部
的
固
定
に

よ
り
独
立
の
存
在
を
取
得
し
、
非
物
質
的
財
と
し
て
の
特
殊
性
に
よ
り
独
自
の
価
値
を
も
っ
」
人
格
財

(ω
・
認
印
)

と
考
え
て
い
る
が
、

か
か
る
精
神
的
著
作
物
は
そ
の
す
べ
て
が
著
作
権
の
対
象
と
な
る
と
述
べ
る
。

従
っ
て
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
著
作
権
の
根
拠
は
個
性
的
な
精
神
的
創
作
行
為
に
あ
る
こ
と
と
な
り
、
精
神
的
著
作
物
が
保
護
を
受
け

る
の
は
そ
の
独
創
性
の
た
め
で
あ
っ
て
経
済
的
利
用
性
の
た
め
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

3
・話。
)

0

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
彼
が
財

産
的
利
益
を
第
二
義
的
な
も
の
と
す
る
明
白
な
態
度
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
基
礎
理
論
に
基
き
、
彼
は
さ
ら
に
著
作
権
の
内
容
、
範
囲
、
譲
渡
お
よ
び
消
滅
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
旨
を
展
開
す
る
。

ま
ず
著
作
権
の
内
容
を
な
す
の
は
精
神
的
著
作
物
の
譲
渡
に
関
す
る
排
他
的
処
分
権
能
で
あ
る
と
す
る
。
即
ち
著
作
物
を
著
作
者
の
人

付

格
(
司
会

g
ロ)

か
ら
解
放
す
べ
き
か
否
か
、
解
放
す
る
と
し
て
そ
の
時
期
お
よ
び
方
法
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

著作権の一元的構成について

る
の
は
著
作
者
の
み
で
あ
り
、
そ
の
著
作
物
を
破
棄
す
る
か
あ
る
い
は
そ
の
ま
ま
保
存
す
る
か
の
決
定
、

お
よ
び
複
製
の
方
法
、
数
量
を

決
定
す
る
こ
と
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
か
か
る
著
作
者
に
留
保
せ
ら
れ
た
支
配
領
域
を
無
権
限
で
侵
害
し
た
も
の
、

つ
ま
り
著
作
者
の
同

意
な
く
し
て
著
作
物
を
公
表
、
変
更
ま
た
は
複
製
す
る
者
は
、

た
と
え
そ
れ
が
営
利
追
求
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
に
し
て

も
、
あ
る
い
は
著
作
者
に
財
産
上
の
不
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
著
作
権
の
侵
害
と
な
る
と
説
く
。
従
っ
て
逆
説
的
な
表

現
を
す
れ
ば
、
財
産
的
価
値
を
有
さ
な
い
、
あ
る
い
は
財
産
的
価
値
を
利
用
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
著
作
物
に
つ
い
て
も
著
作
権
が
生
ず
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
著
作
権
の
人
格
権
性
を
強
調
す
る
。
だ
が
財
産
権
的
側
面
を
全
く
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ

北法15(1・61)61 



説

と
は
、
次
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
「
だ
が
著
作
権
は
人
格
権
的
核
心

時
に
財
産
権
を
包
含
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
ば
著
作
者
は
、
著
作
物
の
創
作
者
(
河
内
片
岡
)
と
し
て
著
作
物
を
経
済
的
に
利
用
す

(℃

2
8
5日
2
z
r円
7
2
R
2ロ
)
を
損
う
こ
と
な
し
に
同

北法15(1・62)62 

論

る
か
否
か
、
如
何
な
る
方
法
で
す
る
が
に
つ
い
て
決
定
す
る
唯
一
の
者
で
あ
る
か
ら
。
従
っ
て
生
じ
得
る
利
用
収
益
も
ま
た
著
作
者
に
の

み
帰
属
す
る
。
他
人
が
著
作
物
を
利
用
し
う
る
権
利
は
す
べ
て
著
作
者
の
著
作
権
だ
け
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
」

(ω
・

8
2
と
。
即
ち
彼

に
い
わ
せ
る
と
、
著
作
者
が
著
作
物
を
経
済
的
に
利
用
し
う
る
権
限
を
も
つ
こ
と
は
、
著
作
者
固
有
の
人
格
領
域
の
支
配
た
る
権
利

(
U

著
作
権
)
の
反
射
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
著
作
権
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
著
作
物
が
著
作
者
の
人
格
領
域
に
所
属
す
る
限
度
内
に
お
よ
ぶ
と
す
る
。
従
っ
て
著
作
物
が
公
表

さ
れ
る
と
著
作
者
の
人
格
か
ら
解
放
さ
れ
、

一
定
の
範
囲
内
で
の
巾
B
aロ
m
E
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
著
作
権
の
範
囲
も
必
然
的
に
狭
め

ら
れ
る
。
公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
誰
で
も
受
動
的
に
使
用
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
積
極
的
に
創
作
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
な
る
o

だ
が
著
作
物
と
著
作
者
と
を
結
ぶ
紐
帯
は
こ
れ
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
著
作
物
は
依
然
と
し
て
著
作
者
の
人

格
財
で
あ
る
と
み
る
。
そ
こ
で
著
作
者
に
留
保
さ
れ
る
権
利
と
公
衆
の
著
作
物
共
同
利
用
の
権
利
と
の
区
別
が
重
要
と
な
る
が
、
ギ
l
ル

ケ
は
、
こ
の
区
別
は
実
定
法
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る

(∞
-

U

1

。。l
吋∞吋)。

次
に
著
作
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
彼
は
、
著
作
者
の
人
格
か
ら
解
放
さ
れ
る
人
格
財
に
つ
い
て
の
処
分
で
あ
る
か
ら
広
い
範
囲
で
可
能

で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
著
作
権
の
実
体

2
2
ω
巳)印

g
E
ロ
営
ゲ
)

は
人
格
か
ら
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
行
使
の
み

(
ロ
日
常
吋
〉
5cσ
ロ
ロ
陥
山
口
出
円
『
)
が
譲
渡
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
特
殊
な
理
論
を
う
ち
た
て
る
。
か
か
る
方
法
に
よ
り
著
作
者
は
生
存

中
に
著
作
権
の
う
ち
利
用
可
能
な
部
分
を
出
版
権
、
上
演
権
、
翻
訳
権
等
に
よ
っ
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
著
作
者

の
死
後
に
あ
っ
て
も
著
作
物
は
依
然
と
し
て
彼
の
精
神
的
創
作
物
で
あ
り
、

た
だ
相
続
人
の
手
中
で
保
護
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い

3
・吋ミー

吋∞∞)
と
す
る
。



最
後
に
著
作
権
の
消
滅
に
つ
い
て
ギ
l
ル
ケ
は
、
特
別
の
理
由
に
基
き
よ
く
早
く
消
滅
す
る
場
合
を
除
き
、
法
定
期
間
の
経
過
に
よ
っ

て
消
滅
す
る
と
し
、
著
作
権
の
、
水
久
的
存
続
性
を
否
定
す
る
見
解
を
述
べ
る
。
そ
の
根
拠
を
彼
は
つ
ぎ
の
点
に
求
め
る
。
即
ち
著
作
物
は

人
格
財
で
あ
る
か
ら
本
来
著
作
者
の
生
命
に
追
随
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
著
作
者
の
生
存
期
間
中
は
無
条
件
で
保

護
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
、
か
、
著
作
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
著
作
権
の
生
命
力
の
源
泉
は
失
な
わ
れ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
著
作
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
直
ち
に
著
作
権
が
消
滅
す
る
と
す
れ
ば
老
少
不
定
の
人
間
の
生
命
の
た
め
に
、

著
作
権
は
絶
え
ず
不
安
定
な
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
ば
か
り
か
、
死
者
の
人
格
が
近
親
者
の
聞
で
な
お
生
き
続
け
る
事
実
を
無
視

す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
著
作
者
の
死
亡
後
も
著
作
権
の
存
続
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
著
作
者
の
死
後
、
生
き
続
け
て
き

た
精
神
的
個
性
(
ぬ
包
邑
唱
『
島
三
仏

E
E
S円
)
が
相
続
人
お
よ
び
権
利
承
継
人
の
間
で
も
は
や
何
の
意
味
も
も
た
な
く
な
り
、
国
家
お
よ

び
国
民
に
帰
属
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
時
期
以
後
に
お
い
て
は
特
に
保
護
す
る
必
要
を
み
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
時
点
を
保
護
期
間

の
限
度
と
す
べ
き
で
あ
る

(ω
・
呂
∞
誌
。
)
。
ギ
l
ル
ケ
は
大
要
こ
の
よ
う
に
述
べ
、

ド
イ
ツ
法
が
こ
の
期
聞
を
一
世
代
に
当
た
る
三
十
年

と
し
た
の
は
、
著
作
権
の
本
質
を
人
格
権
と
み
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
全
面
的
に
賛
成
の
意
を
表
わ
し
て
い
る
。

付

以
上
の
如
き
ギ
l
ル
ケ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
人
格
権
二
五
論
は
全
ヨ

l
H
H
ッ
パ
に
多
く
の
支
持
者
を
得
た
。
と
り
わ
け
ロ
1
マ
法
系

(
E
o
r
n自
己
主
が
、
ま
た
フ
ラ

γ
ス
で
は
ス
フ
ェ
テ
ア

(
F
-
2
ω
r
zと
が
人
格
権

著作権の一元的構成について

諸
国
に
お
い
て
多
い
。
イ
タ
リ
ア
で
は
カ
セ
リ

一
元
論
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
特
に
ハ
イ
マ

γ
百
円
口
三
国

4
5
2ロ
)
が
ギ
l
ル
ケ
の
理
論
を
継
承
し
さ
ら
に
発

展
さ
せ
て
い
る
。

北注目 (1・， 63)63 
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仲川出

『
寸
イ
ー
ぜ

H
H
H
J
 

r十

人
格
権
一
元
論
が
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
著
作
者
の
著
作
物
に
対
す
る
観
念
的
利
益
の
保
護
を
認
識
さ
せ
た
功
績
は
大
き
い
。



説

し
か
し
な
が
ら
、
論
者
は
い
ず
れ
も
著
作
権
の
財
産
権
的
側
面
を
不
当
に
過
小
評
価
し
、
副
次
的
な
意
義
し
か
認
め
な
か
っ
た
点
で
一
面

北法15(1・64)64 

論

的
に
堕
し
た
感
を
免
れ
な
い
。
と
く
に
ギ
l
ル
ケ
は
、
著
作
物
を
著
作
者
の
人
格
領
域
の
構
成
要
素
と
み
て
、
身
体
、
生
命
、
自
由
お
よ

び
名
誉
等
の
人
格
財
と
同
一
次
元
で
処
理
し
て
い
る
。
従
っ
て
彼
に
よ
れ
ば
、
著
作
権
は
著
作
者
の
自
分
自
身

(FH由
。
ロ
)
に
対
す
る
関

係
を
保
護
す
る
権
利
と
み
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
だ
が
か
か
る
論
理
は
、
身
体
、
生
命
、
自
由
お
よ
び
名
誉
等
の
人
格
財
に
つ
い

て
は
妥
当
す
る
(
こ
れ
ら
の
人
格
財
は

H
V
2
8ロ
に
内
包
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
)
に
し
て
も
、
著
作
物
に
つ
い
て
は
当
然
あ
て
は
ま

る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
著
作
物
は
、
著
作
者
の
精
神
的
創
作
活
動
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
人
格
財
と
し
て
の
側
面
を
も
っ

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
創
作
活
動
の
結
果
生
じ
た
独
立
の
実
在
で
あ
っ
て
創
作
活
動
自
体
と
は
異
な
る
か
ら
、
独

自
の
使
命
と
宿
命
を
担
っ
た
精
神
財
(
の

3同

gmE)
と
し
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
著
作
権
が
承
認
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
歴
史
的
過
程
お
よ
び
著
作
物
が
取
引
の
対
象
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
占
め
て
い
る
現
状
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
著
作
物
は
人
格
財

と
し
て
の
側
面
を
有
す
る
ほ
か
、
経
済
生
活
に
お
い
て
独
自
の
役
割
を
演
ず
る
取
引
財

と
は
明
ら
か
と
な
る
。
従
っ
て
著
作
権
も
著
作
者
の
観
念
的
利
益
を
保
護
す
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
少
く
と
も
同
程
度
の
保
護
を
、
著

(〈

2
F
m
r
円印∞三)

と
し
て
の
側
面
を
有
す
る
こ

作
者
の
財
産
的
利
益
の
た
め
に
保
障
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
せ
ら
れ
る
。
人
格
権
一
元
論
は
著
作
人
格
権
の
形

成
に
先
駆
者
的
役
割
を
果
し
た
点
に
歴
史
的
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
著
作
物
の
取
引
能
力
を
軽
視
し
た
た
め
に
現
在
こ
の
学

説
を
採
る
者
は
存
在
し

h
y

(

l

)

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
格
権
論
の
展
開
に
関
し
て
は
、

rENOw
開
口

Z
E
L
E問
仏

g
H
u
q
ω
E
r
n
y
r
o
F
Z河
内

Z
E
s
r
r
r
g仕
立

u
p
z
u戸
口

m-

NC円
。
宮
内
}
阿
付

rHO舟
一
円

Humguロ
}Rrr合
同
切
出
⑦
門

}
M
g
5
5
』
白
}
同
町
『
ロ
ロ
仏
内
円
門
司
〉
門
司

H印∞い
()ω
『
・
参
照
。
な
お
五
十
嵐
、
松
田
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
私
生
活
の
私

法
的
保
護
」
〈
「
.
フ
ラ
イ
ヴ
ア
シ

l
研
究
」
所
収
一
七
九
頁
以
下
)
に
詳
細
な
紹
介
が
み
ら
れ
る
。

(
2〉

Z
O
E
R
g
-・
同
)
白
出
罫
の
「
白
ロ
ロ

R
Y
L
E
n
r
E
n
r
岡
市
ピ
巳

R
F
E
河内川

n
y
f
H
∞NhF・



付

(

3

)

〉
ゲ
町
四
四
・
戸
角
川
}
肖
ゲ
ロ
ロ
r
ι
2
ω
可
白
同
月
口
y
g耳
回
目
指
ロ
ω口
rm凶
F
H∞
ω∞-

(

4

)

固め
S
F
F
r手
口
円
ゲ
仏

2
m巾
ヨ
江
口
B
色。戸門凹ロ
F
E
T
E
P
2
Z
P
由
〉
己
『
一

-
H∞日叶申
ω
E
-

(
5
)
』「ゆ門戸口問・』

7
2
5
m
m
v
r
F
E口
}
高
司
『
位
吋

U
c
mヨ臼円安・

2
2
0
司
D
一
向
。
回
以
【
同
∞
∞
印
・

(

6

)

以
上
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
宮
喜
四
HF
巧
認
巾
自
ヨ

C
5
$
2
2
7円
ω・
立
ピ
・
に
拠
る
。

(

7

)

カ
ゾ
ト
は
同
様
の
論
旨
を

g
o片山由
Z
昔
円
Z
〉
口
{
E四
ω開門
E
E
σ
L
Z
H
N
R
r
H
m
F
r
o
w
M
aア

ω・
同
日
叶
ロ
・
に
お
い
て
も
展
開
し
て
い
る
。

(
8
〉
巴
ロ
ロ
門
mnzr
ロ
2
円ω円「
0・
HM己
〈
氏
自
円
宮
田

ωロ
L
H
-
H∞印
ω
暗
唱
品
由
民
・

(

9

)

固
め
目

F
F
ω
M
N凶円。
B
ハ

-2
問。
HHM巾
5
3
ι
2
2
n
r
g
司コ〈白門司
2
7
F
M〉
r
z巳ロロ向、

AH〉
zh「
H∞
∞
印
伊
∞
印
】
『
『
・

(ω)
ロ
ωFFHω
ユ
〈
印
可
RE--ny巾
ω
E
L
E口
同
∞
∞

?

5
・
∞
ω
5
R
R
の
gmwBE巳
E
r
r
-口。

ω円
「
ユ
『
円
。
ロ
・
印

-HN2r巾
N・
ω口
}
5
F
N
C
E
C円
「
与

m
R
2
Z
ω
・斗由『『・

(
日
〉
〈
悶
-
-
c
-
B
R
d
p
m
r巾
T
己
ロ
仏
〈
色
白
岡
田
円
巾
円
宮
、

N〉
戸
2・
5
8
ω
-
S
-

(
ロ
)
∞

P
R
P
O巾一白

E
E
5
司角田
O口市
-F
仏
ロ
仏
司
G
止
宍
白
戸
内
2
H・
5Nω
・

(

β

)

〈
問
]
・
出
MNO自由ロ
P
ロ
-
o
N
O
E
W
Z
回巾四円。口
N戸
口
問
仏
g

d手
巾
Z
B
R
E
m
-
-∞
M斗
ω・
呂
町
-
F
H
N
m
w
r
m
F
N
H由
印
叶
∞
-
H
N
R・

(
川
円
)
〈
同
一

-
E
E
R
C
F
o
r
q
l
c口
仏
〈
2
r
m
m
H
2
z
w
N〉ロロ・

5
8
ω
-
S
R・
(
以
下

C
-
E
F
C
H
r
m
r
g
H
R
Z
と
省
略
)
一
回
口
r
S
S
E
-
C
H
Y巾『巾
R
R
E
-
ω
・
口
ロ
・

(
ぴ
)
最
近
で
は
ト
ロ
ヲ
ー
が
、
ギ

l
ル
ケ
の
人
格
権
一
元
論
を
再
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
o

彼
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ギ

l

ル
ケ
は

著
作
権
概
念
を
「
精
神
的
著
作
物
の
公
表
お
よ
び
複
製
に
つ
い
て
処
分
す
る
著
作
者
の
排
他
的
権
利
」
と
し
て
把
え
、
さ
ら
に
「
著
作
物
を
公
表
す
る
か
否

か
、
ま
た
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
も
っ
て
す
る
か
に
関
す
る
権
利
お
よ
び
こ
れ
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
観
念
的
お
よ
び
物
質
的
利
益
を
享
受
す
る
権

利
は
、
著
作
者
自
身
に
帰
属
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
彼
が
著
作
権
を
無
体
財
産
権
と
み
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
。
そ

し
て
、
さ
ら
に
、
ギ

l

ル
ケ
の
思
考
方
法
は
新
精
神
的
所
有
権
論
と
本
質
に
お
い
て
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
相
違
は
単
に
テ
ル
ミ
ノ
ロ
ギ

l
の

違
い
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
る
。
J

「
5
2
2・
∞
丘
g
r
B
E
E
C円
Z
r
o片岡出
B
E
F
F
F昔
話
。
z
-
∞
n
r
2
P
E
E
r
o
ι
2
C百
H
a
k
f
出
σ
P
5
・
5
3
ω
-

H
h
同
・
(
以
下
吋

8--R
∞
邑

g
g口
と
省
略
)
だ
が
か
か
る
解
釈
は
ま
だ
一
般
化
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
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第
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項
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説

前
述
の
精
神
的
所
有
権
論
お
よ
び
人
格
権
二
克
論
が
、
そ
れ
ぞ
れ
立
場
は
異
に
す
る
に
せ
よ
著
作
権
を
一
元
的
に
把
え
て
い
た
の
に
対

し
、
著
作
者
に
無
体
財
産
権

(
F
g
E
2
E
m
E
2
5
n
yご
と
個
人
権

(
H
E
E合同戸
B
n
E
)
の
二
種
の
権
利
を
与
え
よ
う
と
す
る
見
解
、

論

即
ち
、
二
元
論
が
人
格
権
一
元
論
と
相
前
後
し
て
登
場
し
た
。
そ
の
主
唱
者
は
コ

l
ラ

!

(欠。

E
2
)
で
あ
る
。
彼
は
所
有
権
と
著
作
権

北法15(1・66)66 

-

L
」
の
共
通
の
地
盤
を
充
分
に
認
め
た
上
で
、
両
者
の
体
系
的
な
相
違
を
考
慮
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
直
観
的
に
把
握
さ
れ
た
精
神
的
所

有
権
論
を
学
問
的
に
基
礎
づ
け
て
無
体
財
産
権
論
を
発
展
さ
せ
、
精
神
的
所
有
権
の
観
念
か
ら
著
作
権
の
財
産
権
的
要
素
へ
の
理
論
的
過

渡
期
の
役
割
を
果
し
た
。

彼
の
理
論
は
、

〈

1
)

お
び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
る
著
書
、
論
文
に
よ
っ
て
精
力
的
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、

ギ
l
ル
ケ
が
彼
の
見
解
を
殆
ん
ど

《

U
2仲
田
口

Z
H
d
g同町
2
Z
U
だ
け
で
論
述
し
た
の
と
比
べ
、
き
わ
め
て
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。

コ
l
ラ

l
の
見
解
は
お
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
著
作
権
を
、
「
人
聞
の
外
に
存
在
す
る
が
無
形
で
把
握
す
る
こ
と
の
で

き
ぬ
権
利
財
(
河
合
宮
必
互
に
関
す
る
権
利
)
」
即
ち
無
体
財
産
権
と
み
、
物
所
有
権
が
有
体
物
か
ら
経
済
的
利
益
を
得
る
権
利
で
あ
る

の
と
同
様
、
無
体
物
か
ら
経
済
的
利
益
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
。
従
っ
て
こ
の
点
で
人
格
権
一
元
論
と
は
根

本
的
に
相
反
す
る
。
彼
の
見
解
は
む
し
ろ
精
神
的
所
有
権
論
に
接
近
す
る
。
だ
が
彼
は
、
保
護
の
対
象
を
著
作
物
の
「
形
式
」
に
限
り
認

め
て
、
「
内
容
」
に
つ
い
で
は

m巾
B
巴
口
問
同

2

と
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
考
え
を
受
け
継
ぎ
、

さ
ら
に
こ
れ
を
克
明
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

に
は
、
言
葉
と
か
音
な
ど
の
表
現
形
式
で
あ
る
「
外
面
的
形
式

問
。

5
4
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
文
学
的
著
作
物
の
場
合
の
筋
の
運
び
方
な
ど
の
「
内
面
的
形
式

(
E
5
5
F
)吋
吉
)
」
も
ま
た
著
作
者
固
有
の

も
の
と
し
て
含
ま
れ
る
も
の
と
説
誌
、
有
体
物
(
文
学
的
著
作
物
の
場
合
に
は
書
籍
)
を
保
護
の
対
象
と
す
る
物
所
有
権
と
の
必
然
的
な

て
、
著
作
権
の
保
護
を
受
け
る
べ
き
著
作
物
の

「
形
式
」

(
比
三
凶
巾
同
・
巾

相
違
を
明
ら
か
に
し
て
、
所
有
権
概
念
を
放
棄
し
て
い
る
o

'
以
上
述
べ
た
如
く
コ

l
ラ

l
は
著
作
権
日
無
体
財
産
権
と
し
て
把
え
る
け
れ
ど
も
、
著
作
者
の
精
神
的
利
益
の
保
護
を
全
く
無
視
し
て



い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
著
作
権
と
は
別
に
個
人
権
(
円

E
E合同一円
2
7
3

を
想
定
す
る
o

個
人
権
と
は
、
彼
に
よ
れ
ば
人
的
利
益
の

す
べ
て
に
つ
い
て
そ
の
完
全
な
る
利
用
お
よ
び
享
受
を
保
障
す
る
単
一
の
権
利
を
い
い
、
現
在
の
一
般
的
人
格
権
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
に

相
当
す
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
著
作
者
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
特
殊
な
人
格
権
を
指
す
の
で
は
な
い
か
ら
、
著
作
権
の
有
無
と
は
関
係
な
く
個
人

権
の
存
立
お
よ
び
行
使
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
一
般
的
包
括
的
個
人
権
か
ら
氏
名
権
、
信
書
権
、
自
己
肖
像
権
等
の
個
別
的

個
人
権
が
派
生
す
る
が
、
彼
は
と
く
に
著
作
物
と
の
関
連
に
お
い
て
公
表
権
を
個
人
権
に
含
め
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
著
作

物
を
公
表
す
る
か
否
か
は
著
作
者
の
み
が
判
断
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
段
階
で
は
個
人
権
の
み
が
現
わ
れ
、
財
産
権
は
問
題
と
な
ら

な
い
。
従
っ
て
著
作
者
が
破
産
し
た
場
合
に
は
債
権
者
は
た
と
え
そ
れ
に
よ
っ
て
大
き
な
利
益
が
期
待
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
未
公

表
著
作
物
の
原
稿
を
質
入
し
た
り
、
あ
る
い
は
印
刷
に
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
利
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
。
ま
た
公
表
権
が
個

人
権
と
し
て
著
作
者
に
帰
属
す
る
と
す
れ
ば
、
何
人
も
著
作
者
の
同
意
な
く
し
て
著
作
物
に
変
更
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
内
容
変

更
に
対
す
る
異
議
申
立
権
も
著
作
者
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
し
、
そ
の
反
面
、
実
際
の
著
作
者
は
他
人
で
あ
る
に
拘
ら
ず
自
己
の
氏
名
が

付
さ
れ
て
公
表
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
す
る
。

H 

こ
の
よ
う
に
し
て
コ

l
ラ

l
は
、
著
作
権
と
個
人
権
と
が
全
く
異
な
っ
た
要
件
を
必
要
と
し
、
し
か
も
全
く
異
な
っ
た
領
域
に
属
す
る

か
か
る
二
種
の
権
利
の
相
関
関
係
を
理
論
上
否
定
し
な
が
ら
い
い
v

結
局
は
後
に
両
者
の
関
連
す
る
場
合
の
存
在
を
認
め

ー著作権の一元的構成について

こ
と
を
理
由
に
、

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
例
え
ば
彼
は
、
著
作
物
が
著
作
者
の
意
に
反
し
て
公
表
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
こ
れ
は
著
作
者
の
個
人
権
の
侵
害

(
7〉

と
な
る
と
同
時
に
財
産
権
た
る
著
作
権
の
侵
害
と
な
る
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
か
か
る
結
論
か
ら
、
著

作
権
を
異
な
る
機
能
を
合
わ
せ
含
む
と
こ
ろ
の
単
一
の
権
利
と
認
め
る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
併
存
す
る
二
つ
の
権
利
と
み
る
見
解

を
捨
て
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

コ
l
ラ

l
の
著
作
権
の
性
質
に
関
す
る
考
え
方
は
お
よ
そ
以
上
述
べ
た
こ
と
で
つ
き
る
わ
け
だ
が
、
彼
は
そ
の
ほ
か
に
も
現
代
に
生
き

北法15(1・67)67 



説

る
卓
越
し
た
見
解
を
随
所
に
示
し
て
い
る
。

ま
ず
著
作
権
を
財
産
権
と
し
な
が
ら
も
一
定
の
保
護
期
間
に
よ
っ
て
そ
の
存
続
に
制
限
を
受
け
る
点
に
つ
い
て
、
彼
は
、
物
所
有
権
が

論

社
会
的
拘
束
を
受
け
る
の
と
同
様
、
著
作
権
も
社
会
的
拘
束
性
を
有
す
る
権
利
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
即
ち
著
作
権

は
、
公
衆
に
伝
達
さ
れ
る
べ
き
著
作
物
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
民
の
精
神
文
化
お
よ
び
精
神
生
活
の
一
要
素
に
還
元
さ

る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
物
所
有
権
の
如
き
過
大
な
個
人
主
義
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
著
作
者
の
相
続
人
に
永

(
8
)
 

一
定
期
間
経
過
後
は
公
衆
の
共
通
財
産
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

遠
に
著
作
権
の
行
使
を
容
認
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、

ま
た
著
作
権
契
約
に
つ
い
て
、
彼
は
、
著
作
物
の
利
用
権
限
を
他
人
に
付
与
す
る
場
合
に
、
こ
の
付
与
さ
れ
た
権
限
は
著
作
権
契
約
の

締
結
当
時
現
に
存
在
す
る
権
利
だ
け
に
限
ら
れ
、
契
約
後
に
生
じ
た
新
し
い
経
済
的
利
用
の
可
能
性
と
か
新
し
い
利
用
権
能
は
著
作
者
に

留
保
さ
れ
、
権
限
の
付
与
を
受
け
た
第
三
者
に
生
じ
な
い
と
説
く
。
こ
の
内
容
は
今
日
わ
れ
わ
れ
が
目
的
譲
渡
理
論
で
説
明
す
る
も
の
を

既
に
指
摘
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

亡主

批

川
口
円
d

車
寸

)
 

，ィ
t(
 

一
般
的
人
格
権
と
著
作
人
格
権
と
の
相
違

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

コ
I
ラ
l
は
著
作
者
の
権
利
と
し
て
財
産
権
と
人
格
権
と
が
併
存
す
る
こ
と
を
認
め
、

両
者
を
対
等
に
一
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
点
、
人
格
権
一
元
論
が
著
作
者
の
観
念
的
利
益
の
保
護
を
重
視
し
て
、
財
産
権
を
著
作

物
の
公
表
に
よ
り
人
格
権
た
る
著
作
権
か
ら
生
ず
る
第
二
義
的
な
権
利
と
し
て
把
握
し
、
両
者
の
評
価
に
差
等
を
設
け
た
の
に
比
べ
る

と
、
正
当
な
契
機
に
基
ず
く
見
解
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
著
作
者
の
著
作
物
に
対
す
る
観
念
的
利
益
と
財
産
的
利
益

と
は
、

い
ず
れ
が
主
で
、

い
ず
れ
が
従
で
あ
る
か
に
つ
い
て
一
般
的
に
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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だ
が
問
題
は
、
著
作
物
の
経
済
的
利
用
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
著
作
権
を
無
体
財
産
権
と
し
て
把
握
し
、
著
作
人
格
権
を
こ
れ
よ
り
駆

逐
し
て
一
般
的
人
格
権
た
る
個
人
権
に
解
消
さ
せ
た
点
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
格
権
を
一
つ
の
権
利
概
念
と
し
て
正
確
に
定
義
づ
け
そ
の

範
障
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
は
、
過
去
に
お
い
て
多
く
の
学
者
が
こ
れ
に
い
ど
み
な
が
ら
も
、
い
ず
れ
も
満
足

す
べ
き
結
果
を
も
た
ら
さ
ず
そ
の
た
め
に
ま
だ
統
一
し
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
極
言
す

る
な
ら
ば
現
在
の
段
階
に
お
い
て
は
、
論
者
の
定
義
の
た
て
か
た
如
何
に
よ
っ
て
は
い
か
な
る
権
利
を
も
こ
れ
に
含
み
う
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
従
っ
て
コ

1
ラ
ー
が
個
人
権
を
「
人
的
利
益
の
す
べ
て
に
つ
い
て
そ
の
完
全
な
る
刺
用
お
よ
び
享
受
を
保
障
す
る
権
利
」

と
定
義
し
て
、
著
作
人
格
権
を
こ
れ
に
含
め
た
こ
と
も
あ
な
が
ち
論
難
す
べ
き
筋
合
の
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
人
格
権
あ
る
い
は
個
人
権
と
称
さ
れ
る
も
の
の
中
に
あ
っ
て
も
一
方
、
生
命
権
、
自
由
権
、
自
己
肖
像
権
、
名
誉
権
等
の
い
わ
ゆ

る

}
戸
市
い
ロ
「
回
同
℃
巾
一
『
印

O
D
-
-
n
r

で
あ
る
が
た
め
に
固
有
の
人
格
権
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
、
他
方
、
著
作
人
格
権
と
の
聞
に
は
次
の
よ
う
な
相

付

違
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω
固
有
の
人
格
権
が
お
よ
そ
人
で
あ
る
以
上
す
べ
て
の
者
に
保
障
せ
ら
る
る
権
利
で
あ
る
の
に
対
し
、
著
作
人
格
権
は
著
作
者
だ
け

が
保
障
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
こ
と
(
権
利
主
体
の
特
殊
性
〉
。

ω
固
有
の
人
格
権
の
保
護
の
対
象
は

p
g
oロ
自
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
著
作
人
格
権
の
場
合
は
著
作
者
の
可
2
8ロ
か
ら
独
立
し

た
i
い
わ
ば
精
神
の
客
観
的
実
在
た
る
l
著
作
物
で
あ
る
こ
と
(
権
利
客
体
の
特
殊
性
)
。

著作権の一元的構成について

ゆ
従
っ
て
固
有
の
人
格
権
は
権
利
主
体
の

F
3
0
ロ
に
対
す
る
関
係
が
保
護
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
の
に
対
し
、
著
作
人
格
権
は
著
作

者
の
著
作
物
に
対
す
る
関
係
が
保
護
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
こ
と
。

北法15(1・69)69 

こ
の
よ
う
に
両
者
の
聞
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
だ
が
両
者
類
似
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
名
誉
権
と
著

作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
と
の
間
に
み
ら
れ
る
類
似
性
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
も
後
者
は
、
名
誉
そ
の
も
の
が
保
護



説

を
受
け
る
の
で
は
な
く
、
著
作
物
の
創
作
者
と
し
て
の
地
位
が
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
公
表
権
、
著
作
物
内
容
変
更
権
等
の
著

作
人
格
権
に
属
す
る
諸
権
能
の
場
合
も
、
著
作
物
自
体
が
保
護
を
受
け
る
の
で
あ
っ
て
著
作
者
の

F
H
Sロ
が
保
護
を
受
け
る
も
の
で
は

な
い
。
著
作
物
を
創
作
す
る
の
が
著
作
者
の
司
2
8ロ
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
著
作
者
の

H
M
2
8ロ
は
客
観
的
実
在
た
る
著
作

オヒ法15(1・7u-) 7.巴O

論

物
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
保
護
を
受
け
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
き
固
有
の

人
格
権
と
著
作
人
格
権
と
を
同
一
次
元
で
把
え
て
一
般
的
人
格
権
ま
た
は
個
人
権
の
命
称
の
下
で
包
括
す
る
の
は
少
く
と
も
あ
ま
り
意
味

の
あ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

別
の
側
面
か
ら
一
般
的
人
格
権
と
著
作
人
格
権
と
を
区
別
す
る
考
え
方
が
あ
る
。

ス
イ
ス
の
著
作
権
法
の
権
威
と
し
て
著
名
な
ト
ロ
ラ

1
2
H
o
-
-
2
)
は、

一
般
的
人
格
権
の
特
質
と
さ
れ
る
不
可
譲
渡
性
お
よ
び
不
可

放
棄
性
が
、
著
作
権
に
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
概
念
的
検
討
で
は
な
く
、
具
体
的
事
実
関
係
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
特
質
が
著
作
人
格
権
の
特
質
た
り
与
え
な
い
点
を
実
証
し
、
両
者
の
区
別
を
主
張
し
て
い
り
出
。
彼
は
ま
ず
公
表
権
に
つ
い
て

著
作
物
の
利
用
は
通
常
、
公
表
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
財
産
権
的
権
能
の
譲
渡
に
は
公
表
権
の
譲
渡
も
含
ま
れ
る
と
み
な
す
べ
き
で

あ
る
と
し
て
公
表
権
の
譲
渡
可
能
性
を
認
め
、
ま
た
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
理
論
上
は
譲
渡
可
能
で
は
あ
る

が
、
実
際
上
行
な
わ
れ
る
例
少
な
い
と
述
べ
な
が
ら
も
、
権
利
の
放
棄
は
日
常
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
具
体
的
に
示
し

て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
内
容
変
更
権
に
つ
い
て
は
、
小
説
を
映
画
化
あ
る
い
は
演
劇
化
す
る
場
合
な
ど
の

映
画
化
契
約
ま
た
は
上
演
契
約
は
内
容
変
更
権
の
移
転
な
く
し
て
不
可
能
だ
と
い
う
理
由
で
、
放
棄
、
譲
渡
と
も
に
可
能
で
あ
る
と
説
い

て
い
る
。

ま
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
分
野
の
第
一
人
者
ウ
ル
マ

l

(句

-
B巾
同
)

は

一
般
的
人
格
権
が
不
可
相
統
一
的
で
た
だ
死
者
の
近
親
者
に

よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
反
し
、
著
作
人
格
権
が
相
続
・
さ
れ
る
点
を
両
者
の
区
別
す
る
理
由
の
一
つ
に
掲
げ
て
い
る
。



こ
の
よ
う
な
一
般
的
人
格
権
の
特
質
か
ら
著
作
人
格
権
を
識
別
し
よ
う
と
い
う
見
解
に
は
、

一
般
的
人
格
権
に
こ
れ
ら
の
特
質
を
否
定

す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
、

必
ず
し
も
全
面
的
に
賛
意
を
表
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

ム
別
述
の
如
く
、
著
作
人
格
権
は
客
観
的
実
在
た
る
著
作
物
に
対
す
る
関
係
を
保
護
寸
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
の
譲
渡
性
、
放
棄
性
お

よ
び
相
続
性
が
容
認
さ
れ
る
可
能
性
は
司
2
8ロ
に
対
す
る
関
係
を
保
護
す
る
固
有
の
人
格
権
に
比
べ
る
と
よ
り
強
い
と
い
う
ご
と
は
で

話口、よ弓ノ。

以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
作
人
格
権
は
固
有
の
人
格
権
に
比
べ
る
と
異
質
の
要
素
を
多
く
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
を
個
人
権
ま
た
は
一
般
的
人
格
権
の
範
障
に
含
め
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
く
、

む
し
ろ
別
箇
に
取
扱
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

(ロ)

著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
と
の
牽
連
性

二
元
論
は
著
作
物
を
経
済
的
に
利
用
す
る
権
能
の
集
合
体
'
即
ち
著
作
財
産
権
ー
を
著
作
権
に
、

ま
た
著
作
人
格
権
を
一
般
的
人
格
権

付

た
る
個
人
権
に
分
属
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
著
作
者
の
著
作
物
に
対
す
る
財
産
的
利

著作権の一元的構成について

益
と
観
念
的
利
益
と
が
分
断
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
共
に
保
護
の
対
象
と
す
る
著
作
物
は
、

一
方
経
済
的
に
利
用
し
う
る
独
立
の

精
神
財
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
そ
れ
自
身
の
中
に
著
作
者
の
個
性
、
か
内
包
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
者
が
著
作
物
を
利
用

す
る
に
当
っ
て
は
観
念
的
利
益
充
足
の
考
慮
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
著
作
人
格
権
の
行
使
も
ま
た
財
産
的
利
益
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に
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
首
肯
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
に
両
者
を
分
断
し
て
論
ず
る
こ
と
が
果
し
て
実
態
に
即
し
た
見
解
と

い
い
う
る
か
ど
う
か
は
き
わ
め
て
疑
問
で
あ
る
。

問
題
を
財
産
的
利
益
と
著
作
人
格
権
と
の
関
係
お
よ
び
、
観
念
的
利
益
と
著
作
財
産
権
と
の
関
係
の
二
つ
に
分
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
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日ま
ず
公
表
権
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
公
表
権
と
は
著
作
物
を
公
表
す
る
か
ど
う
か
、
公
表
す
る
と
し
た
場
合
に
そ
れ
を
如
何
な
る
方

財
産
的
利
益
と
著
作
人
格
権
と
の
関
係

北法15(1・72)7z 

論

法
お
よ
び
条
件
を
以
っ
て
す
る
か
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
権
を
い
う
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
著
作
者
は
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
に

当
り
、
公
表
が
も
た
ら
す
社
会
的
評
価
ー
そ
の
著
作
物
の
作
者
と
し
て
の
名
声
ー
を
予
め
充
分
に
計
算
の
上
で
最
善
の
方
法
を
選
択
し
ょ

う
と
す
る
。
そ
の
限
り
で
は
著
作
者
の
観
念
的
利
益
に
奉
仕
す
る
。
だ
が
公
表
に
際
し
て
著
作
者
の
意
見
決
定
を
促
す
動
因
は
、

か
か
る

観
念
的
利
益
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
公
表
に
よ
る
財
産
的
利
益
の
取
得
を
も
意
図
す
る
場
合
が
多
い
。

著
作
物
の
創
作
を
な
す
者
が
概
ね
そ
れ
を
職
業
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
間
の
事
情
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
著
作
物
内
容
変
更
権
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
著
作
者
が
彼
の
創
作
に
か
か
る
著
作
物
に
つ
い
て
内
容
を
変
更
す
る
排

他
的
権
利
を
も
つ
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
て
、
こ
の
権
利
よ
り
他
人
の
な
す
改
鼠
そ
の
他
の
変
更
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
権
利
も
ま

た
派
生
す
る
。
た
と
え
著
作
者
に
よ
り
著
作
物
の
利
用
を
認
め
ら
れ
た
者
と
雄
も
、
著
作
者
の
同
意
な
し
に
勝
手
に
内
容
を
変
え
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
著
作
者
の
心
血
を
庄
い
だ
労
苦
の
結
晶
で
あ
る
著
作
物
に
他
人
が
手
を
加
え
て
そ
の
完
全
性
を
歪
め
る
と
き
、
彼
の
全

く
関
知
し
な
い
事
情
に
よ
っ
て
著
作
者
と
し
て
の
社
会
的
評
価
が
著
し
く
段
損
さ
れ
る
恐
れ
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
限
り

で
は
こ
の
権
利
も
著
作
者
の
観
念
的
利
益
に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
財
産
的
利
益
と
の
関
連
性
も
き
わ
め

な
ぜ
な
ら
経
済
的
利
益
取
得
の
た
め
、
著
作
物
を
出
版
者
、
興
行
者
等
に
利
用

さ
せ
る
に
際
し
、
こ
れ
ら
利
用
者
側
の
種
々
の
事
情
の
た
め
著
作
物
の
内
容
変
更
が
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
(
史
詩
的
疎
開
臼
吟
主
芯

駅
肘
枕
博
械
伽
柄
引
…
一
一
一
抑
制
一
車
倒
的
一
ト
間
約
出
恥
初
日
一
間
…
川
一
山
下
一
詳
一
問
一
一
一
戸
川
哨
吋
耕
一
叩
純
一
制
一
緒
川
…
付
抗
日
一
一
詑
)
に
著
作
者
が
内
容
変
更
に
同
意
を
与
え

た
り
、
あ
る
い
は
内
容
変
更
に
異
議
を
唱
え
な
い
旨
を
約
束
し
た
り
、
さ
ら
に
は
ま
た
著
作
者
み
ず
か
ら
著
作
物
の
内
容
に
手
を
加
え
る

て
密
接
で
あ
っ
て
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ど
の
内
容
変
更
権
の
行
使
は
む
し
ろ
財
産
的
利
益
の
取
得
に
著
作
者
の
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
自
然
だ
か
ら
で
あ



(汀
V

る。
ま
た
固
有
の
人
格
権
と
の
類
似
性
が
著
し
い
と
い
わ
れ
る
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
の
場
合
も
財
産
的
利
益
保
護
の
側
面
を

全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
権
利
は
著
作
者
の
氏
名
ま
た
は
著
作
者
の
同
一
性
を
表
象
す
る
符
号
(
叩
治
が
や
ネ
)
を
著
作
物

お
よ
び
そ
の
複
製
物
に
表
示
す
る
こ
と
の
主
張
お
よ
び
他
人
に
よ
る
著
作
者
名
の
俗
称
の
排
除
を
内
容
と
す
る
権
利
で
あ
る
か
ら
、
か
か

る
権
利
の
行
使
は
著
作
物
に
対
す
る
責
任
の
帰
属
を
明
ら
か
に
す
る
反
面
、
著
作
物
に
寄
せ
ら
れ
た
社
会
的
評
価
を
著
作
者
一
人
に
帰
せ

し
め
る
と
い
う
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
限
り
で
は
著
作
者
の
観
念
的
利
益
に
関
す
る
権
利
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が

著
作
者
は
通
常
か
か
る
効
果
の
み
を
期
待
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
著
作
物
が
い
っ
た
ん
世
評
を
呼
ぶ
と
き
、
同
じ

著
作
者
の
手
に
か
か
る
他
の
著
作
物
も
そ
の
著
作
者
の
創
作
物
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
同
様
の
社
会
的
評
価
を
受
け
著
作
者
の
経

済
的
利
益
の
増
加
を
も
た
ら
す
と
い
う
実
例
を
数
多
く
見
聞
し
て
い
る
。
特
に
既
に
名
声
を
得
た
著
作
者
の
創
作
物
は
そ
の
名
声
の
故
に

彼
の
著
作
者
名
が
表
示
さ
れ
て
い
る
限
り
、

い
か
な
る
も
の
で
も
高
価
に
取
引
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
か
か
る
実
例
を
考
慮

付

に
入
れ
る
な
ら
ば
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
の
行
使
は
、
著
作
者
の
財
産
的
利
益
保
護
の
要
求
を
も
併
せ
含
ん
で
い
る
場
合
が

多
い
も
の
と
考
え
る
の
が
至
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

著作権の一元的構成について

観
念
的
利
益
と
著
作
財
産
権
と
の
関
係

ハ
P

逆
に
観
念
的
利
益
と
著
作
財
産
権
と
の
相
関
関
係
を
み
て
み
よ
う
。
著
作
者
は
ご
く
稀
な
例
を
除
い
て
著
作
物
を
み
ず
か
ら
の
手
で
公

衆
に
伝
達
す
る
手
段
と
施
設
を
も
た
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
一
般
に
著
作
物
の
利
用
を
業
と
す
る
企
業
に
委
託
し
て
行
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
場
合
著
作
財
産
権
の
行
使
は
著
作
権
契
約
(
畑
一
賂
…
帥
十
壮
一
話
一
一
切
、
日
間
山
昭
一
…
即
時
一
一
弘
一
山
一
一
出
齢
制
一
誌
は
排
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
通

例
対
価
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
著
作
財
産
権
は
著
作
者
の
財
産
的
利
益
に
奉
仕
す
る
権
利
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
著

作
財
産
権
の
行
使
は
必
ず
し
も
財
産
的
利
益
と
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
学
者
が
永
年
の
研
究
の
成
果
を
非
営
利
的
機
関
誌
に

北法15(1・73)73 
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発
表
し
た
り
、
あ
る
い
は
純
文
学
の
新
人
グ
ル
ー
プ
が
同
人
誌
に
寄
稿
し
た
り
、
さ
ら
に
は
ま
た
著
作
物
を
慈
善
興
行
の
た
め
無
償
で
上

北法15(1・74)74 

演
許
諾
を
し
た
場
合
な
ど
、
何
れ
も
著
作
者
と
し
て
の
名
声
と
か
社
会
的
評
価
を
考
慮
し
て
の
行
為
で
あ
ろ
う
。
ま
た
対
価
を
得
て
著
作

言語

物
の
利
用
を
認
め
る
場
合
で
す
ら
自
己
の
業
績
が
で
き
る
限
り
多
く
の
人
に
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
求
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
否
定
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
著
作
財
産
権
も
財
産
的
利
益
ば
か
り
で
な
く
著
作
者
の
観
念
的
利
益
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
も
の
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
著
作
者
の
保
護
利
益
に
よ
っ
て
財
産
権
と
人
格
権
と
に
分
断
す
る
こ
と
は
、
こ
と
著
作
権
に
関
す
る
限
り

不
当
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
両
利
益
の
保
護
を
目
的
と
し
た
単
一
の
権
利
と
し
て
著
作
権
を
把
え
る
べ
き
だ
と
い
う
結
論
に
到

島
達
す
る
。
こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
物
所
有
権
に
お
い
て
も
、
そ
の
対
象
が
先
祖
伝
来
の
家
宝
と
か
、
故
人
の
遺
品
あ
る
い
は
コ
レ
ク
シ
ヨ

ン
な
ど
の
場
合
に
所
有
者
の
観
念
的
利
益
に
関
係
し
な
が
ら
も
財
産
権
に
含
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
例
を
挙
げ
、
著
作
権
の
法
的
性
質
も

観
念
的
利
益
を
顧
慮
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
物
所
有
者
の
有
す
る
観
念
的
利
益
は
、
そ
の
物
が

所
有
者
の
下
に
留
る
限
り
で
の
み
保
護
を
受
け
、

い
っ
た
ん
所
有
権
が
移
転
さ
れ
る
と
き
前
所
有
者
は
自
己
の
観
念
的
利
益
保
護
の
要
求

を
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
利
益
の
保
護
は
物
を
全
面
的
排
他
的
に
支
配
す
る
こ
と
よ
り
生
ず
る
反
射
的
効

果
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
た
と
え
観
念
的
利
益
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
所
有
権
の
財
産
権
的
性
質
を
変
更
す

る
ほ
ど
強
力
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
著
作
物
の
場
合
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
そ
れ
自
身
の
中
に
著
作
者
の
個
性
を
内

包
す
る
と
同
時
に
独
立
し
た
取
引
財
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
観
念
的
利
益
も
財
産
的
利
益
も
共
に
法
律
上
評
価
さ
る
べ
き
札
益
と
み
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
精
神
的
所
有
権
論
を
除
け
ば
ギ
l
ル
ケ
は
も
と
よ
り
の
こ
と
コ

l
ラ
ー
さ
え
こ
れ
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
J

コ
l
ラ
ー
は
こ
の
両
利
益
を
対
等
に
評
価
し
た
点
で
そ
の
功
績
は
不
朽
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
保
護
利
益
に
よ
っ
て
著
作
者
の



権
利
を
分
断
す
る
こ
と
は
上
述
の
如
く
不
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
人
格
権
を
個
人
権
の
範
鴎
よ
り
引
き
戻
し
著
作
権
の
中
に
包
括

す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

さ
ら
に
被
保
護
利
益
の
点
を
度
外
視
し
て
も
著
作
人
格
権
と
著
作
財
産
権
と
が
相
互
に
交
錯
す
る
領
域
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
両
者
の
牽

連
関
係
を
認
め
、
著
作
人
格
権
を
著
作
権
に
包
摂
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
成
立
つ
。
特
に
公
表
権
と
改
作
利
用
権
の
場
合
に
問
題

と
な
ろ
う
。
公
表
権
は
著
作
物
を
公
表
す
る
か
否
か
、
公
表
す
る
と
し
た
と
き
そ
の
方
法
お
よ
び
条
件
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
の
意
思

決
定
権
で
あ
る
か
ら
純
粋
の
意
味
で
は
著
作
人
格
権
の
範
暗
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
著
作
物
の
公
表
は
出
版
、
演
劇
、
映
画
、

放
送
等
の
媒
体
に
よ
っ
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
公
表
権
は
必
然
的
に
著
作
財
産
権
の
中
に
も
包
含
さ
れ
る
べ
き

性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
著
作
権
法
改
正
の
試
み
の
過
程
で
一
九
三
二
年
の
草
案

(
〉
自
己
片
}
同
巾
明
王
者
口
同
町
)

が
公
表
権

を
著
作
財
産
権
の
範
暗
に
含
め
た
に
も
拘
ら
ず
一
九
五
四
年
の
草
案
克
巳
2
2
8
5
2耳
日
間
)
で
は
《
〈
2
項
目
円
吉
話
回
H
2
r
g
の
章
よ
り

は
ず
し
て
著
作
人
格
権
を
構
成
す
る
諸
権
能
と
と
も
に
《
∞
。
ロ
邑
宮
岡
山
2
Y
H巾
仏
g

d
ユ5
2
5
の
章
に
含
め
、
さ
ら
に
一
九
五
九
年
の

草
案
(
冨

E
Z
2
5
Fロ
件
当
日
円
)

《ぐ
2
4司
2
Zロm
山
田
円
巾
円
}
戸
内
》
お
よ
び
《
己
円
「
巾
宮
召
RmCロロロ
Y
W
色丹回同巾口
r
g

《口同ゲ巾
σ巾同℃巾同由。己
-nrF2仲間円巾ロ
r
g

で
t土

と
は
別
の
第
二
一
の
範
鴎

付

ま
た
一
九
六
一
年
の
草
案

(
F
m
F
2
5
mお
己
ヨ
肖
『
)

で
は
再
び

の
章
に
含
め

と
し
て
規
定
し
、

著作権の一元的構成について

る
な
ど
、
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
の
聞
を
絶
え
ず
浮
動
さ
せ
て
い
る
の
は
こ
の
間
の
苦
悩
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

長
C

ス一
v

。
ま
た
改
作
利
用
権
は
原
著
作
物
に
修
正
増
減
を
加
え
も
し
く
は
翻
案
を
な
し
た
も
の
!
例
え
ば
翻
訳
、
小
説
の
ド
ラ
マ
化
、
ド
ラ
マ
の

映
画
化
、
音
楽
の
ア
レ
ソ
ジ
、
彫
刻
の
絵
画
化
等
ー
を
複
製
利
用
す
る
権
利
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
改
作
す
る
こ
と
自
体
は
個
人
的
使
用

北法15(1・75)75 

の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
る
か
ら
著
作
者
の
同
意
を
要
す
る
ま
で
も
な
く
何
人
も
自
由
に
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
改
作
し
た
も
の
を
複

製
す
る
場
合
は
公
衆
へ
の
伝
達
の
可
能
性
を
有
す
る
か
ら
個
人
的
使
用
の
枠
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
原
著
作
物
の
利
用
の
一
形
態



説

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
場
合
は
著
作
財
産
権
の
一
種
に
数
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
改
作
は
必
然
的
に
著
作
物
の
内
容
の
変

北法15(1・76)76: 

ミミA
口出

更
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
人
格
権
に
属
す
る
内
容
変
更
権
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
本
来
、
改
作
利
用
権
取
得
の
た
め
に
は

①
著
作
財
産
権
の
譲
受
(
排
他
的
援
権
)
ま
た
は
利
用
の
許
諾
(
単
純
援
制
)
お
よ
び
②
著
作
物
内
容
変
更
の
同
意
の
二
種
の
承
諾
を
著

作
者
よ
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
一
括
し
て
改
作
利
用
権
の
譲
受
ま
た
は
改
作
利
用
の
許
諾
と
い
う
一
種
の
承
諾

で
こ
れ
に
代
え
る
便
法
を
認
め
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
改
作
利
用
権
は
こ
の
限
り
で
は
変
更
権
を
も
内
包
す
る
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
は
異
な
る
性
質
を
も
っ
権
利
と
は
み
ら
れ
な
が
ら
も
、
相
交
錯
し
合
う

領
域
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
両
者
は
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
著
作
人
格
権
を
著
作
権
に
包
括
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
論
拠
を

こ
こ
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
著
作
人
格
権
と
著
作
財
産
権
と
を
哉
然
と
区
別
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
ド
イ
ツ
ア
カ
デ
ミ
ー
草
案
の

作
成
過
程
に
お
い
て
種
々
企
て
ら
れ
た
が
、
委
員
達
の
懸
命
の
努
力
に
拘
ら
ず
遂
に
失
敗
に
帰
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
み

て
も
コ

l
ラ

l
の
二
元
論
は
採
る
こ
と
の
で
き
な
い
見
解
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

コ
l
ラ
l
自
身
、
後
に
は
両
者
の

牽
連
性
に
気
づ
い
た
模
様
で
、
公
表
権
の
侵
害
が
個
人
権
の
侵
害
で
あ
る
と
同
時
に
財
産
権
た
る
著
作
権
の
侵
害
と
述
べ
て
は
い
る
が
、

こ
れ
は
彼
の
二
元
論
が
事
実
上
崩
壊
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

コ
l
ラ

1
の
後
継
者
が
二
元
論
を
採
り
な
が
ら
も
著
作

人
格
権
を
著
作
権
の
中
に
含
め
そ
の
土
俵
の
上
で
著
作
財
産
権
と
対
立
さ
せ
て
い
る

(
L
H
O
I
門
由
。

z
E巾
論
後
述
参
照
)
の
は
正
当
な
方
向

を
示
す
も
の
と
い
い
う
る
。

(

1

)

コ
l
ラ

l
は
自
説
を
伊
丹
自
門
H
R
E
-
-∞
3
・
g
叶
∞
山
〉
己
申
ロ
R
E
-
-∞∞。山口
F
O
H
L
R
仏

2
m
g
t
m
g
明
日
間

g
Z
B♂
古
〉
ロ
回
以
∞
M
L
S
u
u
g
H
N
R
E
E

回口。『
g
w
H
∞
甲
山
山
山
口
伝
田
m
S
E
E
-口問。口
r
w
5
0
ω

一
C
F巾σ
巾叶円巾
ny仲間口
ωロゲユpd〈巾円}内巾ロ

EML
〈
R
E四句作口
ZW
巴口、吋一同ハロロ
2
2
q
r印
『

R
Z・
5
0∞、

N
2

州内ロロ
ω
可
己

rtoロ
L
g
C
H
r
o
r
R
B
n
r
g
w
E
〉
R
r・
四
位
門
町
内
同

-
w
z
m
H
N
2
Z
H
0
・N怠
な
ど
で
展
開
し
て
い
る
。

(
2
)
穴

D
E
R
-
C
F
o
g円円
m
n
r
r
sミ・

ω-H
・
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第
一
項

円同一門
O
H
同門凶。己
σ-巾弘一酬

北法15，(1‘・ 78)78. 

説

第
二
節

現

代

の

学

説

論

付基
本
的
に
は
二
元
論
に
立
ち
な
が
ら
も
、
著
作
人
格
権
の
一
般
的
人
格
権
に
対
す
る
特
殊
性
ま
た
は
著
作
権
の
観
念
的
側
面
を
認
識
し

内

打ムチ

廿

て
、
著
作
人
格
権
を
著
作
権
の
中
に
包
摂
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
一
冗
的
把
握
に
絶
望
し
て
、
著
作
権
を
、
各
々
独
立
し
た
著
作
財

産
権
と
著
作
人
格
権
と
か
ら
成
る
重
複
権
と
み
る
も
の
で
あ
っ
て
、
権
利
の
譲
渡
、
相
続
お
よ
び
消
滅
に
つ
い
て
、
二
つ
の
権
利
が
そ
れ

ぞ
れ
異
な
っ
た
道
程
を
経
る
こ
と
を
容
認
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
多
数
説
と
な
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
そ
の
他
の
国
で
も

(冨巾
-zm巾
吋
)
、
ド
イ
ツ
の
デ
・
ボ

l
ア

(
牛
巾
回
。
。
円

)
l後
に
改
説
ー
な
ど
賛
成
者
が
多
い
。
な
か
で
も
デ

・
ボ

l
ア
の
見
解
は
、
こ
の
理
論
の
特
色
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
彼
独
特
の
明
快
な
論
旨
を
も
っ
て
叙
述
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
彼

例
え
ば
ス
イ
ス
の
メ
リ
ガ
l

の
見
解
を
以
つ
で
代
表
さ
せ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

デ
・
ボ

l
ア
の
仏
H10
巳
仏
。
三
)
]
巾
論
は
、

一
九
三
二
年
に
ド
イ
ツ
著
作
権
法
改
正
草
案
(
〉
B
岳
円
宮
開
口
件
当
日
同
)
が
発
表
さ
れ
た
折
に

《
〈
。
ロ
巧
巾
印
巾
ロ
門
同
町
田

d
F与
叩
円
同
巾
円
吉
田
》
と
題
す
る
論
文
で
、
草
案
に
対
す
る
批
判
と
改
正
私
案
の
提
示
を
試
み
な
が
ら
轍
密
に
展
開
さ

れ
て
い
る
。

彼
は
ま
ず
、
草
案
が
一
元
論
の
立
場
か
ら
、
「
著
作
権
自
体
百
円

r
zロ
R
E
2
F
S
F
Z印)
は
著
作
物
利
用
権
(
者

2
w
E
G
5
m凹・

zn吉
)
と
著
作
人
格
権
の
二
面
性
を
有
し
、
前
者
は
譲
渡
可
能
で
あ
る
が
後
者
は
譲
渡
で
き
な
い
こ
と
、
従
っ
て
ま
た
著
作
権
自
体
は
著

作
人
格
権
が
譲
渡
不
可
能
で
あ
る
、
が
故
に
譲
渡
で
き
な
い
も
の
」
と
す
る
論
旨
に
攻
撃
の
鉾
先
を
向
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。



寸
あ
る
権
利
が
A
プ
ラ
ス
B
と
い
う
構
成
を
と
る
と
き
、

A
の
み
を
強
調
し
て
権
利
の
性
質
を
決
定
す
る
こ
と
も
、
ま
た
B
の
み
を
強
調
b
て
そ
の
性
質
を

決
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
草
案
は
著
作
権
の
構
成
要
素
の
う
ち
、
人
格
権
的
部
分
の
み
を
強
調
し
て
著
作
権
の
性
質
を
決
め
よ

う
と
し
て
い
る
。
だ
が
草
案
の
論
理
を
と
れ
ば
そ
の
逆
の
場
合
即
ち
著
作
物
利
用
権
は
譲
渡
で
き
る
か
ら
、
著
作
権
自
体
も
譲
渡
で
き
る
と
す
る
結
論
も
可
能

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
こ
れ
は
《
著
作
権
自
体
》
と
い
う
概
念
構
成
が
権
利
譲
渡
を
問
題
と
す
る
場
合
に
は
何
ら
益
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
草
案
は
強
制
執
行
に
つ
い
て
も
《
著
作
権
自
体
》
の
概
念
を
使
用
し
、
《
著
作
権
自
体
は
強
制
執
行
に
服
し
な
い
(
悶

gH)》
と

規
定
し
て
い
る
、
だ
が
こ
れ
も
著
作
物
利
用
権
の
み
が
強
制
執
行
の
対
象
と
な
る
と
表
現
す
れ
ば
足
り
こ
と
さ
ら
に
《
著
作
権
自
体
》
と
い
う
概
念
を
と
る
必

要
は
全
く
な
い
。
つ
ま
り
草
案
は
、
著
作
物
利
用
権
と
著
作
人
格
権
と
を
単
一
の
著
作
権
の
構
成
要
素
と
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
《
著
作
権
自
体
》
の
概
念
を

採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
概
念
は
内
容
の
空
虚
な
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
捨
て
併
存
し
た
二
元
的
権
利
と
し
て
把
握

す
れ
ば
充
分
で
あ
る
と
考
え
る
」

(ω-NRF)
。

付

門町

c
I
ι
。
己
立
巾
諭
を
積
極
的
に
展
開
す
る
。
ま
ず
彼
は
従
来
の

二
元
論
が
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
の
区
別
の
基
準
を
保
護
利
益
に
置
き
、
前
者
は
経
済
的
利
益
、
ま
た
後
者
は
人
的
利
益
の
保
護
に

奉
仕
す
る
も
の
と
し
た
見
解
を
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
識
別
方
法
で
あ
る
と
非
難
し
別
の
基
準
を
立
て
る
。
彼
の
考
え
に
よ
れ
ば
「
著
作
財

」
の
よ
う
に
草
案
の
一
元
的
構
成
を
批
判
し
た
後
、
デ
-
ボ

l
ア
は

著作権の一元的構成について

産
権
の
背
後
に
は
著
作
物
の
利
用
価
値
(
経
済
的
収
益
に
限
ら
な
い
)
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
利
益
が
あ
り
、

著
作
人
格
権
の
背
後
に
は
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
に
つ
い
て
の
利
益
が
あ
る
」

(ω
・

ω品
)
と
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
こ
の
二
つ
の

利
益
の
聞
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
対
立
関
係
に
立
つ
」

(ω
・
ωω)
点
を
指
摘
し
、

こ
れ
を
法
技
術
的
に
構
成
す
る
た

め
に
は
二
元
的
把
握
に
し
く
は
な
い
旨
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
彼
は
、

「
著
作
権
が
こ
れ
ら
の
権
利
で
構
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

れ
ら
の
権
利
す
べ
て
が
始
源
的
に
著
作
者
に
帰
属
す
る
こ
と
、
即
ち
こ
れ
ら
の
権
利
の
集
合
体

(ω
己
ヨ
ヨ
巾
)
が
著
作
権
で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
「
草
案
の
如
く
、
著
作
権
を
、
そ
の
構
成
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
権
利
主
体
に
帰
属
し
う
る

ま
たラ戸

) 

北法15(1・79)79 



説

単
一
の
権
利
と
す
る
構
成
は
、
法
技
術
的
に
み
て
目
的
に
反
す
る
誤
っ
た
概
念
で
あ
る
」

(ω
・
白
・
)
と
非
難
す
る
。

B
G
B
の
相
続
法
理
の
適
用
を
受
け
る
の
は
財
産
権
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
財
産
権
的
色
彩
の
強
い
著
作
財
産
権
は
相
続
人
に
移
転
す

北法15(1・80)80 

論

以
上
の
よ
う
な
著
作
権
の
二
元
的
把
握
に
基
き
、
彼
は
相
続
お
よ
び
譲
渡
の
問
題
に
つ
き
独
自
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
。

引
著
作
権
の
相
続
に
つ
い
て

(ω
・
ω忠
戸
)

マ
Q 。

だ
が
著
作
人
格
権
の
場
合
は

B
G
B
の
適
用
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
著
作
者
の
意
を
体
し
て
観
念
的
利
益
の
保
護
に
あ
た
る
者

と
し
て
は
、
何
人
が
最
も
相
応
し
い
か
の
点
か
ら
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
必
ず
し
も
相
続
人
の
範
囲
と
一
致
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
第
一
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
べ
き
者
は
近
親
者
|
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
範
囲
を
子
供
、
生
存
配
偶
者
、
何
れ
も
存
在
し
な
い

と
き
は
父
母
に
限
っ
て
い
る
ー
で
あ
る
が
、
そ
の
何
れ
も
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
じ
め
て
相
続
人
の
範
囲
に
広
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
し

か
し
近
親
者
と
い
っ
て
も
必
ず
し
も
著
作
者
の
精
神
的
著
作
物
の
適
切
な
監
守
者
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
者
は

死
因
処
分
に
よ
っ
て
著
作
人
格
権
の
行
使
を
第
三
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

著 (ii)
作
人
格
権
t主
譲
渡
で

き
な

。

著
作
権
の
譲
渡
に
つ
い
て

3
・
8
3

著
作
財
産
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
見
解
を
示
す
。
通
常
、
譲
渡
と
い
う
場
合
に
は
譲
渡
人
が
全
く
権
利
を
失
う

も
の
を
さ
す
の
で
あ
る
が
、
著
作
財
産
権
の
譲
渡
を
こ
れ
と
同
様
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
蓋
し
著
作
者
の
人
的
利
益
の
保
護
は
著

作
人
格
権
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
か
ら
著
作
財
産
権
も
ま
た
こ
れ
に
奉
仕
す
べ
く
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
著
作
財
産
権

は
著
作
者
か
ら
完
全
に
は
解
放
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
必
然
的
に
著
作
財
産
権
が
譲
渡
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
だ
が
、
他
方
、
著
作
物
の
有
す
る
経
済
的
価
値
の
実
現
す
る
方
法
を
妨
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
相
反
す
る
こ
つ
の
要
請
を



矛
盾
な
く
説
明
す
る
た
め
に
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
著
作
財
産
権
を

〈

2
3
2
5
m
2
2
Z
の
二
種
に
分
け
前
者
を
処
分
可
能
な
個
々
の
権
能
(
M
h
u
剛
一
世
間
…
士
一
問
特
権
、
)
と
し
、
後
者
を
こ
れ
ら
諸
権
能
の
源
泉

と
な
る
単
-
の
処
分
不
可
能
な
権
利
と
す
る
。
そ
し
て
前
者
の
移
転
は
後
者
の
負
担
(
∞
乙

S
Eロ
∞
)
両
者
の
関
係
は
所
有
権
に
対
す
る

J

司巾]寸}内ロロ同
N
Z
ロ向田司会
υ
『同

と

制
限
物
権
の
関
係
と
同
様
で
あ
る
l
と
み
る
。
そ
の
結
果
巧
2
}
B
E
N
E
m間
宮
古
の
譲
受
人
が
権
利
放
棄
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
権
利

を
失
っ
た
場
合
に
は
閃
司
自
由
一
口
p
a
と
な
る
の
で
は
な
く
、
著
作
者
に
留
保
さ
れ
る
ぐ
2
4司
2
E口問団
H
2
E
の
も
と
に
復
帰
す
る
。
ま
た
機

械
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
新
た
に
生
じ
た
垣
内
H
F
E
H
N
g
m白
2
Z
は
、
ぐ
2
4
4
2
E
認
可
R
Z
に
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
著
作
権
自
体
に

も
ま
た
著
作
人
格
権
に
も
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。

デ
・
ボ

l
ア
の
論
旨
は
大
要
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
彼
は
著
作
人
格
権
の
一
般
的
人
格
権
に
対
す
る
特
殊
性
を
意
識
し
て
、
著
作
人
格

権
を
著
作
権
概
念
に
含
め
る
と
同
時
に
、
同
じ
く
著
作
権
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
著
作
財
産
権
と
の
相
違
を
明
確
に
し
た
点
で
典
型
的
な

含
。
広
仏
。
c
E巾
論
者
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
他
の
論
者
も
動
態
的
側
面
の
処
理
に
つ
い
て
多
少
の
相
違
は
あ
れ
、
同
様
の
趣
旨
を
明
ら
か

付

に
し
て
い
る
。

著作権の一元的構成について

り

批

門町
O
X
乱
。
ロ
ゲ
日
巾
論
の
功
績
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
一
般
的
人
格
権
に
対
す
る
著
作
人
格
権
の
独
自
性
を
認
め
た
点
に
帰
せ
ら
れ
よ
う
。

川
H
H
H
4

車
十

北法15(1・81)81 

こ
の
理
論
に
よ
っ
て
、
従
来
二
元
論
に
加
え
ら
れ
た
非
難
の
一
つ
は
解
消
さ
れ
た
と
い
い
う
る
。
だ
が
問
題
は
、
著
作
者
の
著
作
物
に
対

す
る
法
律
関
係
を
、
厳
格
に
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
の
二
種
の
権
利
に
分
割
し
、
相
続
、
譲
渡
そ
の
他
著
作
権
の
動
態
面
に
お
い
て

各
々
別
箇
の
法
律
効
果
を
与
え
る
乙
と
が
は
た
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
、

ま
た
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の



説

な
の
か
、

の
点
に
あ
る
。
以
下
に
著
作
権
の
交
錯
領
域
お
よ
び
動
態
面
の
二
つ
に
分
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

北法15(1・82)82 

E命

)
 

，A叶』(
 
交
錯
領
域
に
つ
い
て
の
批
判

デ
・
ボ
l
ア
は
、
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
の
交
錯
領
域
に
属
す
る
権
利
を
、
巧
み
な
理
論
構
成
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
断
す
る
。

彼
は
ま
ず
公
表
権
に
つ
い
て
、
一
九
三
二
年
の
草
案
、
が
こ
れ
を
著
作
物
利
用
権
(
者
巾
昇
ロ

E
N
E
m
n
2
Z
)
の
範
暗
に
含
め
、
複
製
権
、

営
利
的
頒
布
権
お
よ
び
放
送
権
と
な
ら
べ
て
独
立
の
権
利
と
し
て
規
定
し
た
(
ゆ
E
H
H
)

こ
と
に
反
対
し
、
公
表
権
を
著
作
物
利
用
権
の
中

で
独
立
の
地
位
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
行
き
づ
ま
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
。
例
え
ば
今
仮
に
著
作
者
が
公
表
権
を

A

に
、
複
製
・
頒
布
権
を

B
に
、
上
演
権
を

C
に
等
々
す
べ
て
の
利
用
権
能
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
第
三
者
に
譲
渡
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、

公
表
権
の
取
得
者
た
る

A
は
、
自
己
の
権
能
の
行
使
を
欲
し
て
も
公
表
の
具
体
的
実
現
手
段
た
る
複
製
・
頒
布
権
と
か
上
演
権
と
か
を
何

一
つ
も
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
行
使
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
o

他
方

B
C
等
も
、
著
作
物
を
利
用
す
る
権
限
を
も
っ
と
は
い
う
も

の
の
、
肝
心
の
公
表
権
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ま
た
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
果
に
な
る
。
デ
・
ボ
l

ア
は
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
鋭
く
指
摘
し
て
、
公
表
権
は
個
々
の
財
産
権
的
権
能
に
含
ま
れ
l
従
っ
て
著
作
者
が
一
方
で
出
版
者
に
排
他
的
複

製
権
お
よ
び
頒
布
権
を
、
他
方
で
興
行
者
に
排
他
的
上
演
権
を
同
時
に
譲
渡
す
る
と
き
、
両
者
は
自
己
の
権
能
の
範
囲
内
で
公
表
す
る
権

限
を
分
有
す
る
の
で
あ
っ
て
相
互
従
属
性
は
な
い

l
独
立
の
権
能
と
し
て
の
意
味
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
お
し
か
し

な
が
ら
彼
も
公
表
権
の
著
作
人
格
権
的
側
面
を
見
逃
し
て
は
い
な
い
。
著
作
者
の
名
声
、
か
甚
だ
し
く
侵
害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に

は
、
た
と
え
財
産
権
的
権
能
の
譲
渡
後
で
あ
っ
て
も
、
著
作
者
は
公
表
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
権
利
を
特
に
公
表
権
と
い
う
名
称
を
冠
す
る
こ
と
な
く
、
著
作
人
格
権
の
中
に
含
め
て
い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
公
表
権
の
内

容
を
積
極
的
部
分
ハ
公
表
決
定
権
)
と
消
極
的
部
分
(
公
表
異
議
申
立
権
)
と
に
二
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
と
に



分
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
元
的
把
握
の
徹
底
を
期
し
て
い
る
。

彼
の
見
解
は
、
要
す
る
に
、
公
表
権
の
独
立
の
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
門
町
。
芹
牛
2
r
F
論
の
も
つ
欠
点
を
カ
バ
ー
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
公
表
権
の
積
極
的
部
分
は
、
通
常
著
作
財
産
権
に
包
括
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
一
事
を
も
っ
て
公
表
権

の
独
自
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
フ

1
プ
マ

γ
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
か
ら
公
表
権
の
存
在
意
義

を
主
張
し
て
い
る
。

)
 

v
1
 

(
 
す
べ
て
の
著
作
物
利
用
者
に
先
だ
っ
て
、

即
ち
、

第
一
公
表
権

あ
る
者
に
優
先
的
に
公
表
を
な
す
権
限
を
与
え
る
場
合
、

(開

5
2
2
0同

r
z
r
zロ何
回

H
2
7
3
付
与
の
場
合
l
l
例
え
ば
多
く
の
劇
場
に
著
作
物
の
上
演
を
許
諾
し
な
が
ら
も
、

そ
の
う
ち
の
あ
る
劇

場
に
第
一
公
表
権
を
与
え
る
場
合
な
ど

i
に
お
い
て
は
、
公
表
権
は
著
作
財
産
権
と
分
離
さ
れ
、
第
一
公
表
権
を
有
し
な
い
利
用
者
が
先

に
公
表
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
公
表
権
の
侵
害
と
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

)
 

-
1
 

・1(
 
著
作
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
相
続
人
は
著
作
財
産
権
を
相
続
す
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
反
対
者
な
し
)
。
著
作
物
が
未
公
表

で
あ
る
と
き
に
は
、
相
続
人
は
財
産
権
的
権
能
の
譲
渡
に
よ
っ
て
如
何
よ
う
に
も
著
作
物
の
公
表
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
相
続
人

付

は
必
ず
し
も
著
作
者
の
意
見
を
充
分
に
付
度
し
て
公
表
の
時
期
お
よ
び
方
法
を
決
定
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
か
か
る
危
倶
の
存
す
る
場

著作権の一元的構成について

合
、
著
作
者
は
自
己
の
観
念
的
利
益
保
護
の
た
め
に
、
生
前
、
信
頼
を
置
く
友
人
知
己
に
公
表
権
の
行
使
を
委
託
す
る
と
い
う
方
法
が
認

め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
プ
I
プ
マ
ン
の
主
張
は
、
公
表
権
の
独
自
性
を
肯
定
す
る
に
足
る
充
分
な
理
由
を
も
つ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の

よ
う
に
し
て
公
表
権
の
存
在
意
義
を
認
め
る
と
き
、
デ
・
ボ

1
ア
に
よ
っ
て
分
離
せ
ら
れ
た
積
極
的
内
容
と
消
極
的
内
容
と
を
再
び
結
合

さ
せ
、
単
一
の
公
表
権
と
し
て
独
立
の
地
位
を
認
め
る
方
が
、

む
し
ろ
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
公
表
権
は
観
念
的
利
益
と
財
産
的
利

益
と
が
、
等
価
的
に
か
ら
み
合
っ
た
権
利
な
の
で
あ
る
か
ら
、
門
町
三
件
号
己
ゲ
}
巾
論
を
貫
く
あ
ま
り
、
内
容
を
強
い
て
分
割
す
る
こ
と
は
権

ゴヒ法15(1・83)83 



説

利
関
係
を
不
当
に
歪
曲
視
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

論

交
錯
領
域
の
も
う
一
つ
の
場
合
で
あ
る
著
作
物
内
容
変
更
権
に
つ
い
て
、
デ
・
ボ

i
ア
は
こ
の
権
利
が
著
作
人
格
権
の
一
部
を
構
成
す

る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
財
産
権
的
側
面
を
有
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
著
作
物
の
変
更
そ
れ
自
体
は
、
個
人
的
利
用
の

北法15(1・84)84 

範
障
に
属
し
、
誰
に
で
も
自
由
に
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
、
著
作
者
の
同
意
を
必
要
と
し
な
い
。
だ
が
、
変
更
さ
れ
た
著
作
物

が
複
製
等
に
よ
っ
て
公
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
個
人
的
利
用
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
り
、
著
作
者
の
同
意
を
必
要
と
す

る。

つ
ま
り
変
更
権
が
効
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
財
産
権
的
権
能
の
処
分
の
際
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、

」
の
限
り
で
は
変
更
権

は
著
作
財
産
権
に
内
包
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
く
に
改
作
利
用
権
の
場
合
は
、

必
然
的
に
著
作
物
の
変
更
を
伴
う
も
の
で

あ
る
か
ら
、
変
更
の
同
意
は
改
作
利
用
権
譲
渡
の
要
件
で
さ
え
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
変
更
権
と
著
作
財
産
権
と
の
関
連
性
は

き
わ
め
て
強
い
。
だ
が
著
作
財
産
権
が
変
更
権
を
内
包
す
る
と
い
う
と
き
、
変
更
権
の
全
内
容
が
含
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
著
作
物
の
変
更
が
財
産
権
的
権
能
の
処
分
の
際
に
契
約
で
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
契
約
に
よ
れ
ば
い
か
な

る
変
更
も
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

一
九
三
二
年
草
案
が
、

一
二
条
四
項
で
、

た
だ
単
に
、
著
作
者
の
同
意
の
な
い
著
作
物
自
体
、

タ
イ
ト
ル
又
は
著
作
者
の
符
号
の
変
更
を
禁
ず
る
旨
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
草
案
で
は
著
作
者
と
の
契
約
に
よ
り
さ
え
す
れ
ば
、

い
か
な
る
変
更
も
可
能
と
解
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。
だ
が
利
用
者
が
著
作
者
よ
り
優
越
的
立
場
に
あ
る
場
合
i
例
え
ば
新
進
の
作
家
が

巨
大
な
資
本
を
有
す
る
出
版
会
社
ま
た
は
映
画
会
社
と
、
著
作
物
利
用
契
約
を
結
ぶ
場
合
な
ど
ー
に
は
、

そ
の
契
約
内
容
が
著
し
く
著
作

者
に
不
利

l
経
済
的
に
も
観
念
的
に
も

l
決
め
ら
れ
る
例
が
多
い
。
か
か
る
場
合
に
、
著
作
者
が
そ
の
契
約
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
れ
ば
明

ら
か
に
不
当
で
あ
る
。
草
案
の
起
草
者
は
、
著
作
者
の
観
念
的
利
益
を
甚
だ
し
く
侵
害
す
る
よ
う
な
契
約
を
私
法
の
一
般
原
則
に
よ
っ
て

処
理
す
れ
ば
足
り
る
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、

よ
り
充
分
と
は
い
え
な
い
。

か
か
る
原
則
に
よ
っ
て
著
作
者
の
救
済
を
は
か
る
こ
と
は
以
下
に
掲
げ
る
理
由
に



公
序
良
俗
の
原
則
に
よ
っ
て
救
済
を
は
か
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
む
だ
が
公
序
良
俗
違
反
に
当
ら
な
い
場
合
で
も
、
著
作
者

の
観
念
的
利
益
が
重
大
な
侵
害
を
受
け
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
新
聞
社
と
寄
稿
者
と
の
契
約
に
お
い
て
、
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
お
さ

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
新
聞
の
も
つ
特
殊
性
か
ら
、
原
稿
を
短
縮
す
る
権
利
を
編
集
者
に
与
え
る
よ
う
な
場
合
な
ど
、
こ
の
種
の

契
約
に
は
良
俗
違
反
は
全
く
な
い
。
だ
が
こ
の
契
約
に
拠
つ
て
な
さ
れ
た
原
稿
の
短
縮
が
拙
劣
で
あ
る
た
め
に
、
著
作
者
の
名
誉
が
侵
害

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
を
良
俗
違
反
に
よ
っ
て
救
済
を
は
か
る
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
良
俗
違
反
の
有
無
は
契
約
締

結
の
時
点
で
考
意
さ
れ
、
爾
後
に
お
け
る
事
情
の
変
更
に
は
関
知
し
な
い
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
観
念
的
利
益
の
侵
害
は
む
し
ろ
契
約

締
結
後
に
生
ず
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
も
公
序
良
俗
の
原
則
に
拠
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

仰
右
の
よ
う
な
場
合
に
事
情
変
更
の
原
則
を

(
n
-
2
2
F
B
E叩
曲
目
白
田
仲
間
口
片
岡
宮
田
)
適
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
今
日
の

判
例
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
こ
の
原
則
は
ま
だ
確
立
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
ま
た
事
情
変
更
の
原
則
は
債
務
契
約
に
適
用
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
財
産
権
的
権
能
の
処
分
は
物
権
行
為
で
あ
る
か
ら
、

B
G
B
第
二
四
二
条
を
引
用
し
て
解
決
を
は
か
る
こ
と
も
許
さ
れ
な

し、
O 

付

デ
・
ボ
l
ア
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
、
私
法
上
の
一
般
原
則
に
よ
っ
て
著
作
者
の
観
念
的
利
益
の
保
護
を
は
か
る
こ
と
が
不
可
能
も

著作権の一元的構成について

し
く
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
結
局
、
著
作
権
に
特
有
の
著
作
人
格
権
に
よ
っ
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

そ
こ
で
彼
は
変
更
権
の
著
作
人
格
権
性
を
認
め
、
こ
れ
を
財
産
権
的
権
能
の
処
分
に
随
伴
す
る
こ
と
な
く
常
に
著
作
者
に
留
保
さ
れ
る
も

の
と
解
し
て
い
る
。

北法15(1・85)85 

こ
の
よ
う
に
し
て
デ
・
ボ
l
ア
は
、
変
更
権
の
内
容
の
一
部
を
著
作
財
産
権
の
中
に
解
消
せ
し
め
、
そ
の
他
の
部
分
を
著
作
人
格
権
に

合
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
利
の
分
断
を
は
か
つ
て
い
る
。

し
か
し
な
、
が
ら
彼
が
、
本
来
著
作
人
格
権
に
含
ま
れ
る
べ
き
は
ず
の
変
更
権

の
一
部
を
著
作
財
産
権
の
中
に
解
消
さ
せ
た
こ
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
と
の
交
錯
を
容
認
し
た
こ
と
を
意



説

味
し
て
お
り
、
従
来
明
瞭
に
は
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
両
者
の
牽
連
性
を
明
ら
か
に
し
て
著
作
権
二
万
論
に
有
力
な
支
柱
を
与
え
た
功
績
は
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論

特
筆
に
価
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
と
の
牽
連
性
を
強
調
す
る
と
き
著
作
権
一
元
論
に
行
き
つ
く
の
が
当
然
の

事
理
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
自
身
が
二
克
論
に
ふ
み
き
っ
た
の
は
後
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
両
者
の
牽
連
性
は
認
め
な

が
ら
も
で
き
る
限
り
厳
密
に
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
最
た
る
理
由
は
著
作
権
の
動
態
面
、
即
ち
、
相
続
と
譲
渡
の
問
題
に
つ
い

て
、
両
者
を
異
別
に
考
え
る
こ
と
の
方
が
著
作
者
の
権
利
関
係
を
正
当
に
把
握
し
う
る
と
考
え
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
著
作
権
の
動

態
面
に
関
し
、
二
元
性
を
堅
持
す
る
必
要
あ
り
や
否
や
を
検
討
し
て
み
る
と
き
、
必
ず
し
も
そ
の
要
を
み
な
い
ば
か
り
か
か
え
っ
て
解
決

困
難
な
多
く
の
問
題
を
残
す
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

(ロ)

動
態
面
に
つ
い
て
の
批
判

(α) 

著
作
権
の
相
続

著
作
人
格
権
の
一
身
専
属
性
を
強
調
し
て
、
著
作
者
の
死
亡
と
同
時
に
著
作
権
全
体
が
消
滅
す
る
と
か
(
こ
の
意
味
で
は
一
元
的
構
成
)
、

あ
る
い
は
著
作
人
格
権
の
み
消
滅
す
る
と
か
(
二
元
的
構
成
)
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
著
作
者
の
死
亡
の
時
期
は
全
く
予
測
不

可
能
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
死
亡
と
同
時
に
著
作
権
全
体
が
消
滅
す
る
と
す
れ
ば
、
生
前
、
排
他
的
利
用
権
の
譲
渡
を
受
け
た
者
の
地
位

が
甚
だ
し
く
不
安
定
に
な
る
ば
か
り
か
、
相
続
人
の
期
待
的
利
益
を
侵
害
す
る
(
一
叫
ん
詑
一
一
知
一
伽
一
路
叫
批
仰
棚
併
問
一
四
一
州
問
一
同
一
段
一
一
山
一
日
間
肌
一
日
公
)
こ
と

に
な
り
、
ま
た
近
代
的
著
作
権
法
が
何
れ
も
著
作
権
の
保
護
期
聞
を
著
作
者
の
死
後
に
も
お
よ
ば
せ
て
い
る
趣
旨
を
否
定
す
る
こ
と
に
も

な
っ
て
決
し
て
妥
当
で
は
な
い
。
他
方
、
著
作
者
の
死
亡
と
同
時
に
消
滅
す
る
の
は
著
作
人
格
権
だ
け
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
、
著
作
者

の
死
後
直
ち
に
著
作
物
の
改
置
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
て
妥
当
で
は
な
い
。
国
民
の
文
化
的
利
益
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
、
著
作
物
の
純

粋
性
は
、
氷
久
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
最
も
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
見
地
か
ら
著
作
人
格
権
の
存
在
を
承
認
す
る



学
説
は
、

一
元
的
構
成
た
る
と
二
元
的
構
成
た
る
と
を
問
わ
ず
何
れ
も
著
作
物
の
純
粋
性
の
維
持
を
著
作
者
の
死
後
に
ま
で
お
よ
ぼ
そ
う

と
す
る
。
だ
が
そ
の
場
合
、
著
作
物
の
純
粋
性
を
保
持
す
る
た
め
の
監
視
権
を
誰
に
委
ね
る
か
の
点
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の

考
え
方
が
可
能
で
あ
る
o

一
つ
は
著
作
財
産
権
と
同
様
、
相
続
人
に
委
ね
る
場
合
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
近
親
者
(
相
続
人
の
範
囲
と
必

ず
し
も
一
致
し
な
い
)
に
委
ね
る
場
合
で
あ
る
。
前
者
は
さ
ら
に
相
続
人
に
委
ね
ら
れ
る
著
作
人
格
権
を
相
続
と
み
る
か
(
一
元
論
の
立

場
を
徹
底
す
る
と
こ
う
な
る
)
あ
る
い
は
相
続
人
固
有
の
権
利
と
み
る
か
の
二
つ
の
場
合
に
分
か
れ
る
が
、
こ
の
点
の
考
察
は
後
に
弘
ぃ

と
し
て
こ
こ
で
は
近
親
者
に
委
ね
る
こ
と
の
当
否
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

デ
・
ボ
l
ア
の
説
に
よ
れ
ば
相
続
法
の
適
用
を
受
け
る
の
は
、
財
産
権
的
色
彩
の
強
い
著
作
財
産
権
に
限
ら
れ
、
著
作
人
格
権
に
適
用

す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
著
作
人
格
権
の
場
合
は
、
著
作
者
の
意
を
体
し
て
そ
の
観
念
的
利
益
の
保
護
に
当
る
者
と
し
て

は
、
何
人
が
最
も
相
応
し
い
か
の
観
点
よ
り
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
最
近
親
者
に
同
種
の
権
利
|
彼
に
よ
れ
ば
最
近
親
者
の
取

得
す
る
著
作
人
格
権
は
著
作
者
よ
り
承
継
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
最
近
親
者
の
著
作
者
に
対
す
る
敬
度
的
利
益
よ
り
生
ず
る
固
有
の
も

付

の
と
み
て
い
る
ー
を
与
え
る
と
い
う
見
解
を
採
っ
て
い
る
。
か
か
る
解
決
策
は
決
し
て
前
例
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
法
で
は
既

に
自
己
肖
像
権
の
場
合
(
開
口
の
ゆ
N
N
)

に
現
わ
れ
て
お
り
、
彼
は
こ
れ
を
著
作
人
格
権
一
般
に
採
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

著作権の一元的構成について

こ
の
よ
う
に
し
℃
デ
・
ボ
i
ア
は
相
続
の
際
に
お
け
る
著
作
権
内
容
の
分
割
を
企
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
と
で
権
利
主
体
を
異
に
す
る
可
能
性
を
容
認
す
る
と
す
れ
ば
、
著
作
人
格
権

の
取
得
者
が
遺
稿
の
公
表
決
定
と
か
著
作
物
の
内
容
変
更
と
か
を
肯
じ
な
い
限
り
、
著
作
財
産
権
の
取
得
者
は
自
己
の
有
す
る
権
利
の
行
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使
を
大
幅
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
改
作
利
用
が
全
く
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
関
す
る
限
り
著

作
財
産
権
は
あ
っ
て
な
き
に
等
し
い
結
果
に
な
ろ
う
。
逆
の
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
著
作
人
格
権
の
取
得
者
が
遺
稿
の
公
表
を
決
定
し
て

も
、
ま
た
、
著
作
物
の
内
容
変
更
を
必
要
と
認
め
て
出
版
者
、
興
行
者
等
に
同
意
を
与
え
た
と
し
て
も
、
肝
心
の
著
作
財
産
権
取
得
者
が



説

著
作
物
の
利
用
に
同
意
せ
ぬ
限
り
結
局
は
無
に
等
し
い
。
従
っ
て
著
作
物
の
利
用
を
有
効
適
切
に
な
し
う
る
た
め
に
は
好
む
と
好
ま
ざ
る

と
に
拘
ら
ず
著
作
財
産
権
取
得
者
と
著
作
人
格
権
取
得
者
と
の
共
同
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
一
方
に
お
い
て
権
利
主

北法15(1・88)88 

論

体
を
別
々
に
し
な
が
ら
も
、
他
方
に
お
い
て
両
者
の
協
調
を
要
求
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
著
作
人
格
権
の
取
得
者
も
相
続
人
と
し
て
、

無
用
の
あ
つ
れ
き
を
生
ず
る
可
能
性
を
無
く
す
る
こ
と
の
方
が
望
ま
し
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

au・

門
戸

g
x
ι
g
E叩
論
は
、
デ
-
ボ
l
ア
を
除
き
、
著
作
人
格
権
を
譲
渡
不
可
能
な
権
利
と
す
る
一
方
、
著
作
財
産
権
の
譲
渡
を
認
め
る
点

著
作
権
の
譲
渡

で
は
一
致
し
て
い
る
。
著
作
物
の
経
済
的
価
値
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
著
作
財
産
権
の
処
分
だ
け
は
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
著
作
財
産
権
の
「
譲
渡
」
の
意
義
を
、
私
法
上
の
一
般
的
な

譲
渡
概
念
と
同
じ
く
承
継
的
移
転
と
解
す
る
こ
と
が
決
し
て
妥
当
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
権
利
の
承
継
的
移
転
と
は
、
従
前
、

譲
渡
人
に
属
し
て
い
た
権
利
が
完
全
に
譲
受
人
に
移
転
す
る
こ
と
を
い
い
l
従
っ
て
譲
渡
人
と
そ
の
権
利
を
つ
な
ぐ
紐
帯
は
完
全
に
切
断

さ
れ
|
爾
後
、
譲
渡
人
の
そ
の
権
利
に
対
す
る
容
嫁
が
)
切
許
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
著
作
財
産
権
の
譲
渡

を
こ
の
意
味
で
の
移
転
と
解
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
譲
受
人
が
彼
の
取
得
し
た
権
利
を
放
棄
し
た
場
合
と
か
、
あ
る
い
は
譲
受
人
が
死
亡

し
相
続
人
が
不
存
在
で
あ
る
場
合
な
ど
で
は
、
著
作
財
産
権
は
著
作
者
の
も
と
に
復
帰
す
る
こ
と
な
く
消
滅
し
、
以
後
何
人
も
自
由
に
著

作
物
を
利
用
で
き
る
と
い
う
結
果
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
近
代
的
著
作
権
法
は
、
著
作
者
の
財
産
的
利

益

i
お
よ
び
観
念
的
利
益

i
と
公
衆
の
文
化
的
利
益
と
の
妥
協
策
と
し
て
著
作
権
に
一
定
の
保
護
期
聞
を
設
け
、
期
間
内
は
著
作
者
に
独

占
的
な
著
作
物
利
用
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
期
間
経
過
後
は
、
著
作
権
は
消
滅
し
誰
で
も
自
由
に
著
作
物
を
利
用
で
き
る
も
の
と
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
上
述
の
場
合
の
よ
う
に
、
保
護
期
間
の
終
了
を
ま
た
ず
に
著
作
財
産
権
が
消
滅
す
る
の
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
保
護
期

聞
を
設
け
た
意
義
の
大
半
が
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
勿
論
そ
の
責
任
は
著
作
者
が
無
留
保
の
ま
ま
著
作
財
産
権
を
移
転
し
た



点
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
場
合
の
救
済
を
考
慮
す
る
余
地
は
な
い
と
も
解
せ
ら
れ
る
が
、
著
作
者
は
通
常
み
ず
か
ら
の
手

で
著
作
物
を
公
衆
に
伝
達
す
る
手
段
お
よ
び
施
設
を
も
た
ず
、
専
ら
利
用
者
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け

著
作
者
は
劣
弱
な
地
位
に
お
か
れ
て
お
り
、
利
用
者
と
の
力
関
係
の
差
が
往
々
に
し
て
著
作
者
に
対
し
著
作
財
産
権
の
無
留
保
移
転
を
強

い
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
事
実
を
直
視
す
る
と
き
、
あ
な
が
ち
著
作
者
に
ば
か
り
責
を
帰
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
点
を
考

慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
著
作
財
産
権
の
譲
渡
を
承
継
的
移
転
と
解
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
譲
渡
後
も
著
作
者
の
も
と
に
復
帰
す
る
可

能
性
を
有
す
る
べ
く
法
律
構
成
す
る
こ
と
、
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

デ
・
ボ

l
ア
は
、

か
か
る
点
を
慎
重
に
考
慮
し
て
、
門

-SFH
巳
。
己
豆
町
論
に
立
ち
な
が
ら
も
著
作
財
産
権
の
譲
渡
を
承
継
的
移
転
と
は
解

さ
ず
、
前
述
の
よ
う
に
著
作
財
産
権
を
処
分
不
可
能
な
〈
2
当

2
z
a向
宮
古
と
処
分
可
能
な
者
R
E
E
N
5
m
m
z
n
E
と
に
分
け
、
後

者
を
前
者
よ
り
派
生
す
る
利
用
権
能
と
し
、
前
者
と
の
関
係
を
負
担
と
解
し
た
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
利
用
権
能
の
取
得
者
が
権
能
を

放
棄
し
た
場
合
と
か
、
あ
る
い
は
取
得
者
の
死
亡
後
相
続
人
の
不
存
在
の
場
合
な
ど
に
よ
り
、
利
用
権
能
が
取
得
者
の
も
と
で
消
滅
し
た

と
き
、
そ
の
利
用
権
能
は
著
作
者
に
留
保
さ
れ
て
い
る
ぐ
2
巧

2
Eロ
関
白
宮
古
の
も
と
に
復
帰
す
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
上
述

付

の
非
難
は
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
き
わ
め
て
巧
妙
な
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
舟
。
文
色
。
己
乞
巾
論
の
門
町
三
円

L
o
c
E巾
論
た
る

著作権の一元的構成について

所
以
は
、
譲
渡
の
際
に
お
い
て
も
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
と
が
全
く
別
個
の
法
律
的
運
命
を
辿
る
と
こ
ろ
に
あ
る
に
拘
ら
ず
、
デ
・

ボ
l
ア
は
著
作
財
産
権
の
い
わ
ば
本
体
と
も
い
う
べ
き
〈
2
4司
2
E
ぷ
2
2
E
を
著
作
者
に
留
保
せ
し
め
、
譲
渡
不
可
能
な
著
作
人
格
権

と
併
置
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
著
作
者
の
も
と
に
常
に
〈

2
ぎ

2
Eロ
m
m
H
R
E
と
著
作
人
格
権
が
留
ま
る
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
敢
て

北法15(1・89)89 

二
元
的
構
成
に
固
執
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
短
的
に
著
作
権
を
一
元
的
に
構
成
し
、
著
作
権
は
譲
渡
で
き
な
い

が
、
個
々
の
利
用
権
能
は
制
限
物
権
の
設
定
と
同
様
の
方
法
で
l
彼
の
い
う
負
担
で
!
処
分
し
う
る
と
説
明
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
も

の
と
考
え
る
。
デ
・
ボ
l

ア
は
、
著
作
権
の
譲
渡
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
二
元
的
構
成
に
徹
し
き
れ
ず
、
理
論
の
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ



面
的
に
改
め
、
著
作
権
二
元
論
を
採
用
し
た
が
、

た
が
、
そ
れ
は
み
ず
か
ら
二
元
的
構
成
の
矛
盾
を
肯
定
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
後
に
自
己
の
見
解
を
全

む
し
ろ
当
然
の
推
移
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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l
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z
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N
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冨
∞
一
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ロ
ω凹
〈
R
E
F
t
ω
仏

E
C
H
T与
巾
円
H
o
n
z
g
門

-
S
H
V巾
ョ
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ロ
一
お

rr巳
仲
間

onrH8・
5
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(

3

)

草
案
が
公
表
権
を
著
作
財
産
権
の
一
種
と
し
た
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
著
作
者
の
同
意
な
く
し
て
著
作
物
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
著
作
者
の
保
護
は
、
著
作
物
に
関
す
る
著
作
者
の
人
的
利
益
お
よ
び
財
産
的
利
益
の
要

求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
:
・
著
作
物
を
公
表
す
る
か
否
か
、
何
時
、
如
何
な
る
方
法
で
公
表
す
る
か
を
決
定
す
る
排
他
的
権
利
は
著
作
者
に
留
保
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
無
権
限
の
公
表
が
著
作
者
の
人
的
利
益
の
侵
害
と
も
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
公
表
権
を
著
作
財
産
権
に
含
め
る
こ
と
の
障
害
と
は
な

ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
公
表
権
と
そ
の
他
の
利
用
権
限

i
と
く
に
頒
布
権
と
上
演
権

i
と
の
問
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
ま
た
、
公
表
権
以
外
の
利
用
権

能
の
取
得
者
は
多
て
の
場
合
、
自
己
の
経
済
的
利
益
を
完
全
に
保
護
す
る
た
め
に
排
他
的
公
表
権
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
〈
問
「
合
回

g♂
〈

D
g

巧
巾
凹

S
L
a
g
E
E
R
E
-
-
S
ω
・

ω・ぉ
・

(

4

)

も
っ
と
も
、
デ
・
ボ

l
ア
と
て
も
公
表
権
の
存
在
意
義
を
全
く
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
行
、
ド
イ
ツ
著
作
権
法
|
一
九
三
九
年
草
案
も
同

様
ー
が
、
造
形
美
術
著
作
物
の
展
覧
権
(
〉

5ω
豆
一
戸
口
問
司
2
Z
)
の
規
定
を
欠
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
み
公
表
権
の
怠
義
を
認
め
、
範

囲
を
こ
れ
に
限
定
す
る
な
ら
ば
容
認
し
う
る
と
述
べ
て
い
る

(FPC-w
∞
・
色
)

(

5

)

〉
-FO--ω
・
ωNw
也

N-

(
6〉
デ

・

ボ

I
ア
が
著
作
人
格
権
に
含
め
て
い
る
公
表
権
の
消
極
的
部
分
の
う
ち
、
財
産
権
的
権
能
の
譲
渡
後
に
著
作
物
の
公
表
を
禁
ず
る
権
利
に
つ
い
て

は
、
現
在
、
著
作
者
の
信
念
変
更
に
よ
る
撤
回
権
(
巧

E
2
2
F吊
n
E
占
呼
称
さ
れ
、
公
表
権
と
は
別
に
通
説
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
第
二
章
参
照
。

(

7

)

国
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(ω
〉
事
情
変
更
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
行
為
基
礎
論
の
発
展
|
事
情
変
更
の
原
則
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究

l
」
北
法
一
一
巻

四
号
一
頁

(
U
〉
財
産
権
的
権
能
の
処
分
が
物
権
行
為
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
一

O
九
頁
以
下
参
照
。

(
ロ
)
第
二
章
以
下
参
照
。

(臼

)
K
U
G
二
二
条
、
は
近
親
者
の
範
囲
を
死
者
の
配
偶
者
お
よ
び
子
供
と
し
、
そ
の
何
れ
も
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
両
親
と
し
て
い
る
。
な
お
目
下
審
議

中
の
「
人
格
お
よ
び
名
誉
の
私
法
上
の
保
護
の
新
秩
序
の
た
め
の
法
律
案
」
で
は
、
第
一
二
条
に
お
い
て
、
被
害
者
が
死
亡
し
て
い
る
と
き
ま
た
は
侵
害
が

故
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ
き
、
近
親
者
に
侵
害
除
去
請
求
権
等
を
与
え
て
お
り
、
近
親
者
の
範
囲
を
生
存
配
偶
者
お
よ
び
子
供
、
そ
の
何
れ
も
存

在
し
な
い
と
き
は
荷
親
、
両
親
も
存
在
し
な
い
と
き
は
兄
弟
姉
妹
お
よ
び
孫
と
し
て
い
る
。
五
十
嵐
、
松
田
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
私
生
活
の
私
法
的
保

護
」
(
伊
藤
・
戒
能
「
プ
ラ
イ
ヴ
ア
シ

l
研
究
」
一
九
八
頁
所
収
)
参
照
。

(

U

円
)
デ
・
ボ
ア
l
自
身
後
に
は
こ
の
点
を
認
め
て
い
る
O
L
O
切
C
C♂

U
F
O
d
g
ユgmrRrow-ω
・
叶
。
∞
-

(
日
υ

)

彼
は
り
F
o
d
r
q
a
g長
号
仏
2
U
S
H
H
富
良
邑
と
題
す
る
上
記
の
論
文
に
よ
っ
て
著
作
権
一
元
論
に
改
説
し
て
い
る
。

第

二

項

新
精
神
的
所
有
権
論

付

付

内

r.'cチ

壬壬

著作権の一元的構成について

、‘，，，，イ白，(
 
著
作
権
の
制
限
と
基
本
法
第
一
四
条

精
神
的
所
有
権
論
は
第
二
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
再
び
台
頭
し
て
い
る
。
そ
の
発
端
の
役
目
を
果
し
た
の
は
ド
イ
ツ
作
曲
家
協

会
理
事
の

W
・
リ
ヒ
ャ
ル
ツ
(
巧

-EnEHN)
で
あ
る
。
彼
は
一
九
五
四
年
著
作
権
法
改
正
参
事
官
草
案
の
公
表
を
機
に
、
次
の
よ
う
に
意

北法15(1・91)91 

見
を
述
べ
て
い
る
。

「
精
神
的
所
有
権
に
特
殊
な
社
会
的
拘
束
性
あ
り
と
す
る
固
定
観
念
は
、
著
作
権
の
法
的
構
成
に
際
し
棄
て
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
o

著
作
者
の
創
作
に
か
か

〈

2
)

る
著
作
物
は
、
精
神
的
所
有
権
(
の
対
象
〉
と
し
て
物
所
有
権
と
同
様
に
取
扱
わ
る
べ
き
で
あ
り
(
従
っ
て
)
著
作
権
に
時
間
的
制
限
を
課
す
べ
き
で
な
い
O
L



説

こ
の
影
響
を
受
け
て
フ

l
プ
マ

γ

(
S
V
 

(出口
σ自
由
ロ
ロ
)
、

レ
l
マ
ン
(
戸
巾
「
自
由
ロ
ロ
)
、

〔

4

)

(

5

V

エ
ル
メ
ッ
ケ
(
何
片
岡
s
n
r巾
)
シ
ュ
ル
ツ
エ

(ωnr
己
N

巾)な
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ど
の
学
者
お
よ
び
実
務
家
が
相
次
い
で
精
神
的
所
有
権
に
立
脚
す
る
理
論
を
展
開
し
た
。
彼
ら
は
何
れ
も
現
行
法
お
よ
び
改
正
草
案
に
対

論

す
る
批
判
の
形
で
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
要
旨
を
概
略
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

ボ
ン
基
本
法
第
一
四
条
は
所
有
権
を
保
障
し
て
い
る
。
公
共
の
福
祉
の
た
め
の
公
用
微
収
の
場
合
で
も
、
補
償
を
要
す
る
も
の
と
し
て

所
有
者
の
利
益
の
保
護
を
は
か
つ
て
い
る
。
同
趣
旨
の
規
定
は
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
第
一
五
三
条
に
も
み
ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
無
補
償
収

用
の
余
地
、
が
残
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
基
本
法
は
「
補
償
は
公
益
お
よ
び
関
係
者
の
利
益
を
正
当
に
衡
量
し
て
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
無
補
償
収
用
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
。
立
法
者
は
こ
の
よ
う
に
し
て
意
識
的
に
ワ
イ
マ
1
ル
憲
法
と
の
聞
に

一
線
を
画
し
、
所
有
権
保
護
の
強
化
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
基
本
法
の
下
に
お
い
て
所
有
権
は
公
共
の
福
祉

の
見
地
か
ら
社
会
的
拘
束
性
を
有
す
る
権
利
で
あ
る
が
、
公
用
徴
収
に
よ
る
拘
束
の
場
合
に
は
有
補
償
に
よ
っ
て
代
替
的
に
保
障
せ
ら
れ

て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
精
神
的
所
有
権
論
者
は
こ
の
規
定
を
著
作
権
に
も
適
用
し
よ
う
と
試
み
る
。
彼
ら
は
そ
の
根
拠
を
自

然
法
に
求
め
て
一
四
条
の
所
有
権
概
念
を
拡
張
す
る
。
例
え
ば
フ

I
プ
マ
ン
は
所
有
権
に
妥
当
す
る
こ
包
巾
百
円
凶
器

ω巳
5
3
の
原
則
を

至
上
の
原
理
と
し
て
著
作
権
に
も
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
レ

l
マ
ン
は
物
質
財
に
対
す
る
精
神
財
の
優
位
を
強
調
し
て

(
9
)
 

お
り
、
ま
た
エ
ル
メ
ッ
ケ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
法
論
か
ら
所
有
権
概
念
を
導
き
出
し
て
、
精
神
的
所
有
権
も
自
然
法
に
よ
っ
て
承
認
さ

れ
た
権
利
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
如
く
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
論
者
は
著
作
権
を
基
本
法
第
一
四
条
に
い
う
所
有
権
の
範
陪
に
含
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
彼
ら
は
、

い
か
な
る
効
果
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
論
者
に
よ
っ
て
説
く
と
こ
ろ
は
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
大
約
す
れ

ば
次
の
二
点
に
帰
せ
ら
れ
る
。
そ
の
一
は
、
著
作
権
を
一
四
条
の
所
有
権
に
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
作
権
の
社
会
的
拘
束
性
を
物
所

有
権
と
同
程
度
に
限
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
効
果
を
引
き
出
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
同
様
に
し
て
、
著
作
権
の
公
用
微
収
に
対
し



て
補
償
を
要
す
る
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
相
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は

難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
一
応
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

著
作
権
の
社
会
的
拘
束
性
を
物
所
有
権
と
同
程
度
に
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
要
請
は
、
と
く
に

L
U
G
第
二
二
条
に
対
し
て
向
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
規
定
は
音
楽
的
著
作
物
の
著
作
者
が
、
機
械
的
複
製
の
目
的
で
第
三
者
に
著
作
物
の
営
利
的
複
製
を
許
諾
し
、
そ
れ
が
発

行
さ
れ
た
場
合
に
著
作
者
に
対
し
適
正
な
報
酬
を
支
払
う
す
べ
て
の
第
三
者
(
国
内
に
主
た
る
営
業
所
ま
た
は
住
所
を
有
す
る
者
に
限

る
)
は
著
作
者
に
同
様
の
許
諾
を
記
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
著
作
者
は
許
諾
の
義
務
を
負
う
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、

ド
J

，ッ

著
作
権
法
唯
一
の
強
制
許
諾
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
が
設
け
ら
れ
た
趣
旨
は
一
レ
コ
ー
ド
会
社
に
よ
る
独
占
的
価
格
設
定
を
阻
止

し
て
、
産
業
の
共
存
共
栄
を
図
ろ
う
と
す
る
点
に
あ
り
、
勿
論
公
衆
の
保
護
に
出
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
レ

l

マ
ン
お
よ
び

シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
強
制
許
諾
を
一
種
の
公
用
微
収
と
み
た
上
で
、
特
定
産
業
の
保
護
育
成
を
図
る
趣
旨
に
出
で
た

L
U
G
第
二
二
条
は
違
憲

で
あ
る
と
主
張
す
る
。

付

ま
た
著
作
権
の
公
用
微
収
に
補
償
を
必
要
と
す
る
と
い
う
要
請
は
、

L
U
G
第
二
七
条
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
既

刊
の
音
楽
的
著
作
物
の
公
演
が
営
利
を
目
的
と
せ
ず
か
っ
聴
衆
が
無
償
で
聴
取
し
う
る
場
合
に
、
著
作
者
の
許
諾
を
必
要
と
し
な
い
旨
を

レ
l

マ
バ
)
お
よ
び
シ
ュ
ル
ツ
(ur)

は
こ
れ
を
無
補
償
の
公
用
徴
収
を
規
定
し
た
も
の
と
解
し
、
基
本
法
第
一
四
条

著作権のー元的構成について

定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

三
項
に
違
反
す
る
と
主
張
す
る
。

さ
ら
に
特
に
重
要
な
の
は
著
作
権
保
護
期
開
設
定
の
制
度
に
対
す
る
彼
ら
の
批
判
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
上
に
述
べ
た
二
つ
の

ゴヒ法15(1・93)93 

要
請
が
か
ら
み
合
っ
て
、
彼
ら
の
批
判
論
の
拠
所
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
保
護
期
間
経
過
後
の
著
作
物
の
利
用
を
有
償
と
す
べ
き

か
否
か
、
有
償
と
す
る
場
合
に
そ
の
報
酬
の
受
取
人
を
誰
と
す
る
か
の
問
題
、
即
ち
有
償
公
有
制
度
(
合
自
己
完
吉
ゲ
ロ
ロ
宮
古
口
同
)
の
問
題

と
も
関
連
す
る
の
で
項
を
新
め
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。



説

(ロ〉

保
護
期
間
の
設
定
と
有
償
公
有
制
度

北法15(1・94)94 

ド
イ
ツ
現
行
法
は
著
作
権
の
保
護
期
聞
を
原
則
と
し
て
著
作
者
の
死
後
五

O
年
と
定
め
、
そ
れ
以
後
の
著
作
物
の
利
用
は
自
由
で
あ
る

論

と
し
て
い
る
。
参
事
官
草
案
も
こ
の
規
定
を
引
き
つ
ぎ
全
く
同
様
の
定
め
を
し
て
い
る
。
し
か
し
な
、
か
ら
著
作
権
を
基
本
法
第
一
四
条
の

所
有
権
概
念
の
範
暗
に
含
め
る
精
神
的
所
有
権
論
者
は
、
こ
こ
で
も
反
対
を
唱
え
る
こ
と
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
彼
ら
は
物
所
有
権
と
の

均
衡
論
に
立
脚
し
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

有
体
物
の
所
有
権
は
種
々
の
社
会
的
拘
束
を
受
け
る
が
、
権
利
自
体
は
永
久
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
著
作
権
は
有
期
限
で
あ

る
。
こ
れ
は
著
作
権
に
所
有
権
よ
り
も
強
い
社
会
的
拘
束
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
妥
当
で
な

JWは
か
り
か
、
期
間
後
に
著
作
物
が
自
由

利
用
と
な
る
こ
と
は
、
有
体
物
公
用
微
収
の
要
補
償
の
原
則
と
対
比
す
る
と
き
著
し
く
不
利
と
な
っ
て
い
持
。
従
っ
て
か
か
る
著
作
権
の

規
定
を
違
憲
と
し
て
無
効
と
解
す
る
か
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
保
護
期
間
経
過
後
の
著
作
物
の
自
由
利
用
の
場
合
に
つ
い
て
も
補
償
を
要

す
る
も
の
と
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。

論
者
は
大
要
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
保
護
期
間
設
定
の
制
度
に
異
議
を
唱
え
る
の
で
あ
る
が
、

フ
ー
プ
マ
ン
は
こ
れ
と
は
異
な
る
独
自

の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
。
彼
は
法
律
の
下
で
の
平
等
の
原
則
(
〉
門
戸

ω
。
。
)
に
よ
り
同
様
の
利
益
状
態
に
あ
る
者
は
、
同
様
の
保
護
を

受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
著
作
者
の
利
益
が
所
有
者
の
利
益
と
同
程
度
に
一
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
。

こ
の
点
で
は
他
の
論
者
と
差
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
物
所
有
権
と
同
様
に
取
扱
う
べ
し
と
い
う
意
見
に
対
し
て
は
、
概
念

法
学
的
で
あ
る
と
し
て
排
斥
し
、
著
作
権
の
対
象
お
よ
び
利
益
状
態
に
存
す
る
特
殊
性
か
ら
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
構
成
さ
れ
限
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
す
る
。
そ
し
て
結
局
、
著
作
権
に
対
す
る
公
衆
の
利
益
の
た
め
に
、
著
作
権
は
保
護
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て

消
滅
す
る
が
著
作
人
格
権
は
永
久
に
存
続
す
る
と
の
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
。

著
作
権
の
保
護
期
間
の
限
定
は
、
そ
の
経
過
後
に
お
け
る
著
作
物
の
利
用
を
無
償
と
す
る
か
あ
る
い
は
有
償
と
す
る
か
の
問
題
、
即
ち



有
償
公
有
制
度
採
否
の
問
題
と
関
連
す
る
。
こ
の
制
度
は
保
護
期
間
経
過
後
に
官
B
巳

L
E

益
を
お
さ
め
る
利
用
者
か
ら
、

と
な
っ
た
著
作
物
を
利
用
し
て
莫
大
な
収

一
定
率
の
報
償
を
徴
収
し
て
著
作
者
保
護
機
関
に
納
付
せ
し
め
、
こ
の
基
金
を
他
の
著
作
者
の
生
活
保
障

あ
る
い
は
著
作
活
動
の
保
護
促
進
の
た
め
に
使
用
し
よ
う
と
い
う
い
わ
ば
文
化
保
護
政
策
の
一
環
と
し
て
、
各
国
に
お
い
て
次
第
に
承
認

フ
ラ

γ
ス
、
イ
タ
リ
ー
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
チ
リ
l
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
等
で
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
ベ
ル
ヌ
条
約
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
会
議
に
お
い
て
も
著
作
者
の
生
活

条
件
お
よ
び
労
働
手
段
改
善
の
た
め
、
こ
の
制
度
を
採
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
希
望
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
こ

の
制
度
の
採
用
に
つ
い
て
賛
成
す
る
も
の
が
多

J7
精
神
的
所
有
権
論
者
も
こ
れ
を
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
著
作
権
の

さ
れ
て
き
た
制
度
で
あ
る
。
現
在
、

メ
キ
シ
コ
、

ウ
ル
.
ク
ワ
イ
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、
チ
ェ
コ
、

永
久
的
保
護
を
主
張
す
る
観
点
か
ら
す
る
と
き
、
こ
れ
と
の
調
整
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
者
は
い
づ
れ
も
巧
み
に
両
者
の

調
整
を
図
っ
て
い
る
。

ま
づ
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
、
物
所
有
権
と
比
較
す
る
と
き
、
著
作
権
の
保
護
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
だ
け
で
は
足
り
ず
、
保
護
期
聞
を
設
け

付

る
こ
と
自
体
違
憲
と
し
て
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
著
作
権
の
、
氷
一
久
的
保
護
の
要
求
を
純
粋
に
貫
く
が
、
有
償
公
有
制
度
の
存
在
意

義
を
全
く
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
在
(
基
本
法
施
行
当
時
)
既
に

有
償
公
有
制
度
適
用
の
余
地
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ぬ
巾

B
2口問
H

巳
と
な
っ
て
い
る
著
作
物
に
つ
い
て
だ
け
は

著作権の一元的構成について

レ
l
マ
ン
は
シ
ュ
ル
ツ
ェ
と
同
様
、
著
作
権
を
永
久
的
に
保
護
す
べ
し
と
す
る
基
本
的
立
場
に
立
つ
が
、
保
護
期
間
設
定
の
意
義
を
認

め
弾
力
あ
る
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
期
間
経
過
後
に
著
作
物
を
官
自
巳
正
月
-
と
す
る
こ
と
は
一
種
の
公
用
徴
収

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
相
当
な
補
償
が
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
必
ず
し
も
違
憲
で
は
な
い
と
し
、
期
間
経
過
後
の
著
作
物
利
用

は
自
由
で
あ
っ
て
著
作
者
相
続
人
の
同
意
を
必
要
と
し
な
い
が
、
報
償
は
従
来
同
様
、
相
続
人
に
支
払
わ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

ば
一
種
の
法
定
許
諾
と
解
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
も
し
相
続
人
が
報
償
の
受
領
者
と
し
て
一
般
に

し、

わ

北法15(1・95)95 



説

認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
同
世
代
の
他
の
著
作
者
を
、
広
い
意
味
で
の
「
著
作
者
の
精
神
的
相
続
人
」
と
み
て
こ
れ
に
支
払
わ
る
べ
き

で
あ
る
と
も
述
べ
る
。
従
っ
て
彼
に
よ
れ
ば
、
有
償
公
有
制
度
を
著
作
権
外
の
制
度
と
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
著
作
権
の
事
後
効
と

論

し
て
把
え
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

北法15(1・96)96 

フ
ー
プ
マ
ン
は
レ
!
?
ン
が
予
備
的
に
主
張
し
た
有
償
公
有
制
度
の
著
作
権
事
後
効
的
把
握
を
主
た
る
請
求
に
た
か
め
る
。
即
ち
彼
に

よ
れ
ば
、
有
償
公
有
制
度
は
報
償
請
求
権
を
伴
う
一
種
の
法
的
許
諾
で
あ
り
、
保
護
期
間
経
過
後
の
著
作
物
利
用
者
は
、
従
来
同
様
の
報

酬
を
著
作
者
の
精
神
的
相
続
人
た
る
一
定
の
著
作
者
保
護
機
関
に
納
入
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

Qカ

精
神
的
所
有
権
に
関
す
る
判
例

あ
っ
た
。
例
え
ば
、

一
方
判
例
は
以
上
の
よ
う
な
動
き
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
判
例
は
精
神
的
所
有
権
に
つ
い
て
消
極
的
で

R
G
一
九
二
六
年
五
月
一
一
一
日
の
判
決

(
m
C
N
H
H
ω
w
出
ω)
は
、
当
事
者
が
精
神
的
所
有
権
を
採
用
し
て
一
般
的
、

包
括
的
著
作
権
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
現
行
法
に
よ
れ
ば
精
神
的
所
有
権
に
よ
る
一
般
的
保
護
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
著
作
者
は

現
行
法
が

L
U
G第
一
条
で
個
別
的
に
列
挙
し
た
権
能
し
か
保
護
せ
ら
れ
な
い
旨
判
示
し
て
い
る
が
如
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し

B
G
H
一
九
五
五
年
五
月
一
八
日
(
切
の
出
N

口
uNg)
は
、
私
的
使
用
の
た
め
の
録
音
テ
l
プ
吹
込
事
件
に
お
い
て
、
精

神
的
所
有
権
に
触
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
特
許
制
度
の
基
礎
を
な
す
法
理
論
は
、
精
神
的
所
有
権
論
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
文
明
国
で
か
な
り
以
前
に
克
服
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
著
作
権
に
お
い
て

は
著
作
者
の
利
用
権
は
精
神
的
所
有
権
よ
り
派
生
し
た
も
の
と
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
著
作
者
の
著
作
物
に
対
す
る
支
配
は
、
立
法
者
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
事
物
の
本
性
か
ら
、
即
ち
精
神
的
所
有
権
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
実
定
法
は
そ
れ
を
確
認
し
、
法
的
構
成
す

る
に
す
、
ぎ
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
著
作
権
を
支
配
す
る
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
著
作
権
法
の
あ
ら
ゆ
る
規
定
の
解
釈
に
当
り
、
常
に
考
慮
さ
れ
な
け



れ
ば
な
ら
な
い
」

以
上
の
前
提
に
立
ち
連
邦
裁
判
所
は
誰
で
も
容
易
に
個
人
的
利
用
の
た
め
に
吹
込
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
テ

1
プ
録
音
装
置
の
発
明

一
九

O
一
年
お
よ
び
一
九
一

O
年
の
立
法
者
の
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
事
実
関
係
と
み
な
し
、

L
U
G
第
一
五
条
二
項
の

規
定
(
個
人
的
使
用
の
た
め
で
あ
り
、
か
つ
営
利
を
目
的
と
し
な
い
著
作
物
の
複
製
を
自
由
と
す
る
旨
定
め
た
規
定
)
に
も
拘
ら
ず
、
こ

をれ
を

L
U
G
第
一
一
条
一
項
の
著
作
者
の
排
他
的
複
製
権
に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
し
て
、
著
作
者
に
報
酬
請
求
権
を
認
め
て
い
る
。

。
批

半
す

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
新
精
神
的
所
有
権
論
は
、
次
の
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
一

は
、
立
法
者
の
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
コ
ミ
ユ
エ
ケ
1
シ
ョ

γ
技
術
の
著
し
い
進
展
に
伴
っ
て
、
現
行
法
に
生
じ
た
欠
陥
を
解

決
し
よ
う
と
い
う
方
向
で
の
主
張
で
あ
り
、
そ
の
こ
は
、
物
所
有
権
と
の
間
に
存
す
る
格
差
を
是
正
し
、
少
く
と
も
物
所
有
権
と
同
程
度

の
保
護
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
向
で
の
主
張
で
あ
る
。

付

前
者
は
、
判
例
の
採
る
立
場
で
あ
る
。
前
掲
B
G
H
一
九
五
五
年
五
月
一
八
日
の
判
決
は
、
私
的
利
用
の
た
め
の
テ
l
プ
録
音
に
つ
き
、

著作権の一元的構成について

L
U
G
第
一
五
条
二
項
の
適
用
を
除
外
す
る
と
い
う
理
論
構
成
の
根
拠
を
、
事
物
の
本
性
即
ち
、
精
神
的
所
有
権
に
求
め
た
。
た
し
か
に
、

著
作
者
と
利
用
者
と
が
利
害
対
立
す
る
場
合
に
著
作
者
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
は
、
著
作
権
法
を
貫
く
基
本
思
想
に
合
致
す
る
。
こ

れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
自
然
法
に
起
源
を
有
す
る
精
神
的
所
有
権
概
念
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
別
に
否
定
す
る
理
由
は
な
い
。
何
故

北法15(1・97)97 

な
ら
精
神
的
所
有
権
概
念
は
、
著
作
者
の
精
神
的
労
働
か
ら
生
じ
た
も
の
に
対
し
て
、
著
作
者
の
み
が
排
他
的
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
を

最
も
端
的
に
表
現
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
著
作
者
が
法
に
明
記
さ
れ
た
権
能
以
上
の
包
括
的
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
か
、
あ
る
い
は
著
作

者
の
利
益
を
最
優
先
さ
せ
る
べ
き
こ
と
な
ど
の
説
得
に
強
い
効
力
士
示
す
か
ら
で
あ

M
V



説

し
か
し
な
が
ら
精
神
的
所
有
権
概
念
に
は
、
往
々
に
し
て
そ
れ
以
上
の
意
味
を
も
た
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
G

後
者
は
ま
さ
し
く
こ
れ

北法15(1・98)98 

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
新
精
神
的
所
有
権
論
者
た
る
前
述
の
学
者
お
よ
び
実
務
家
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

論

勿
論
こ
こ
で
い
う
新
精
神
的
所
有
権
論
(
以
下
新
論
と
い
う
)
と
は
、
古
典
的
精
神
的
所
有
権
論
(
以
下
旧
論
と
い
う
)
の
よ
う
に
著

作
権
の
性
質
を
財
産
権
と
の
み
解
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
フ

l
プ
マ
ン
が
著
作
権
を
無
体
財
産
権
的
要
素
と
人
格
権
的
要

素
と
か
ら
成
る
単
一
の
権
利
で
あ
る
と
主
張
し
、
ま
た
エ
ル
メ
ッ
ケ
が
人
格
権
と
財
産
権
と
の
こ
側
面
を
有
す
る
権
利
で
あ
る
と
説
明
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
彼
ら
が
精
神
的
所
有
権
概
念
を
再
び
著
作
権
に
援
用
し
よ
う
と
す
る
真
の
ね
ら
い

は
こ
れ
に
よ
っ
て
著
作
権
の
性
質
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
著
作
者
保
護
の
範
囲
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
立

法
政
策
上
の
要
求
を
理
由
づ
け
る
た
め
の
論
拠
と
す
る
点
に
あ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
た
し
か
に
著
作
権
の
権
利
構
成
論
と
立
法
政
策

論
と
で
は
問
題
の
側
面
が
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
理
念
あ
る
い
は
概
念
を
使
用
し
て
も
矛
盾
は
な
い
と
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
や
は
り
問
題
は
残
ろ
う
。
旧
論
の
衰
退
し
た
原
因
が
著
作
権
の
内
容
を
あ
ま
り
に
も
物
所
有
権
と
同
視
し
す
ぎ
た
こ

と
に
あ
っ
た
の
を
考
え
る
と
き
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
爾
後
の
学
説
が
す
べ
て
こ
の
欠
陥
を
克
服
し
て
物
所
有
権
と
の
相
違
の
閑
明
に
努
力

し
て
い
る
の
を
み
る
と
き
、
こ
の
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
は
、

た
と
え
立
法
政
策
上
の
要
求
の
理
論
的
根
拠
に
使
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
と

は
い
え
、
時
流
に
逆
行
し
た
見
解
と
許
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
く
に
問
題
と
な
る
の
は
新
論
主
張
者
の
要
求
の
核
心
を
な
し
て
い
る
著
作

権
の
永
久
的
保
護
に
つ
い
て
で
あ
る
。
論
者
は
物
所
有
権
と
の
均
衡
論
に
立
っ
て
著
作
権
に
保
護
期
聞
を
置
く
こ
と
を
否
定
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
著
作
権
の
対
象
を
な
し
て
い
る
著
作
物
は
著
作
者
の
創
造
力
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、

い
か
な
る
著
作
者
と
い
え
ど
も

完
全
な
る
無
か
ら
有
を
創
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
必
ず
や
資
料
の
提
供
を
先
人
の
文
化
的
遺
産
に
負
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
創
作
さ
れ
た
著
作
物
を
、
永
久
に
著
作
者
一
個
人
の
も
の
と
し
て
独
占
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
一
定
期
間

の
経
過
後
は
社
会
に
還
元
し
て
後
世
の
著
作
者
そ
の
他
の
者
の
文
化
的
資
料
な
ら
し
め
る
社
会
的
義
務
を
有
し
て
い
る
も
の
と
解
し
な
け



れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
著
作
物
の
宿
命
は
必
然
的
に
著
作
権
を
有
期
限
め
も
の
と
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
保
護
期
間
の
設
定
は
、

著
作
権
の
社
会
的
拘
束
性
か
ら
生
ず
る
内
在
的
制
約
と
し
て
是
認
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
著
作
権
の
、
氷
久
的
保
護
を
主
張

し
て
保
護
期
間
に
な
ん
ら
の
意
義
を
認
め
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
無
効
と
す
る
シ
ュ
ル
ツ
ェ
の
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

同
様
の
批
判
は
レ

l
マ
ン
に
も
あ
て
は
ま
る
。
彼
は
著
作
権
の
永
久
的
保
護
を
主
張
し
な
が
ら
も
保
護
期
間
の
設
定
に
あ
る
程
度
の
意

義
を
認
め
、
期
間
経
過
後
に
お
け
る
著
作
物
の
自
由
利
用
を
一
種
の
公
用
徴
収
と
解
し
、
著
作
者
相
続
人
に
対
す
る
補
償
を
従
来
の
著
作

者
報
酬
の
形
で
存
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

つ
ま
り
彼
は
、
保
護
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
著
作
物
の
利
用
が
自
由
に
な
る
こ
と
を
認
め
な
が

ら
も
、
著
作
者
相
続
人
の
経
済
的
利
益
だ
け
は
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼

は
著
作
者
相
続
人
と
公
衆
と
の
問
で
利
益
均
衡
が
維
持
さ
れ
る
も
の
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
見
解
は
次
の
二
つ
の

点
に
お
い
て
賛
成
で
き
な
い
。
そ
の
一
つ
は
、
著
作
者
と
著
作
者
相
続
人
と
は
同
一
人
で
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
者
に
認
め
ら
れ
る

と
こ
ろ
の
公
衆
に
対
す
る
優
越
的
な
地
位
は
そ
の
ま
ま
著
作
者
相
続
人
に
認
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
公
衆
の
犠
牲
に
お

い
て
著
作
者
相
続
人
を
永
久
に
保
護
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
著
作
物
の
自
由
利
用
は
無
償
で
あ
っ
て
こ
そ
そ
の
実
効
力
を
遺

付

憾
な
く
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
公
衆
に
報
酬
支
払
義
務
を
課
し
て
、
実
質
的
に
は
自
由
利
用
に
大
幅
な
制

著作権の一元主構成について

約
を
加
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

レ
l
マ
γ
は
公
衆
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
保
護
期
間
の
制
度
を
不
当
に
低
く
評
価
し
、

結
果
的
に
は
著
作
者
相
続
人
の
み
を
利
す
る
こ
と
に
な
っ
て
妥
当
で
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
同
じ
く
新
論
を
主
張
す
る
者
の
中
に
あ
っ
て
も
フ

l
プ
マ
ン
は
、
保
護
期
間
の
制
度
を
正
当
に
評
価
す
る
と
同
時
に
、

こ
れ
と
著
作
権
の
永
久
的
保
護
の
主
張
と
の
矛
盾
を
巧
み
に
解
決
す
る
特
色
あ
る
見
解
を
採
っ
て
い
る
。
即
ち
彼
は
、
著
作
権
の
社
会
的

拘
束
性
を
充
分
に
認
識
し
て
、
保
護
期
間
経
過
に
よ
り
著
作
財
産
権
の
み
が
消
滅
す
る
も
の
と
解
す
る
一
方
、
有
償
公
有
制
度
の
意
義
を

認
め
、
著
作
物
の
自
由
利
用
に
報
酬
支
払
の
義
務
を
課
す
る
。
し
か
も
彼
は
、
報
酬
請
求
権
の
帰
属
主
体
を
独
立
の
法
人
格
を
有
す
る
文

北法15(1・99)99 



説

化
基
金
(
関
戸
昨
日
向
。
ロ
門
{
)
と
解
し
て
、
そ
の
設
立
を
要
望
す
あ
。
こ
の
点
に
わ
れ
わ
れ
は
、

フ
ー
プ
マ
ン
の
見
解
が
レ

l
マ
γ
の
そ
れ
と
明

白
に
相
違
す
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
フ
l
プ
マ
ン
は
、
文
化
基
金
の
取
得
す
る
報
酬
請
求
権
を
著
作
権
外
の
権
利
と
は
せ
ず

論

に
、
著
作
権
の
事
後
効
と
し
て
あ
く
ま
で
著
作
権
内
部
の
問
題
と
し
て
処
理
し
て
い
る
。
そ
れ
は
報
酬
請
求
権
を
著
作
財
産
権
の
変
形
と

解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
従
来
著
作
者
お
よ
び
そ
の
相
続
人
に
帰
属
し
て
い
た
著
作
財
産
権
は
保
護
期
間

の
経
過
に
よ
っ
て
、
文
化
基
金
を
帰
属
主
体
と
す
る
報
酬
請
求
権
に
形
を
変
え
て
な
お
存
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
文
化
基
金
は
一
種
の
相

続
人
と
し
て
永
久
に
保
護
さ
れ
る
も
の
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
は
公
衆
の
利
益
を
考
慮
し
て
、
著
作
財
産
権
が

保
護
期
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅
す
る
と
解
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
の
残
存
物
を
認
め
る
の
は
論
理
的
に
矛
盾
す
る
ば
か
り
か
、
文
化
基

金
を
一
種
の
相
続
人
と
解
す
る
の
も
甚
だ
し
い
擬
制
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
有
償
公
有
制
度
そ
れ
自
体
は
一
国
の
文
化
興

隆
の
た
め
の
法
政
策
上
の
問
題
に
属
し
、
私
権
と
し
て
の
著
作
権
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
フ
ー
プ
マ
ン
の
よ
う
に
有

償
公
有
制
度
を
強
い
て
著
作
権
内
部
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
フ

l
プ
マ
ン
の
見
解
に
も
賛
成

で
き
な
い
。

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
新
論
主
張
者
が
著
作
者
の
保
護
範
囲
の
拡
大
と
い
う
方
向
で
精
神
的
所
有
権
概
念
を
援

用
し
た
限
り
に
お
い
て
は
、
示
唆
に
富
む
見
解
と
し
て
そ
の
努
力
を
か
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
著
作
権
の
永
久
的
保
護
を
主
張
し
、
著
作

者
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
相
続
人
の
利
益
保
護
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
は
、
も
は
や
無
条
件
に
承
認
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

ぃ
。
な
ぜ
な
ら
、
相
続
人
が
保
護
さ
れ
れ
ば
そ
れ
だ
け
公
衆
の
利
益
は
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
著
作
物
の
自
由
利
用
は
空
疎
な
も
の
に

な
り
さ
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
o

勿
論
、
相
続
人
の
利
益
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
著
作
者
と
そ
の

相
続
人
と
の
親
疎
の
度
合
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
て
、
著
作
者
か
ら
の
世
代
の
数
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
相
続
人
よ
り
も
む
し
ろ
公
衆

の
利
益
の
方
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
諸
外
国
の
立
法
例
に
よ
れ
ば
、
著
作
権
の
保
護
期
閣
は
概
ね
著
作
者
の
死
後
五

O
年
と
さ
れ
て

北法15(1・100) 100 
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説

(
円
)
国
c
r
s
g
p
ω
b・o
・-∞・

2
・

(
お
〉

krpo--ω
・
∞
∞
・

(
幻
)
〉
』

0
・・∞・

5ω
・
同
日
出
・

(
辺
)
有
償
公
有
制
度
を
表
示
す
る
語
と
し
て
ド
イ
ツ
で
は
穴
己

5
5
r
m与
巾
ま
た
は
己
円
z
r
Rロ
円
三

o-m巾
三
円
m
c
Z口
問

δ
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
は

主
と
し
て
著
作
権
外
の
公
法
上
の
法
律
関
係
と
し
て
抱
え
る
場
合
に
使
用
さ
れ
、
後
者
は
、
著
作
権
の
事
後
効
と
し
て
抱
え
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

〈包・

C
一B
R
白・白・

0
・w
ω
-
N∞
N・

(
お
〉
勿
論
各
国
で
規
制
し
て
い
る
有
償
公
有
制
度
の
内
容
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
例
え
ば
、
著
作
物
の
利
用
形
式
の
う
ち
一
定
の
形
式
だ
け
に
限
っ
た

り
(
イ
タ
リ
ー
で
は
上
演
、
放
送
お
よ
び
出
版
に
よ
る
利
用
に
つ
い
て
の
み
認
め
る
)
、
著
作
物
の
種
類
を
限
定
し
た
り
(
フ
ラ
ン
ス
で
は
文
学
的
著
作
物

だ
け
に
限
っ
て
い
る
〉
す
る
ば
か
り
か
、
報
償
の
額
、
帰
属
主
体
、
支
払
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
も
各
様
で
あ
る
。

(
引
日
)
〈
四
一
・
開
口
伴
者
位
円
同
町
内

-g
回
己
ロ

L
g
y
m
t
N
B
5
5符
ユ
ロ
自
由

Nロ門

C
円
YmirRR口
宮
白
色
ヨ
ヨ
‘

3
3・
ω・由民日・

(
あ
〉
一
九
五
九
年
の
連
邦
司
法
省
草
案
は
、
明
文
を
も
っ
て
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
、
公
有
と
な
っ
た
著
作
物
の
営
利
的
頒
布
お
よ
び
公
演

(
O
R
g己
R
Z

当庁
(-m円四
ωro)
の
場
合
に
、
独
立
の
法
人
格
を
有
す
る

c
p
m寸巾え
c
E
に
報
償
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
額
は
有
形
的
複
製
物
の
頒
布

の
場
合
に
は
頒
価
の
一
%
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
著
作
権
保
護
期
間
中
に
相
当
な
報
償
と
み
な
さ
れ
た
額
の
一

O
M
F
と
さ
れ
て
い
る
。

(
u
m
)
m
n
z
-
N
P
E・印・
0
・
∞

-
E
-

(幻

)
H
L角

川

r
B
S
F
F
P
C
-
M
∞・

5
・
〈

m
-
-
H
N
S
Z♂

Pω
・0
・wω
・
ω
タ

ω円}百一
N0・白・ロ・
0
・・

ω・
2
・

(
お
)
出
口
r
g
E
P
P
P
O
-
-
ω
・
岡
田
・

(
m
U
)

被
告
は
ベ
ル
リ
ソ
放
送
局
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
、
原
告
の
創
作
し
た
戯
曲
を
原
告
の
同
意
を
得
ず
に
放
送
し
た
。
原
告
の
抗
議
に
対
し
被
告
は
著

作
権
法
解
説
者
の
見
解
に
よ
る
と
、
既
刊
著
作
物
の
放
送
に
よ
る
写
調
は
、
著
作
者
の
同
意
を
要
し
な
い
と
あ
る
と
反
駁
し
た
。
そ
こ
で
原
告
は
、
著
作
者

の
同
意
を
得
な
い
著
作
物
の
放
送
を
著
作
権
の
侵
害
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
二

0
0
0
マ
ル
ク
の
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
。
木
稿
本
文
に
掲
げ
た

R
G

の
精
神
的
所
有
権
に
対
す
る
判
断
は
、
原
告
が
文
学
的
著
作
物
に
つ
い
て
放
送
権
を
有
す
る
と
主
張
し
た
多
く
の
理
由
の
う
ち
の
一
つ
に
つ
い
て
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

R
G
は
結
局
、
文
学
的
著
作
物
の
ラ
ヂ
オ
放
送
が
聴
取
料
を
と
る
場
合
に
は

L
U
G
第
一
一
条
一
項
一
文
の
「
営
利
を
目
的
と
す
る
頒
布
」

に
該
当
す
る
と
し
て
原
告
を
救
済
し
て
い
る
。

原
告
は
ド
イ
ツ
の
多
数
の
作
曲
家
と
の
契
約
に
よ
り
演
奏
権
の
管
理
お
よ
び
レ
コ
ー
ド
製
造
権
の
委
譲
を
受
け
て
い
る
音
楽
著
作
物
利
用
団
体
で
あ
り
、
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付著作権の一元的構成について

被
告
は
テ

1
プ
・
レ
コ

l
タ
l
の
製
造
会
社
で
あ
る
。
原
告
は
、
原
告
の
同
意
な
く
し
て
レ
コ
ー
ド
を
個
人
的
使
用
の
た
め
に
テ

l
プ
に
吹
込
れ
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
と
の
見
解
を
採
り
、
レ
コ
ー
ド
会
社
と
共
同
で
そ
の
旨
を
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
製
作
者
、
取
扱
販
売
応
、
映
函
館
等
に
通
告
し
た
。
被
告
の
同
業

者
で
あ
る

A
会
社
と

L
会
社
は
、
争
訟
の
解
決
す
る
ま
で
、
そ
の
聞
に
販
売
し
た
レ
コ

l
タ
!
の
す
べ
て
に
つ
き
許
諾
料
を
原
告
に
支
払
う
こ
と
に
同
意
し

た
が
、
被
告
だ
け
は
拒
絶
し
た
。
そ
こ
で
原
告
は
被
告
に
対
し
、
原
告
の

ν
パ

l
ト
リ
ー
に
属
す
る
音
楽
的
著
作
物
の
録
音
、
複
製
、
演
奏
は
原
告
の
同
意

を
得
て
の
み
可
能
で
あ
る
回
目
を
V

コ
ー
ダ
1
買
主
に
告
げ
る
こ
と
な
し
に
駁
買
ま
た
は
推
せ
ん
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
不
作
為
請
求
お
よ
び
損
害
賠
償
義
務

の
確
定
を
請
求
し
た
事
件
。
争
点
は
、
音
楽
的
著
作
物
の
演
奏
を
私
的
利
用
の
た
め
に
直
接
テ

l
プ
に
録
音
す
る
こ
と
が
原
告
の
利
用
権
を
侵
害
し
た
こ
と

に
な
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

B
G
H
の
判
決
理
由
は
長
文
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
要
を
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
よ
る
著
作
物
の
複
製
は
一
九

O
一
年
お
よ
び
一
九
一

O
年
当
時
の
立
法
者
の
予
見
し
得
な
か
っ
た
事
実
関
係
に
属
す
。
従
っ
て
立
法

当
時
に
お
け
る
利
害
関
係
者
の
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

L
U
G
第
一
五
条
一
一
項
の
規
定
を
こ
の
事
実
関
係
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
か

る
場
合
に
は
、
規
定
の
文
言
に
反
し
て
も
法
の
意
味
お
よ
び
目
的
に
し
た
、
が
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
著
作
権
に
お
い
て
は
著
作
者
の

利
用
権
は
著
作
者
の
精
神
的
所
有
権
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
一
般
に
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
著
作
者
の
著
作
物
に
対
す
る
支
配
は
立
法
者
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
事
物
の
本
性
か
ら
、
即
ち
精
神
的
所
有
権
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
実
定
法
は
そ
れ
を
確
認
し
、
法
的
構
成

す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
著
作
権
を
支
配
す
る
か
か
る
思
想
は
著
作
権
法
の
あ
ら
ゆ
る
規
定
の
解
釈
に
当
り
、
常
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
著
作
者
の
創
作
領
域
と
利
用
者
の
私
的
領
域
と
の
間
に
利
害
の
衝
突
の
あ
る
場
合
に
は
著
作
物
の
利
用
は
創
作
な
く
し
て
は
不
可

能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
者
の
創
作
領
域
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

L
U
G
第
一
五
条
二
項
の
私
的
利
用
の
た
め
の

複
製
の
自
由
の
規
定
は
、
こ
の
基
本
思
想
の
例
外
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
定
本
来
の
意
味
お
よ
び
目
的
以
上
に
拡
張
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
テ

ー
プ
の
録
音
は
レ
コ
ー
ド
よ
り
も
演
奏
時
間
が
長
く
、
持
続
性
が
大
き
い
ば
か
り
か
、
い
つ
で
も
消
却
し
て
他
の
著
作
物
を
録
音
で
き
る
点
に
長
所
を
も

っ
。
し
か
も
音
楽
著
作
物
を
テ

I
プ
に
録
音
す
る
場
合
に
は
レ
コ
ー
ド
放
送
を
直
接
録
音
す
れ
ば
足
り
、
レ
コ
ー
ド
を
買
う
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
普
及
は
レ
コ
ー
ド
の
売
行
の
減
少
と
な
り
、
そ
れ
は
直
ち
に
著
作
者
の
許
諾
料
収
入
の
減
少
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
テ
ー

プ
録
音
は
、
た
と
え
そ
れ
が
私
的
使
用
の
た
め
に
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
著
作
権
の
基
本
思
想
に
よ
れ
ば
、

L
U
G
第
一
五
条
二
項
の
適
用
を
受
け

え
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
テ

l
プ
録
音
は
そ
れ
が
個
人
的
使
用
の
た
め
に
の
み
な
さ
れ
、
営
利
の
意
思
が
な
い
場
合
で
も
著
作
財
産
権
の

侵
害
と
な
る
。
な
お
、
本
件
の
判
例
批
評
と
し
て
は

ι。
切

0
2・』
N

E印
印
、
立
吋
お
よ
び
の
c
E
g
c
g
w
ω
n
y己
見
切
の
Z
N
Z
H・
5
.
8
が
あ
る
。

(
引
λ

)
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C
-
S
F
0・P
O
ζ
ω
・
ぉ
・



説E命

(立

)
E
c
r
s
ω
ロ
P
白-m・
o・-ω
・∞∞・

(
m
u
)

開
門

2
2
r
p
p田
0
・・∞
-Nω
一
〈
四

-
-
H
N
o
$
2・白
-FO--ω
・
ω
?

(
U
A
)

出
戸
ゲ

B
S
F
C
F
。ro同
ロ
ロ
ハ
日
〈
RFmω
円

R
E
M
-
g
h
F・

(
汚
)
ド
イ
ツ
で
は
有
償
公
有
制
度
を
著
作
権
外
の
制
度
と
し
て
把
え
、
文
化
基
金
を
公
法
人
と
し
、
報
酬
を
一
種
の
公
課
(
〉
rmωZ)
し
と
解
す
る
見
解
も
有
力

で
あ
る
。
例
え
ば
、

c
-
B
R
白・白・
0.、∞
-
N
E
一
問
自
σ
F
P白・
0.、
ω
-
N
U
な
ど
。
な
お
、
現
在
審
議
中
の
改
正
草
案
は
、
有
償
公
有
制
度
を

d
p
S
R
B
n
y
i

r
-
m
2
2
m
E
E口
問
の
項
で
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
著
作
権
の
事
後
効
と
し
て
著
作
権
内
部
の
問
題
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
註
(
辺
)
参
照
。
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第
三
項

著
作
権
一
元
論

著
作
権
の
対
象
で
あ
る
著
作
物
は
経
済
的
に
利
用
し
う
る
独
立
の
取
引
財
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
著
作
者
精
神
の
具
体
化
し
た
も

の
と
し
て
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
個
性
(
『
岳
三
円

HE--S同
)
を
有
し
、
著
作
者
の
句
2
8ロ
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
従
っ
て
著
作
者
の

利
益
は
、
一
部
は
著
作
物
の
経
済
的
利
用
に
向
け
ら
れ
、
ま
た
一
部
は
著
作
者
と
の
観
念
的
紐
帯
の
保
護
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

だ
が
か
か
る
財
産
的
利
益
と
観
念
的
利
益
と
は
著
作
者
に
お
い
て
互
に
関
連
し
合
っ
て
お
り
、
著
作
者
は
著
作
物
に
つ
い
て
有
す
る
観
念

的
利
益
を
満
足
さ
せ
な
が
ら
同
時
に
財
産
的
利
益
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
密
接
な
関
連
を
も
っ
二
つ
の
利
益
を
保
護
す
る

著
作
権
は
、
純
粋
の
財
産
権
で
も
ま
た
一
身
専
属
的
な
人
格
権
で
も
な
く
、
財
産
権
的
要
素
と
人
格
権
的
要
素
と
が
有
機
的
に
結
合
し
た

単
一
の
権
利
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
発
想
に
基
き
著
作
権
一
元
論
が
登
場
し
た
。
最
初
に
こ
の
見
解
を
主
張
し
た
の

(
と
に
巾
E)
で
あ
る
。
彼
は
一
九

O
一
年
の
著
作
権
法
制
定
の
直
後
に
こ
の
理
論
を
発
表
し
た
が
、
著
作
物
の
本
質
お

は
ア
ル
フ
ェ
ル
ト

よ
び
著
作
物
と
著
作
者
と
の
関
係
を
最
も
良
く
把
え
て
お
り
、
し
か
も
従
来
の
学
説
の
も
っ
て
い
た
欠
陥
を
巧
み
に
カ
バ
ー
し
て
あ
る
た

〈

3
)

〈

4
)

ハ
5
)

め
急
速
に
ド
イ
ツ
の
通
説
に
の
し
あ
が
る
に
い
た
っ
た
。
現
在
で
は
判
例
は
お
ろ
か
改
正
草
案
を
リ
ー
ド
す
る
ま
で
に
い
た
っ
て
い
る
。

著
作
権
一
元
論
の
特
色
は
、
著
作
者
の
著
作
物
に
対
す
る
財
産
的
利
益
と
観
念
的
利
益
と
の
不
可
分
性
か
ら
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格



権
の
厳
密
な
区
分
を
不
可
能
と
考
え
る
点
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ほ
か
の
学
説
の
批
判
の
際
に
既
に
詳
説
し
た
の
で
再
論
を
避

け
、
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
著
作
権
の
構
造
を
明
快
に
図
示
し
た
ウ
ル
マ
l
の
主
張
を
聞
く
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
は
著
作
権
の
構
造
を
樹

木
に
警
え
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
著
作
者
の
観
念
的
利
益
と
財
産
的
利
益
は
著
作
権
の
二
つ
の
根
を
な
す
。
著
作
権
自
体

は
単
一
の
幹
で
あ
る
。
著
作
権
上
の
諸
権
能
は
校
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
校
は
滋
養
分
を
、
あ
る
い
は
両
方
の
根
か
ら
、
あ
る
い
は
主
と
し

て
一
方
の
根
か
ら
摂
る
、
と
。
つ
ま
り
枝
に
あ
た
る
著
作
権
上
の
諸
権
能
の
う
ち
人
格
権
的
権
能
は
主
と
し
て
観
念
的
利
益
保
護
の
要
請
に

応
ず
る
も
の
で
あ
る
が
場
合
に
よ
っ
て
は
著
作
者
の
財
産
的
利
益
の
要
求
を
う
ち
に
含
む
こ
と
が
あ
る
し
、
他
方
、
財
産
権
的
権
能
も
主

と
し
て
財
産
的
利
益
の
保
護
に
奉
仕
す
る
が
場
合
に
よ
っ
て
は
観
念
的
利
益
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
図
示
は
複
雑
な
著
作
権
の
構
造
を
巧
み
に
述
べ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
以
上
述
べ
た
著
作
権
の
一
元
的
構
成
を
、
論
理
的
に
首
尾
一
貫
さ
せ
て
、
著
作
権
上
の
諸
問
題
を
考
察
す
る
と
き
、

、
っ
た
い
い

か
な
る
結
果
が
生
じ
、

い
た
な
る
利
点
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
著
作
権
の
消
滅
、
相
続
お
よ
び
譲
渡
の
問
題
に
関
す
る
一

付

元
論
者
の
主
張
を
き
く
こ
と
に
し
よ
う
。

著作権のー元的構成について

)
 

J
1
 

(
 
著
作
権
消
滅
の
際
の
二
万
性

著
作
権
の
二
克
性
は
、
権
利
の
発
生
に
お
い
て
と
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
消
滅
の
際
に
も
と
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
著
作
財
産
権
の
み
な
ら
ず
著
作
人
格
権
も
消
滅
す
る
。

つ
ま
り
保
護
期
間
の
経
過
に
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勿
論
、
著
作
物
が
永
久
に
原
形
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
著
作
者
の
た
め
ば
か
り
で
な
く

公
衆
の
文
化
的
利
益
の
た
め
に
も
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
保
護
期
間
経
過
後
直
ち
に
著
作
物
利
用
者
に
よ
る
著
作
物
の

改
鼠
そ
の
他
の
変
更
が
許
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
だ
け
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、
著
作
人
格
権
は
著
作
財
産
権
の



説

戸

Q
O
)

如
く
時
間
的
拘
束
に
服
す
る
こ
と
な
く
、
永
久
に
存
続
す
べ
き
だ
と
の
見
方
が
成
り
立
つ
も

し
か
し
一
元
論
者
は
、
引
著
作
者
の
死
後
著

作
者
に
代
っ
て
著
作
物
の
監
視
の
任
に
あ
た
る
者
(
例
え
ば
相
続
人
と
か
死
因
処
分
に
よ
っ
て
著
作
人
格
権
の
行
使
を
委
ね
ら
れ
た
者

を
与
え
た
り
、
あ
る
い
は
甚
だ
し
い
と
き
に
は
こ
の
権
利
を
濫
用
し
て
著
作
物
の
自
由
利
用
を
阻
害
す
る
場
合
す
ら
生
じ
う
る
こ
と
、
し

(
9
)
 

か
か
る
権
限
の
不
正
行
使
は
、
著
作
者
と
の
身
分
関
係
が
疎
遠
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
増
大
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
何
著
作
者
の
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論

等
)
が
、
著
作
者
の
意
図
を
充
分
に
付
度
し
て
権
限
を
行
使
す
る
と
は
限
ら
ず
、
多
く
の
収
入
を
得
る
と
い
う
理
由
の
み
で
改
置
に
同
意

か
も
、

死
後
五

O
年
も
経
過
す
れ
ば
、
著
作
物
の
多
く
は
そ
の
生
命
力
を
失
い
世
間
か
ら
忘
れ
き
ら
れ
て
し
ま
う
運
命
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
に

は
も
は
や
著
作
者
の
人
的
、
精
神
的
利
益
を
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
、
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
著
作
人
格
権
も
著
作
財
産
権
同
様
、

著
作
者
の
死
後
五

O
年
を
保
護
期
間
の
限
度
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
を
採
る
。

二
万
論
者
と
て
も
、
芸
術
的
価
値
の
高
い
少
数
の
著
作
物
に
つ
い
て
、
完
全
無
傷
位
が
永
久
に
維
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
決
し

て
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
著
作
物
保
護
の
要
請
は
、
公
衆
の
文
化
的
利
益
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
著
作
者
の
利
益
と

ご】、、道、

手

れ

カ

は
直
接
に
関
係
は
な
い
か
ら
、
そ
の
保
障
は
性
質
上
著
作
権
上
の
保
護
で
は
な
く
、
国
家
の
文
化
政
策
に
よ
る
り

g
r
g主
将

Y
E
N
と
解

す

べ

き

で

あ

る

と

す

る

。

し

か

も

。

一

定

の

公

の

裁

定

機

関

に

監

視

を

委

ね

る

方

法

、

あ

。
山
口
}
内
自
由

-
R
r
E
N
の
具
体
的
方
策
と
し
て
、

る
い
は
違
反
者
に
対
し
罰
則
を
適
用
す
る
方
法
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る
、
が
、
と
く
に
ウ
ル
マ
ー
が
、
著
作
物
の
芸
術
的
価
値
の
判
断
を

裁
判
所
そ
の
他
の
公
の
機
関
に
委
ね
る
こ
と
は
必
ず
し
も
最
上
策
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
世
論
の
批
判
陶
汰
に
一
切
を
委
ね
る
べ
き
で
は

な
い
か
と
主
張
し
て
い
る
の
は
注
目
に
価
す
る
。

(ロ)

著
作
権
相
続
の
際
の
二
万
性

著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
と
の
不
可
分
的
葦
連
性
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
著
作
権
の
一
元
性
は
相
続
の
際
に
も
維
持
さ
れ
な
け



れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
と
は
分
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
相
続
人
に
移
転
す
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
著

作
財
産
権
は
相
続
人
に
、
著
作
人
格
権
は
こ
れ
と
は
範
囲
を
必
ず
し
も
同
じ
く
し
な
い
一
定
の
近
親
者
(
〉
ロ
唱
さ
ユ
官
ロ
)
に
承
継
さ
れ
る

べ
き
だ
と
の
見
解
が
あ
る
が
。
著
作
財
産
権
の
相
続
人
と
著
作
人
格
権
の
承
継
人
と
の
聞
に
い
た
ず
ら
に
対
立
激
化
を
招
く
だ
け
で
、
取

引
の
安
全
を
著
し
く
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
妥
当
で
は
な
い
。
こ
れ
は
一
元
論
を
裏
か
ら
補
強
す
る
の
に
役
立
つ
。

一
元
論
に
よ
れ
ば
、
著
作
権
の
相
続
の
際
に
は

B
G
B
の
相
続
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
著
作
権
は
、
他
の
遺

産
と
と
も
に
法
定
相
続
人
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
遺
言
ま
た
は
相
続
契
約
に
よ
る
相
続
人
に
移
転
さ
れ
る
。
著
作
者
が
生
存
中
に

個
々
の
権
能
を
処
分
し
た
と
き
は

B
G
B
の
規
定
に
基
き
、
相
続
人
は
著
作
者
の
処
分
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
こ
の
論
旨
は

人
格
権
的
権
能
の
処
分
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
存
中
の
か
か
る
処
分
に
も
拘
ら
ず
、
著
作
権
の
中
核
部
分

R
Rロ)

し
た
、
か
つ
て
ま
た
相
続
人
に
移
転
さ
れ
る
(
後
述
参
照
〉
。
例
え
ば
人
格
権
的
権
能
を
著
作
財
産
権
と
一
緒
に

は
著
作
者
に
留
保
さ
れ
、

著
作
者
の
生
存
中
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
、
こ
の
処
分
は
相
続
人
に
対
し
て
も
効
力
を
有
す
る
が
、
受
託
者
が
著
作
者
の
観
念
的
利
益

付

に
重
大
な
侵
害
を
加
え
る
と
き
に
は
、
相
続
人
は
、
自
己
の
留
保
さ
れ
た
中
核
部
分
に
基
き
、
そ
の
行
為
の
差
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

#
Cヲ
Q
O

ま
た
著
作
者
は
死
因
処
分
に
よ
っ
て
著
作
権
の
管
理
を
遺
一
言
執
行
者
に
委
ね
る
こ
と
も
で
き
る
(
切
の
切
協
N
N
C
∞
)
が
、
こ
の
場
合

著作権の一元的構成について

に
も
著
作
権
の
実
体
は
相
続
人
に
移
転
さ
れ
、

た
だ
著
作
権
管
理
行
為
の
み
が
執
行
者
の
手
中
に
確
保
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

やき

著
作
権
譲
渡
の
際
の
一
元
性
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著
作
人
格
権
が
譲
渡
で
き
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
著
作
権
自
体
が
譲
渡
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

一
元
論
の
立
場
に
お
い

て
も
門

HSF同
合
c
E巾
論
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
問
題
は
著
作
財
産
権
の
譲
渡
で
あ
る
。

二
冗
論
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
著
作
人
格
権
と

の
不
可
分
的
牽
連
性
に
よ
り
著
作
財
産
権
の
譲
渡
も
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
著
作
物
を
経
済
的
に
利
用
す
る
方
法
が



説.

大
幅
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
(
僅
か
に
著
作
物
利
用
契
約
の
み
が
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
)
実
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
ひ
そ
こ
で
一
元

論

論
者
は
、
著
作
財
産
権
の
「
譲
渡
」
を
、
譲
渡
の
通
常
の
用
法
で
あ
る
承
継
的
移
転
と
し
て
で
は
な
く
、

ロ
官
三

gm山
口
ロ
ぬ
ご
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
作
財
産
権
の
不
可
譲
渡
性
と
著
作
物
の
経
済
的
利
用
性
と
の
聞
に
存
す
る
矛
盾
を
回

一
元
論
を
純
粋
に
貫
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
移
転
さ
れ
る
著
作
財
産
権
(
著
作
財
産
権
全
体
の
移
転
の

「
設
定
的
移
転

(
W
S
E
Z
T巾

北法15(1・108)108. 

避
し
、

ほ
か
財
産
権
的
権
能
を
個
々
的
に
移
転
す
る
場
合
を
も
含
む
。
以
下
著
作
財
産
権
の
譲
渡
と
い
う
際
に
は
両
者
を
含
め
た
意
味
で
使
用
す

る
)
は
、
著
作
権
の
母
権
(
昌
三
芯
口
宮
古
)
た
る
地
位
に
対
し
て
派
生
権
(
吋
2
E
2
5
n
y
H
)
と
し
て
の
地
位
し
か
も
ち
え
ず
、
な
ん
ら
か

の
理
由
に
よ
っ
て
こ
の
派
生
権
が
消
滅
し
た
際
に
は
、
著
作
権
は
従
前
の
円
満
な
姿
に
復
帰
す
る
と
同
時
に
、
他
方
、
派
生
権
の
基
礎
と

な
る
母
権
は
常
に
著
作
者
に
留
保
さ
れ
、
こ
の
母
権
の
中
に
著
作
権
の
一
元
性
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
に
し
て

移
転
さ
れ
た
著
作
財
産
権
と
著
作
権
と
の
関
係
は
、
あ
た
か
も
制
限
物
権
と
所
有
権
と
の
関
係
に
類
似
す
る
た
め
、

を
援
用
し
て
著
作
財
産
権
の
設
定
的
移
転
を
説
明
し
て
い
る
。

さ
て
、
著
作
財
産
権
の
譲
渡
を
以
上
述
べ
た
如
く
に
理
解
す
る
と
き
、
譲
受
人
の
取
得
す
る
権
利
の
内
容
は
、
当
然
、
譲
渡
の
通
常
の

論
者
は
こ
の
法
理

形
式
で
あ
る
承
継
的
移
転
の
場
合
と
は
異
っ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
も
そ
も
著
作
財
産
権
は
そ
の
本
来
の
内
容
と
し
て
、
著
作
物
を
使
用
す
る
権
能

i
例
え
ば
複
製
・
頒
布
権
、
上
演
権
、
放
送
権
等
l

す
な
わ
ち
著
作
財
産
権
の
積
極
的
部
分
(
吉
田
X
2
2
巴巾
g
m
E
)
と
、
他
人
の
使
用
を
禁
止
す
る
権
能
、
す
な
わ
ち
著
作
財
産
権
の
消
極
的

部
分
(
ロ
持
出
H
2
2
巴
冊
目
gH)
と
を
包
含
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
著
作
者
が
著
作
財
産
権
を
譲
渡
す
る
と
い
う
場
合
に
お
い
て
も
、
消

極
的
部
分
を
も
含
め
て
移
転
す
る
場
合
も
あ
る
し
、
ま
た
含
め
な
い
で
移
転
す
る
場
合
も
あ
る
。
前
者
は
、
い
わ
ば
排
他
的
効
力
を
も
っ

た
利
用
権
が
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
排
他
的
援
権
(
白

5
月巴一

&
F
Z
回
日
常
吉
百
ロ
ロ
ぬ
)
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
に
対
し
後
者
は
、
単

純
援
権
(
巳
ロ
片
山
口
『
∞
2
2
z
-
mロ
ロ
ぬ
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
o

排
他
的
援
権
の
例
と
し
て
、
一
元
論
者
は
出
版
権
の
設
定
を
挙
げ
る
。
ド
イ



ツ
で
は
著
作
権
法
の
ほ
か
に
出
版
法
を
設
け
出
版
契
約
一
般
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
反
対
の
と
り
き
め
が
な
き
限
り
著
作
者
は
出

版
者
に
出
版
権
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る

(〈

2
}・0
明
∞
)
の
で
、
出
版
契
約
は
通
常
、
出
版
権
の
設
定
を
伴
う
よ

一
元
論
者
は
、
音
楽
的
著

作
物
の
演
奏
権
の
場
合
な
ど
を
挙
げ
る
。
そ
の
他
の
援
権
契
約
は
勿
論
の
こ
と
こ
れ
ら
の
著
作
権
契
約
に
お
い
て
も
、
排
他
的
援
権
が
な

う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
事
例
は
き
わ
め
て
多
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
単
純
援
権
の
例
と
し
て
、

さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
定
に
つ
い
て
は
、
結
局
、
当
該
契
約
の
内
容

l
と
く
に
契
約
の
目
的
と
か
当
事
者
の
意
思
ー
に
よ
る
ほ
か
、
取

引
の
慣
習
も
重
要
な
決
定
要
因
を
な
す
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
著
作
財
産
権

の
譲
渡
を
設
定
的
移
転
と
解
す
る
一
元
論
の
立
場
に
お
い
て
は
、
単
純
援
権
を
も
「
譲
渡
」
の
一
種
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ

て
ド
イ
ツ
で
は
、
単
純
援
権
契
約
を
単
な
る
債
務
契
約
と
み
な
し
、
著
作
者
は
相
手
方
の
著
作
物
利
用
を
甘
受
す
べ
き
債
務
を
負
い
、
相

手
方
は
こ
れ
に
対
す
る
債
務
法
上
の
請
求
権
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
る
学
説
が
有
力
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
理
論
を
貫
く
と

き
、
例
え
ば
、
著
作
者
が

A
に
単
純
援
権
を
し
、
そ
の
後
に

B
に
排
他
的
援
権
を
す
る
場
合
に
、

A
は
B
に
対
抗
で
き
な
い
こ
と
と
な
る

た
め
、

A
の
地
位
は
き
わ
め
て
不
安
定
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
そ
の
た
め
に
、

A
が
単
純
援
権
を
好
ま
な
い
こ
と
に
な
れ

付

ば
、
著
作
者
は
著
作
物
の
簡
便
な
利
用
を
な
し
え
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
債
務
契
約
説
を
主
張
す
る
学
者
は
、
こ
の
不
合
理

さ
を
避
け
る
た
め
に
、

B
G
B
五
七
一
条
の
不
動
産
賃
貸
借
の
規
定
を
準
用
し
て
単
純
援
権
が
排
他
的
利
用
権
に
も
対
抗
し
う
る
も
の
と

す
る
理
論
を
採
っ
た
。
だ
が
、
か
か
る
理
論
構
成
は
か
な
り
技
巧
を
弄
す
る
嫌
い
が
あ
っ
た
た
め
、
最
近
の
通
説
は
、
こ
の
よ
う
な
回
り

道
を
避
け
、
単
純
授
権
も
物
権
的
権
利
(
関
巾

mmgsえ
ロ
ロ
ゲ
巾
印
刷
N
2
E
)
を
与
え
る
も
の
と
解
し
て
、
単
純
授
権
を
受
け
た
利
用
者
は
利
用

権
能
を
直
接
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
排
他
的
利
用
権
の
取
得
者
に
も
対
抗
で
き
る
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
単
純
援
権
は

北法15(1・109) 109 

著作権の一元的構成について

移
転
し
た
権
能
の
種
類
、

お
よ
び
範
囲
内
で
著
作
財
産
権
の
積
極
的
部
分
の
一
部
が
分
割
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
爾
後
、
著
作
者
お

よ
び
、
排
他
的
援
権
を
え
た
利
用
者
は
、
制
限
付
の
権
利
を
取
得
す
る
に
す
ぎ
な
n

い
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
、
輿



説

行
者
に
対
し
一
定
の
日
時
お
よ
び
場
所
を
指
定
し
て
演
奏
を
許
諾
し
た
作
曲
者
は
、

み
ず
か
ら
そ
の
演
奏
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

北法15(1・110)110， 

の
は
勿
論
の
こ
と
、
作
曲
者
の
相
続
人
も
、

さ
ら
に
は
排
他
的
演
奏
権
を
取
得
し
た
者
も
同
様
の
拘
束
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見

論

解
は
、
単
純
援
権
が
著
作
者
ば
か
り
で
な
く
そ
の
権
利
承
継
人
を
も
拘
束
す
る
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
排
他
的
援
権
に
接
近
す

る
。
だ
が
、
単
純
援
権
が
物
権
的
効
力
を
有
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
著
作
者
お
よ
び
そ
の
権
利
承
継
人
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て

の
み
に
限
ら
れ
、
そ
の
他
の
者
に
は
お
よ
ば
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
第
三
者
の
権
利
侵
害
に
対
し
て
は
独
自
に
異
義
を
申
立
て
る
こ
と
が

で
き
な
い

l
す
な
わ
ち
著
作
財
産
権
の
消
極
的
部
分
を
も
た
な
い

l
こ
と
に
は
変
り
な
く
、
こ
の
点
に
両
者
の
差
異
を
求
む
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
。
以
上
の
よ
う
に
一
元
論
者
は
、
単
純
援
権
を
一
種
の
物
権
的
権
利
の
移
転
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
作
財
産
権
の
「
譲
渡
」
の

範
障
に
含
め
て
い
る
。
以
下
、
著
作
財
産
権
の
譲
渡
ま
た
は
著
作
財
産
権
の
設
定
的
移
転
と
称
す
る
と
き
は
、
単
純
援
権
を
含
む
意
味
で

使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

上
述
の
説
明
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

一
元
論
者
は
技
巧
的
と
ま
で
い
い
う
る
複
雑
な
理
論
構
成
を
も
っ
て
著
作
権
の
一
元
的
構
成
を
譲

渡
の
際
に
も
貫
徹
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
当
然
次
に
掲
げ
る
二
点
、
か
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

著
作
財
産
権
の
譲
渡
を
設
定
的
移
転
と
解
す
る
こ
と
が
具
体
的
に
い
か
な
る
効
用
を
も
た
ら
す
か
。

著
作
人
格
権
の
処
分
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
否
定
さ
れ
る
の
か
。
も
し
処
分
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
そ
の
範
囲
お
よ
び

著
作
者
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
一
元
論
の
立
場
か
ら
の
解
答
を
次
に
き
く
こ
と
に
し
よ
う
。

)
 

Y
'
A
 

(
 
著
作
財
産
権
の
譲
渡
に
関
す
る
-
元
的
構
成
の
効
用

ま
ず
第
一
の
効
用
は
、
著
作
財
産
権
の
譲
受
人
が
権
利
を
放
棄
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
譲
受
人
死
亡
の
際
に
相
続
人
が
不
存
在
で
あ
る



場
合
な
ど
に
お
い
て
、
著
作
財
産
権
は
著
作
者
の
も
と
に
復
帰
し
、
そ
の
結
果
著
作
権
が
従
前
の
円
満
な
状
態
を
回
復
す
る
点
に
あ
る

D

著
作
財
産
権
の
譲
渡
を
承
継
的
移
転
と
解
す
る
立
場
(
以
下
、
承
継
的
移
転
説
と
略
称
)
で
は
、
移
転
さ
れ
た
著
作
財
産
権
は
著
作
者
か

ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、

ま
た
譲
受
人
が
死
亡
し
相
続
人
が

た
と
え
譲
受
人
が
権
利
を
放
棄
し
た
場
合
で
も
、

存
在
し
な
い
場
合
で
も
著
作
者
の
も
と
に
復
帰
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

お
そ
ら
く
国
庫
帰
属
か
、

あ
る
い
は
唱
B
aロ
吟
ユ
と
な
る

と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
で
は
著
作
権
に
保
護
期
聞
を
設
け
、
そ
の
限
度
内
で
の
著
作
者
の
経
済
的
利
用
を
認
め

た
法
制
度
の
趣
旨
が
、
偶
然
の
事
情
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
妥
当
で
は
な
い
。
こ
れ
は
承
継
的
移
転
説
の
致
命
的
欠
陥
で

あ
っ
て
、
設
定
的
移
転
説
に
よ
ら
な
け
れ
ば
容
易
に
解
答
が
つ
か
な
い
問
題
で
あ
る
。

第
二
の
効
用
は
、
目
的
譲
渡
論
記
者

R
E宮
2
5
m己ロ
m
2
Z
2
5
)
に
有
力
な
支
柱
を
与
え
る
点
で
あ
る
。
目
的
譲
渡
論
と
は
、
著
作
財

産
権
が
移
転
さ
れ
る
際
に
、
そ
の
契
約
に
お
い
て
処
分
の
範
囲
に
つ
き
な
ん
ら
の
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

お
の

付

ず
か
ら
制
約
が
あ
り
、
処
分
の
範
囲
は
譲
受
人
の
著
作
物
利
用
「
目
的
」
に
必
要
な
限
度
に
限
ら
れ
る
と
す
る
も
の
で
、
ゴ
ー
ル
ド
パ
ウ

ム
百
円
E
E
C
B
)
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
判
例
の
採
用
し
て
い
る
見
解
で
あ
勾
v

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
著
作
財
産
権
。
全
部
移
転
が
契
約
さ
れ

た
場
合
に
契
約
当
時
に
は
予
測
さ
れ
な
か
っ
た
新
し
い
著
作
物
の
利
用
形
式
が
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
き
1
例
え
ば
契
約
当
時

著作権の一元印構成について

に
は
ラ
ジ
オ
放
送
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
後
に
テ
レ
ビ
放
送
が
可
能
に
な
っ
た
よ
う
な
場
合
l
l、
こ
れ
の
利
用
は
契
約
に
含
ま
れ

て
い
な
い
と
し
て
著
作
者
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
解
は
、
著
作
権
一
元
論
、
す
な
わ
ち
設
定
的
移
転
説
と
は
直
接
の
関

係
は
な
い
。
だ
が
両
者
は
、
著
作
者
の
死
命
を
制
す
る
ほ
ど
の
力
を
も
っ
著
作
物
利
用
者
の
圧
迫
に
よ
っ
て
著
作
者
が
往
々
に
し
て
不
当

北法15(1・1ll)1l1

な
契
約
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
社
会
的
事
実
を
考
慮
し
て
、
著
作
者
を
で
き
る
だ
け
保
護
し
、

で
き
る
限
り
の
権
能
を
著
作
者
の
も

と
に
留
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
共
通
の
目
的
を
も
っ
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
目
的
譲
渡
論
は
、
設
定
的
移
転
説
と
い
う
強
力
な
味
方
を

得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
よ
り
も
い
っ
そ
う
著
作
者
の
保
護
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
の
効
用
は
、
無
権
限
者
の
著
作
物
利
用
!
す
な
わ
ち

Z
R
E
E長
l
に
対
し
、
譲
受
人
と
は
無
関
係
に
著
作
者
が
自
己
の
名
前
で

い
た
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
著
作
一
元
論
で
は
、

か
L

る
場
合
で
も
設
定
的
移
転
と
解
す
る
の
で
、
母
権
は
著
作
者
の
も
と
に
留
ま
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争
い
う
る
点
に
あ
る
。
著
作
財
産
権
の
譲
渡
が
単
純
援
権
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
従
来
の
債
務
契
約
説
で
は
、
著
作
者
と
利
用
者
と
の

論

関
係
を
債
務
関
係
と
み
た
と
こ
ろ
か
ら
、
著
作
者
は
著
作
財
産
権
を
失
う
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
異
議
申
立
権
を
留
保
す
る
と
説
明
し
て

る
こ
と
に
な
り
、
結
論
的
に
は
債
務
契
約
説
と
同
じ
に
な
る
。
排
他
的
援
権
の
場
合
も
、

二
万
論
で
は
単
純
援
権
の
場
合
と
同
様
、
著
作

者
は
異
議
申
立
権
を
失
わ
な
い
。
と
こ
ろ
が
承
継
的
移
転
説
に
よ
れ
ば
排
他
的
援
権
の
場
合
に
は
譲
受
人
の
み
が
争
う
こ
と
が
で
き
、
著

作
者
は
無
権
限
者
が
著
作
物
を
改
賀
し
て
利
用
し
た
場
合
は
と
も
か
く
i
こ
の
場
合
に
は
著
作
権
に
留
保
さ
れ
る
著
作
人
格
権
に
よ
っ
て

争
い
う
る
ー
そ
の
他
の
場
合
に
は
た
と
え
無
権
限
者
の
侵
害
に
よ
っ
て
物
質
的
利
的
の
減
少
を
も
た
ら
し
た
場
合
i
例
え
ば
文
学
的
著
作

物
が
無
権
限
の
出
版
者
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
有
権
限
の
出
版
者
の
書
籍
の
売
行
き
が
低
下
し
、
そ
れ
が
印
税
の
減
少
と
な

っ
て
著
作
者
に
は
ね
か
え
っ
て
き
た
場
合
な
ど
ー
で
も
財
産
権
の
取
得
者
と
独
自
に
争
い
え
な
く
な
る
と
い
う
結
果
を
生
ず
る
。
普
通
こ

の
よ
う
な
場
合
に
は
譲
受
人
に
よ
っ
て
争
わ
れ
、
著
作
者
の
介
入
す
る
余
地
を
認
め
な
く
と
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
譲
受
人
の
異

議
申
立
が
必
ず
な
さ
れ
る
と
い
う
保
障
は
な
く
、

ま
た
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
著
作
者
の
物
質
的
利
益
が
完
全
に
補
填
さ

れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
承
継
的
移
転
説
で
は
妥
当
な
結
果
が
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
四
の
効
用
は
、
著
作
財
産
権
の
再
譲
渡
l
す
な
わ
ち
利
用
権
の
設
定
を
う
け
た
も
の
が
こ
の
権
利
を
さ
ら
に
第
三
者
に
譲
渡
(
こ
れ

は
本
来
の
意
味
で
の
譲
渡
、
す
な
わ
ち
承
継
的
移
転
〉
す
る
こ
と
l
に
制
限
を
課
す
る
点
に
あ
る
。
承
継
的
移
転
説
に
よ
れ
ば
べ
著
作
財

産
権
の
譲
渡
に
よ
り
、
譲
受
人
が
権
利
の
完
全
な
取
得
者
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
権
利
を
さ
ら
に
第
三
者
に
譲
渡
す
る
場
合
に
お

い
て
も
著
作
者
の
同
意
を
要
し
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
だ
が
、
著
作
者
は
彼
の
著
作
物
の
完
全
性
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
利
益

を
有
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
著
作
物
利
用
者
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
著
作
物
を
正
当
に
評
価
し
、
し
か
も
改
鼠
そ
の
他
の
致
傷
行



為
を
な
さ
な
い
こ
と
に
信
頼
を
置
く
こ
と
の
で
き
る
者
を
選
び
、
こ
れ
に
利
用
権
能
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
利
用
者
は
か
L

る
著

作
者
の
意
図
に
拘
束
を
受
け
る
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
承
継
的
移
転
説
は
、
著
作
者
の
利
益
保
護
を
基
調
と
す
る
著
作
権
制

度
を
歪
め
る
結
果
と
な
り
妥
当
で
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、

一
元
論
に
よ
れ
ば
、
著
作
財
産
権
の
譲
渡
を
設
定
的
移
転
と
解
す
る
こ
と
に
よ

り
、
排
他
的
援
権
の
場
合
で
す
ら
著
作
者
に
よ
る
拘
束
が
完
全
に
解
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
譲
受
人
の
取
得
す
る
権
利
は
上
述
の
著
作

者
の
意
図
に
よ
る
拘
束
を
内
包
す
る
権
利
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
再
譲
渡
も
著
作
者
、
譲
受
人
聞
の
処
分
目
的
に
合

致
す
る
限
り
で
の
み
可
能
と
解
す
る
こ
と
に
な
り
、
承
継
的
移
転
説
の
も
つ
欠
陥
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
よ

M
r

著
作
者
と
著
作
物
と
を
結
ぶ
観
念
的
紐
帯
は
解
き
放
す
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
人
格
権
の
処
分
が
許
さ
れ
な
い
の
は

著
作
人
格
権
の
処
分

も
と
よ
り
当
然
で
あ
る
ο
だ
が
、

そ
れ
は
著
作
人
格
権
自
体
に
つ
い
て
の
み
い
え
る
こ
と
で
、

そ
れ
よ
り
派
生
し
た
個
々
の
権
能
の
処
分

が
完
全
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
公
表
権
は
著
作
財
産
権
の
移
転
に
伴
う
の
が
む
し

付

ろ
通
例
で
あ
る
し
、
内
容
変
更
権
も
著
作
者
が
新
聞
、
雑
誌
の
発
行
者
に
対
し
て
原
稿
の
削
減
を
許
し
た
り
、
演
劇
の
興
行
者
に
あ
る
シ

著作権のー元的構成について

ー
ン
の
カ
ッ
ト
を
、
ま
た
映
画
製
作
者
に
タ
イ
ト
ル
の
変
更
を
認
め
る
場
合
な
ど
、
い
ず
れ
も
譲
渡
(
逆
に
い
え
ば
異
議
申
立
権
の
放
棄
)

が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
ο
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
で
す
ら
他
人
を
そ
の
著
作
物
の
著
作
者
と
認
め
る
こ

と
に
よ
り
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
諸
例
は
日
常
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
者
の
観
念
的
紐
帯
を
強
調

す
る
あ
ま
り
に
こ
れ
ら
を
す
べ
て
許
容
し
が
た
い
も
の
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
取
引
の
不
活
液
化
を
招
き
、
著
作
者
の
財
産
上
の
不
利
益

と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
人
格
権
的
権
能
の
無
制
限
な
処
分
を
許
す
な
ら
ば
、
著
作
者
に
対
し
て

有
利
な
立
場
に
立
つ
著
作
物
利
用
者
に
よ
っ
て
悪
用
さ
れ
、
著
作
者
の
観
念
的
利
益
が
著
し
く
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
も
な
し
と
し
な
い
。
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説

こ
の
よ
う
な
取
引
の
活
液
化
と
著
作
者
の
観
念
的
利
益
の
保
護
と
い
う
矛
盾
し
令
う
二
つ
の
要
請
を
同
事
に
満
足
さ
せ
る
た
め
に
は
、
人

論

格
権
的
権
能
の
処
分
に
も
一
定
の
制
限
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
こ
で
ド
イ
ツ
の
一
元
論
者
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

著
作
人
格
権
自
体
は
譲
渡
で
き
な
い
。
人
格
権
的
権
龍
の
源
泉
と
し
て
常
に
著
作
者
に
留
保
さ
れ
る
。
従
っ
て
も
し
新
し
い
人

格
権
的
権
能
が
生
じ
、
そ
れ
が
一
般
に
容
認
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
著
作
者
に
属
す
る
。
他
方
、
著
作
人
格
権
よ
り
派
生
す
る
個
々
の
人

格
権
的
権
能
を
契
約
に
よ
っ
て
譲
渡
(
又
は
放
棄
)
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
か
L

る
権
能
の
行
使
を
第
三
者
に
委
託
し
た
り
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。

山
し
か
し
そ
の
処
分
に
も
限
界
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
処
分
さ
れ
た
権
能
の
行
使
に
よ
っ
て
著
作
者
の
著
作
物
に
対
す
る
精
神
的
、

人
的
利
益
が
重
大
な
危
険
に
陥
る
か
、
あ
る
い
は
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
は
、
権
能
を
処
分
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
著
作
者
は
こ
れ
に

対
し
異
議
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
放
棄
も
ま
た
無
効
で
あ
る
。

以
上
の
説
明
は
、

い
わ
ば
人
格
権
的
権
能
の
構
成
を
処
分
可
能
な
部
分
と
不
可
能
な
部
分
と
に
分
け
、
後
者
を
著
作
人
格
権
の
中
核
に

当
る
部
分
(
同
2
ロゲ
2
窓
口
含
色
)
と
し
て
常
に
著
作
者
に
留
保
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
著
作
者
と
著
作
物
と
の
観
念
的
紐
帯
を
充

分
に
尊
重
し
な
が
ら
も
取
引
の
憤
行
を
も
考
慮
し
て
い
る
点
す
ぐ
れ
て
巧
妙
な
理
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
著
作
人
格
著
の
処
分
を
理
解
す
る
と
き
、
人
格
権
的
権
能
の
取
得
者
(
行
使
受
託
者
を
含
む
)
は
み
ず
か
ら
そ
の
権

利
の
主
体
と
し
て
積
極
的
権
能
を
行
使
で
き
る
ば
か
り
か
、
消
極
的
権
能
す
な
わ
ち
第
三
者
の
権
利
侵
害
に
対
す
る
防
禦
権
を
も
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
方
、
著
作
者
及
び
そ
の
相
続
人
も
処
分
不
可
能
な
部
分
(
択
日
ロ
)
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
権
利
の
主
体
で
あ

る
か
ら
、
取
得
者
と
並
ん
で
防
禦
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
両
者
の
意
見
が
対
立
し
た
と
き
い
ず
れ
の
意
見

が
優
越
す
る
か
、
次
に
検
討
を
要
す
べ
き
問
題
と
し
て
残
る
。
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ま
ず
、
著
作
者
と
人
格
権
的
権
能
の
取
得
者
と
の
関
係
に
つ
き
、

二
一
ん
論
者
は
前
者
の
優
位
を
認
め
一
出
。
な
ぜ
な
ら
、
人
格
権
的
権
能

の
処
分
が
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、
中
核
部
分
は
常
に
著
作
者
に
留
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
著
作
者
と
著
作
物
と
の
観
念
的

紐
帯
の
不
可
分
性
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
取
得
者
の
権
能
は
か
L

る
優
越
的
な
著
作
者
利
益
の
た
め
に
優
先
さ
れ
る
と
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
相
続
人
と
人
格
権
的
権
能
の
取
得
者
と
の
関
係
も
全
く
同
様
に
解
し
て
、
相
続
人
の
意
見
の

優
越
を
認
め
る
。

次
に
、
著
作
者
が
生
存
中
人
格
権
的
権
能
を
処
分
し
た
場
合
に
、
著
作
者
死
亡
後
の
著
作
権
相
続
人
と
人
格
権
的
権
能
取
得
者
と
の
問

で
意
見
の
衛
突
が
生
じ
た
と
き
は
、
い
ず
れ
の
意
見
が
優
越
す
る
か
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
一
元
論
者
の
中
で
も
説
が
分

れ
て
い
る
。
取
得
者
優
越
説
は
、
相
続
人
は
必
ず
し
も
著
作
者
の
観
念
的
利
益
保
護
の
適
格
者
と
い
え
ず
、
著
作
者
が
相
続
人
を
措
き
、

敢
て
人
格
権
的
権
能
の
処
分
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
第
三
取
得
者
の
方
が
よ
り
著
作
者
の
意
を
体
し
た
権
利
行
使
を
行
な
う
も
の
と
思
慮

し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
著
作
者
の
意
思
を
尊
重
し
、
取
得
者
の
意
見
を
優
越
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
だ
が
、

付

こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
著
作
者
の
生
存
中
は
著
作
者
の
意
思
が
優
越
し
、
死
後
は
取
得
者
の
意
思
が
優
越
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
著
作
者
の

死
後
に
お
け
る
取
得
者
の
法
律
上
の
地
位
は
生
前
よ
り
も
高
め
ら
れ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う
に
著
作
者
死
亡
の
時
点
の

著作権の一元的構成について

前
後
に
よ
っ
て
取
得
者
の
地
位
に
変
動
を
来
た
す
の
は
妥
当
な
解
決
策
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
取
得
者
の
権
能
に
つ

い
て
相
継
人
は
な
ん
ら
容
数
を
許
さ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
権
は
著
作
者
の
死
後
に
お
い
て
、
相
続
人
に
移
転
す
る
部
分
と

取
得
者
に
移
転
す
る
部
分
と
で
完
全
に
二
分
さ
れ
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
二
冗
論
の
否
定
で
あ
る
。

た
が
っ
て
、
著
作
者
相
続
人
は
、
著
作
人
格
権
を
含
め
た
著
作
権
全
体
を
承
継
し
、
そ
の
中
に
含
む
人
格
権
的
権
能
の
中
核
部
分
に
基
き
、

常
に
取
得
者
の
意
思
に
優
越
す
る
と
解
す
る
相
続
人
優
越
説
を
妥
当
と
し
よ
う
。

し
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説

以
上
述
べ
た
著
作
権
一
元
論
は
、
今
ま
で
現
れ
た
学
説
の
中
で
最
も
よ
く
著
作
権
の
構
造
を
把
握
し
て
お
り
、

し
か
も
、
動
態
的
側
面

に
お
い
て
も
、
明
快
な
説
得
力
あ
る
論
旨
を
も
っ
て
著
作
権
の
一
元
的
構
成
を
貫
徹
し
て
い
る
た
め
、
私
も
基
本
的
に
は
こ
の
見
解
に
同

論

意
す
る
。
も
っ
と
も
著
作
権
の
構
造
分
析
の
徹
底
化
を
期
す
た
め
に
は
、
序
で
述
べ
た
如
く
第
一
の
方
法
及
び
第
二
の
方
法
に
よ
る
検
討

を
必
要
と
し
よ
う
が
、
そ
れ
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
の
不
可
分
的
牽
連
性
を
主
張
す
る
こ
の
見
解
は
、
方
向
に

お
い
て
基
本
的
な
誤
り
は
な
い
も
の
と
信
ず
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
元
論
は
、

一
元
的
構
成
を
純
粋
に
貫
く
あ
ま
り
、
技
巧
的
な
説
明
を

試
み
て
い
る
箇
所
も
あ
る
た
め
、
な
お
検
討
を
要
す
べ
き
い
く
つ
か
の
問
題
を
残
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い

て
の
検
討
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
章
以
下
の
関
係
箇
所
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

(

1

)

国
広
ゲ
ヨ

g
p
C
H
r
m
r
m口
2
E
-
∞
・
怠
一

C
一ヨ
E

C
円
rorqH巾ロ「円増∞・

8
R
-

(
2
〉

K
R
O
E
-
民

O
B
E
g
s円
N
己
《
山
内
ロ
の
2
3
0ロ
〈
O
B
S
-
T
E
5
2
r
o門
戸
ハ
凶
器
己
号
。
σ
2
2
Z
S
当
局
ぽ
ロ
ハ
同
2
ピ
吉
田
片
足
己
正
凶
，
g
r
z
g同
(
以
下

〉一

R
O
E
-
F
C
C
烈
C
5
5
8
5
と
略
称
)
・

5
C
M
お
よ
び
穴
O
B
E
E
Z円
E
E
C
a
s
t
r
o二
日

5
7
0
Z
5
n
y
H
自
宅
2
rロ
仏
2

E
号

邑

g
穴
Z
5
5
5仏

牛

R
司

FCHD向
日
ち
r再
(
以
下
〉
-
一

E
L
W
Hハ
C
C
民

c
B
E
E
E吋
と
略
称
)
活
。
叶
・

(
3
)

例
え
ば
河
口
口
m
p
d吋
r
o
r
2
1
5丘
〈
rgmω
月円
Z
W
H由
日

ω・
ω・
目
印
円
・
…
白
戸
σヨ
g
p
d子
与
句
円
。
ロ
z
w
∞

-gum-ロ
E
o
p
C円
70σ
巾日
2
r
p
ω
・
ω叩
u
ω
n
y
Eヨ
5
・

。円

E
L
F四
g
『
O
B口
r
s
m
E『《
H
0
5
0
0ゲ
百
円
任
問
。
2
2
Z
5
7
g
烈巾

nr片山田
nr己
N

戸門戸門
H
d司
rmr巾円円。口}丘一口
ω
∞
8
3
同)昂

c
r
2
2向日
VRrEH
仏
内
出
口
S
H門
忌

03}

∞
-Emvω
・
ス
イ
ス
で
は
叶

B
一
一
民
団
司
ロ
ロ
℃
戸
口
rzwω
・
ωJ1・

(
4
〉
こ
の
占
…
に
つ
い
て
は
第
二
章
に
お
い
て
詳
説
す
る
o

(

5

)

一
九
三
九
の
ア
カ
デ
ミ
ー
草
案
、
一
九
五
四
年
の
参
事
官
草
案
、
一
九
五
九
年
の
連
邦
司
法
省
草
案
、
そ
し
て
一
九
六
一
年
の
政
府
草
案
な
ど
何
れ
も
著

作
権
一
元
論
に
立
脚
し
て
い
る
。

(
6
)
C
-
S
F
m
-∞・
0
・・

ω・
5
H
・

(
7
〉

E
E
R
F
P
O
-
-
∞・

5
0・

ハ
8
)

二
元
的
構
成
を
主
張
す
る
立
場
で
は
、
こ
の
点
を
大
き
な
理
由
と
す
る
。
だ
が
、

一
元
論
を
主
張
す
る
学
者
の
中
で
も
、
例
え
ば
フ

l
プ
マ
ン
の
よ
う
に
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付

著
作
権
の
消
滅
に
関
し
て
は
著
作
権
内
容
の
分
離
を
認
め
る
者
も
存
在
す
る
。
出

c
r
B
E
D
-
p
m・o
・-∞・日串・

〈

9
)
己
目
回

0
0
3
E巾

C
Z
E
m
r
R
Z
F
ω
・
立
。
.

ハ
ω
)
C
-
B
F
F
F
O
-
-
m
-
問
。
.

(
日
〉

C
-
B
F
白・白・

0
・w
∞
-
N∞
H
E・
ロ

2
門田口

ro
ロ
ロ
仏
同
g
ロ
N
U
E
R
Z
d
p
o
r
o
R
2
7門
司
え

2
5・
』

N
H由日日

ω・品。白・

〈
ロ
)
〈
間

-
-
c
-
B
F
d
p
o
r白
河
口

Z
w
∞・

8
H
-

(臼

)
H
N
E
S
F
p
d予
σ
Z
R
m
n
z
w
ω
-
H
4斗
・

(
日
〉
白
一

g
q
-
]
N
H由日日・

ω・品()由・

(
日

υ
)
S
E
q
-
C手
各
巾
片
岡
R
r
r
∞-
H
C
C
U
Eロ
r
g
E
F
白

-PO--m-EAt-

(

V

ω

)

前
掲
八
七
頁
参
照
。

(
打
)
出
戸
『
自
由
百
円
f
ω

白・
0
・w

∞
-
H
E
印・

(
問
)
一
一
四
頁
参
照
。

，
(
印
〉
出
戸

σ目
白
ロ
P
白
-m・o
-
ω
・
目
白
日
・
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
の
コ
シ
マ

H
ワ

l
グ
ナ

1
日
記
事
件
で

B
G
H
の
採
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

(お

)
C
-
5
F
P
P
0・w
m・
8
0『

-
F
∞

-sou
出

c
r
E
S
P
白
-m-。.、

ω・
見
回
・

(
幻
)
ギ

l
ル
ケ

(
U
2
Z口
宮
司
ユ
S
可
R
E
H
u
ω
・
呂
叶
)
お
よ
び
ア
ル
フ
ェ
ル
ト
(
同
d
o
同
C
B
E
E
S
F
ω
・
2
)
は
、
著
作
権
の
実
質

2
2
ω
c
g
g口
N
ロ
RY)

は
移
転
で
き
な
い
が
、
行
使
の
み
(
ロ
ミ

ιqkFEE-ucロ
間
口
Rr)
は
移
転
で
き
る
と
主
張
す
る
o

こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
著
作
権
の
譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
合
で

も
、
著
作
権
の
実
質
は
移
転
せ
ず
、
譲
受
人
が
権
利
の
放
棄
ま
た
は
相
続
人
な
く
し
て
死
亡
し
た
と
き
に
は
そ
の
権
利
は
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、
著
作
者
の

も
と
に
復
帰
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
著
作
権
の
行
使
の
移
転
の
観
念
は
、
こ
こ
で
い
う
著
作
権
の
設
定
的
移
転
の
観
念
と
内
容
的
に
は
同
一
の

も
の
と
思
わ
れ
る
。

著作権の一元的構成について

〈
幻
)

(

幻

)
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d
-
g
m
p
p
m
y
o
-
-
ω
-
N但
(
}
山
田

2Fr
口
氏
門
戸
月
ロ
2
2門司
mwm門
戸
片
岡
戸
〈
R
F四
ω
4
2
8
V
5
2・
ω・
ω・

消
極
的
部
分
の
み
を
移
転
す
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
著
作
者
が
著
作
権
侵
害
訴
訟
を
み
ず
か
ら
提
起
せ
ず
他
人
に
委
ね
る
場
合
な
ど
(
出
口
r
g
g
p

so--
∞・コ
C
)

(
担
)
一
九
五
四
年
お
よ
び
一
九
五
五
年
の
ド
イ
ツ
草
案
に
い
う
き
出
口

r
Fロ一
R
r
o
Z
E
N
5
m
m「
ゅ
の
宮
お
よ
び
一
九
二
一
九
年
の
ド
イ
ア
ア
カ
デ
ミ
ー
草
案
に
い
う

4
3
H
E
E
E品
目
。
口
一
ユ
は
排
他
的
授
権
を
き
し
て
い
る
。



説

(
あ
)
前
註
の
権
利
に
対
応
さ
せ
て
草
案
が
掲
げ
た
巴
え
R
r
z三
N
E
m
ω
H
R
E
お

よ

び

巧

2
r
E
R
E同
ω
Z三
-
一
一
宮
口
問
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【Jberdie monisitsche Konstruktion 

des Urheberrechts (1) 

Masao HANDA 

Dozent (Immaterialguterrecht) 
Rechtswissenschaftliche Fakultat der 
Universit品tHoklまaiGakuen 

Das Urheberrecht ist das Recht， das die besondere Stelle im 

System des Privatrechts nimmt. Diese Besonderheit des Urheb-

errechts liegt in der Natur des Werks-Objekts des Urheberrechts-， 
das einerseits ein selbstandiges， im Verkehr verwertbares Geist-

esgut ist， andererseits doch eng mit der Person des Urhebers 

verbunden ist， weil es dessen Individualitat in sich enth益lt.

Wir凶 nnendaher heftigen Streit um das Wesen das Urheber-

rechts nicht nur in DeutE:chland， sondern auch in Japan sehen. 

Der Brennpunkt des Problems ist， welche Stelle im Urheber-

recht die vermりgensrechtlicheBefugnisse (z.B. Vervier臼ltigungs-，

Verbreitungs-， Auffuhrungs-und Verfuhrungsrecht) und die persりn-
lichkeitsrechtliche Befugnisse (z.B‘ Veroffentlichungs-， Urheber-

schaftsrecht und Werkschutz gegen Anderungen) nehmen. 

Die monistische Theorie ist die Auffassung， dass das Ur-

heberrecht weder reines Personlichkeitsrecht noch reines Vermo-

gensrecht， sondern eine Mischform eigener Art sei. Dabei wird 

angenommen， dass aus dem einheitlichen Urheberrecht zwei 

Arten von Befugnissen entspringen， namlich vermりgensrechtliche
und personlichkeitsrechtliche. Demgegenuber ist die dualistische 

Theorie die Auffassung， dass das Persりnlichl王eitsrecht und Ver-

mりgensrechtkein einheitliches Recht bildeten， sondern getrennt 

nebeneinander standen， oder die Auffassung， dass das Urheber-

recht selbst ein Doppelrecht (droit double) sei， das beide Rechts 

in sich enthalte. 

Ich zustimme zur monistische Theorie. Die monistische Auf-

fassung in ]apan ist aber etwas anderes von diejenigen im eigent-

lichen Sinn， steht vielmehr der dualistischen Konstruktion 

nahe. 

Ich mochte daher in diesem Aufsatz untersuchen， was die 
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monistische Theorie in eigentlichen Sinn sei， und wie sich diese 
Theorie unter anderen Auffassungen auszeichnete. 

So in diesem Heft (Kapitel (1): Die Bildung und die Kritik 

der Auffassungen) mochte ich zunachst versuchen， in welchem 

Prozess die Auffassungen gebildet werden， und in welchem Teil 

diejenige mangelhaft waren. 
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