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国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様

次

口
同

序

論
第
一
章
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様

一
国
内
法
に
お
け
る
悪
意
の
権
利
行
使
の
禁
止

二
国
際
法
学
説
に
お
け
る
悪
意
の
権
利
行
使
の
禁
止

三
国
際
裁
判
の
先
例
に
関
す
る
若
干
の
考
察

四
実
定
国
際
法
に
お
け
る
悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
の
原
則
の
受
容

五
悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
の
原
則
の
適
用
上
の
問
題
点

第
二
章
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様
。
|
|
い
わ
ゆ
る
「
権
力
濫
用
」
|
|

一
国
内
法
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」
概
念
|
|
「
権
利
目
的
」
論
的
構
成
|
|

二
国
際
法
学
説
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」
禁
止
の
原
則

三
国
際
裁
判
の
先
例
に
関
す
る
考
察

付
先
例
の
分
析
に
関
す
る
若
干
の
予
備
的
考
察

付
|
|
悪
意
の
権
利
濫
用

i
l

臼

(
二
・
白
河
)

杵

安日

史
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説

∞
条
約
目
的
に
違
反
す
る
権
別
行
使
(
以
上
、
第
一
一
一
一
巻
第
一
号
)

同
慣
習
法
の
権
利
目
的
に
反
す
る
権
利
行
使
(
以
下
、
本
号
)

同
「
比
例
性
の
原
則
」
に
違
反
す
る
慣
習
法
上
の
権
利
行
使

四
「
権
力
濫
用
」
禁
止
原
則
の
適
用
上
の
限
界
を
め
ぐ
る
若
干
の
論
点

第
三
章
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様
伺
|
|
利
益
の
不
均
衡
に
よ
る
権
利
濫
用
ー
ー
ー

一
国
内
法
に
お
け
る
利
益
の
比
較
衡
量

二
国
際
法
学
説
に
お
け
る
利
益
の
比
較
衡
量

三
国
際
河
川
の
水
利
用
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量

四
国
有
化
の
補
償
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量

給
論
に
代
え
て
!
|
若
干
の
基
本
的
論
点
に
つ
い
て
|
|

論

第
二
章

ωー
ー
い
わ
ゆ
る
「
権
力
濫
用
」
|
|

国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様

国
際
裁
判
の
先
例
に
関
す
る
考
察

伺

慣
習
法
の
権
利
目
的
に
反
す
る
権
利
行
使

す
べ
て
の
人
は
い
ず
れ
か
の
国
家
の
国
民
と
し
て
、
自
国
領
域
以
外
の
国
で
は
一
般
に
外
国
人
の
地
位
に
あ
る
。
か
か
る
外
国
人
が
有

す
る
権
利
(
生
命
、
身
体
お
よ
び
財
産
)

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
国
家
は
そ
の
領
域
主
権
に
基
づ
い
て
あ
る

t工

一
般
国
際
法
上
、

程
度
ま
で
は
任
意
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、

と
く
に
外
国
人
の
追
放
、
外
国
人
財
産
の
収
用
お
よ
び
国
有
化
に
関
す
る
国

家
主
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
「
権
力
濫
用
」
禁
止
原
則
が
適
用
さ
れ
た
事
例
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
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外
国
人
の
追
放
に
関
す
る
国
家
の
「
権
力
濫
用
」

τょ追
放
と
は
、
国
家
が
一
旦
入
国
を
認
め
た
外
国
人
を
一
定
の
事
由
に
よ
っ
て
自
国
領
域
か
ら
退
去
す
る
こ
と
を
命
じ
る
行
政
措
置
で
あ

る
。
現
在
、
国
家
が
一
般
国
際
法
に
基
づ
い
て
、
白
国
の
公
安
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
外
国
人
を
追
放
す
る
権
利
を
も
つ
こ
と
は
広
く

認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
家
が
外
国
人
を
「
恋
意
的
」
に
追
放
す
る
こ
と
は
、
国
際
法
上
追
放
権
の
濫
用
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
。

こ
の
点
は
一
九
世
紀
の
後
半
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
学
説
と
国
際
先
例
に
お
い
て
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
濫
用
が
成
立
す
る

の
は
、
追
放
の
正
当
な
理
由
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
追
放
の
理
由
が
存
在
し
た
と
し
て
も
追
放
の
具
体
的
な
実
施
方
法
が

恋
意
的
で
あ
る
と
い
う
場
合
(
「
比
例
性
の
原
則
」
違
反
)

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
前
者
の
成
立
態
様
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

に
す
る
。
(
後
者
に
つ
い
て
は
、
本
章
・
一
ニ
・
帥
で
論
及
す
る
。
)

(2・完〉

一
般
に
、
先
例
は
追
放
権
が
行
使
さ
れ
る
個
々
の
特
定
の
状
況
を
、

そ
の
追
放
権
行
使
の
合
法
性
そ
れ
自
体
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る

に
お
い
て
は
、
追
放
権
に
つ
い
て
「
あ
る
権
能
を
行
使
す
る
権
利
と
、

そ
の
権
能
の
適
法
な
行
使
」
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、

こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
ボ
ッ
フ
ォ
ロ
事
件
(
一
九

O
一
二
年
)

国際法における権利濫用の成立態様

一
九

O
七
年
に
ア
メ
リ
カ
政
府
(
国
務
長
官
ル

l

追
放
権
の
行
使
が
一
定
の
場
合
に
制
限
さ
れ
る
と
し
、
「
合
衆
国
政
府
は
望
ま
し
く
な
い
在
住
外
国
人
を
追
放
す
る
主
権
的
な

権
利
の
存
在
を
疑
問
視
し
な
い
し
、
ま
た
否
定
も
し
な
い
」
が
、
し
か
し
そ
の
権
利
行
使
の
「
正
当
化
が
重
要
な
か
っ
納
得
の
い
く
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
と
く
に
ル

l
ト
に
よ
れ
ば
、
追
放
権
の
行
使
に
絶
対
的
な
裁
量
を
み
と
め
る
な
ら
ば
、
在
住
外
国

人
は
い
つ
で
も
そ
の
正
当
な
生
活
を
奪
わ
れ
る
の
で
「
そ
の
権
利
(
追
放
権
)
の
存
在
は
否
定
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
行
使
は
制
限

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。
パ
ケ
事
件
(
一
九

O
三
年
)
の
仲
裁
判
決
に
お
い
て
も
、
国
家
が
外
国
人
を
追
放
す
る
権
利
を

ト
、ーJ

は;

(
匂
ロ

σ
-
-
n
o
H仏
21)

も
つ
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
各
国
家
は
そ
の
外
国
人
が
「
公
安

に
と
っ
て
危
険
な
も
の
と
考
え
た
り

ま
た
は
高
度
に
政
治
的
な
性
格
を
も
っ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

にー

の

(
追
放
の
)
権
利
を
自
国
に
留
保
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、

そ

北法31(2・203)603



説

の
権
利
行
使
は
「
か
か
る
目
的
を
除
い
て
は
援
用
さ
れ
え
な
い
」
と
判
示
さ
れ
た
。
か
く
て
、
追
放
権
は
公
安
の
理
由
な
ど
の
切
迫
し
た

場
合
に
お
い
て
の
み
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
追
放
そ
れ
自
体
を
そ
の
目
的
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

論

し、。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
パ
ケ
事
件
の
判
決
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
追
放
国
は
そ
の
追
放
理
由
を
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否

か
か
る
陳
述
の
義
務
は
一
般
に
存
在
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
理
由
説
明
の
拒
否
が
追

か
、
問
題
と
な
る
。
学
説
上
、

放
権
の
濫
用
を
推
定
さ
ぜ
る
可
能
性
を
も
ち
う
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

ポ
ッ
プ
ォ
ロ
事
件
の
仲
裁
判
決
は
、
必

要
な
場
合
は
つ
ね
に
国
際
法
廷
に
お
い
て
そ
の
追
放
理
由
を
の
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
っ
そ
の
理
由
が
十
分
で
な
い
と
き
及
び
理
由
を

陳
述
し
な
い
と
き
に
は
、
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
責
任
を
負
う
と
し
た
。
ま
た
、
ザ
l
マ
ン
事
件
(
一
八
六
八
年
)
で
も
、
追
放
の
違
法
性

は
、
追
放
が
そ
の
理
由
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
行
な
わ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
後
に
裁
判
所
で
追
放
国
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
追
放
理
由

そ
の
も
の
が
追
放
を
合
法
化
す
る
の
に
十
分
で
な
い
場
合
に
は
、
違
法
性
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
さ
れ
た
。
か
か
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

島
田
助
教
授
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
追
放
措
置
の
決
定
と
同
時
に
そ
の
追
放
事
由
は
被
追
放
者
に
通
告
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
」
、
追
放
を
正

当
化
す
る
客
観
的
事
由
の
存
否
の
挙
証
責
任
は
追
放
固
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
見
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
追
放
理
由
を
説
明
し
な
い
こ

と
は
、
追
放
が
実
際
に
行
な
わ
れ
た
状
況
な
い
し
動
機
と
並
行
し
て
、
追
放
権
の
恋
意
的
な
行
使
(
濫
用
)
を
認
定
さ
せ
る
一
つ
の
証
拠

と
さ
れ
う
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
追
放
を
正
当
化
す
る
一
定
の
理
由
(
公
安
上
の
理
由
)
が
存

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
(
国
際
)
法
制
度
上
の
目
的
に
よ
っ
て
規
律
・
制
約
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
と
い
え
れ
。
こ
の
見

こ
の
よ
う
に
、
国
際
先
例
に
よ
れ
ば
、

国
家
の
追
放
権
の
行
使
は
、

解
は
追
放
理
由
が
不
十
分
か
あ
る
い
は
存
在
し
な
い
と
き
に
は
、
追
放
権
に
関
し
て
「
権
力
濫
用
」
が
発
生
す
る
と
み
る
立
場
で
あ
る

が
、
国
際
法
の
学
説
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
つ
ぎ
に
こ
の
点
に
若
干
論
及
し
て
み
よ
う
。

北法31(2・204)604



追
放
権
が
国
家
の
安
全
を
理
由
と
し
て
の
み
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
的
な
観
念
は
、
す
で
に
一
八
八
六
年
の
バ

l

ル

(gロ
切
回
同
)
の
見
解
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
国
家
は
外
国
人
か
ら
窓
意
的
に

(
p
gロ
唱
品
)
滞
在
す
る
権
利
を
奪

う
権
能
を
有
し
て
は
い
な
い
」
と
し
、
「
追
放
権
を
行
使
す
る
に
は
、
(
国
家
の
)

い
」
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

正
当
な
理
由
(
』
口
三
2
5
2
5
)
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

一
八
八
八
年
の
国
際
法
学
会
で
採
択
さ
れ
た
「
外
国
人
を
追
放
す
る
権
利
に
関
す
る
国
際
宣
言
案
」
に
よ
れ

ば
、
追
放
措
置
は
し
ば
し
ば
不
意
に
課
せ
ら
れ
る
の
で
、
外
国
人
の
権
利
・
自
由
は
国
家
の
安
全
と
両
立
す
る
範
囲
で
可
能
な
限
り
保
証

さ
れ
る
べ
き
と
し
、
か
か
る
理
解
か
ら
、
追
放
権
は
「
い
く
つ
か
の
規
則
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に

国
家
の
追
放
権
が
国
際
的
な
制
約
に
服
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
国
際
法
学
会
で
一
人
九
一
年
に
こ
の
追

放
問
題
が
再
検
討
さ
れ
た
と
き
に
は
、
国
際
法
に
よ
る
制
約
を
否
定
す
る
見
解
が
の
べ
ら
れ
た
。
公
共
の
安
全
に
関
す
る
国
内
諸
法
は

(2・完〕

国
家
主
権
の
表
徴
で
あ
り
、
各
国
の
政
治
・
経
済
体
制
が
多
様
で
あ
る
以
上
、
追
放
の
問
題
は
国
際
法
に
よ
る
規
律
に
な
じ
ま
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
他
方
、
国
際
法
学
会
の
同
じ
会
期
に
お
い
て
、
追
放
の
問
題
が
重
大
な
国
際
紛
争
を
惹
起
さ
せ
う
る
こ
と
を
考
慮
す
れ

国際法における権利濫用の成立態様

ば
、
こ
の
問
題
を
律
す
る
国
際
法
の
諸
原
則
は
依
然
と
し
て
探
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
、

賛
否
両
論
が
相
半
ば
し
た
と
い
え
る
。
結
局
、
こ
の
問
題
は
パ

l
ル
の
報
告
に
託
さ
れ
て
、
追
放
の
問
題
は
「
す
ぐ
れ
て
国
際
的
な
」

(
b
B
E巾
S
S巾
三
百
お
百
三
芯
ロ
丘
町
)
も
の
で
あ
る
と
い
う
宣
言
が
全
会
一
致
で
承
認
さ
れ
た
。

こ
れ
ら

こ
う
し
て
、

翌
年
(
一
八
九
二
年
)

さ
れ
た
国
際
法
学
会
の
宣
言
は
、
追
放
が
外
国
人
に
対
し
て
決
し
て
私
益
の
た
め
に

(
E
5
5
M
5忠
弘
同
官

zb)

な
い
と
し
た
(
第
一
四
条
)
。

宣
告
さ
れ
て
は
な
ら

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
そ
の
後
、
追
放
権
の
行
使
に
「
権
力
濫
用
」
禁
止
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
み
る
ポ
リ
チ
ス

(
Z
-
P
)宮
町
)
お
よ

び
ベ
ッ
ク
(
の
・
号
切
ORr)
に
引
き
継
が
れ
た
。
彼
ら
は
と
も
に
、
国
内
公
法
上
の
「
権
力
濫
用
」
理
論
が
外
国
人
を
追
放
す
る
国
家
の

権
限
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
し
、
国
家
の
自
己
保
存
権
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
追
放
権
は
原
則
と
し
て
否
定
さ
れ
え
な
い
が
、

採
択

し
ヵ、

北法31(2・20S)605 



説

し
こ
の
権
能
は
重
大
な
理
由
な
し
に
、

か
つ
十
分
に
正
確
な
動
機
な
し
に
行
使
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
み
る
。
同
様
の
見
解
は
、
戦
後
の

キ
ス

(
K
F
E〔

ur・
同
町
叩
)

に
み
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
を
追
放
す
る
国
家
の
権
利
は
一
般
的
に
は
裁
量
的
で
あ
る
が
、

し
か
し
、

論

そ
の
権
利
が
正
当
理
由

(E-Sロ

g
z
E巾
)
な
し
に
行
な
わ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
被
追
放
者
に
対
し
て
許
容
し
が
た
い
条
件
を
課
す
る
場

合
に
は
、
裁
量
権
の
濫
用
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
と
論
じ
る
。

以
上
の
諸
見
解
は
、
要
す
る
に
、

国
家
の
追
放
権
は
そ
の
公
安
を
維
持
す
る
た
め
に
国
際
法
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た
裁
量
権
に
他
な
ら

ず

こ
の
法
目
的
の
た
め
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
名
島
助
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
国

家
の
追
放
権
は
「
目
的
的
に
行
使
さ
れ
る
権
能
」
と
し
て
、
そ
こ
に
「
権
力
濫
用
」
禁
止
原
則
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
み
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
追
放
を
決
定
す
る
国
家
の
裁
量
行
為
は
慣
習
法
上
の
制
度
で
あ
る
が
、
か
か
る
「
権
力
濫
用
」
理
論
の
適
用
が
学
説
・
先
例
で
認

め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

円

A国
家
は
そ
の
園
内
法
に
お
い
て
公
益
の
た
め
に
自
国
民
の
私
有
財
産
を
強
制
的
に
収
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
、

外
国
人
財
産
の
収
用
に
お
け
る
国
家
の
「
権
力
濫
用
」

一
入
世
紀

以
降
の
各
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
他
人
の
私
有
財
産
の
収
用
は
国
家
の
公
益
以
外
の
目
的
の
た
め
に
は

(
か
つ
補
償
の
支
払

い
な
し
に
)
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
、

そ
の
収
用
措
置
は
例
外
的
な
状
況
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
近
代

国
家
の
成
立
以
降
、
個
人
の
財
産
権
は
そ
の
自
由
・
平
等
と
い
う
権
利
の
保
障
と
な
ら
ん
で
、

天
賦
不
可
譲
の
自
然
権
と
し
て
考
え
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
財
産
権
の
絶
対
不
可
侵
性
が
契
約
自
由
の
原
則
を
基
礎
に
、
近
代
国
家
の
資
本
主
義
的
経
済
の
発
展
を
促
進
し

て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
単
に
国
内
法
に
お
け
る
個
人
の
財
産
の
収
用
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
収
用
が
外
国
人
の
財
産
に
及
ぶ
場
合
に
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
、
国
際
法
は
国
家
の
領
域
内
に
あ
る
外
国

人
の
財
産
を
収
用
す
る
権
利
を
も
つ
こ
と
を
認
め
る
が
、
し
か
し
、
外
国
人
財
産
に
対
す
る
国
家
の
干
渉
は
、
国
内
社
会
に
お
け
る
と
同
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様
に
、

そ
の
国
家
に
と
っ
て
公
共
性
の
強
い
例
外
的
な
措
置
に
限
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

そ
こ
に
国
際
経
済
活
動
に
対

す
る
近
代
国
際
法
の
古
典
的
な
立
場
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
少
な
く
と
も
第
一
次
大
戦
前
後
ま
で
、
外
国
人
財
産
は
国
際
法
上
、

家
の
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
き
に
の
み
収
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
原
則
|
|
「
公
益
原
則
」
ー
ー
が
広
く
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
「
収
用
措
置
に
関
す
る
こ
の
原
則
は
、
実
質
的
に
は
本
章
で
問
題
と
し
て
い
る
「
権
力
濫
用
」
禁
止
に
関
連
す
る

原
別
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

こ
の
公
益
原
則
が
適
用
さ
れ
た
(
少
な
く
と
も
そ
れ
に
論
及
し
た
)
若
干
の
判
例
に
ふ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、

公
益
原
則
の
存
在
を
肯
定
す
る
際
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
ス
ミ
ス
事
件
(
一
九
二
九
年
)

で
あ
る
。
本
件
は
、

ア
メ
リ
カ
人
ス
ミ
ス
の

財
産
が
キ
ュ
ー
バ
に
よ
っ
て
公
用
収
用
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、

ア
メ
リ
カ
が
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
ア
メ
リ
カ
の

(2・完〕

請
求
を
認
め
、

そ
の
理
由
と
し
て
「
収
用
手
続
が
誠
実
に
し
て
公
共
利
用
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」

す
な
わ

と
さ
れ
た
。

ち
、
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
収
用
さ
れ
た
財
産
は
表
面
上
は
公
共
目
的
の
た
め
に
接
収
さ
れ
た
が
、

し
か
し
実
際
に
は
公
共
利
用
に
関
係
の

な
い
娯
楽
・
私
益
を
目
的
と
す
る
キ
ュ
ー
バ
の
私
的
会
社
に
委
譲
す
る
た
め
に
接
収
さ
れ
た
と
い
う
。
か
く
て
、
本
件
の
収
用
措
置
は
違

国際法における権利濫用の成立態様

法
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
公
益
原
則
に
論
及
し
た
い
ま
一
つ
の
先
例
は
、

ド
イ
ツ
日
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
仲
裁
裁
判
事
件
(
一
九
三

O
年
)

る
。
そ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
「
国
際
法
は
私
有
財
産
の
尊
重
を
要
求
す
る
が
、
し
か
し
国
家
の
優
越
す
る
利
益
が
要
求
す
る
と
き
に
は
、

こ
の
(
財
産
尊
重
の
)
原
則
を
段
損
す
る
国
家
の
権
利
も
承
認
す
る
」
と
さ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
と
く
に
、
国
際
法
に
お
け
る
私
有
財
産

尊
重
の
原
則
は
あ
く
ま
で
「
一
般
原
則
」
で
あ
っ
て
、
国
家
の
収
用
権
の
承
認
は
こ
の
原
則
に
対
す
る
「
例
外
」
と
し
て
厳
格
に
解
釈
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
か
く
て
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
事
件
(
一
九
二
八
年
)
お
よ
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
船
徴
発
事
件
(
一
九

の
判
決
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
国
家
の
公
用
収
用
が
そ
の
公
益
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
収
用
国
に
よ
っ
て
立
証
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

二
二
年
)

国
で
あ
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説

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
収
用
の
理
由
な
い
し
動
機
を
問
わ
ず
に
国
家
は
外
国
人
の
財
産
を
収
用
し
う
る
と
し
、

法
は
存
在
し
な
い
と
み
る
見
併
は
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。
学
説
上
、
こ
の
見
解
に
類
す
る
若
干
の
異
論
が
な
い
で
は
な
い
。
収
用
は
公

益
を
理
由
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
合
法
で
あ
る
が
、
国
家
は
こ
の
点
に
つ
い
て
無
制
限
の
裁
量
権
を
も
っ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う

こ
れ
を
禁
止
す
る
国
際

論

し
た
見
方
に
よ
れ
ば
、
先
に
み
た
ス
ミ
ス
事
件
で
適
用
さ
れ
た
公
益
原
則
の
内
容
は
、

キ
ュ
ー
バ
の
園
内
法
規
定
(
キ
ュ
ー
バ
憲
法
第
三

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
際
法
が
そ
れ
自
体
の
公
益
基
準
に
て
ら
し
て
直
接
に
判
断
を
下
し
た
先
例
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、
少
な
く
と
も
第
一
次
大
戦
前
後
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
は
、
各
国
の
国
内
法
に
お
け
る
公
益
原
則
は
国
際
法
に
お
い
て
も
妥
当
し

二
条
)

て
い
た
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
原
則
の
機
能
は
、
当
時
の
園
内
社
会
の
慣
行
ひ
い
て
は
自
由
主
義
経
済
に
基
づ
く

国
家
聞
の
自
由
貿
易
の
発
展
を
最
大
限
に
促
進
す
る
と
い
う
国
際
社
会
の
必
要
性
(
私
有
財
産
尊
重
の
原
則
)

に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
山
本
教
授
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
資
本
主
義
国
家
は
、

国
内
法
上
、
当
事
者
自
治
に
基
づ
く
自
国

民
の
経
済
活
動
の
自
由
を
最
大
限
に
保
障
し
つ
つ
、
同
時
に
か
か
る
貿
易
自
由
化
の
促
進
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
を
国
際
的
に
も

(
国
家
を
媒
介
に
)
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
資
本
主
義
国
家
の
国
内
法
原

則
が
国
際
的
平
面
に
お
い
て
「
同
質
化
・
普
遍
化
」
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
国
際
法
に
い
う
公
益
原
則
の
具

そ
の
意
味
で
公
益
原
則
は
、

体
的
な
内
容
は
国
際
法
規
に
よ
っ
て
直
接
に
は
定
め
ら
れ
な
い
が
、

チ
ェ
ン
(
切
・
門

urgぬ
)
の
い
う
よ
う
に
、
公
道
・
鉄
道
・
軍
事
兵
舎

の
建
造
な
ど
を
理
由
と
す
る
収
用
措
置
が
国
家
の
公
的
な
必
要
性
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
国
際
先
例
を
無
視
す
る

こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
第
一
次
大
戦
前
後
ま
で
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
国
家
の
収
用
措
置
の
合
法
性
の
要
件
と
し
て
公
益
原
則
が
存
在
し
、

に
「
権
力
濫
用
」
禁
止
原
則
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
、
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、

そ
の
後
、

会
に
お
け
る
私
有
財
産
制
度
の
社
会
的
な
機
能
(
存
在
理
由
)
が
変
化
す
る
に
伴
っ
て
、
国
際
法
(
社
会
)

国
内
社

に
お
け
る
公
益
概
念
に
も
変
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動
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
各
国
が
そ
の
社
会
的
・
経
済
的
な
体
制
の
変
革
を
目
的
と
す
る
固
有
化
を
実
施
す
る
に
つ
れ

て
、
伝
統
的
な
公
益
原
則
の
妥
当
性
が
次
第
に
疑
問
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ぎ
に
こ
の
点
を
み
て
み
よ
う
。

(31 

固
有
化
に
お
け
る
国
家
の
「
権
力
濫
用
」

す
で
に
み
た
公
益
原
則
は
、
特
定
の
外
国
人
の
財
産
に
対
す
る
国
家
の
行
政
収
用
(
い
わ
ゆ
る
個
別
的
収
用
)

の
措
置
に
つ
い
て
機
能

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
個
人
の
私
有
財
産
を
最
大
限
に
尊
重
す
べ
き
と
す
る
国
際
社
会
の
価
値
観
念
が
、

そ
の
原
則
の
実
際
の

機
能
を
支
え
る
も
の
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
る
に
、

も
、
そ
の
ま
ま
当
然
に
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

か
か
る
基
本
観
念
は
国
家
の
固
有
化
措
置
に
つ
い
て

こ
の
問
題
の
基
本
的
な
背
景
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
一
次
大
戦
前
後
か
ら
諸
国
の
経
済
政
策
が
個
人
の
財
産
権
の
領
域
に
積
極
的
に
介
入
す
る
傾
向
を
強
め
る
に
つ
れ
て
、
外
国
人
財
産

(2・完〕

に
対
す
る
国
家
の
干
渉
の
程
度
も
増
大
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
内
的
に
は
資
本
主
義
経
済
の
発
展
に
伴
っ
て
多
く
の
社
会
的
な
弊

害
が
生
じ
た
結
果
、
財
産
権
の
保
障
は
前
国
家
的
な
自
然
権
と
し
て
で
は
な
く
、
国
家
の
政
策
的
考
慮
に
基
づ
い
て
社
会
的
に
制
約
さ
れ

国際法における権利濫用の成立態様

わ う
れる
た(も

035の

まで
たあ
国る
際と
的さ
にれ
も

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

O
世
紀
に
か
け
て
「
財
産
権
に
対
す
る
公
的
規
制
の
恒
常
化
」
と
い
う
現
象
が
あ
ら

ソ
ビ
エ
ト
政
府
等
に
よ
る
社
会
主
義
体
制
の
確
立
以
後
、
国
際
経
済
活
動
は
新
興
独
立
諸
国
の
経
済
ナ
シ

ヨ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
に
伴
っ
て
各
国
の
国
家
統
制
に
服
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

国
家
の
社
会
構
造
の
変
革
そ
の

も
の
を
目
的
と
す
る
固
有
化
措
置
が
新
し
い
財
産
収
用
の
形
態
と
し
て
出
現
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
固
有
化
は
各
国
が
そ
の
社
会

的
・
経
済
的
な
体
制
変
革
を
公
目
的
と
す
る
主
権
行
使
(
立
法
上
の
収
用
措
置
)

で
あ
り
、
内
外
人
を
問
わ
ず
個
人
の
財
産
権
は
広
く
一

般
的
に
そ
の
措
置
の
対
象
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
固
有
化
の
目
的
は
そ
れ
自
体
、
私
有
財
産
制
度
(
私
的
所
有
権
)

の
社
会
的
機
能
を
修

正
・
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
か
く
て
、

固
有
化
に
関
し
て
公
益
原
則
の
適
用
を
認
め
う
る
か
ど
う
か
が
、
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た。
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と
こ
ろ
で
、
国
家
は
そ
う
し
た
国
有
化
を
実
施
す
る
に
際
し
て
、
無
条
件
に
そ
の
主
権
を
行
使
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

国
際
社
会
を
構
成
す
る
諸
国
の
経
済
体
制
(
私
有
財
産
観
念
)
が
異
な
る
以
上
、
公
益
原
則
を
画
一
的

一
方
の

見
方
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

論

に
適
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
田
畑
教
授
は
「
も
と
も
と
公
益
の
原
則
は
、

国
内
法
上
の
収
用
に
関
し
て
認
め

ら
れ
た
も
の
を
、
国
際
法
に
も
ち
こ
み
、
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
」
、
「
今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
各
国
の
政
治
的
・
社
会
的

構
造
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
な
に
が
公
益
に
合
致
す
る
か
に
つ
い
て
客
観
的
に
判
定
す
る
」
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と

論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
ド

i
ソ
ン
お
よ
び
ウ
エ
ス
ト
ン
(
司
・

0
・
巴
担
当
き
口
百
円
四
回
・
戸
当
2
8ロ
)
に
よ
れ
ば
、
個
木
の
私
有
財
産
を
優

先
さ
せ
る
従
来
の
公
益
原
則
は
も
は
や
国
際
社
会
の
一
般
的
な
期
待
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
外
国
人
の
私
有
財
産
の
尊
重
を

全
く
否
定
す
る
よ
う
な
固
有
化
(
た
と
え
ば
、
外
国
人
の
本
国
に
対
す
る
報
復
を
目
的
と
す
る
国
有
化
)
も
国
際
法
秩
序
に
反
す
る
も
の

と
は
推
定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
旬
、
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
国
家
が
国
有
化
を
実
施
す
る
権
利
を
も
つ
こ
と
は
実
定
法
上
確
立
し
て
い
丸
。

し
た
が
っ
て
、

国
家
は
そ
の
固
有
化
措
置
の
基
礎
を
成
す
公
益
の
存
在
を
積
極
的
に
立
証
す
る
直
接
の
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
益
原
則
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
、

そ
の
妥
当
性
は
疑
わ
し
い
と
み
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
家
が
そ
の
社
会
・
経
済
制
度
の
変
革
と
い
う
目
的
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る
国
有
化
の
権
限
を
行
使
す
る

の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
固
有
化
は
園
内
法
に
従
っ
て
さ
え
実
施
さ
れ
れ
ば
自
動
的
に
合
法
化
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
目

的
に
て
ら
し
て
、
少
な
く
と
も
国
家
の
い
か
な
る
行
為
が
国
有
化
で
あ
る
か
は
あ
る
程
度
ま
で
明
確
に
さ
れ
う
る
。
た
と
え
ば
、
刑
事
罰

と
し
て
外
国
人
の
財
産
を
没
収
す
る
行
為
は
明
ら
か
に
固
有
化
の
行
為
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
公
益
原
則
が
一
つ
の
法
準
則
と

し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
固
有
化
の
目
的
に
お
い
て
、
そ
れ
と
両
立
し
な
い
行
為
は
な
お
区
別

こ
の
よ
う
な
両
立
し
な
い
行
為
を
「
権
力
濫
用
」
と
認
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
か
か
る

し
う
る
の
で
あ
っ
て
、

理
解
か
ら
、

-
フ
・
。
フ
一
フ

J

ア
ル

(
仏
巾
戸
田
司
片
田
仏
巾
-
-
巾
)

は
、
国
家
が
そ
の
社
会
・
経
済
体
制
の
変
革
と
い
う
公
の
目
的
以
外
の
目
的
に
よ
っ
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て
国
有
化
を
行
な
う
こ
と
は

「
権
力
濫
用
あ
る
い
は
権
利
濫
用
」

を
構
成
す
る
と
論
じ
る
。

一
般
に
国
有
化
に
お
い
て
は

す
な
わ
ち
、

の
利
益
が
国
家
の
利
益
に
譲
歩
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
国
家
の
権
利
行
使
に
虚
偽

(
F
岳

gF自
己
主
。
ロ
)
ま
た
は
詐
欺

(
}
刊
号
-
)
が
あ
る
と
き
に
は
、
固
有
化
の
権
限
は
個
人
の
利
益
に
優
先
す
る
淵
源
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ト
ゥ
ロ
ス

も
、
国
家
が
閑
有
化
措
置
の
目
的
・
動
機
に
つ
い
て
「
完
全
な
自
由
」
を
も
っ
と
い
う
見
解
は
、
公
益
と
は
明
ら

個
人
(
外
国
人
)

〉

〉
-
m，
白
件
。
己
同

O
印
)

か
に
無
関
係
な
目
的
の
措
置
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
な
権
利
濫
用
の
場
合
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
正
し
い
見
方
と
は
い
え
な
い
と
い

手
(
も
っ
と
も
、
か
か
る
権
利
濫
用
が
実
際
に
発
生
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
と
み
る
内
o)

か
く
て
、
固
有
化
の
合
法
性
の
要
件
と
し
て
、

公
益
原
則
の
存
在
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
相
当
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
若
干
の
国
家
実
践
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
固
有
化
の
実
施
そ
の
も
の
が
外
国
人
の
本
国
に
対
す
る
政
治
的
な
敵

国際法における権利濫用の成立態様 (2・完〉

対
行
為
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
こ
に
公
益
原
則
の
違
反
が
認
め
ら
れ
る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
は
一
九
六
一
年
の
キ
ュ
ー
バ
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
系
企
業
の
固
有
化
が
キ
ュ
ー
バ
糖
輸
入
割
当
額
の
削
減
を
決
定
し
た
ア
メ
リ
カ

政
府
に
対
す
る
敵
対
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
か
か
る
恋
意
的
な
固
有
化
措
置
に
反
対
の
意
思
を
表
明
し
た
。
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
の
圏
内

裁
判
所
は
本
件
の
キ
ュ
ー
バ
国
有
化
法
令
が
国
際
法
違
反
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
理
し
た
が

(
サ
パ
チ

l
ノ
事
件
)
、

ア
メ
リ
カ

連
邦
地
方
裁
判
所

(
T
L
m
m
gき
2r)
は
、
問
題
の
財
産
の
固
有
化
が
キ
ュ
ー
バ
に
よ
っ
て
合
衆
国
政
府
の
行
為
に
対
す
る
報
復
で
あ
る

か
つ
固
有
化
さ
れ
た
財
産
が
そ
の
後
の
キ
ュ
ー
バ
に
よ
る
当
該
財
産
の
用
途
と
関
連
性
を
も
つ
も
の
で
な
い
と
き
に
は
、

そ
の
固
有
化
は
か
か
る
事
実
の
み
で
国
際
法
違
反
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
同
様
の
国
際
先
例
は
そ
れ
以
前
に
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

と
公
言
さ
れ
、

エ
ジ
プ
ト
に
よ
る
ス
エ
ズ
運
河
の
固
有
化
は
ア
ス
ワ
ン
・
ハ
イ
・
ダ
ム
の
建
設
融
資
を
断
っ
た
こ
と
に
対
す
る
報
復
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

す
る
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
公
式
声
明
(
一
九
五
六
年
)
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
よ
る
オ
ラ
ン
ダ
系
企
業
の
固
有
化
は

オ
ラ
ン
ダ
領
有
の
西
イ
リ
ア
ン
の
譲
渡
を
強
要
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
の
外
交
抗
議

(
一
九
五
九

北法31(2・211)611



説

で
あ
る
。
ま
た
最
近
の
ケ

l
ス
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

年)、

リ
ピ
ア
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
系
石
油
会
社

(回

H
E
m
r
H》

刊
仲

H
O
Fロ
自
の
0
・
)

の
固
有
化
で
あ
る
。
リ
ピ
ア
は
、

そ
の
固
有
化
が
イ
ラ
ン
沿
岸
沖
合
の
三
島
に
お
け
る
イ
ラ
ン
政
府
の
軍
事
占
領
を
阻
止
し
な
か
っ
た
イ

措
置
で
あ
る
と
公
言
し
た

論

ギ
リ
ス
政
府
に
対
す
る
復
仇
(
『
岳
民
自
】
)

(
一
九
七
一
年
)
。
か
か
る
声
明
に
対
し
て
何
人
か
の
イ
ギ
リ
ス
の

国
際
法
学
者
は
、
政
治
目
的
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
外
国
人
財
産
の
固
有
化
は
真
の
公
益
目
的
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
て
国
際
法
違
反
で
あ

る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
公
益
原
則
が
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

た
だ

こ
の
よ
う
な
国
家
実
践
の
み
を
も
っ
て
、
公
益
原
則
が
固
有
化
の
合
法
性
の
要
件
で
あ
る
と
い
い
う
る
か
ど
う
か
、
慎
重
な
判

断
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
固
有
化
は
個
別
的
収
用
と
異
な
っ
て
収
用
の
規
模
が
大
き
い
の
が
ふ
つ
う

一
般
に
固
有
化
国
の
社
会
・
経
済
体
制
の
変
革
の
目
的
と
し
て
予
定
さ
れ
る
公
益
内
容
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く

か
っ
抽
象
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
関
係
で
、
た
と
え
ば
既
述
の
ス
エ
ズ
運
河
の
国
有
化
に
お
い
て
は
、
運
河
の
国
有
化
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
収
益
を
ダ
ム
建
設
の
た
め
の
費
用
に
充
当
し
よ
う
と
す
る
目
的
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
固
有
化
は
長
期
的
に
は
エ
ジ
プ

ト
国
民
の
利
益
に
適
う
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
公
益
原
則
の
実
際
の
適
用
に
若
干
の
困
難
が
伴
う
こ
と
は
事
実

で
あ
り
、

そ
れ
故
、

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
外
国
人
の
本
国
に
対
す
る
報
復
(
復
仇
)
を
目
的
と
し
た
り
、

ま
た
は
固
有
化
さ
れ
た

財
産
が
国
家
の
具
体
的
な
社
会
・
経
済
体
制
の
変
革
の
一
環
と
し
て
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
な
固
有
化
の
場
合
、
そ
こ
に
公
益
原
則
の
違
反

を
認
め
な
い
の
は
理
論
的
に
み
て
適
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
欠
。

以
上
の
よ
う
に
考
察
す
る
と
、
公
益
原
則
は
基
本
的
に
は
国
家
の
固
有
化
の
行
為
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
み
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
行
為
を
国
家
の
無
制
約
的
な
裁
量
行
為
と
み
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
最
後
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
公
益
原

則
の
違
反
は
、
固
有
化
国
が
専
ら
特
定
の
外
国
人
(
企
業
)
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
有
し
て
い
た
か
否
か
に
よ
っ
て
も
認
定
し
う

る
と
す
る
学
説
が
少
な
く
な
い
。
か
か
る
見
解
は
、
前
述
の
よ
う
に
固
有
化
に
一
応
の
合
法
性
が
推
定
さ
れ
る

(
と
く
に
国
家
の
公
益
目

北法31(2・212)612



的
の
内
容
が
容
易
に
国
際
法
違
反
で
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
が
少
な
い
)

と
い
う
理
由
か
ら
、

国
有
化
国
の
主
観
的
な
意
図
を
手
掛
か
り
に

公
益
目
的
の
違
反
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
「
権
力
濫
用
」
の
国
内
法
理
に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
捉
え
方
も
不
可

能
で
は
な
い

(
第
二
章
・
三
・
付
)
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
ア
プ

?
l
チ
も
含
め
て
「
権
力
濫
用
」
禁
止
原
則
は
国
家
の
国
有
化
措
置
に

つ
ぎ
に
、
こ
の
原
則
が
国
際
先
例
で
適
用
さ
れ
た
最
後
の
側
面
|
|
「
比
例
性
の
原
則
」
違
反
|
|

つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
い
え
る
。

を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(2・完)

〈

1
)
こ
の
点
に
関
す
る
わ
が
国
の
研
究
と
し
て
は
、
名
島
芳
、
前
掲
書
、
三
|
二
一
頁
が
あ
る
。

(
2
〉門、・

h-
同
-
h
b
・KA--
〈
D--5・同】・印
ω
N
(
岡山内w-20ロ)・

(
3
)
0
・司・

0
6
0
ロロ
σ
-
r
hミ
問
、
誌
白
色
白
諸
島
町

h
S
F
〈c
-
-
N
-
H
由、吋()噌同】・叶(}吋・

(
4
)
H
R
同・

ハ
5)門、・

h-
勾・

H
A
-
k
p
・
5
-
-
p
u・
ω
N
印
・
名
島
芳
、
前
掲
書
、
一
二
|
一
三
頁
参
照
。

(

6

)

円、・九〈・勾
-
N
A
-
み--〈c--u-HV・
ω
N
U
・

(

7

)

H

・回
5
4司己目
0

・也、・

2
F
-
司・印。一
4

・

(
8
〉円、・

H〈
・
均
-
H
h
-
k
p
・

5--HO--v・印
N

∞
・
名
島
芳
、
前
掲
書
、
二
千
|
一
五
頁
参
照
。

(

9

)

島
田
征
夫
、
「
亡
命
者
の
追
放
と
国
際
法
」
早
稲
田
法
学
会
雑
誌
第
二
三
巻
(
一
九
七
二
年
)
二

O
O
頁。

(
叩
〉
門
U

・仏
O

回
o
m
n
r
・
z
円。
H
U
E
-
回一
o
ロ

z
r凹
告
白
nz-芯∞

E
R門口出巴ロロ由
-
g
A
C
w
m
ロ
目
。
口
広
〈
ω
宮
古
-
田
神
戸
円
山
口
m
w
J
H
∞
均

-a-n・・
5
N吋l
H
H
F
2
y
h
同町山印
l

A
H

∞E
U

凶
・
。
・
ロ
ロ
可
C
自由門
F

b

h

y

円札同二回以・∞∞

(
日
)
名
島
芳
、
前
掲
書
、
七
頁
。

(
ロ
)
ゎ
・
L
O
切

o
o
n
r
・

-v-江
戸
-

M

M

・印
ω
N

(
臼
)
与
さ
室
内
同
守
町
丸
四
h
w
H詰
え
た
ミ
礼
儀

w
b、巴
h
h
hミ
句
、

E
H
H
h
S
E
N
-
Z
B
o
g
-
H
∞
∞
∞
l
H
∞
∞
少
匂
-
N
S

(
M
〉の・
L
O
切
c
o
n
-
p
q
v
-
え同・・司匂・品目山品
l

品印∞・

(
日
)
』
1R-
同V
・仏印由・

国際法における権利濫用の成立態様
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説

(
日
山

)
h
=
E
h
h
H
司令

b
h
u
H
E陶
芸
ミ
弘
、
む
さ
え
」
『
ミ
司
君
主
g
n
H
F
S
B叩

H
N凶同∞
S
l
H
g
h
F
喝・

NNH-

(
げ

)
Z
H
M
c
-
-
r
-
句、・円

P
・

B
・
5
H
l
E由・

(叩出
)
(
U
-
L
O
回

C
E
F
。
』
守
・
円
札
同
二
句
匂
・
町
一
ω
申
jEhW0・
8
N
l
g
ω
・由印印ー
l
g
p
品川凶∞・

(
叩
臼
)
〉
わ
7
・
州
内
凶
器
二
MHV
門
戸
・
日
u
-
Y
H
H品
l
H
5
・
な
お
同
旨
の
見
解
と
し
て
以
下
が
あ
る
。
国
-
F
E辰
巳
官
ー
ロ
Z
・
。
』
守
・
町
民
同
・
・
巴
ω
ω
-
-
u
-
N
g
w
m凶・。
ι
m
y
z叶
r
o

同
ロ
《
出
三
仏
E
丘
一
ロ
阿
ロ
件
。
門
口
阻
止
D
ロ同
-
F虫
、
J

山口

h
h
m
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収
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追
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収
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追
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西
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(
戸
ペ
-
Tロ
巳
口
問
ω)
も
国
有
化
は
公
益
促
進
を
目
的
と
す
る
措
置
で
あ
っ
て
、

g
a
Rロ
丘
宮
》

-
E
g
-
oロ
弘
田
の
た
め
の
収
用
と

は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

F
2
R門
田
君
子
。
同
乱

HHOHC門
吋
』
同
出
宮
町

F
H
A
r
p
-
5吋
M-

日

M・
5
u
t
・
ロ
』

E
-
H
S
N
-

同

v-H品
・
な
お
本

稿
で
は
直
接
参
照
し
え
な
か
っ
た
が
、
復
仇
の
た
め
に
す
る
リ
ピ
ア
の
同
有
化
の
合
法
性
に
関
し
て
、
リ
ビ
ア
国
連
代
表

(
P
A
C間

rgσ
可
)
と
イ
ギ
リ
九

国
際
法
学
者

(0.
当

E
Z
)
の
間
の
論
争
主
冨
広
島
]
め
阿
佐
ω仲
間

B
E
E
-
n
F
2
4
紙
上
で
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
落
合
淳
降
、
前
掲
書
、
二

O

七

l
二
O
九
頁
参
照
。

ハ
印

)
P
〉
-MUHS巳門
DP
与
-
町
民
子
司
司
・
ぼ

HlNAN-

(
臼
〉
香
西
茂
、
前
掲
論
文
、
七
七
頁

o
z
c
F
Z巳
5
5
-
k
m
t
g
c岡
子
。

ωcmN(UEm-σDHH63u〉
叶
。
同
色
、
巴
ミ
札
ト
均
-
-
呂
町
吋
・
匂
品

E
-

(
臼
)
ロ

-HV・
。
。

OBo---bb・
円
た
よ
旬
ゴ
∞

UH-
∞2
4〈ロ
-
F
S・円
F

Z

品
N∞
-
紹
介
冨
・
巧
・

0CH乱。
P
己
、
.
門
戸
・
匂
・

HNC
一
司
・
』
・
。
同

g
p

。
も
・
門
戸
よ
Y

N

包
・
広
瀬
教
授
も
、
経
済
的
な
独
立
と
い
う
目
的
と
直
接
の
関
係
の
な
い
国
有
化
(
外
交
関
係
の
悪
化
に
起
因
す
る
報
復
的
な
国
有
化
)

の
実
施
は
「
目
的
的
に
適
法
性
を
欠
く
」
と
す
る
見
方
が
可
能
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
広
瀬
善
男
『
現
代
国
家
主
権
と
国
際
社
会
の
統
合
原
理
』
(
昭

和
田
五
年
)
=
二
五
頁
。

(
回
)
た
だ
特
定
国
家
の
公
益
観
念
が
他
国
に
対
し
て
)
方
的
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
い
と
は
い
え
な
い
(
凹
畑
茂
二
郎
、
前
掲
書
、
四
回
二
頁
)

0

が
、
タ

γ
ツ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
有
化
法
は
公
益
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
に
際
し
て
恋
意
的
・
差
別
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
国
際
裁
判
所

北法31(2・217)617
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説

は
そ
の
国
有
化
が
公
目
的
の
た
め
に
善
意
で
行
な
わ
れ
た
か
否
か
を
審
四
時
し
う
る
と
い
え
よ
う

o
H
H
t
同
g
p
u
g
h
足
立
九
町
民
連
同
与
さ
も
な
島

55w

((UCロ
g
g宮
司
自
q
H
L
Z
H
M
2
6
7
r
F
凶

2
-
2
印・

2
0
H
Y
Z
d
-
dロミ・

ω
n
r
D
D
{
C同
F
g
p
H
E
O
-
-
V
印
印
・
国
有
化
に
つ
い
て
公
益
原
則
の
適
用

を
排
除
し
よ
う
と
す
る
傾
向
1
1
1
わ
け
て
も
国
連
総
会
に
お
け
る
発
展
途
主
同
の
立
場
1
l
l
は
今
日
で
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
当
初
、
給
会
決
議
一
八

O
三
(
一
九
六
二
年
)
で
は
、
個
別
的
収
用
は
も
と
よ
り
、
国
有
化
は
「
純
粋
に
個
人
的
な
ま
た
は
私
的
な
利
益
に
優
先
す
る
と
認
め
ら
れ
る
、
公
益
、

安
全
ま
た
は
国
益
を
根
拠
と
し
ま
た
は
そ
れ
を
理
由
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
本
文
第
四
項
)
と
さ
れ
た
が
、
一
九
七
四
年
に
採
択
さ
れ

た
総
会
決
議
三
二
八
一
(
「
国
家
の
経
済
的
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
窓
章
」
)
の
成
立
過
程
で
、
国
有
化
に
お
け
る
公
益
原
則
の
適
用
を
認
め
る
先
進
国

(
一
四
か
国
)
の
修
正
案
は
否
決
さ
れ
た
(
反
対
八
七
、
賛
成
一
九
、
楽
樵
一
手
)
。
か
く
て
、
い
ず
れ
の
総
会
決
議
が
現
行
の
悶
際
慣
習
法
規
を
表
明

す
る
も
の
で
あ
る
か
、
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
国
際
関
係
の
現
実
を
み
て
も
容
易
に
断
定
し
え
な
い
側
面
が
少
な
く
な
い
(
口
町
・
〉
・
〈
州
沼
田
p

n
E
2
5
8
ω
・】
M
E円
D-。
戸
自
の
。
ロ
ロ
2
回一

Dロ回

Z
Hロ
芯
口
戸
田
巴

Oロ
同
-
〉
『
正
常
巳
5
p
n
b
N尽き
~
v
§
h
s
h
w、さ
HNC-「
叫
，
w、SHMEHHSEH『
hRHRr
〈

D
-
-
H∞・

5
4申
岨
目
当

-
N
g
l
N∞
ω・
)
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
有
化
に
つ
い
て
公
益
原
則
の
適
用
を
完
全
に
否
定
す
る
よ
う
な
見
方
は
、
固
有
化
の
実
施
が
間

際
法
上
の
権
利
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
妥
当
性
に
お
い
て
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
総
会
決
議
の
成
立
・
内
容
に
つ
い
て
は
、

沼
部
博
之
「
皮
油
国
に
お
け
る
資
源
主
権
原
則
の
形
成
と
展
開
」
(
安
藤
勝
美
編
づ
中
東
産
油
国
の
資
源
主
権
』
一
九
七
五
年
〉
一
|
一
二
四
頁
、
落
合
淳
降

「
国
連
総
会
の
天
然
資
源
恒
久
主
権
決
議
お
よ
び
経
済
権
利
義
務
憲
章
に
お
け
る
同
有
化
補
償
原
則
の
展
開
」
(
安
藤
勝
美
制
『
一
府
間
際
経
済
秩
序
と
恒
久

主
権
ー
そ
の
展
開
と
資
源
の
役
割
』
一
九
七
九
年
)
六
九

i
一
二
六
頁
参
照
。

(
担
〉
し
『
・
。
rmw号
ゆ
口
昨
日
。
デ
蜘

R
U
m
-目
Z
Cロ
目
岳
民
ユ
BEmw片
芯
ロ
円
山
田
ロ
m
-
2
Hロぐ巾由江田
ω
O
B
o
z
u
J
h
N
Y
N
V・L

『ζ
5
8
-
℃
・
お
山
。
・
同
1

・
〉
日
2
2
E
m
r
0・
q
h
v
・

江
戸
、
思
y
E
Cーに
r
u
-
-
y
o
d
oロロ
o
F
S
江
戸
・
℃
・

4
∞
φvHν
・』

-
Q同
2

F

S
・円札同・喝℃同
)
N
g
l
N
2・
ジ
ヤ
ル
パ

γ
テ
ィ
エ
に
よ
れ
ば
、
特
定

の
外
国
人
(
企
業
〉
の
財
産
を
「
そ
の
国
籍
に
基
づ
く
悪
意
の
感
情
に
動
か
さ
れ
て
」
(
片
岡
回
目
立
同
合
唱
民
ロ
ロ
詰
ロ
己
目
。
ロ
円
円
山
町
自
由
-
S
E
g
n
o
田
正
問
田
正

門凶巾

3
2
0
E巴。
E
}笠
ゆ
)
国
有
化
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
特
定
の
経
済
部
門
に
お
け
る
生
産
財
の
私
的
所
有
を
国
家
の
一
般
利
益
の
た
め
に
収
用
す

べ
き
と
す
る
国
有
化
の
目
的
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
権
力
濫
用
」
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
。
』
-R-
℃
-
K
S・
彼
は
、
こ
う
し
た
「

M
的
論
的
な
分
析
」

(防口ぬ

q
E
H
b
-宮
町
一

A
E〉
が
国
有
化
措
践
に
つ
い
て
も
有
効
に
適
用
さ
れ
う
る
と
い
う
。

L

『丸
-
w

匂
-
A
∞-

論

制

「
比
例
性
の
原
則
」
に
違
反
す
る
慣
習
法
上
の
権
利
行
使

「
比
例
性
の
原
則
」
は
、
同
内
行
政
法
に
お
い
て
行
政
裁
量
権
の
濫
用
を
決
定
す
る
一
つ
の
基
準
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

北法31(2・218)6l8



の
原
則
は
本
来
、
警
察
権
の
発
動
が
伺
人
の
権
利
自
由
を
制
限
す
る
と
き
に
、
そ
の
措
置
が
問
題
の
具
体
的
な
事
実
の
程
度
に
比
例
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
行
政
権
の
発
動
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
と
ど
ま

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
か
か
る
裁
量
権
濫
用
の
形
式
は
厳
密
に
は
行
為
目
的
に
反
す
る
権
限
の
行
使
(
本
来
の
「
権
力
濫
用
」

概
念
)

に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

こ
こ
で
は
国
際
法
の
学
説
・
先
例
に
従
っ
て
、
こ
の
「
比
例
性
の
原
則
」
違
反
を
「
権
力
濫
用
」

の
成
立
態
様
の
一
つ
と
み
な
す
こ
と
に
す
る
。
以
下
、

こ
の
原
則
が
国
際
法
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
た
次
の
二
つ
の
権
利
行
使
に
つ
い
て

先
例
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
山
、
国
'
家
の
追
放
権
の
行
使
、
問
、
同
家
の
無
害
通
航
権
の
行
使
、

4

，品

で
あ
る
。

国
家
の
追
放
権
の
行
使

国
家
の
追
放
権
の
行
使
は
、

そ
の
「
目
的
」
の
み
な
ら
ず
、
追
放
の
具
体
的
な
「
方
法
」
に
お
い
て
国
際
法
上
制
限
さ
れ
る
と
い
え

(2・完〕

る
。
た
と
え
追
放
権
の
行
使
を
基
礎
づ
け
る
正
当
化
事
由
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
追
放
の
具
体
的
な
実
施
方
法
に
て
ら
し
て
「
比
例
性

の
原
則
」
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
る
。
追
放
を
正
当
化
す
る
理
由
に
比
し
て
余
り
に
苛
酷
な
措
置
を
と
る
こ
と
は
、
均
衡
を
欠
く
も
の
と

国際法における権利濫用の成立態様

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
す
で
に
一
九
世
紀
末
か
ら
学
説
・
先
例
に
お
い
て
十
分
に
確
立
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
八
九
二
年
の
国
際
法
学
会
で
採
択
さ
れ
た
「
外
国
人
の
追
放
を
制
限
す
る
諸
条
件
案
」
に
よ
れ
ば
、
「
追
放
は
刑
罰
(
ロ

5
宮
山
口
巾
)
で

と
さ
れ
た
。

は
な
い
の
で
、
個
人
の
特
定
の
状
態
を
考
慮
し
て
で
き
る
限
り
慎
市
ピ
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
第
一
七
条
)

は
明
ら
か
に
追
放
権
を
具
体
的
に
行
使
す
る
方
法
・
手
段
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
制
限
に
関
す
る
国
際
裁
判
所
の

そ
の
後
の
い
く
つ
か
の
仲
裁
判
決
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ン
・
テ
ィ
レ
ッ
ト
事
件
(
一
八
九
八
年
)

は
、
ベ
ル
ギ
ー

側
の
対
応
は
、

で
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
煽
動
し
組
合
を
組
織
し
よ
う
と
試
み
た
イ
ギ
リ
ス
人
が
逮
捕
・
拘
禁
さ
れ
て
本
同
に
追
放
さ
れ
た
こ
と
に
つ

き
、
イ
ギ
リ
ス
が
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
の
追
放
権
そ
の
も
の
は
否
定
し
な
い
が
、
逮

ま
た
被
追
放
者
が
犯
罪
人
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
不
当
に
苛
酷
な
措
置
が
課
せ
ら
れ
た
と
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
の

捕
・
拘
禁
は
不
要
で
あ
り
、

こ
れ

北法31(2・219)619



説

追
放
措
置
は
「
追
放
権
の
結
果
と
し
て
正
当
化
さ
れ
う
る
も
の
を
完
全
に
越
え
て
い
る
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

国
際
責
任
の
成
立
を
否
定
し
た
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
追
放
権

ベ
ル
ギ
ー
は
そ

北法31(2・220)620

の
措
置
が
自
国
の
国
家
主
権
の
範
囲
内
で
行
な
わ
れ
た
と
し
て
、

論

に
は
追
放
命
令
を
実
効
的
に
執
行
す
る
た
め
の
諸
々
の
手
段
あ
る
い
は
被
追
放
者
を
監
督
・
監
視
す
る
た
め
の
権
限
の
行
使
が
必
然
的
に

伴
う
が
、
問
題
は
こ
の
監
督
(
監
視
)

の
権
限
の
行
使
に
際
し
て
、

ベ
ル
ギ
ー
が
一
定
の
限
界
を
越
え
た
か
否
か
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
裁

判
所
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
被
追
放
者
の
投
獄
に
至
る
ま
で
の
監
視
状
態
、
そ
の
拘
留
期
間
、
監
獄
内
に
お
け
る
取
扱
い
な
ど
の
適
切
性

を
検
討
し
た
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
の
主
張
を
斥
け
た
。
こ
の
裁
判
所
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
追
放
権
の
行
使
の
態
様
に
一
定
の
限
界
が
存
在
す

る
こ
と
を
み
と
め
る
も
の
で
あ
り
、
「
比
例
性
の
原
則
」
の
適
用
の
可
能
性
を
前
提
と
す
る
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
後
、
多
く
の
仲
裁
判
決
に
引
き
継
が
れ
た
。
マ
l
ル
事
件
(
一
九

O
三
年
)
に
お
い
て
は
、
追
放
の
目
的
を
達

成
す
る
方
法
・
手
段
は
諸
国
に
お
い
て
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
「
実
施
は
被
追
放
者
の
便
宜
と
身
体
・
財
産
の
利
益
に
正
当
な
考
慮
を
払

っ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
さ
れ
た
。
デ
ィ
ロ
ン
事
件
(
一
九
二
八
年
)
で
は
、
追
放
に
先
立
ち
不
当
な
投
獄
期
間

が
存
在
し
、
か
つ
投
獄
の
状
態
が
苛
酷
な
そ
し
て
非
人
道
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
国
家
責
任
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
。

(ZE日
開
ロ
)
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
を
追
放
す
る
「
正
確
か
つ
適
切
な
方
法
」
(
同
宮
官

2
2冊
目
邑
官
毛

2
g
m
p
o
r
)

か
か
る
立
場
は
、

仲

裁

委

員

に
関
す
る
規
則
は

不
要
な
武
力
が
用
い
ら
れ
た
り
あ
る
い
は
そ
の
他
の
不
当
な
取
扱
い
が
あ
る
と
き
に
は
、
追
放
の
実
施
に
関

す
る
方
法

(
B
g
E同
)
が
国
際
的
請
求
の
対
象
・
根
拠
と
な
り
う
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
比
例
性
の
原
則
」
に
関
す
る
先
例
と
し
て
し

何
ら
存
在
し
て
い
な
い
が
、

ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
ボ
ッ
フ
ォ
ロ
事
件
の
次
の
判
決
は
、
こ
の
原
則
を
端
的
に
表
明
す
る
も
の
と
し
て
傾
聴
す
る
に
価
し
よ
う
。

「
国
家

は
追
放
に
関
す
る
一
般
的
な
権
利
を
享
有
し
て
い
る
。
し
か
し
追
放
は
最
後
の
頼
み
と
し
て
の
み
依
拠
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
被
追

放
者
に
と
っ
て
最
も
害
の
少
な
い
方
法
で
(
宮
同

E
g
g
Z門
戸

g
z
g
y止
。
口
問
)
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
の
よ
う
に
国
際
先
例
は
、
国
家
の
追
放
権
の
行
使
が
被
追
放
者
に
と
っ
て
有
害
で
な
い
方
法
で
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し



た
。
実
際
に
は
、
追
放
に
関
連
し
て
蒙
っ
た
不
必
要
な
侮
辱
と
苦
痛
、
追
放
命
令
が
下
さ
れ
た
後
に
被
追
放
者
に
彼
の
財
産
を
処
分
す
る

の
に
必
要
な
時
聞
を
認
め
た
か
否
か
等
が
争
点
と
さ
れ
た
。
か
く
て
、
ベ
ッ
ク
(
の
・
円
四
四
回
0
2
F
)

が
一
九
二
七
年
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

追
放
命
令
の
実
効
性
を
確
保
す
る
国
家
の
手
段
・
方
法
に
「
無
用
な
苛
酷
さ
」
が
伴
う
と
き
に
は
‘
そ
こ
に
被
追
放
者
の
本
国
に
よ
る
外

交
保
護
権
が
行
使
さ
れ
う
る
と
い
う
一
貫
し
た
慣
行
が
確
立
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
も
っ
と
も
、
個
々
の
損
害
賠
償
の
請
求

の
認
容
が
追
放
理
由
そ
の
も
の
の
不
当
性
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
追
放
の
方
法
の
不
適
切
性
(
「
比
例
性
の
原
則
」
の
違
反
)

の
か
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
先
例
も
あ
る
。
)

に
よ
る

(2・完〕

か
か
る
先
例
・
学
説
の
見
方
は
、
基
本
的
に
は
現
在
に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
て
い
る
。
チ
ェ
ン
(
回
・

(urgm)
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
外

国
人
の
追
放
目
的
と
追
放
の
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
広
い
裁
量
権
を
有
す
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
決
定
に
つ
い
て
も
権
利
濫
用
が
成
立
し

う
る
と
さ
れ
る
。
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
論
の
導
入
に
消
極
的
な
ル

1
レ

(
}
巴

-HHoc-2)
も
、
追
放
権
の
行
使
に
付
随
す
る
状
況

に
お
い
て
権
利
濫
用
が
成
立
す
る
こ
と
は
先
例
に
て
ら
し
て
ほ
ぼ
問
題
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
ギ
ル

(の・

ω・。。。門同省
E
・0
E
)
は
、
追

国際法における権利濫用の成立態糠

放
権
の
行
使
の
方
法
は
一
般
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
し
、

ら
か
に
す
る
う
え
で
有
用
で
あ
る
と
論
ず
る
。

そ
の
場
合
、
権
利
濫
用
の
概
念
が
追
放
の
実
施
方
法
の
違
法
性
を
明

こ
の
問
題
は
国
家
主
権
の
作
用
す
る
範
囲
を
制
限
し
て
、
外
国
人
の
人
権
を
広
く
保
護
し
よ
う
と
す
る
近
年
の
動
向
と
決

し
て
無
関
係
で
は
な
い
。
今
世
紀
に
入
り
、
国
境
を
越
え
る
個
人
の
往
来
は
交
通
機
関
の
飛
躍
的
発
達
に
よ
り
容
易
に
な
り
、
と
く
に
国

と
こ
ろ
で
、

家
聞
の
商
取
引
の
必
要
性
に
対
応
す
る
た
め
に
頻
繁
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
か
る
「
国
際
社
会
生
活
の
必
要
性
」
を
踏
ま
え
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て
、
す
で
に
ポ
リ
チ
ス

(Z・
唱
。
宮
山
田
)
は
、
国
家
の
追
放
の
自
由
が
諸
国
の
安
全
と
「
個
人
の
自
由
」
を
合
理
的
に
調
整
す
る
よ
う
な
形

で
次
第
に
制
限
さ
れ
る
方
向
に
む
か
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
こ
九
二
五
年
)
。

現
在
の
国
際
法
が
様
々
な

条
約
に
お
い
て
、
追
放
に
関
連
す
る
外
国
人
の
権
利
・
自
由
の
尊
重
を
保
証
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
世
界
人
権
宣
言



説

に
よ
れ
ば
、
「
何
人
も
ほ
し
い
ま
ま
に
逮
捕
、
拘
禁
、

又
は
追
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
(
第
九
条
)
と
し
、
さ
ら
に
「
何

(
一
九
四
八
年
)

人
も
拷
問
又
は
残
虐
な
、

非
人
道
的
な
も
し
く
は
屈
序
的
な
取
扱
い
も
し
く
は
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
」

(
第
五
条
)
と
さ
れ
る
。

日命

こ
れ
ら
の
規
定
を
発
展
的
に
継
承
し
た
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
(
一
九
六
六
年
)

は
、
外
国
人
は
「
国
家
の
安
全

の
た
め
止
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
別
段
の
取
扱
い
を
必
要
と
す
る
場
合
を
除
き
」
、
自
己
の
追
放
に
反
対
す
る
理
由
を
申
し
立
て
、
審
査

(
第
一
一
一
一
条
)
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
追
放
の
具
体
的
な
実
施
に
際
し
て
、
国

を
受
け
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

家
は
外
国
人
の
権
利
・
自
由
を
正
当
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
「
比
例
性
の
原
則
」
が
は
た
ら
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
現
行
の
国
家
慣
行
と
し
て
、
外
国
人
の
う
ち
で
も
、
滞
在
国
に
長
期
に
わ
た
っ
て
居
住
し
て
い
る
者

(Hg丘
g仲

向
日
目
巾
口
出
)

に
つ
い
て
は
そ
の
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
、

国
家
の
追
放
権
の
行
使
は
よ
り
厳
格
な
基
準
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い

わ
れ
る
。
と
く
に
彼
ら
が
内
国
人
と
婚
姻
し
内
国
籍
を
有
す
る
子
を
扶
養
し
て
い
る
場
合
に
は
、
旅
行
な
ど
の
目
的
で
一
時
的
に
滞
在
す

と
は
異
な
っ
た
取
扱
い
を
う
け
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
条
約
あ
る

る
外
国
人
言
自
己

gH白
】
日
開
口
印
)

い
は
国
家
慣
行
に
お
い
て
、
外
同
人
(
被
追
放
者
)

L
つ
つ
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
か
か
る
事
実
は
同
時
に
ま
た
、
国
家
の
追
放
権
の
行
使
が
「
比
例
性
の
原
則
」
に
違
反
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
諸
国
の
意
思
を
表
明
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
ち
ょ
う
ど
、
国
内
行
政
法
に
お
け
る
「
比
例
性
の
原
則
」
が
、

の
多
様
な
権
益
が
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
意
識
が
一
層
強
く
定
着

行
政
裁
量
権
の
行
使
を
個
人
の
権
利
自
由
の
領
域
と
の
関
係
で
限
界
を
つ
け
る
基
準
と
し
て
広
く
適
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
類
似
す
る
現
象

と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

(2) 

国
家
の
無
害
通
航
権
の
行
使

「
比
例
性
の
原
則
」
は
、
慣
習
国
際
法
に
基
づ
く
国
家
の
無
害
通
航
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
無
害
通
航
権
と
は
、
外
国

船
舶
(
閏
際
交
通
の
要
路
で
は
草
艇
も
含
ま
れ
る
)
が
沿
岸
国
に
危
害
を
与
え
る
こ
と
な
し
に
、

そ
の
領
海
ま
た
は
国
際
海
峡
を
通
航
す

北法31(2・222)622



る
権
利
を
い
う
(
一
九
五
八
年
の
領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る
条
約
第
一
四
条
四
項
前
段
)
。
そ
の
限
り
で
、
領
海
に
お
け
る
沿
岸
国

こ
の
通
航
権
の
「
無
害
性
」
が
い
か
な
る
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で

は
な
く
、
現
在
な
お
問
題
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
無
害
通
航
権
の
行
使
に
つ
い
て
「
比
例
性
の
原
則
」
が
適
用
さ
れ
た
先
例

の
主
権
の
行
使
は
制
限
さ
れ
る
。
た
だ
、

と
し
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
コ
ル
フ
海
峡
事
件
(
一
九
四
九
年
・
本
案
)

コ
ル
フ
海
峡
事
件
は
、

を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
九
四
六
年
一

O
月
に
イ
ギ
リ
ス
の
軍
般
が
コ
ル
フ
海
峡
(
ア
ル
パ
ニ
ア
の
領
海
に
属
す
る
)

す
で
に

を
通
過
中
に
、

イ
ギ
リ
ス
が
ア
ル
バ
ニ
ア
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
問
。
当
時

イ
ギ
リ
ス
軍
艦
は
ア
ル
バ
ニ
ア
の
沿
岸
砲
撃
を
う
け
、
軍
艦
の
無
害
通
航
権
の
存
.
否
と
規
制
の
あ
り
方
を
め
ぐ

国
籍
不
明
の
機
雷
に
接
触
・
沈
、
役
し
た
こ
と
に
つ
き
、

(
同
年
五
月
)
、

る
紛
争
が
発
生
し
て
い
た
。
本
件
の
争
点
の
一
つ
は
、
そ
の
通
航
権
を
確
認
す
る
た
め
に
応
戦
準
備
を
と
と
の
え
、

(2・完〕

か
つ
示
威
目
的
を
も

っ
て
通
航
し
た
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
行
為
が
ア
ル
パ
ニ
ア
の
主
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に
存
し
た
。
裁
判
所
は
、
イ
ギ
リ
ス

軍
艦
が
世
帯
前
の
許
可
な
し
に
コ
ル
フ
海
峡
を
通
過
し
た
こ
と
は
ア
ル
パ
ニ
ア
の
主
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
平
時
に
お
け

る
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
無
害
通
航
権
の
存
在
を
認
め
た
。
が
、
さ
ら
に
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
そ
の
通
航
の
無
害
性
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ハ
円
、

国際法における権利濫舟の成立態様

通
航
の
目
的
と
、
件
、
通
航
の
態
様
(
そ
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
措
置
)
の
二
点
に
関
す
る
合
法
性
を
審
査
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
後
者
に
関
す
る
審
理
は
「
比
例
性
の
原
則
」
に
対
す
る
違
反
が
存
し
た
か
否
か
に
関
連
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
の
ニ
点
に
つ
い
て
裁
判
所
の
見
解
を
み
て
み
る
。
ま
ず
、
問
題
の
触
雷
以
前
に

さ
て
、

(
一
九
四
六
年
五
月
)
、

イ
ギ
リ
ス
軍

艦
が
ア
ル
パ
ニ
ア
に
よ
る
砲
撃
を
う
け
た
事
実
に
て
ら
し
て
、

の
た
め
に
も
無
害
通
航
権
を
行
使
し
う
る
と
い
う
。

イ
ギ
リ
ス
は
不
当
に
否
認
さ
れ
た
自
己
の
権
利
を
確
認
す
る
と
い
う
目
的

(
任
務
)

次

イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
数
と
装
備
が
こ
の
目
的
の
達
成
に
と
っ
て
必
要

以
上
に
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
か
杏
か
に
つ
い
て
は
、
判
決
は
、
そ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
海
軍
力
の
誇
示
・
威
嚇
の
意
図
が
あ
っ
た
と
推
察
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さ
れ
る
と
し
て
も
、
「
本
件
の
一
切
の
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
」
そ
れ
を
ア
ル
バ
ニ
ア
の
主
権
侵
害
の
行
為
と
し
て
性
格
づ
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
し
た
。
こ
う
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
無
害
通
航
権
の
行
使
は
合
法
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
判
断
の
過
程
の
な
か
に

論

「
比
例
性
の
原
則
」
が
適
用
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
本
件
で
反
対
意
見
を
表
わ
し
た
ク
リ
ロ
フ
(
関
与
F4)
と
エ
セ
ル

(開山

21)

の
両
裁
判
官
に

よ
っ
て
詳
細
に
論
及
さ
れ
た
。
い
ず
れ
の
反
対
意
見
も
1

1
・
そ
の
結
果
に
お
い
て
若
干
の
相
違
は
あ
れ

l
i無
害
通
航
権
の
客
観
的
な
行

使
態
様
に
お
い
て
権
利
濫
用
が
存
在
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
見
解
は
先
に
み
た
判
決
(
多
数
意
見
)

の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
根
本

的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
「
比
例
性
の
原
則
」
の
適
用
を
み
る
う
え
で
注
目
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
グ
リ
ロ
フ
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
凶
い
、

イ
ギ
リ
ス
軍
艦
に
よ
る
海
軍
力
の
誇
示
・
威
嚇
と
い
う
意
図
(
通
航
の
目
的
違
反
)

の
存
在
は
も
と
よ
り
、

ω、
ア
ル
パ
ニ
ア
沿
岸
の
偵

(
「
比
例
性
の
原
則
」
違
反
)
、
権
利
濫

察
と
そ
の
防
衛
状
態
な
い
し
砲
台
の
調
査
を
伴
う
海
峡
の
通
過
は
無
害
性
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
て

用
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
。

エ
セ
ル
裁
判
官
も
殆
ど
同
様
の
見
解
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
付
、
通
航
の
目
的
の
違
法
性
い
か
ん
に
つ

イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
艦
艇
数
は
、
不
当
に
拒
否

さ
れ
た
自
己
の
権
利
を
確
認
す
る
に
は
そ
の
必
要
限
度
を
越
え
て
い
る
と
し
て
、
権
利
濫
用
が
存
し
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
件
で
は
、
判
決
と
反
対
意
見
は
と
も
に
無
害
通
航
権
の
行
使
に
つ
い
て
「
比
例
性
の
原
則
」
の
適
用
を
み
と
め
な
が
ら

い
て
は
、
証
拠
が
不
十
分
な
た
め
に
単
な
る
推
定
の
段
階
に
と
ど
ま
る
が
、

し
か
し
、
件
、

も
、
全
く
逆
の
結
果
を
導
く
こ
と
に
な
っ
た
。
反
対
意
見
が
通
航
権
の
行
使
に
適
切
な
比
例
性
が
保
た
れ
て
い
る
か
否
か
を
詳
細
に
検
討

し

こ
れ
を
否
定
し
た
の
に
比
べ
、
判
決
は
、
反
対
意
見
に
よ
っ
て
権
利
濫
用
が
あ
る
と
さ
れ
た
同
一
の
事
実
に
つ
い
て
、
単
に
「
一
切

の
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
」
不
合
理
な
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
こ
の
事
実
認
定
の
法
的
評
価
に
か
か
わ
る
見
解
の
相
違
は
、
「
比
例
性
の

原
則
」
の
適
用
に
伴
う
基
本
的
な
問
題
に
通
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
ケ
l
ス
で
「
何
が
正
当
な
比
例
で
あ
る
か
」
を
精
密
に
テ
ス
ト

す
る
こ
と
は
、
(
理
論
上
は
と
も
か
く
)
実
際
に
は
相
当
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
こ
の
適
用
上
の
困
難
を
理
由
に
「
比
例

北法31(2・224)624
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四

「
権
力
濫
用
」
禁
止
原
則
の
適
用
上
の
限
界
を
め
ぐ
る
若
干
の
論
点

本
章
で
は
園
内
行
政
法
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」
禁
止
の
法
理
が
国
際
法
に
お
い
て
も
実
際
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
国
内

国
際
法
は
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
具
体
的
か
つ
詐
細
に
定
め
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

故
、
多
く
の
場
合
に
国
家
は
特
定
の
権
利
を
行
使
す
る
に
当
た
っ
て
広
い
裁
量
権
を
有
す
る
。
し
か
し
、
国
際
法
は
こ
の
裁
量
権
の
行
使

法
に
お
け
る
と
同
様
に
、

が
特
定
の
法
制
度
・
法
規
範
の
目
的
(
権
利
の
社
会
目
的
)

こ
れ
を
「
権
力
濫
用
」
と
し
て
禁
止
す
る
。
こ

か
ら
逸
脱
す
る
と
き
に
は
、

の
点
は
す
で
に
学
説
・
先
例
で
み
た
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
際
裁
判
に
お
い
て
「
権
力
濫
用
」
禁
止
原
則
が
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
権
利
行
使
に
つ
ね
に
適
用
可
能
で
あ
る
と
は
い
え
な
い

(2・完〕

ア
ゼ
ベ
ド
(
K
F
8
4
色
。
)
裁
判
官
の
い
う
よ
う
に
、

つ
長
期
に
わ
た
っ
て
確
立
さ
れ
た
法
原
則
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
こ
の
原
則
の
根
本
は
、
権
利
行
使
に
際
し
て
国
家
が

追
求
し
た
目
的
内
容
と
そ
の
目
的
実
現
の
方
法
の
「
恋
意
性
」
を
問
題
に
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
の
点
に
「
権
力
濫
用
」
禁
止
原

で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
こ
の
原
則
は
、

い
か
な
る
法
体
系
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
、

国際法における権利濫用の成立態様

則
の
適
用
が
自
ず
と
制
限
さ
れ
る
要
因
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
し
当
た
り
、

つ
ぎ
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が

そ
の
要
因
と
し
て
、

で
き
よ
う
。

国
家
の
行
動
の
基
礎
を
成
す
特
定
の
権
利
「
目
的
」
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
限
り
、

「
権
力
濫
用
」

第
一
に
、

禁
止
原
則
は

適
用
さ
れ
え
な
い
。

。
。
-
ロ
ロ
田
)
は
、

も
こ
の
目
的
が
不
分
明
で
あ
る
と
き
に
は
作
用
し
な
い
と
い
え
る
。

国
家
の
特
定
の
行
動
の
適
切
か
つ
合
法
な
目
的
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
示
唆
す
る
。
そ
こ
に
「
権
力
濫
用
」

「
比
例
性
の
原
則
」

ま
た

コ

リ

ン

ズ

禁
止
原
則
の
適
用
上
の
限
界
が
あ
る
。
も
と
よ
り
国
家
の
権
限
に
つ
い
て
詳
細
な
授
権
規
定
(
巾

B
宮
当
2
5ぬ
官
。
丘
回
目
。
ロ
)

は
、
そ
の
原
則
の
適
用
は
初
め
か
ら
問
題
と
な
ら
な
い
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
基
本
的
に
は
先
に
判
例
で
み
た
よ
う
に
、
個

が
あ
る
と
き

々
の
権
利
目
的
・
法
状
況
が
掛
酌
さ
れ
て
そ
の
原
則
が
実
際
に
適
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か(
F
・

北法31(2・227)627



説

こ
の
点
に
つ
い
て
、
テ
ー
ラ
ー
(
の
・
ロ

ω・
吋
a
F
H
)
は
、
国
家
の
権
限
の
行
使
に
伴
う
「
不
当
目
的
」
の
存
在
は
関
連
す
る
権
利
の

「
性
質
お
よ
び
付
随
状
況
」
か
ら
導
か
れ
る
が
、
そ
の
目
的
に
関
す
る
基
準
が
暖
味
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
裁
量
濫
用
の
審
査
方
法
は
国
家

の
無
権
限
あ
る
い
は
悪
意
の
存
在
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
審
査
の
範
囲
を
こ
と
さ
ら
に
国
家
の
無
権
限
・

悪
意
の
存
在
に
限
定
す
る
固
有
の
理
由
は
な
く
、
「
権
力
濫
用
」
禁
止
原
則
と
悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
の
原
則
は
併
用
さ
れ
る
も
の
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

論

適
用
上
の
制
限
要
因
の
第
二
と
し
て
、
「
権
力
濫
用
」
の
成
立
に
か
か
わ
る
証
拠
提
出
の
拒
否
と
そ
の
効
果
の
問
題
が
あ
る
。
国
家
の

特
定
の
権
利
目
的
が
明
瞭
に
さ
れ
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
国
家
が
自
己
の
行
動
理
由
を
必
ず
し
も
明
ら
か
に
し
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
。

こ
の
場
合
、
「
権
力
濫
用
」
行
為
の
実
際
の
認
定
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
審
査
範
囲
は
当
然
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、
追
放

権
の
行
使
に
つ
い
て
み
た
よ
う
に
、
国
家
が
関
連
の
証
拠
を
裁
判
所
に
提
出
し
な
い
と
き
に
も
、
「
権
力
濫
用
」
が
推
定
さ
れ
う
る
こ
と
は

あ
る
。
実
際
、

コ
ル
フ
海
峡
事
件
(
一
九
四
九
年
・
本
案
)

に
お
い
て
、
相
手
国
の
排
他
的
な
領
域
支
配
の
事
実
に
よ
っ
て
、
事
件
の
直

一
層
広
い
範
囲
で
事
実
上
の
推
定
や
状
況
証
拠
に
依
拠
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
、
裁
判
所
は
す
べ
て
の
法
体
系
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
間
接
証
拠
の
利
用
を
容
認
し
た
。
し
た
が
っ
て
裁
判
所
は
直
接
証
拠
を

発
見
・
利
用
し
え
な
い
と
し
て
も
、
間
接
証
拠
に
よ
っ
て
「
権
力
濫
用
」
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

接
証
拠
を
提
出
し
え
な
い
国
家
は
、

裁
判
所
は
そ
の
濫
用
を
推
定
す
る
の
に
行
き
過
ぎ
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
実
定
法
規
に
直
接
・
間
接
に
定
め
る
目
的
を
越
え
て
「
権
力
濫

以
上
の
よ
う

』寸

権
力
濫
田正
己 当
主主 な
す 司
L 法
原拙
則 箆
の sb

の
適 枠
用
仰 を

足農
す

定
る

の J

限ヱ
界 υ

ヵ:と
あ い

わ
る

な
と I:L

L 、:ィ

号 ば
もな

らし ι

カミ :品上、
し v。

国
際
裁
判
所
ヵ:

れ
ま
で

権

利

用
」
を
推
定
す
る
こ
と
は
、

濫
用
に
関
す
る
目
的
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
少
な
か
ら
ず
採
用
し
て
き
た
事
実
を
こ
こ
で
否
定
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
く
り
返
し
指
摘

し
て
き
た
よ
う
に
、
国
家
の
一
定
の
権
利
は
「
法
の
社
会
的
な
目
的
を
考
慮
に
入
れ
た
う
え
で
、
何
が
正
常
で
あ
る
か
と
い
う
水
準
に
従

北法31(2・228)628



っ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
ア
ゼ
ベ
ド
裁
判
官
)
。

(2・完〕

ハ
1
)
切

{
U
F
O
口
問
・
。
h
v

・円札
F
-

匂・

]{ωN

〈

2
〉

L

円
。
・
弘
、
・
均
aWNW-
ミ臼
H
由品、吋
H
由品∞
-
U
-

∞。・

(

3

)

「
(
U
D
-
-
F
ロ
p
q
b
・町民同・・唱・

ωω
印
・
同
様
の
見
解
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
切
・

0
・
ロ
E
U
B
B
E
0・
bv・
門
戸
・
唱
-
∞
品
が
あ
る
。

ハ
4
〉
わ
同
・
。
・
ロ
・

ω・、
H
，3
L
o
p
-』
守
・
円
む
よ
匂
・
臼
ω
叶
・

〈

5)Lミ・

(

6

)

句、・・同
M

・
ω臼∞-

(

7

)

テ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
も
こ
の
点
は
是
認
さ
れ
る
。

L

『丸一・

ハ
8
)
国
内
行
政
法
で
こ
れ
ら
二
つ
の
原
則
が
裁
量
濫
用
の
形
式
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
及
し
た
(
本
軍
・
三
・
付
参
照
)
。

(
9
)
H・
P
-
N
勾旬、
b

ミ
h
H
U
A
6
・同
M
-
H

∞-

(
叫
山
)
円
、
.
。
。
-
ロ
ロ
p
q
h
y
円
弘
子
司
・
∞
ω叶・

(

U

)

L

『-
n・

L

『
・
勾
問
、
也
、
な
お
お

lHE∞
・
回
以
・
∞
。
・
名
島
芳
、
前
掲
書
、
一
一
一
一
一
一
ー
ー
一
一
一
四
頁
参
照
。

国際法における権利濫用の成立態様

国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様

H
W
I
l
l
利
益
の
不
均
衡
に
よ
る
権
利
濫
用
1

1

第
三
章

本
章
で
は
、
国
際
法
に
お
い
て
権
利
濫
用
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
い
ま
一
つ
の
態
様
で
あ
る
利
害
の
不
均
衡
な
発
生
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
そ
れ
は
、
国
家
の
権
利
行
使
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
と
そ
の
行
使
に
よ
っ
て
相
手
方
に
与
え
る
不
利
益
(
お
よ
び
社
会
的
な
不
利

益
)
を
比
較
衡
量
し
て
、
そ
こ
に
利
害
の
不
均
衡
が
発
生
す
る
場
合
に
権
利
濫
用
の
成
立
を
み
と
め
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
、

こ
の
よ
う

な
権
利
濫
用
は
主
と
し
て
学
説
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
き
た
も
の
で
、
先
例
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
個
々
の

北法31(2・229)629



説

関
連
問
題
に
つ
い
て
そ
の
学
説
の
検
討
に
大
き
な
比
重
が
占
め
ら
れ
る
。

論

国
内
法
に
お
け
る
利
益
の
比
較
衡
量

圏
内
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
す
で
に
み
た
二
つ
の
成
立
態
様
の
他
に
、

い
ま
一
つ
の
成
立
方
式
が

認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
的
な
内
容
は
、
権
利
を
行
使
す
る
者
の
利
益
と
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
る
者
の
損
害
を
客
観
的
に
比

較
衡
量
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
権
利
者
の
利
益
の
大
小
お
よ
び
そ
の
権
利
行
使
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
方
に
生
じ
う
る

損
失
の
大
小
、

ひ
い
て
は
そ
の
権
利
行
使
の
社
会
的
な
必
要
性
・
影
響
な
ど
を
総
合
的
に
比
較
し
て
、
権
利
行
使
が
他
人
に
対
し
て
過
度

な
損
害
を
も
た
ら
し
た
か
否
か
で
権
利
濫
用
の
成
否
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
権
利
濫
用
の
成
立
は
、
古
く

は
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
・
判
例
で
主
張
さ
れ
、
現
在
、
各
国
の
国
内
法
に
お
い
て
基
本
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、

そ
れ
が

認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
基
本
的
な
認
識
お
よ
び
各
国
の
国
内
法
に
共
通
す
る
原
則
的
な
内
容
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
原
則
は
、
権
利
が
そ
れ
自
体
の
起
源
に
お
い
て
常
に
相
対
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
か
否
か
、
あ

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
当
初
、

る
い
は
権
利
が
社
会
の
変
化
に
対
応
し
て
も
と
も
と
制
約
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
本
問
題
に
ふ
れ
る
形
で
論
じ
ら

一
方
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
権
利
が
適
法
な
目
的
で
行
使
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
こ
に
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
が
な
い
限
り
は
、

と
え
他
人
に
損
害
を
加
え
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
責
任
は
発
生
し
な
い
と
さ
れ
た
(
「
違
法
な
き
損
室
己
)
0

他
方
、

れ
た
。

」
の
よ
う
な
見
方
は

常
に
相
対
的
に
有
効
で
し
か
な
い
と
す
る
見
解
が
み
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
権
利
の
本
質
は
そ
の
権
利
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
「
利

益
」
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
利
益
が
少
な
く
と
も
他
の
利
益
と
調
整
さ
れ
る
こ
と
が
社
会
的
に
必
要
と
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
権
利
行
使
は
必

ず
し
も
絶
対
的
に
合
法
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
(
こ
の
場
合
、
権
利
行
使
に
悪
意
が
伴
う
か
否
か
は
問
題
外
と
さ
れ
る
0
)

の
限
界
は
、
本
来
そ
の
法
的
保
護
に
価
す
る
利
益
内
容
が
変
化
す
る
の
に
応
じ
て
多
様
化

こ
の
後
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
権
利
(
行
使
)

北法31(2・230)630
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す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
利
益
の
社
会
的
な
効
用
が
失
わ
れ
る
場
合
に
は
、
従
来
か
ら
法
的
に
保
護
さ
れ
て
き

た
権
利
も
制
約
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
社
会
的
効
用
の
有
無
・
程
度
は
、
社
会
生
活
に
お
い
て
新
し
く

法
的
な
保
護
を
必
要
と
す
る
他
者
の
具
体
的
な
利
益
が
出
現
し
た
か
ど
う
か
に
左
右
さ
れ
る
と
説
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
そ
の

後
一
般
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
法
の
本
質
的
な
機
能
お
よ
び
そ
の
あ
り
方
に
対
す
る
考
慮
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、

そ
こ
に
不
断
に
生
じ
る
一
定
の
利
益
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
に
対
応

し
て
既
存
の
権
利
行
使
(
利
益
の
実
現
)
を
制
約
す
る
必
要
が
あ
り
、
両
者
を
い
か
に
調
整
す
る
か
と
い
う
避
け
が
た
い
問
題
が
あ
る
。

本
章
で
論
じ
る
利
益
の
比
較
衡
量
論
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
利
益
の
均
衡
を
破
壊
す
る
よ
う
な

(
既
存
の
)
権
利
の
行
使
を
濫
用

(2・完〕

と
し
て
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
は
、
古
い
利
益
(
権
利
)
と
新
し
い
利
益
の
聞
に
一
定
の

い
わ
ば
「
社
会
的
な
需
要
に
対
す
る
法
の
適
応
方
法
」
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。

均
衡
を
保
持
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
、

か
か
る
法
原
則
が
現
在
ま
で
、
主
に
土
地
所
有
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
大
陸
法
系
の
諸
国
(
フ
ラ
ン
ス
、

わ
が
国
の
民
法
に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る

ド
イ
ツ
な
ど
)

と
こ
ろ
で
、

国際法における権利濫用の成立態様

の
み
な
ら
ず
、

(
近
隣
妨
害
に
関
す
る
基
本
法
理
)
。

(
田
守
口

8
5
Z。
己
曲
目
芯
ロ
ロ
日
ロ
。
ロ

F
E曲目)

の
法
理
の
基
礎
は
「
他
人
を
害
し
な
い
よ
う
に
汝
自
身
の
も
の
を
使
え
」

の
法
諺
に
あ

そ
の
法
理
そ
の
も
の
は
相
隣
関
係
の
原
則
と
も
呼
ば
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
学
説
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
正
当
な

る
と
さ
れ
、

目
的
を
も
っ
た
権
利
行
使
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
性
質
上
、
他
人
に
過
度
な
損
害
を
惹
き
起
す
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
為
者
に
責
任
が

発
生
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
責
任
は
、
あ
る
者
が
他
者
に
対
し
て
社
会
生
活
か
ら
通
常
生
ず
べ
き
妨
害
以
上
の
妨
害
を
与
え
て
い
る

と
い
う
事
実
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
イ
ミ
シ
オ
ン
(
同

B
B
E
oロ
)
の
基
本
原
則
お
よ
び
わ
が

国
の
民
法
に
お
い
て
も
、
類
似
の
内
容
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
星
野
教
授
は
、
「
古
く
は
、
権
利
で
あ
る
以
上
、
そ
の
行
使
の
過
程
で
あ

と
い
う
考
え
方
が
強
か
っ
た
」
が
、
「
権
利
の
行
使
に
よ
っ
て
権
利
者

る
て
い
ど
他
人
に
損
害
を
与
え
て
も
、
賠
償
す
る
必
要
は
な
い
、

そ

北法31(2・231)631



説

に
得
ら
れ
る
利
益
と
、
権
利
の
行
使
に
よ
っ
て
相
手
方
に
与
え
る
不
利
益
お
よ
び
社
会
的
な
不
利
益
と
を
比
較
考
量
し
て
」
権
利
濫
用
が

成
立
す
る
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

か
か
る
利
益
の
比
較
衡
量
論
は
英
米
法
上
の
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
(
ロ
巳
E
R
m
)
の
法
理
に
お
い

論

て
つ
と
に
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
が
所
有
す
る
土
地
の
自
由
な
使
用
あ
る
い
は
享
益
を
妨
害
す
る
場
合
に
成

立
す
る
不
法
行
為
で
あ
る
。
プ
ロ
ッ
サ
l
(
者
-
F
-
P
S
B
H
)
に
よ
れ
ば
、

そ
の
不
法
行
為
は
、
加
害
者
の
行
為
が
そ
れ
か
ら
生
ず
る
利

益
と
損
害

(
E
E
Q
S仏

r
R
B
)
に
て
ら
し
て
非
合
理
(
己
記
E
S
E
E
S
な
も
の
で
あ
る
と
き
に
発
生
す
る
と
さ
れ
ぶ
「
そ
の
場
合
に
、

彼
は
、
加
害
者
が
自
ら
の
た
め
に
自
己
の
財
産
権
を
合
理
的
に
使
用
す
る
権
利
と
被
害
者
が
そ
の
所
有
権
を
行
使
・
享
益
す
る
権
利
と
は

い
ず
れ
の
犠
牲
に
お
い
て
も
他
方
を
完
全
に
優
先
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。

相
互
に
関
連
し
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
各
国
の
園
内
法
に
お
い
て
、
個
人
が
自
己
の
正
当
な
権
利
に
基
づ
い
て
か
つ
正
当
な
目
的
に
従
っ
て
行
な
っ
た

行
為
で
あ
れ
、
そ
れ
が
他
人
に
対
し
て
「
過
度
な
損
害
」
を
与
え
る
よ
う
な
結
果
を
伴
う
行
為
は
、

て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
個
人
は
他
者
に
対
し
て
「
過
度
な
損
害
」
を
与
え
な
い
よ
う
に
自
己
の
財
産
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

一
般
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
み
な
く

か
か
る
相
隣
関
係
の
原
則
は
国
内
法
に
共
通
す
る
法
の
一
般
原
則
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
』
に
、

こ
の
点
に
関
す
る
国
際

法
の
学
説
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

(
1
〉
五
十
嵐
清
、
前
掲
書
(
『
民
法
講
義
1
総
則
』
)
、
二
二
頁
。

(

2

)

末
川
博
、
前
掲
者
、
二
ハ
四

l
一
六
五
頁
参
照
。

(

3

)

末
川
博
、
前
掲
雷
、
一
四
一
頁
参
照
。
江
川
英
文
、
前
掲
論
文
、
二
八
二
九
頁
参
照
。

〈

4
)
末
川
博
、
前
掲
君
、
一
四
四

l
一
四
五
頁
参
照
。

(
5
)
末
川
博
、
前
掲
書
、
一
四
六
頁
参
照
。

(
6
〉
江
川
英
文
、
前
掲
論
文
、
一
二
二
頁
参
照
。

(
7
〉
江
川
英
夫
、
前
掲
論
文
、
ニ
ム
ハ
頁
参
照
。
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(2・完〕

(
8
)
戸
・
』
O
回目

S
D《

F
N
V
問
、
同
師
、
、
む
礼
司
師
、
、
巴
凡
な
同
H
S
G
~
s
h
w
、
ミ
『
白
h
e
h
h
h
唱ロ
o

N
印l
N
白・

〈

9
〉
冨

-Z-
玄
白
N
g
c
L
2
H，

sn-同
2
2
h
h
h
H
b
h
q
ミ
喝
定
時
間
旬
、
、
ミ
公
定
号
、
同
師
、
喜
朗
白
~
ミ
宗
門
町
培
凡
な
・
件
。
包
め
ゲ
ロ
。
白
N
H
i
白N
N
・

(
凶
)
沢
井
裕
、
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
隣
法
の
基
礎
理
論
i
|
侵
害
に
対
す
る
受
忍
と
そ
の
補
償
」
法
学
論
集
ハ
関
西
大
学
)
第
九
巻
第
五
・
六
号
合
併
号
、

一
O
四
!
一
一
一
一
八
頁
参
照
。

(

U

)

星
野
笑
一
、
前
掲
書
、
八
二

l
八
三
頁
。

(
ロ
〉
者
-
H
t
p
c
m自
ア
同

S
忌
S

F

ミ
H
F

。h
b
喧
ミ
ロ

5
・

S
F℃・
8
N・

(日
)
H
R
-
u・
印
∞
。
・
な
お
、
四
宮
教
授
は
、
わ
が
国
民
法
に
は
ニ
ュ
l
サ
ソ
ス
H
イ
ミ
シ
オ
ン
に
関
す
る
規
定
は
な
い
が
、
「
有
害
物
の
放
散
が
ど
の
よ
う
な

、
、
、
、

条
件
の
も
と
で
違
法
性
を
帯
び
る
か
に
関
す
る
ハ
わ
が
国
)
判
例
理
論
は
、
結
局
は
権
利
濫
用
の
理
論
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
」
と
さ
れ
、
「
権
利
と

権
利
と
が
衝
突
し
た
場
合
に
お
け
る
利
害
調
節
の
原
理
を
も
っ
て
そ
の
基
礎
理
論
と
し
て
レ
る
乙
色
に
お
レ
て
」
英
米
法
の
ニ
$
l
サ
シ
ス
と
の
聞
に
差

異
は
な
い
、
と
論
じ
ら
れ
る
。
四
宮
和
夫
「
ニ
ュ
l
サ

γ
ス
法
に
お
け
る
違
法
性
と
過
失
|
日
本
の
判
例
に
つ
い
て
|
」
(
法
律
時
報
第
三
二
巻
第
三
号
)

凶
|
八
頁
。

(
リ
H

〉
回
・
。
・
ロ
ロ
『
D
自
主
'0
・
b
h
v
・町民同・・間以》・印品
1
印
、
ア
印
∞
l
印申・

国際法における権利濫用の成立態様

国
際
法
学
説
に
お
け
る
利
益
の
比
較
衡
量

利
益
の
比
較
衡
量
を
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
に
結
び
つ
け
る
見
解
は
、
国
際
法
の
学
説
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。

(
Z
-
P
)宮
町
)
が
国
際
法
学
会
に
提
出
し
た
「
義
務
的
な
仲
裁
裁
判
の
普
及
」
に
関
す
る
報
告
書
に
そ
れ

一
九
二
七
年
に
ボ
レ

ル
(
開
・
切
O
耳
目
)
と
ポ
リ
チ
ス

が
み
ら
れ
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
に
お
い
て
も
、
国
内
法
に
お
け
る
と
同
様
に
「
非
難
さ
れ
た
行
為
を
支
え
る
利
益

と
そ
の
行
為
が
他
者
に
対
し
て
惹
起
し
た
損
害

(
F
8
2
)」
を
比
較
衡
量
し
て
、
そ
こ
に
権
利
濫
用
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る

と
さ
れ
た
。
(
も
っ
と
も
、
そ
の
主
張
は
こ
の
原
則
の
研
究
が
国
際
法
学
会
の
今
後
の
課
題
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
。
)

(コロ広円伽一件)
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こル」

に
ポ
リ
チ
ス
は
早
く
か
ら
こ
の
利
益
の
比
較
衡
量
に
基
づ
く
権
利
濫
用
論
を
支
持
し
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
実
定
国
際
法
規
に
よ
っ
て

規
律
さ
れ
な
い
よ
う
な
諸
国
の
行
動
の
自
由
は
相
互
に
衝
突
し
あ
う
こ
と
が
あ
り
、

そ
れ
は
時
と
し
て
国
際
法
秩
序
に
対
し
て
重
大
な
危



説

険
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
国
際
紛
争
は
、
対
立
す
る
諸
国
の
自
由
な
行
動
を
「
そ
の
性
質
に
お
い

み
る
な
ら
ば
、
移
民
の
受
入
れ
を
拒
否
す
る
国
家
は
そ
の
受
入
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
害
悪
か
ら
自
国
民
を
保
護
す
る
正
当
な
利
益

北法31(2・234)634

論

て
比
較
衡
量
す
る
こ
と
」
(
ロ
ロ
叩

g
g宮
E
2
0ロ

A
E
E
2
2
)
に
よ
っ
て
、
重
大
な
利
益
を
実
現
す
る
方
の
自
由
を
優
先
さ
せ
る
よ
う
な

形
で
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
る
。
そ
う
し
た
関
係
で
、
た
と
え
ば
移
民
の
流
出
・
受
入
れ
を
め
ぐ
る
国
際
紛
争
に
つ
い
て自

由
)
を
主
張
し
う
る
が
、
そ
れ
は
国
家
の
社
会
的
・
政
治
的
な
必
要
性
に
基
づ
く
よ
う
な
厳
密
に
限
ら
れ
た
範
囲
内
で
の
み
認
め
ら
れ
る

利
益
で
あ
る
と
い
う
。
他
方
、
移
民
を
流
出
す
る
国
家
は
、
右
に
述
べ
た
他
国
の
正
当
な
利
益
保
護
の
範
囲
を
越
え
て
そ
の
移
民
政
策
を

遂
行
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
い
r
か
く
て
、
ポ
リ
チ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
紛
争
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
利
益
を
絶
対
的
に
認

そ
こ
に
利
益
調
整
の
原
理
が
は
た
ら
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
両
当
事
国
の
個
別
利
益
の
実
現
は
、
相
互
に
譲
歩
す
べ
き
一
定
の
範
聞
内
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

た
だ
、
具
体
的
に
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
個
々
の
利
益
が
調
整
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
利
益
の
比
較
衡
量
の
方
法
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な

め
る
こ
と
は
そ
の
相
手
方
の
利
益
を
不
当
に
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
、

い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
故
、

ポ
リ
チ
ス
に
お
い
て
も
、
諸
々
の
利
益
を
客
観
的
な
基
準
な
し
に
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
「
人
為

的
な
」

(
白
同
氏
郎
氏
己
)
も
の
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
権
利
の
行
使
が
単
に
相
手
方
の
不
利
益
に
止
ま
ら
ず
社
会
全
体
の
不
利
益
に
な

る
と
い
う
場
合
に
の
み
権
利
濫
用
(
国
家
の
国
際
責
任
)
が
発
生
す
る
と
さ
れ
る
。

権
利
濫
用
に
関
し
て
利
益
衡
量
論
を
肯
定
す
る
立
場
は
、

ラ
ウ
タ

l
パ
ク
ト
(
同
・
戸
田
己
丹
市
A
V白
n
y同
)

に
も
み
ら
れ
る
が
、

お
そ
ら
く
、

彼
は
こ
の
利
益
衡
量
論
を
最
も
積
極
的
に
説
い
た
論
者
で
あ
る
と
い
え
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
国
際
裁
判
に
お
け
る
権
利
濫
用

禁
止
原
則
の
適
用
は
、

主
に
権
利
行
使
の
結
果
生
じ
た
損
害
が
、
社
会
の
変
化
に
伴
っ
て
新
し
く
出
現
し
つ
つ
あ
る
利
益
の
重
要
性
に
て

ら
し
て
、
有
害
で
あ
り
か
つ
黙
認
し
え
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
あ
り
、
か
か
る
場
合
の
権
利
濫
用
禁
止
の
本
質
は
「
利
益
衡
量
の
プ

ロ
セ
ス
」
(
匂
8
8
g
t
z
-
g
n
E
m
o
h
Eお
お
忠
明
)
を
介
在
さ
せ
て
、
新
た
な
不
法
行
為
(
ロ
ヨ
司
件
。
片
仲
間
)
を
社
会
の
必
要
に
応
じ
て
創
り
出



し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
と
く
に
、
新
し
く
出
現
し
つ
つ
あ
る
利
益
を
法
的
に
保
護
す
る
こ
と
は
も
と
も
と
社
会
的
に
不
可
避
な
現
象
で

あ
る
仁
川
山
、
そ
の
意
味
で
、
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
は
国
際
法
に
お
い
て
も
不
法
行
為
法
の
一
般
的
な
基
礎
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
乱
作
。

こ
の
よ
う
な
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
は
英
米
法
の
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
の
分
野
に
お
い
て
典
型
的
に
み
ら
れ

さ
ら
に
ラ
ウ
タ
l
パ
ク
ト
は
、

る
と
し
て
、
個
人
の
財
産
権
は
そ
の
動
機
を
問
わ
ず
、
隣
人
の
通
常
の
安
寧
と
便
宜
に
重
大
な
妨
害
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
行
使

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
原
則
に
着
目
す
る
。
か
く
て
、
こ
の
原
則
は
国
際
河
川
の
水
利
用
を
め
ぐ
る
問
題
に
適
用
さ
れ
う
る

上
流
国
が
下
流
国
の
水
利
用
に
有
害
な
干
渉
を
行
な
う
と
き
に
は
、

と
し
、

た
と
え
そ
の
上
流
国
の
行
為
が
下
流
国
の
法
的
権
利
を
侵
害

す
る
も
の
と
は
厳
密
に
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
下
流
国
の
明
白
か
つ
重
要
な
利
益
を
無
視
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
違
法
と
さ
れ
る
と
い

う
。
彼
に
よ
れ
ば
、

こ
の
場
合
、
下
流
国
の
利
益
は
あ
ら
か
じ
め
法
的
に
承
認
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
新
た
に
法
的
な
保
護

(2・完〕

を
必
要
と
す
る
利
益
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
、

あ
る
。

そ
こ
に
権
利
の
反
社
会
的
な
行
使
を
禁
止
す
る
法
原
則
が
は
た
ら
く
と
い
う
の
で

ケ
ベ

l
ニ
ッ
ヒ
(
当
・
阿
内
相
当

g互
に
も
み
ら
れ
る
が
、
要
す
る
に
、
利
益
の
比
較
衡
量
論
に
基
づ
い

て
権
利
濫
用
の
成
立
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
ラ
ウ
タ

l
パ
ク
ト
の
見
解
に
窺
え
る
よ
う
に
、
利
益
の
比

国際法における権利濫用の成立態様

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
戦
後
、

較
衡
量
が
必
然
的
に
変
化
し
て
止
ま
な
い
国
際
社
会
の
諾
利
益
を
い
か
に
調
整
し
て
い
く
か
と
い
う
法
の
基
本
的
な
任
務
に
適
う
も
の
で

あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
た
だ
、
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
い
か
な
る
損
害
の
惹
起
も
つ
ね
に
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会

的
に
非
難
さ
れ
う
る
方
法
で
他
国
の
利
誌
を
侵
害
す
る
よ
う
な
権
利
行
使
が
違
法
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
重
大
な
損

国
際
社
会
の
利
益
侵
害
に
至
ら
な
い
場
合
は
な
お
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
比
較
衡
量
に
よ
っ

北法31(2・235)635

害
の
発
生
を
も
た
ら
す
行
為
も
、

た
と
え
特
定
国
の
具
体
的
な
利
益
の
形
を
と
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
国
際
社
会
の
利
益
に
還

元
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ぎ
に
、
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
国
際
河
川
の
水
利
用
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
問
題
を
み
る
こ

て
保
護
さ
れ
る
法
益
は
、
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(2・完〕

(
叩
同

)
H
A
H
-
M
M・
N
申
印
・

ハ
凶
)
』
1
丸・

(
却
)

L

『
h

円
』
'
ロ

-MNGC-2・
q
h
y
円
民
h
-

℃・

3
・
な
お
、
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
観
念
の
導
入
に
消
極
的
な
ル
l
レ
は
、
こ
の
利
益
衡
量
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

現
行
法
を
無
視
す
る
も
の

(2ロ
x
b
n
D
E
S
-内需
B
)
と
し
て
、
紛
争
当
事
者
の
同
意
が
な
い
限
り
適
用
し
え
な
い
と
い
う
。

H
R
-
M
V
・
5
0・

(
幻
〉
ブ
ェ
ン
ウ
ィ
ッ
ク
も
一
九
二
五
年
に
本
章
で
論
ず
る
利
益
の
比
較
衡
是
論
を
認
め
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
国
の
圏
内
問
題
が
ま
っ
た
く
他
国
に
関

係
が
な
い
場
合
(
そ
こ
で
は
園
内
問
題
不
干
渉
の
原
則
が
作
用
す
る
)
を
別
に
し
て
、
そ
の
国
内
問
題
が
国
際
問
題
に
転
化
す
る
か
ど
う
か
の
境
界
線
は

付
、
他
国
に
間
接
的
な
損
害
を
与
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
他
国
の
側
の
干
渉
を
正
当
化
し
え
な
い
よ
う
な
国
内
管
轄
事
項
に
関
す

る
行
為
と
、
口
、
他
国
に
損
害
を
与
え
た
結
果
、
他
国
に
有
効
な
抗
議
の
基
礎
を
与
え
う
る
よ
う
な
同
様
の
行
為
と
の
聞
に
引
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
。
と
く
に
後
者
の
行
為
に
つ
い
て
は
「
他
人
の
権
利
を
害
さ
な
い
よ
う
に
汝
自
身
の
権
利
を
行
使
せ
よ
」
(
巴

n
E
0
5
2
0
)
の
法
諺
が
適
用

さ
れ
る
と
し
、
将
来
は
右
の
よ
う
な
区
別
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
な
お
、
そ
の
場
合
、
後
者
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
上
そ
の
行
為
は
第
三
国
に

(
違
法
な
)
損
害
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
国
内
管
結
権
の
濫
用
で
あ
る
と
み
る
。
(
前
者
の
行
為
に
つ
い
て
は
「
違
法
な
き
損
害
」
を
発

牛
さ
せ
た
も
の
と
す
る

J

。
・
。
・
問
。
ロ
当
K
F
=吋
-
M
O
ω
口
O
唱
。
。
同
り

0
5
2
t
n
o
c
g
z
oロ
田
広
岡
三

2
E
E
C回
m
L
F
虫
、
J

H

申

h
-
H
H
-
h・・

]SN印
-

H
M
M》

]
F
品
由
l
H
A
P斗・

国際法における権利濫用の成立態様

国
際
河
川
の
水
利
用
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量

近
代
国
際
河
川
法
は
そ
の
学
説
お
よ
び
実
践
を
通
じ
て
、
園
内
法
に
お
け
る
ニ
ュ

l
サ
ン
ス

植
し
つ
つ
、
国
家
の
領
域
内
に
あ
る
国
際
河
川
の
有
害
な
利
用
を
禁
止
し
て
き
た
と
い
え
る
。
確
か
に
現
在
に
至
る
ま
で
、

(
近
隣
妨
害
)

の
法
理
の
基
本
観
念
を
移

そ
の
国
際
河

川
法
は
圏
内
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
十
分
な
規
範
内
容
を
提
供
し
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
が
、

一
般
的
に
み
れ
ば
、
そ
の
国
際
的
な
実

践
は
利
益
の
比
較
衡
量
論
を
基
礎
と
す
る
権
利
濫
用
禁
止
原
則
の
適
用
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、

こ
〉
フ
1ν

た
国
際
河
川
法
の
発
展
を
手
掛
か
り
と
し
て
利
益
の
比
較
衡
量
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
が
、

ま
ず
そ
の
問
題
を
理
解
す
る
の
に
必
要

な
限
り
で
、

ニュ

l
サ
ン
ス
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
論
及
し
て
お
く
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

北法31(2・237)637



説

英
米
法
に
お
け
る
ニ
ュ
l
サ
ン
ス
の
基
本
的
な
成
立
要
件
は
、
ハ
円
、
原
告
の
利
益
が
重
大
ま
た
は
実
質
的

(B丘
町
江
主

2
2
Z
S
E
E
-
)

に
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
i
i
l
以
下
、
こ
の
要
件
を
損
害
の
重
大
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
|
I
l
、
お
よ
び
、

ω、
被
告
の
行
為
が
客
観
的
か

論

(
ロ
ロ
同
町
田
由
。
口
同

σ-m)

るIつ
。)社

す会
な 的
わに
ちみ
、 て

非
A 

'" 理

こ
の
要
件
を
行
為
の
非
合
理
性
と
呼
ぶ
l
l
、

な
も
の
で
あ
る
こ
と
|
|
以
下
、

と
さ
れ

ニ
ュ
l
サ
ン
ス
の
不
法
行
為
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
原
告
の
土
地
に
対
す
る
妨
害
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
こ
と
と
、

そ
の
被
告
の
妨
害
行
為
が
非
合
理
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
か
か
る
行
為
の
非
合
理
性
は
、
そ
の
行
為
の
社
会
的
な
価
値
(
有
用
性
)
、

と
い
っ
た
具
体
的
な
事
情
に
て
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
土

損
害
発
生
の
防
止
手
段
の
有
無
(
相
当
な
注
意
)

地
所
有
権
の
行
使
が
社
会
生
活
の
継
続
的
な
維
持
に
必
要
な
一
定
の
均
衡
状
態
を
破
る
よ
う
な
形
で
そ
の
利
益
を
増
大
す
る
と
き
に
は
、

そ
れ
に
伴
う
近
隣
者
の
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
国
際
河
川
法
の
分
野
に
も
類
似
の
法

原
則
(
「
衡
平
利
用
の
原
則
」
)
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
実
証
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

付

現
代
国
際
河
川
法
に
お
け
る
基
本
的
観
念
l
i
制
限
主
権
論
|
|

任
せ国
ら際
れ河
て川
\，，~の

たZ水
。利

す用
な(
わ経
ち済
、的

な
利
用

と
そ
れ
に
伴
う
結
果
は
、
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
は
、
各
国
の
自
由
な
規
律
に

一
九
一
一
年
の
国
際
法
学
会
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
国
際
法
は
、
「
国
際
河

(
諸
国
の
)
航
行
の
権
利
に
つ
い
て
は
関
心
を
有
す
る
が
、
産
業
、
農
業
そ
の
他
の
目
的
に
よ
る
水
の
開
発
な
ど
(
の
問
題
)

を
法
の
規
定
の
外
に
放
置
し
て
き
た
に
と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
半
世
紀
後
、
同
じ
国
際
法
学
会
が
こ
の
間
題
を
再
検
討
し
た
と
き
に
(
一

川
に
関
す
る

九
六
一
年
)
、
国
際
河
川
に
対
す
る
各
国
家
の
権
利
は
、
同
じ
河
川
に
利
害
関
係
を
も
っ
「
他
国
の
も
つ
同
等
の
権
利
」
に
よ
っ
て
制
約

さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
(
第
二
条
〉
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
同
一
の
河
川
流
域
に
つ
い
て
、
複
数
の
沿
岸
国
が
対
等
の
権
利
を
も
っ
こ

(
制
限
主
権
論
)
。
か
か
る
認
識
の
変
化
は
、
す
で
に
国
際
法
が
、
産
業
経
済
の
規
模
の
複
雑
化
に
伴
う
河
川

の
多
様
な
利
用
形
態
か
ら
生
ず
る
国
際
(
河
川
)
紛
争
を
積
極
的
に
解
決
し
て
き
た
事
実
を
反
映
す
る
も
の
と
み
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ

と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
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う

さ
て
、

水
利
用
を
め
ぐ
る
国
際
河
川
法
は
、
当
初
、

国
家
主
権
の
基
本
認
識
に
か
か
わ
る
問
題
を
提
起
し
た
。
各
沿
岸
国
は
、
も
と
も

と
国
際
法
上
、

主
権
平
等
の
立
場
に
あ
る
。
従
っ
て
、

一
見
す
る
と
、
国
際
河
川
の
水
利
用
に
つ
い
て
各
沿
岸
国
が
対
等
の
権
利
を
も
っ

こ
と
は
、
改
め
て
論
じ
る
ま
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
国
際
法
は
原
則
と
し
て
、
国
家
主
権
の
行
使
が
そ
の
領
域
内
で

排
他
的
か
つ
自
由
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、

一
つ
の
河
川
流
域
が
複
数
の
沿
岸
国
の
領
域
に
ま
た
が
る
国
際
河
川
に
つ
い
て

は
、
あ
る
沿
岸
国
に
よ
る
水
利
用
の
結
果
が
物
理
的
に
他
の
沿
岸
国
に
波
及
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
国
際
法
が
、

領
域

そ
の
結
果
に
お
い
て
規
制
す
る
必
要
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
上
流
国
に
よ
る
河
川
利
用

の
権
能
を
無
制
限
に
認
め
る
こ
と
は
、
下
流
国
の
河
川
利
用
の
権
能
を
否
定
す
る
こ
と
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
国
際
法
は
少
な

内
に
お
け
る
国
家
主
権
の
行
使
を
、

(2・完〕

く
と
も
同
一
の
国
際
河
川
に
つ
い
て
は
各
沿
岸
国
の
対
等
の
権
能
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る

と
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

(
制
限
主
権
論
)

た。

国際法における権利滋用の成立態様

周
知
の
よ
う
に
、

こ
の
制
限
主
権
論
が
現
実
に
確
立
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
、
国
際
法
の
学
説
・
先
例
は
、
絶
対
的
な
領
土
主
権
論
の
否

定
、
さ
ら
に
は
絶
対
的
な
領
土
保
全
論
の
修
正
と
い
う
変
遷
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
絶
対
的
な
領
土
主
権
論
は
、

国
家
が
河
川

利
用
に
よ
っ
て
他
の
沿
岸
国
に
い
か
な
る
有
害
な
結
果
を
与
え
て
も
、
法
的
に
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
み
る

(
い
わ
ゆ
る
ハ
!
モ

ソ
原
理
)
。
す
な
わ
ち
、
国
際
河
川
の
利
用
問
題
は
、

で
し
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
上
流
国
は
つ
ね
に
下
流
国
の
犠
牲
(
損
害
)

そ
の
結
果
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、

国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
い
政
策
の
問
題

の
う
え
に
、
河
川
利
用
の
排
他
的

な
利
益
を
独
占
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。
他
方
、

か
か
る
見
解
に
対
校
し
て
主
張
さ
れ
た
絶
対
的
な
領
土
保
全
論
に

よ
れ
ば
、
各
沿
岸
国
は
そ
の
領
域
内
に
あ
る
河
川
の
自
然
の
結
果
(
水
量
お
よ
び
水
質
)

を
当
然
に
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
従

こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、

上
流
国
は
下
流
国
の
事
前
の
同
意
が
な
い
限
り
、
自
己
の
領
域
内
に
お
い
て
さ
え
、
下
流
国
に
わ
ず
か
な

っ
て
、
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有
害
な
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
よ
う
な
水
利
用
も
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
拒
否
権
を
も
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
下
流
国
は
上
流
国
の
水
利
用
に
対
し
て
絶
対
的

北法31(2・240)640

論

し
か
し
、

こ
れ
ら
の
絶
対
主
権
論
は
、

そ
の
後
、
次
第
に
調
整
さ
れ
る
傾
向
に
む
か
つ
が
「
そ
れ
は
、
同
一
の
河
川
に
対
し
て
各
沿
岸

国
の
も
つ
諸
々
の
利
益
が
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
認
識
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
河
川
の
継
続
的
な
利
用
・
開

発
を
不
可
能
に
す
る
絶
対
的
な
領
土
保
全
論
は
国
際
社
会
全
体
の
産
業
経
済
の
発
展
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
り
、
他
方
、
河
川
体
系
と
い

う
物
理
的
・
自
然
的
な
流
動
性
に
着
目
す
る
限
り
、
沿
岸
国
は
上
・
下
流
国
を
問
わ
ず
、
相
互
の
水
利
用
に
よ
っ
て
つ
ね
に
重
大
な
損
害

を
う
け
る
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
各
国
の
政
治
的
な
国
境
の
存
在
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
物
理
的
・
経
済
的
な

な
統
合
単
位
を
構
成
す
る
河
川
流
域
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
否
定
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
(
向
。
か
か
る
基
本
認
識
に
立
脚
し
て
、
領
域

に
つ
い
て
は
、

そ
の
河
川
利
用
の
結
果

そ
れ
が
領
域
外
的
な
損
害
を
も
た
ら
す
限
り
、
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
月
川
教
授

内
に
お
け
る
沿
岸
国
の
主
権
行
使
の
承
認
(
他
国
に
よ
る
支
配
の
禁
止
)
と
い
う
大
前
提
は
維
持
し
な
が
ら
も
、

い
ず
れ
の
絶
対
主
権
論
の
適
用
も
ご
方
の
沿
岸
国
の
犠
牲
に
お
い
て
他
の
沿
岸
国
に
独
占
的
な
利
益
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
か
ら
」
、
こ
れ
ら
の
絶
対
主
権
論
を
修
正
し
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
え
よ
う
。
フ
ォ

1
シ

1
ユ

の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

は
、
絶
対
的
な
領
土
主
権
論
を
批
判
し
つ
つ
、
国
際
河
川
に
対
す
る
各
国
の
主
権
(
所
有
権
)

者
の
権
利
を
考
慮
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
ま
た
ウ
ィ
エ
ア
ル
ス
キ
l
(
切
・
当
2
2
5
5
に
よ
れ
ば
、
自
国
の
領
域
を

貫
流
す
る
国
際
河
川
に
つ
い
て
各
国
は
当
然
に
主
権
を
有
す
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
主
権
の
行
使
は
隣
接
諸
国
の
権
利
を
尊
重
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
各
沿
岸
国
の
権
利
(
利
益
)
を
調
整
す
る
法
原
則
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
自
ず
と
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
か
か
る
制
限
主
権
論
は
国
際
裁
判
の
実
践
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
の
が
次
の
課
題
で
あ
る
。

(句

-
m，
gド
ロ
}
岡
山
口
町
)

の
行
使
は
つ
ね
に
第

。
国
際
裁
判
の
実
践
に
お
け
る
利
益
の
比
較
衡
量
|
|
損
害
の
重
大
性
|
|



国
際
河
川
法
に
お
け
る
制
限
主
権
論
は
、
国
際
紛
争
あ
る
い
は
連
邦
諸
国
の
州
の
聞
の
紛
争
に
お
け
る
具
体
的
な
解
決
に
お
い
て
も
認

め
ら
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、

ニュ

l
サ
ン
ス
の
圏
内
法
理
に
お
け
る
「
損
害
の
重
大
性
」
の
要
件
に
つ
い
て
論
及
す
る
先
例
も
み
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
制
限
主
権
論
に
基
づ
く
具
体
的
な
法
原
則
の
内
容
を
み
る
た
め
に
、
次
の
三
つ
の
代
表
的
な
先
例
を
と
り
上
げ
る
こ
と

ト
レ
イ
ル
熔
鉱
所
事
件
、

に
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
準
国
際
判
例
(
連
邦
諸
国
内
に
お
け
る
州
際
紛
争
の
先
例
)
、

ラ
ヌ
湖
事
件
で
あ
る
。

ま
ず
、
国
際
河
川
法
に
お
け
る
利
益
の
比
較
衡
量
を
認
め
る
い
く
つ
か
の
国
内
先
例
を
み
て
み
よ
う
(
そ
の
大
部
分
は
州
際
紛
争
に
関

(2・完〕

す
る
も
の
で
あ
る
)
。
土
地
利
用
を
め
ぐ
る
ス
イ
ス
の
カ
ン
ト
ン
の
聞
で
発
生
し
た
紛
争
に
対
す
る
判
決
(
一
九

O
O年
・
ス
イ
ス
連
邦

裁
)
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
は
、
し
ば
し
ば
隣
人
が
自
己
の
権
利
を
行
使
す
る
に
際
し
て
他
人
を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
相
隣
関
係

原
則
の
適
用
を
認
め
て
い
る
と
し
、
「
諸
々
の
権
利
が
そ
れ
自
体
平
等
な
も
の
と
し
て
抵
触
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
権
利
は
一
定
の

状
況
に
お
い
て
、
合
理
的
に
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
同
様
の
見
解
は
、
ピ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
州
が
パ

l
デ
ン
州
に
よ

る
ダ
ニ
ュ

l
ヴ
河
の
転
流
に
よ
っ
て
白
州
に
お
け
る
水
位
が
低
下
し
た
と
す
る
事
件
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
国
事
裁
判
所
の
下
し
た
判
決

に
み
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
法
お
よ
び
国
際
法
に
お
い
て
、
当
面
の
事
態
を
直
接
規
律
す
る
法
規
は
な
い

国際法における権利濫用の成立態様

(
一
九
二
七
年
)

裁
判
所
は
、

の
主
権
の
行
使
は
他
の
構
成
員
の
利
益
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
国
際
法
の
一
般
原
則
を
適
用
し
な
け
れ
ば

が
、
各
国
家
(
州
)

な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
場
合
、

し
、
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
日
フ
ラ
ン
ス
聞
を
流
れ
る
ロ
ジ
ェ
河
事
件
に
対
す
る
国
内
判
決
(
一
九
三
七
年
・
イ
タ
リ
ア
破
段
院
)
に
よ
れ
ば
、

一
国
(
州
)

の
得
る
利
益
と
そ
れ
に
伴
っ
て
他
国
の
蒙
る
損
害
を
比
較
衡
量
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

国
際
法
は
、
各
河
川
沿
岸
国
が
国
際
河
川
に
よ
る
利
益
を
享
受
す
る
権
利
を
も
つ
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
の
社
会
の
構
成
員
で
あ
る
他
国

が
そ
の
河
川
か
ら
利
益
を
得
る
可
能
性
を
妨
害
し
た
り
ま
た
は
根
絶
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
国
際
義
務
の
存
在
を
認
め
る
と
さ
れ
国

以
上
の
国
内
先
例
は
、
厳
密
に
は
国
際
先
例
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
国
際
河
川
法
に
お
け
る
利
益
の
比
較
衡
量
を
認
め
る
も
の
と
し

て
注
目
に
価
す
る
。
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ア
メ
リ
カ
最
高
裁
判
所
は
連
邦
の
州
際
河
川
紛
争
の
多
く
を
ニ
ュ
l
サ
ン
ス
の
法
理
に
よ
っ
て
解
決
し
て
き
た
が
、

こ
の
ニ
ュ

ベ、町E

て

ー
サ
ン
ス
の
法
理
が
国
際
裁
判
で
適
用
さ
れ
た
の
が
、
有
名
な
ト
レ
イ
ル
熔
鉱
所
事
件
(
一
九
四
一
年
)

で
あ
る
。
本
件
は
、

カ
ナ
ダ
の

論

を
放
出
し
、
そ
れ
が
大
気
に
運
ば
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
農
林
産
業
に
損
害
を

(
阻
}

与
え
た
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
が
カ
ナ
ダ
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
大
気
汚
染
あ
る
い
は
水
汚
染

製
錬
所
が
多
量
一
の
煤
煙
(
亜
硫
酸
ガ
ス
)

こ
れ
ら
の
汚
染
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
判
所
の
先
例
を
類
推
適
用
し
う
る
と

に
つ
い
て
直
接
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
規
は
な
い
が
、

し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
「
国
際
法
の
諸
原
則
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
法
に
よ
れ
ば
、
事
態
が
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
し

(項目

Hmロ

F
m
g
E
山
田
。
向
田
巾
氏
。

5
n
w
n
H
C
5
2
8
2目)
、

侵
害
が
明
白
か
つ
納
得
の
い
く
証
拠
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
国
家
は

他
国
の
領
域
ま
た
は
そ
こ
に
あ
る
国
民
の
身
体
・
財
産
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
煤
煙
に
よ
る
被
害
を
与
え
る
よ
う
な
仕
方
で
、
自
国
の
領

と
し
た
。

(
な
お
、
両
国
の
仲
裁
契
約
(
第
四
条
)
に
よ
れ
ば
、
本
件
裁
判
所

ア
メ
リ
カ
の
法
と
慣
行
」
を
適
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
問
。
)
こ
の
よ
う
に
本
件
で
は
、

重
大
な
損
申
十
一
日
の
発
生
し
た
と
い
う
事
実
(
損
害
の
重
大
性
)
が
重
視
さ
れ
た
点
に
お
い
て
、
ま
た
判
決
そ
の
も
の
が
援
用
す
る
ア
メ
リ
カ

法
の
先
例
に
て
ら
し
て
、

域
を
使
用
し
、

ま
た
は
使
用
さ
せ
る
権
利
を
も
た
な
い
」

は
「
国
際
法
、
国
家
慣
行
の
み
な
ら
ず
、

ニ
ュ
l
サ
ン
ス
の
圏
内
法
理
が
適
用
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
ナ
ダ
側
の
行
為
の
非
合
理

(
な
お
、

性
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
「
本
件
の
事
情
を
考
慮
し
て
」

(
8
5
E
2ぽ
m
F
m
n町
2
8田宮ロロ
2
0同
岳
町

g
回
刊
)
カ
ナ
ダ
が
ト
レ
イ
ル
熔

鉱
所
の
行
為
に
つ
い
て
国
際
責
任
を
負
う
と
し
た
。
)

最
後
の
ラ
ヌ
湖
事
件
(
一
九
五
七
年
)
は
、
間
際
河
川
キ
ャ
ロ
ル
河
(
水
源
地
は
ラ
ヌ
湖
で
あ
り
、

ス
ペ
イ
ン
領
内
で
は
セ
グ
レ
河
と

な
る
)

の
転
流
を
め
ぐ
る
ス
ペ
イ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
の
紛
争
で
あ
る
。
事
件
の
内
容
は
、
自
国
の
水
力
発
電
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
キ
ャ

ロ
ル
河
(
ラ
ヌ
湖
を
含
む
)

の
水
を
転
流
し
よ
う
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
提
案
(
他
の
河
川
に
よ
る
減
水
量
の
返
還
の
申
し
出
)
が
、

ロ
ル
河
の
利
用
に
関
す
る
権
利
・
義
務
を
定
め
る
パ
イ
ヨ
ン
ヌ
条
約
(
主
に
そ
の
追
加
議
定
書
第
一
一
条
)

に
違
反
す
る
と
し
て
、
仲
裁
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裁
判
に
付
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
追
加
議
定
書
に
よ
れ
ば
、

一
方
の
沿
岸
国
は
河
水
の
質
量
に
変
化
を
も
た
ら
す
よ
う
な
利
用
計

画
を
実
行
す
る
場
合
に
は
、
相
手
方
の
事
前
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

護
す
る
た
め
の
制
度
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
(
第
一
一
条
)
。
裁
判
所
は
こ
の
条
約
規
定
を
解
釈
す
る
た
め
に
、

制
限
主
権
論
が
現
行
の
慣
習
国
際
法
規
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
判
決
に
よ
れ
ば
、
国
際
河
川
の

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
と
り
わ

か
つ
相
互
に
影
響
を
う
け
る
よ
う
な
す
べ
て
の
利
益
を
保

ま

ず

利
用
に
お
い
て
、
沿
岸
国
は
他
の
沿
岸
国
の
利
益
(
法
的
な
権
利
に
限
定
さ
れ
な
い
)

け
次
の
二
点
が
強
調
さ
れ
た
。
ハ
円
、
上
流
国
は
、
誠
実
に
下
流
国
の
利
益
に
合
理
的
な
考
慮
を
払
っ
た
う
え
で
な
け
れ
ば
、
河
川
を
利
用

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ω、
下
流
国
は
、
自
国
の
領
土
保
全
の
権
利
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
、
上
流
国
に
よ
る
河
川
利
用
を
制
限
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
o

裁
判
所
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
計
画
は
ス
ペ
イ
ン
の
利
益
に
合
理
的
な
考
慮
を
払
う
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、

(2・完〉

ラ
ン
ス
の
権
利
を
制
約
し
う
る
重
大
な
損
害
の
発
生
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

ス
ペ
イ
ン
は
こ
の
点
に
関
し
て
何
ら
主
張
・
立
証
し
て
い

と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
件
に
お
い
て
は
、
制

な
い
の
で
、

そ
の
計
画
の
実
施
に
つ
い
て
ス
ペ
イ
ン
の
事
前
の
同
意
は
不
要
で
あ
る
、

国際法における権利濫用の成立態様

限
主
権
論
に
基
づ
い
て
各
沿
岸
国
の
利
益
が
合
理
的
に
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
原
則
が
認
め
ら
れ
た
。
裁
判
所
の
示

し
た
解
釈
原
則
は
、
直
接
に
は
パ
イ
ヨ
ン
ヌ
条
約
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
制
限
主
権
論
が
国
際
河
川
法
の
慣
習
法
相
況
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
意
義
を
考
え
る
と
、
注
目
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
国
際
河
川
法
に
お
い
て
は
、
あ
る
沿
岸
田
は
他
の
沿
岸
国
に
対
し
て
重
大
な
損
害
を
も
た
ら
す
よ
う
な
利
用

を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
を
負
う
と
い
え
る
。

隣
接
性
に
基
礎
を
も
っ
相
隣
関
係
の
原
則
が
認
め
ら
れ
、

の
い
う
よ
う
に
、
国
際
河
川
に
お
け
る
地
理
的
な

そ
こ
に
伝
統
的
な
国
家
主
権
論
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
か
く

カ
ン

(P
宅

-oaロ仲)

て
、
ァ
レ
チ
ャ
ガ
(
円
同
・
骨
〉
広
島
品
目
)
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
相
隣
関
係
の
原
則
は
国
家
の
領
域
主
権
の
聞
に
相
互
尊
重

(
B
E
g
-

H
2官
三
)
の
義
務
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
他
国
の
水
利
用
の
権
利
(
利
益
)

に
重
大
な
損
害

(
E
Z
S
E
E
-
-ロ
百
円
可
)

フ
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説

を
惹
き
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
国
際
義
務
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
問
。

白

衡
平
利
用
の
原
則
|
|
行
為
の
非
合
理
性
l
l
i

論

と
こ
ろ
で
制
限
主
権
論
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
損
害
が
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止

さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、

ニ
ュ

l
サ
ン
ス
の
不
法
行
為
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
重
大
な
損
害
を
も
た
ら
す
行

為
は
社
会
的
に
非
合
理
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
要
件
は
国
際
河
川
法
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
。
す
で
に
み

た
国
際
裁
判
の
実
践
を
み
て
も
こ
の
点
に
つ
い
て
の
取
扱
い
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
ト
レ
イ
ル
熔
鉱
所
事
件
の
判
決
で
は
、

熔
鉱
所
の
惹
起
し
た
損
害
の
重
大
性
(
田
市

H
F
0
5
8
5
2
5
R巾
)

合
理
性
に
つ
い
て
は
殆
ど
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
(
も
と
よ
り
、

に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
た
が
、

そ
れ
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
側
の
行
為
の
非

一ュ

l
サ
ン
ス
の
法
理
の
類
推
適
用
は
認
め
ら
れ
た
。
)

ラ
ヌ
湖
事
件
に

お
い
て
も
、

ス
ペ
イ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
の
転
流
計
画
が
重
大
な
損
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
に
つ
い
て
主
張
し
な
か
っ
た
の
で
、
判
決
は
こ
の

点
に
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
れ
ま
で
の
学
説
と
国
際
団
体
の
採
択
し
た
関
連
諸
規
則
を
手
掛
か
り
と
し
て
、

国
際
河
川
の
妨

害
行
為
の
非
合
理
性
と
い
っ
た
点
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
す
る
従
来
の
学
説
の
多
く
は
、
重
大
な
損
害
を
惹
起
し
た
国
家
の
行
為
は
、
そ
れ
自
体
、

も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
重
大
な
利
益
侵
害
の
行
為
は
、
特
定
の
河
川
流
域
に
お
け
る
具
体
的
な
社
会
的
諸
要
因
に
て
ら
し
て
合
理
性
を

つ
ね
に
国
家
責
任
を
発
生
す
る

欠
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

ア
ン
ド
ラ
シ
ィ

(
H
〉
ロ
仏

E
曲
目
可
)
に
よ
れ
ば
、
国
際
河
川
法
の
基

と
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

礎
を
成
す
相
隣
関
係
に
お
い
て
は
、
隣
国
が
当
然
に
被
害
を
う
け
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
不
便
・
不
利
益
の
程
度
を
越
え
な
い
よ
う
な
水

利
用
は
、
受
忍
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
合
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ユ

l
ト
ン
(
〉
・
開
-
C芹
O
ロ
)
は
、
他
の
沿
岸
国
の
蒙
る
損
害

は
そ
の
損
害
を
惹
起
す
る
国
家
の
利
益
と
衡
量
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
損
害
の
重
大
性
は
つ
ね
に
(
加
害
)
行
為
の
有
益
性

と
対
比
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
水
利
用
の
合
法
性
は
あ
く
ま
で
損
害
と
利
益
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
決
定
さ

北法31(2・244)644
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れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
み
問
。
た
と
え
重
大
な
損
害
を
発
生
さ
せ
る
水
利
用
の
行
為
も
、

に
よ
っ
て
は
、
合
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
行
為
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
の
性
質
(
有

益
性
)

か
か
る
立
場
は
、

一
九
六
一
年
の
国
際
法
学
会
で
採
択
さ
れ
た
国
際
河
川
の
水
利
用
に
関
す
る
決
議
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
水
利
用
を
め
ぐ
る
紛
争
は
各
国
の
水
利
用
の
「
必
要
性
お
よ
び
そ
の
他
の
(
当
該
地
域
に
)
固
有
の
状
況
を
考
慮
し
つ
つ
、

(zc-qv)
に
基
づ
い
て
」
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
(
第
三
条
)
。
こ
れ
は
、
重
大
な
損
害
の
発
生
を
も
た
ら
す
沿
岸
国
の

権
利
行
使
の
合
法
性
(
非
合
理
性
)

は
特
定
の
河
川
流
域
の
諸
事
情
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
見
方
を
示
す
点
で
重
要
な
意
義
を
も
っ
と
い

え
よ
う
。
実
際
、

こ
の
決
議
は
ア
ン
ド
ラ
シ
ィ
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。

(2・完〕

(
d
b
B
B担問刊田町片山
2Mへ
)
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
各
ケ

l
ス
の
状
況
に
左
右
さ
れ
、

あ
ら
ゆ
る
関
連
要
因
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
う
る
」
と
。
同
様
の
見
解
は
、

か
っ
そ
の
ケ
l
ス
の

「
何
が
『
重
大
な
損
害
』

一
九
六
六
年
に
こ
の
問
題
を
検
討
し
た

(
F
S百
三
芯
ロ
曲
目
戸
問
看
〉
∞
m
o
n山
田
片
山

O
ロ)

国
際
法
協
会

に
全
面
的
に
引
き
継
が
れ
た
。
そ
こ
で
採
択
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則

国際法における権利濫用の成立態様

に
よ
れ
ば
、
各
沿
岸
国
は
そ
の
領
域
内
に
あ
る
国
際
河
川
の
有
益
な
利
用
に
つ
い
て
「
合
理
的
か
つ
衡
平
な
配
分
」

zcFEr-刊
任
問
岡
町
)
を
享
受
す
る
「
権
利
」
を
有
す
る
と
し
(
第
四
条
)
、
そ
の
配
分
は
特
定
の
ケ
l
ス
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
要
因
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
(
第
五
条
一
項
)
。
そ
う
し
た
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
河
川
流
域
の
地
形
、
水
質
と

(
見
出
目
。
ロ
同
ぴ
日
刊
胆
ロ
仏

そ
の
分
布
状
態
、
当
該
流
域
の
気
候
、
過
去
に
お
け
る
水
利
用
の
程
度
と
そ
の
経
済
的
・
社
会
的
必
要
性
、

そ
の
必
要
を
満
た
す
た
め
に

利
用
し
う
る
代
替
的
な
手
段
に
お
け
る
比
較
費
用

(
8
5官同開
PH刊
円
。
伊
丹
凹
)
、

他
の
資
源
の
利
用
可
能
性
、

水
資
源
の
不
要
な
消
耗
の
回

避
、
水
利
用
に
お
い
て
競
合
す
る
他
国
に
対
し
て
与
え
う
る
補
償
の
実
行
可
能
性
、
そ
し
て
「
沿
岸
国
の
必
要
性
が
他
の
沿
岸
国
に
重
大

で
あ
る
(
第
五
条
二
項
)
。

な
損
害
を
惹
起
す
る
こ
と
な
し
に
満
た
さ
れ
る
程
度
」
、

こ
の
よ
う
に
国
際
河
川
の
水
利
用
に
伴
う
重
大
な
損
害
の
発
生
左
い
う
事
実
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も
国
家
の
国
際
責
任
の
発
生

衡

平
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説

を
も
た
ら
す
決
定
的
な
要
因
で
あ
る
と
は
い
え
な
司
。
国
際
法
協
会
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

水
利
用
を
行
な
う
沿
岸
国
の
権
利
行
使
の
合

法
性
(
非
合
理
性
)

論

は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
特
定
の
事
態
に
関
連
す
る
多
様
な
要
因
の
比
較
衡
量
(
毛
色
mrEm)

さ
れ
る
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
結
果
と
し
て
判
断

(
第
四
条
コ
メ
ン
ト
例
)
0

そ
の
意
味
で
、
各
河
川
沿
岸
国
は
特
定
の
河
川
流
域
に
お
け
る
「
衡
平
な

水
利
用
」
(
当
該
事
件
の
衡
平
な
諸
事
情
)

が
、
い
わ
ゆ
る
「
衡
平
利
用
の
原
則
」
(
丹
r巾
E
R包巾
L
E
C
E
r
F
E
F
-
-
N
2
5
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
両
立
し
え
な
い
よ
う
な
行
為
を
さ
し
控
え
る
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、

こ
の
原
則
が
直
接
か
つ
具
体
的
に
適
用
さ
れ
た
国
際
裁
判
の
判
決
は
、
皆
無
に
近
い
状
態
で
あ
る
。
が
、
繰
り
返
し
述
べ

る
よ
う
に
、
衡
平
利
用
の
原
則
に
よ
っ
て
河
川
沿
岸
国
の
行
為
の
合
法
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
な
お
可
能
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
こ
の
点
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

一
九
六
九
年
)

ガ
ン
ジ
ス
河
を
め
ぐ
る
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
の
紛
争
(
一
九
五
一
年
ー

に
衡
平
利
用
の
原
則
の
適
用
を
試
み
た
キ
ュ
ル
ツ
(
出
・
戸
開
巴
N
)

の
先
例
研
究
で
あ
る
。
本
件
は
、
イ
ン
ド
が
自
国
と

東
パ
キ
ス
タ
ン
を
貫
流
す
る
ガ
ン
ジ
ス
河
を
そ
の
上
流
に
お
い
て
堰
止
め
る
計
画
を
公
表
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
事
態
は
そ
の
計
岡

の
実
施
結
果
に
関
す
る
事
前
の
専
門
家
委
員
会
の
設
立
・
関
連
デ
ー
タ
の
提
出
を
め
ぐ
っ
て
紛
糾
し
た
が
、
イ
ン
ド
に
よ
る
計
画
の
実
施

が
バ
キ
ス
タ
ン
の
利
益
を
位
質
問
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
一
つ
の
争
点
と
な
っ
た
。
パ
キ
ス
タ
ン
は
、
自
国
の
重
大
な
利
益
を
侵
害

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
い
か
な
る
水
利
用
の
計
画
も
事
前
に
関
係
国
に
よ
っ
て
協
議
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
い
は
o

他
方
、
イ
ン

ド
に
よ
れ
ば
、

の
計
画
を
一
方
的
に
阻
止
す
る
よ
う

は
そ
の
歴
史
的
な
権
利
に
基
づ
い
て
イ
ン
ド

な
優
先
的
な
利
益
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
さ
札
問
。
本
件
は
国
際
裁
判
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
未
解
決
の
ま
ま
と
さ
れ
た
が
、
キ

両
当
事
国
は
「
ガ
ン
ジ
ス
河
の
有
益
な
利
用
に
つ
い
て
合
理
的
か
つ
衡
平
な
配
分
を
享
受
す
る
権
利
を
も
っ
」
と
さ

パ
キ
ス
タ
ン

(
下
流
国
)

(
上
流
国
)

ユ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
、

れ
、
本
件
の
関
係
事
情
と
し
て
考
慮
す
べ
き
六
つ
の
基
本
的
な
要
悶
(
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
第
五
条
二
項
)

イ
ン
ド
の
計
画

に
照
ら
し
て
、

行
為
の
違
法
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
キ
ュ
ル
ツ
は
、
も
し
イ
ン
ド
が
そ
の
計
画
を
実
施
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
次
の
理
由

こ
れ

北法31(2・246)646



で
パ
キ
ス
タ
ン
の
合
理
的
か
つ
衡
平
な
配
分
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
「
一
般
に
承
認
さ
れ
た
国
際
法
の
規
則
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
」
と
論
じ
問
。
す
な
わ
ち
、
付
、
イ
ン
ド
の
計
画
は
パ
キ
ス
タ
ン
の
過
去
お
よ
び
現
在
の
水
利
用
を
相
当
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
こ

瓜

r
o、
イ
ン
ド
が
そ
の
計
画
に
よ
っ
て
ガ
ン
ジ
ス
河
流
域
全
体
の
水
量
の
三
分
の
一
な
い
し
半
分
を
専
有
使
用
す
る
こ
と
は
、
(
パ
キ
ス

タ
ン
の
全
住
民
が
そ
の
河
川
に
依
存
し
て
い
る
事
実
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
)
パ
キ
ス
タ
ン
の
社
会
的
・
経
済
的
な
必
要
性
と
両
立
し
な
い

こ
一
守
白
、
イ
ン
ド
の
計
画
は
そ
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
カ
ル
カ
ッ
タ
港
の
沈
泥
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
最
善
の
方
法
で
は
な
く
、
パ
キ

ス
タ
ン
に
何
ら
の
損
害
も
与
え
な
い
よ
う
な
よ
り
優
れ
た
か
っ
安
価
な
代
替
計
画
が
実
行
可
能
で
あ
る
こ
(
旬
、
で
あ
る
。
か
く
て
、
本
件

で
は
衡
平
利
用
の
原
則
が
適
用
さ
れ
う
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
み
た
の
は
そ
の
適
用
可
能
事
例
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
が
、
衡
平
利
用
原
則

が
実
際
の
紛
争
解
決
の
た
め
に
も
依
拠
し
う
る
法
原
則
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
の
原
則
の
基
本
観
念
は

(2・完〉

特
定
の
相
隣
(
河
川
)
地
域
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
各
河
川
沿
岸
国
の
利
益
の
最
大
化
と
有
害
効
果
の
極
小
化
を
同
時
に
確
保
す
る
こ
と

に
ふ
初
。
従
っ
て
、
そ
う
し
た
特
定
の
事
実
状
態
の
確
定
に
あ
る
程
度
の
困
難
が
伴
う
こ
と
は
避
け
が
に
円
。
が
、
基
本
的
に
は
、
衡
平

利
用
の
原
則
に
よ
り
、
国
際
河
川
の
有
害
な
水
利
用
は
禁
止
さ
れ
る
も
の
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

国際法における権利濫用の成立態様

制

国
家
責
任
論
と
の
関
連

と
こ
ろ
で
伝
統
的
な
国
家
責
任
の
規
則
に
よ
れ
ば

い
ず
れ
の
国
家
も
他
国
の
権
利
を
侵
害
す
る
形
で
、
そ
の
領
域
を
使
用
し
た
り
、

(
国
家
の
「
領
域
管
理
の
責
任
」
)

0

領
域
国
が
負
う
と
さ
れ
る
こ
の
国
際

ま
た
は
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
と
さ
れ
て
い
る

義
務
の
内
容
は
、
相
手
国
の
侵
害
法
益
が
国
際
法
の
権
利
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
特
に
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か

(
新
た
に
法
的
な
保
護
を
必
要
と
す
る
利
益
で
あ
る
故
に
)

不
明
確
で
あ
る
と
き
に
は
、
領
域
国
の

し
、
相
手
国
の
侵
害
法
益
の
性
質
が

負
う
間
際
義
務
の
内
容
も
ま
た
限
定
的
な
も
の
と
な
る
。
す
で
に
み
た
衡
平
利
用
の
原
則
に
よ
っ
て
国
際
河
川
の
沿
岸
国
の
負
う
重
大
損

か
か
る
限
定
さ
れ
た
国
際
義
務
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
特
定
の
河
川
に
お
け
る
重

害
の
避
止
義
務
は

北法31(2・247)647



説

大
な
損
害
の
発
生
と
い
う
事
実
は
、

そ
の
こ
と
自
体
で
は
必
ず
し
も
他
の
沿
岸
国
に
対
す
る
権
利
侵
害
を
構
成
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

レ
ス
タ

l
(〉
・
司
・
円
四
回
広
同
)

の
い
う
よ
う
に
、

国
際
河
川
法
の
基
礎
を
成
す
相
隣
関
係
の
原
則
に
は
、

論

「
具
体
的
な
事
態
に
お
い
て
そ
の
相
隣
関
係
か
ら
導
か
れ
る
権
利
義
務
」
の
内
容
を
定
め
る
特
定
の
法
規

い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(田宮

n-PErm)
が
欠
け
て

国
際
責
任
に
関
す
る
そ
の
よ
う
な
見
方
は
、
若
干
ふ
れ
た
よ
う
に
、
国
際
河
川
の
水
汚
染
に
関
す
る
へ
ル
シ
ン
キ
規
則
に
お
い
て
も
認

め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
各
河
川
沿
岸
国
は
国
際
河
川
に
重
大
な
損
害
を
も
た
ら
す
よ
う
な
汚
染
行
為
(
河
川
の
有

害
利
用
の
一
つ
)
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
河
川
流
域
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
る
「
衡
平
な
利
用
」
と
両
立
し
な
い
汚
染

(第一

O
条
)
。
こ
の
場
合
の
防
止
義
務
違
反
は
国
際
不
法
行
為
を
構
成
す
る

行
為
は
法
的
に
禁
止
さ
れ
る
と
す
る

(
第
一
一
条
一
項
)
の

水
汚
染
の
被
害
国
は
重
大
な
損
害
を
蒙
っ
た
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
汚
染
の
結
果
が
河
川
の
「
衡
平
な
利
用
」

に
反
す
る
こ
と
を
も
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第
一

O
条
つ
メ
ン
ト
)
と
す
る
。
か
く
て
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
に
よ
れ
ば
、
重
大
な

汚
染
を
も
た
ら
す
水
利
用
の
行
為
が
た
だ
ち
に
違
法
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
特
定
の
河
川
流
域
に
お
け
る
地
域
的
な

そ
こ
に
国
際
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
あ
る
が
、
国
際
法
協
会
は
、

一
般
利
益
(
衡
平
事
情
)
が
確
定
さ
れ
る
場
合
、

現
行
の
慣
習
国
際
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
河
川
流
域
に
画
一
的
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
環
境
損
害
の
一
般
的
な
防
止
(
禁
止
)
基
準
を
有
し
て

い
札
叩
o

し
た
が
っ
て
、
国
際
河
川
の
利
用
に
伴
っ
て
生
ず
る
領
域
外
的
な
汚
染
の
効
果
は
、
特
定
の
条
約
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い
限

り
、
直
接
に
は
相
手
国
の
権
利
侵
害
を
構
成
す
る
も
の
で
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

の
間
隙
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

一ュ

l
サ
ン
ス
の
国
内
法
理
の
類
推
適
用
は
こ

ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
は
そ
う
し
た
場
合
で
も
、

国
際
河
川
の
有
害
行
為
の
「
非
合

理
性
」
が
国
家
の
国
際
責
任
を
認
め
る
う
え
で
重
要
な
要
件
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
繰
り
返
し
述
べ
た
。

ド
ノレ

(
の
-
E
R
H丘
巾
)

を
惹
起
す
る
汚
染
行
為
が
汚
染
国
に
帰
属
す
る
も
の

に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
重
大
な
損
害
(
直
接
的
な
実
害
)
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で
あ
る
と
き
に
は

(
国
家
責
任
の
帰
属
性
)
、

で
あ
る
と
い
う
追
加
的
な
認
定
が
な
さ

れ
る
限
り
、

そ
の
国
家
に
よ
る
水
利
用
の
行
為
が

国
家
の
国
際
責
任
が
発
生
す
る
と
さ
れ
る
。
(
も
っ
と
も
、
彼
は
直
接
に
「
権
利
濫
用
」
の
成
立
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
が
、

「
非
合
理
」

そ
の
基
本
的
な
見
方
は
利
益
の
比
較
衡
量
に
基
づ
く
権
利
濫
用
の
成
立
を
説
く
見
方
に
等
し
い
。
)

う
な
見
解
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
名
島
助
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
相
互
依
存
的
な
利
用
の
事
実
に
内
在
す
る
全
沿
河
国
共
通
の
法
益
と
、

沿
河
国
の
利
益
の
比
較
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
り
(
権
利
濫
用
を
)
認
定
し
て
よ
い
」
と
さ
れ
、
国
際
河
川
の
水
利
用
に
つ
い
て
「
法

わ
が
国
で
は
名
島
助
教
授
が
こ
の
よ各

益
比
較
に
よ
る
過
度
な
権
利
行
使
の
認
定
の
如
き
は
、
権
利
濫
用
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
解
す
べ
き
充
分
な
余
地
が
現
行
国
際
法
上
に
存
す

訴
に
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、

国
境
を
越
え
て
隣
国
領
域
に
損
害
を
も
た
ら
す
(
不
法
)
行
為
は
、
地
域
的
な
限
定
性
は
あ
っ
て
も
、
特
定
の

(2・完〕

河
川
流
域
と
い
う
(
地
域
)
社
会
の
一
般
利
益
に
よ
っ
て
制
約
・
規
律
さ
れ
う
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
常
設
国
際
司
法
裁
判
所

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
際
河
川
は
「
す
べ
て
の
沿
岸
国
の
利
益
の
共
同
(
白

g
g自
己

3
3唱
え
古
5
8
2
)
と
い
う
観
念
」
に
支
え
ら
れ

て
、
そ
こ
に
「
共
通
の
法
的
権
利
の
基
礎
」
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
疑
い
な
い
(
一
九
二
九
年
・
オ

l
デ
ル
河
国
際
委
員
会
事
{
伊
。

国際法における権利濫用の成立態様

こ
れ
ま
で
の
国
際
裁
判
の
判
例
は
衡
平
利
用
原
則
の
内
容
、

と
り
わ
け
各
河
川
流
域
の
関
係
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き

も
と
よ
り
、

そ
う
し
た
比
較
衡
量
の
要
因
が
紛
争
解
決
の
た
め
の
一

般
的
な
基
準
と
し
て
定
着
す
る
方
向
に
む
か
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
(
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
)
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
国
際
河
川
の
水
利
用
に
よ
る
不
法
行
為
の
概
念
は
、
利
益
の
比
較
衡
量
に
基
づ
く
権
利
濫
用
概
念
を
潜
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
第

に
客
観
的
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
国
連
の
国
際
法
委
員
会
の
基
本
姿
勢

諸
要
因
を
積
極
的
に
提
示
し
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
が
、
少
な
く
と
も
現
在
、

北法31(2・249)649

国
際
法
委
員
会
は
一
九
七
六
年
以
降
、

「
国
際
水
路
の
航
行
以

を
想
起
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

外
の
利
用
に
関
す
る
法
」

(
吾
何
戸
担
当
。
ご
『
巾

Z
S
-
Z
Z
F何回同
-OE--C朋押印。同
H
E巾
自
主
。

E
-
d〈
S
2
8日
話
回
)
に
つ
い
て
実
質
的
な



説論

則
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
各
委
員
の
あ
い
だ
に
若
干
の
表
現
の
相
違
が
み
ら
れ
た
が
、

お
そ
ら
く
、
各
河
川
沿
岸
国
の
具
体
的
な
利
益
は

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
異
論
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

北法31(2・250)650

法
典
化
作
業
を
進
め
て
い
る
が
、

そ
の
討
議
の
過
程
に
お
い
て
、
国
際
河
川
の
各
沿
岸
国
は
他
の
沿
岸
国
に
対
し
て
重
大
な
損
害
を
与
え

る
よ
う
な
利
用
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
を
負
う
と
い
う
点
で
大
方
の
意
見
の
一
致
が
み
ら
れ
た
。
た
し
か
に
こ
の
一
般
原

衡
平
か
つ
合
理
的
に
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

は
、
国
際
法
委
員
会
が
特
定
の
河
川
流
域
の
地
理
的
・
社
会
的
な
多
様
性
を
認
め
つ
つ
、

(
肝
)

が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
と
い
え
よ
う
。

そ
う
し
た
一
般
原
則
を
定
式
化
し
て
い
く
用
意

一ュ

l
サ
ン
ス
の
国
内
法
理
に
相
応
す
る
権
利
濫
用
禁
止
の
法
理

で
は
、
本
来
、
社
会
生
活
の
変
化
に
対
応
し
て
出
現
す
る
経
済
的
・
社
会
的
利
益
を
|
|
既
存
の
権
利
行
使
(
利
益
の
実
現
)

を
制
限
し

つ
つ
|
|
法
的
に
保
護
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、

こ
れ
は
国
際
河
川
の
水
利
用
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
す
で
に
考

察
し
た
点
か
ら
明
ら
か
の
よ
う
に
、
産
業
経
済
の
発
展
に
伴
う
相
互
依
存
関
係
の
緊
密
化
に
対
応
し
て
、
各
河
川
沿
岸
国
の
主
権
行
使
も

権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
に
よ
っ
て
次
第
に
制
限
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

1

)

こ
の
分
野
に
お
け
る
主
た
る
文
献
・
資
料
に
つ
い
て
は
、
州
、
F
-
N
h
-
n
・
5
戸
i
H
H

・
M
M
R
H
N
(
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D
2
5
0
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〉
¥
E
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〉
ロ
ロ
O
阿
国
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)
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N
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印

参

照
。
わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
分
野
の
業
績
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
主
な
も
の
と
し
て
は
、
月
川
倉
夫
「
国
際
河
川
の
水
利
用
を
め
ぐ
る
問
題
|
|
転
流
を

中
心
と
し
て

l
I
1」
(
『
変
動
期
の
国
際
法
』
問
畑
茂
二
郎
先
生
還
暦
記
念
)
一

O
一一一

l
一
一
一
一
四
頁
、
月
川
倉
夫
「
国
際
河
川
流
域
の
汚
染
防
止
」
(
国
際

法
外
交
雑
誌
第
七
七
巻
第
六
号
)
四
二
|
八

O
頁
が
あ
る
。

〈

2
〉
本
稿
に
い
う
「
国
際
河
川
」
と
は
、
二
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
治
岸
国
を
貫
流
す
る
河
川
(
連
続
河
川
)
あ
る
い
は
国
境
に
接
す
る
か
ま
た
は
国
境
を

構
成
す
る
河
川
(
国
境
河
川
)
を
意
味
し
、
そ
の
水
の
利
用
と
は
利
用
可
能
な
水
量
を
減
少
さ
せ
た
り
、
水
質
を
変
化
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
月
川
倉

夫
、
前
掲
論
文
(
『
変
動
期
の
国
際
法
』
所
収
)
一

O
四
|
一

O
五
頁
参
照
。
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田
中
和
夫
「
英
米
法
に
お
け
る
ユ
ュ

l
サ
ン
ス
」
(
法
律
時
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第
三
六

O
号
・
昭
和
三
五
年
)
二
八
|
二
九
頁
。
谷
口
知
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「
英
米
法
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お
け
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権
利

濫
用
」
(
比
較
法
研
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第
三
号
・
昭
和
二
六
年
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一
二
頁
。
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前
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、
二
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前
掲
論
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一
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一
般
に
被
告
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行
為
の
「
非
合
理
性
」
に
つ
い
て
は
次
の
諸
点
が
問

題
と
さ
れ
る
。
被
告
の
行
為
の
有
用
性
、
原
告
の
受
け
た
損
害
の
性
質
と
程
度
、
損
害
発
生
を
防
止
す
る
可
能
性
の
有
無
、
被
告
の
動
機
、
原
告
の
態
度
。
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二
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利
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衝
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で
あ
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と
し
、
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裁
判
所
は
両
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の
均
衡
を
保
た
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る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
当
該
事
件
の
諸
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
被
告
の
行
為
が
行
き
過
ぎ
だ

と
判
断
し
た
場
合
が
、
す
な
わ
ち
被
告
の
行
為
が
不
当
(
非
合
理
)
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あ
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と
さ
れ
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
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平
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近
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岡
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お
、
国
際
法
学
会
が
一
九
六
一
年
に
採
択
し
た
決
議
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
慎
重
な
表
現
を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
決
議
に
よ
れ
ば
、
諸
国
は

相
隣
関
係
の
基
本
原
則
に
よ
っ
て
、
他
国
に
「
違
法
な
損
害
」
(
官
b
Y
E
n
o
-
-
z
n
x
o
)
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
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・
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ン
ド
ル
も
、
国
家
は
国
際
慣
習
法
上
、
他
国
領
域
の
環
境
に
損
害
を
与
え
て
は
な
ら
な

い
一
般
的
な
義
務
を
負
っ
て
レ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
環
境
損
害
」
の
概
念
は
岱
お
H
5
0
同
開
三
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
は
ケ

i
ス
に
よ
っ
て
多
様
で

あ
り
う
る
と
い
う
。
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品
∞
-
S
S
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H
-
-
u
・
H
∞
叶
・

(印〉
L

『
苫
同
町
、
苫
白
色
S
S
N
h
sミ

b
h
句
色
町
民
ミ
札
口
詰
河
内
町
巴
ミ
・
]
5
8
・
七
・
品
市
出
品

(
口
此
)
旬
、
・
・
匂
品
∞
∞

(臼
)

L

ミ
・
な
お
国
際
法
協
会
は
一
九
五
六
年
の
決
議
に
お
い
て
も
、
各
沿
岸
国
は
河
川
の
特
定
の
利
用
に
よ
っ
て
他
国
に
与
え
る
損
害
と
自
国
の
利
益
を
比

絞
衡
宣
す
る
に
際
し
て
、
と
く
に
次
の
五
つ
の
要
因
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
刷
、
河
川
の
合
理
的
な
利
用
に
つ
い
て
各
沿
岸
国
が
も

っ
桜
利
、

ω、
各
沿
岸
悶
が
当
該
河
川
の
水
資
源
に
依
存
す
る
程
度
、
川
w、
各
沿
岸
国
お
よ
び
そ
の
河
川
流
域
全
体
に
帰
属
す
る
社
会
的
・
経
済
的
な
比

絞
利
益
、
刷
、
関
係
国
間
の
既
存
の
条
約
、
料
、
あ
る
国
家
に
よ
る
水
資
源
に
対
す
る
既
存
の
専
有
的
使
用
o
H
h
-
h
-
河
ミ
ミ
デ
包
匂
-
M
M
・

M-
も
っ

と
も
そ
の
一
九
五
八
年
の
決
議
で
は
、
何
が
合
理
的
か
つ
衡
平
な
配
分
か
は
特
定
ケ

l
ス
の
あ
ら
ゆ
る
関
連
諸
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
問
題
で
あ
る

と
の
み
笠
舌
一
一
同
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
N
h
-
b
-
河
町
宮
、
H
・
5
日
∞
よ
y
H
V
内
・
リ
パ
ー
は
そ
の
点
に
(
一
九
五
六
年
の
決
議
に
比
し
て
)
内
容
上
の
後
退
が
あ

る
と
み
る
。
一
『
-
E
2
U
2
1
・
b
L
専
門
h
F
匂
・
日
可
申
(
ロ
ロ
丹
市
戸
叶
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(
臼
〉
開
・
]
・
宮
内
凶
ロ
ロ
2
・
。
、
・
2
F
-
H
M
・
ω
ω
印
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
見
方
に
反
論
が
な
い
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
プ
レ
ヒ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
ト
レ
イ
ル

熔
鉱
所
事
件
及
び
ラ
ヌ
湖
事
件
の
両
判
決
は
、
凶
家
が
他
国
に
対
し
て
重
大
な
損
害
を
惹
起
す
る
と
き
に
は
、
つ
ね
に
国
家
責
任
が
発
生
す
る
こ
と
を
認
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な
い
限
り
て
イ
ン
ド
の
計
画
行
為
が
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
第
四
条
(
各
河
川
沿
岸
国
は
そ
の
領
域
内
で
合
理
的
か
つ
衡
平
な
配
分
を
そ
の
水
利
用
に
つ
い

て
享
受
す
る
権
利
を
も
っ
)
に
違
反
す
る
と
い
う
間
三
日
間

p
n
-
0
2広
巾
ロ

g
が
認
め
ら
れ
う
る
と
さ
れ
る
。
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シ
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第
五
条
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E
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C
m
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cヶ国
mHロ
ω
g
g
の
要
因
が
考
慮
さ
れ
た
。

(
出
)
な
お
、
本
件
は
、
ガ

γ
ジ
ス
河
の
合
理
的
な
水
配
分
を
定
め
る
一
九
七
七
年
一
一
月
五
日
発
効
の
パ

γ
グ
ラ
デ
ッ
シ
ユ
(
旧
東
パ
キ
ス
タ

γ
)
H
イ
ン

ド
の
ガ
ン
ジ
ス
河
条
約
(
の
g
m
g
君
主
O
B
吋
お
呉
可
)
に
よ
っ
て
一
応
解
決
さ
れ
た
(
第
一
条
|
第
三
条
〉
。
条
約
の
有
効
期
間
は
五
年
で
あ
り
、
当
事

者
間
の
定
期
的
再
検
討
に
よ
る
更
新
が
可
能
と
さ
れ
る
(
第
一
五
条
〉
。
切
田
口
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邑
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E
E
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〉
明
日
命
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S
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-
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1
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月
川
倉
夫
、
前
掲
論
文
、
一
一
一
一
四
頁
。
な
お
、

か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
し
ば
し
ば
コ
モ
ン
・
ロ

l
の

J
m
g
c口
同
宮
市
自
由
ロ
ョ

m
gロ
仏
向
丘
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
円
。
ロ
件
。
H
E白
}
白
口
同

-
3
2

0h
任
命
凹
g
z
w田
口
}
巳

B
u
B
E
E
-
v
F
F
2
0円
R
E
q
m
M
m
一

8
5宮
司
田
神
宮
m
m凶ロ
m
w
-
3
2
0同
長
巾

nDBHMOCロ
m
n
z
-
g∞
と
よ
ば
れ
る
。
〉

-
H
W
-
C
2
o
p

h
R
V
E
ロ
O
R
印
印
(
同
日
。
。
町
民
遺
伝

Q
H
吋、
ANE-
ト・

H申吋
ω)・℃
-
s
u
o
-
同
日
正

-0・
h程
、
ミ
ロ
o
g
H
0・
MMHYAH印
.
品
∞
・
印

H.
印
ω・

(
白
山
)
リ
パ

l
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
衡
平
利
用
原
則
は
す
べ
て
の
河
川
紛
争
に
画
一
的
に
適
用
可
能
な

B
2
y
m
H
M
r巳
同

D
H
B
E
-
s
で
は
あ
り
え
な
い
。
た

と
え
ば
、
国
際
河
川
を
め
ぐ
る
紛
争
で
あ
っ
て
も
、
中
東
諸
国
に
お
け
る
溶
液
に
関
す
る
紛
争
、
カ
ナ
ダ
・
ア
メ
リ
カ
の
水
力
発
電
を
め
ぐ
る
紛
争
お
よ

び
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
諸
国
に
お
け
る
木
材
の
浮
動
に
よ
る
紛
争
を
画
一
的
な
方
式
で
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。

H
F
J
-
u
m
w
p
q
w
江
戸
-

H》-AHN-
国
際
河
川
の
水
利
用
に
お
け
る
各
沿
岸
国
の
平
等
な
権
利

(
2
5】
同
仲
間
宮
)
は
必
ず
し
も
水
資
源
の
平
等
な
配
分

(
2
5
]
E
4
2
5ロ
)
を
意
味
し

な
い
か
ら
で
あ
る
o
N
h
-
h・
河
町
、
ミ
ア
巴
∞
少
閑
Y
A∞叶
U
同
-
F名古
OHM-hy
門
戸
・
司
・
怠
一
・
デ
ィ
ッ
ク
ス
テ
イ

γ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ヘ
ル

γ
ン
キ
規
則

に
み
ら
れ
る
環
境
損
害
の
慣
習
法
基
準
が
法
典
化
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
衡
平
利
用
の
原
則
が
物
理
的
な
環
境
状
態
に
対
応
し
え
な
い
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
、
特
定
の
環
境
損
害
の
因
果
関
係
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
実
体
規
則
が
未
成
熟
な
放
に
沿
岸
国
が
国
際
裁
判
を
実
際
に
活
用
す
る
可

能
性
が
低
い
こ
と
な
ど
、
複
雑
な
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
国

-
F
-
E
n
r由同
o
u
-
-
w・
町
民
同
・
・
沼
》
・
印
口
1
2。
・
し
か
し
、
衡
平
利
用
の
原
則
は
本
来
、
各

々
の
特
定
河
川
流
域
の
諸
事
情
を
考
慮
し
う
る
柔
軟
な
内
容
を
も
っ
法
原
則
で
あ
っ
て
、
そ
の
定
式
化
が
あ
る
程
度
の
回
収
昧
性
(
柔
軟
性
)
を
伴
う
こ
と

は
不
可
避
で
あ
ろ
う
。
〉
・
何
・

C
2
0
P
宰
・
門
戸

.
5
hミ
宮
、
三
河
2
・
h
・
5
吋臼・

2
y
N坦吋
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2

。
・
民
自
己

F
伺

EKVE
口口同
OHO-
対同
y
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ム
印
・
品
∞
・
印
]
「
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門
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-u-
お
凶
(
ロ
c
g
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)
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
に
お
け
る
相
隣
関
係
の
原
則
は
、
土
地
享
有
に
対
す
る
非
合
理
か
つ
震
大

な
妨
害
の
み
を
禁
止
す
る
ユ
ュ
l
サ
ン
ス
の
法
理
に
類
似
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
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。
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。
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位
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-
Z
D
N
ω
-
S
-
ミ
lN∞
・
な
お
、
本
件
は
国
際
河
川
の
航
行
に
関
す
る
事
件
で
あ
る
が
、
リ
バ
ー
は
、
裁
判
所
が
こ
の
判
決

部
分
を
国
際
河
川
法
一
般
に
妥
当
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
判
決
が
「
正
義
の
要
請
と
効
用
の
考
慮
」
と
い
う
利
益
共
同
の
観
念
に
言
及
し
た
故
に
、
本
件

は
航
行
以
外
の
国
際
河
川
の
利
用
に
つ
い
て
も
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
み
る
。
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R
-
尋
・
町
民
同
・
・
喝

N由・

(
回
)
ハ

γ
ド
ル
は
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
の
提
示
し
た
諸
要
因
に
基
づ
く
利
益
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
、
特
定
の
水
利
用
の
違
法
性
が
認
定
さ
れ
る
場
合
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
国
際
河
川
の
水
利
用
に
伴
っ
て
生
ず
る
領
域
外
的
な
重
大
な
損
害
発
生
に
よ
る
国
家
責
任
の
基
礎
は
、
河
川
流
域
の
特
定
の
事

態
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
個
別
的
要
素
の
結
合

2

2
ロ〈
2
m
g
B
え

e
p
w
Z
E
E
L
F
i
L
E
Z可
広
g
t
r
z
o
巳
命
日
g
宮
山
口
問
問
2

8

m
-
z
a
zロ
)
に
あ
る
と
。
。
出
ωロ《出
0

・
。
、
・
円
凡
H-
匂

-
H印∞-

〈
剖

)
(
U同
・
〉
a(ur・
同
U
m
-
-
H
m
司

o
-
z
t
cロ
与
め
で
〉
r

z

r
口同
O
X
F
H
2ロ
m
E
Zロ州
L
O
h
Mロ
今
回
目

u
J
E
H
U
E
H同
町
三
巴
宮
司
¥
S
h
同
苫
之
さ
き
諸
問
、
HH
白書同

L

『苫同町、活
h
H
E
M
E
N
h
S
F
同
白
ah世
間
、
山
内
向
九
時
遣
い
官
。
巴
己
主
忠
弘
忠
喜

~
h
w
u
J
H
H
Y
H
E
-
な
お
、
国
際
河
川
の
水
利
用
に
お
け
る
損
害
発
生
の
防
止
可
能
性
の
有

無
(
過
失
の
有
無
)
が
加
害
国
の
行
為
の
非
合
理
性
を
判
断
す
る
一
つ
の
要
因
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

こ
の
点
、
ヘ
ル
シ

γ
キ
規
則
に
お
い
て
は
、
と
く
に
他
国
の

r
E
H
gロ
Z
F
を
危
く
す
る
汚
染
に
つ
い
て
は
無
過
失
責
任
主
義
が
と
ら
れ
る
が

Q
-
h
-
h
-

同
名
寄
デ

5
2・H
】

gH・
)
、
そ
れ
以
外
の
現
存
の
水
汚
染
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
過
失
の
有
無
が
そ
の
よ
う
な
非
合
理
性
判
断
の
一
つ
の
要
因
で
あ
る
と
き

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
沿
岸
闘
は
衡
平
利
用
の
原
則
に
従
っ
て
、
他
の
治
岸
国
領
域
に
重
大
な
損
害
を
も
た
ら
す
よ
う
な
(
新
た
な
形

態
の
水
汚
染
ま
た
は
〉
現
存
の
水
汚
染
の
増
加
を
防
止
す
べ
き
義
務
を
負
う
(
第
一

O
条
一
項
例
〉
が
、
同
時
に
そ
う
し
た
現
存
の
水
汚
染
の
増
加
を
軽

減
す
る
た
め
の
合
理
的
な
措
慌
を
と
る
べ
き
義
務
(
第
一

O
条
一
項

ω)
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
-
h
-
b
-
河
内
、
ミ
ア

論
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四

固
有
化
の
補
償
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量

固
有
化
さ
れ
た
外
国
人
の
財
産
に
対
し
て
補
償
を
支
払
う
こ
と
は
国
有
化
の
合
法
性
の
要
件
で
あ
る
か
ど
う
か
、
要
件
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
補
償
は
ど
の
範
囲
ま
で
で
あ
ろ
う
か
。
伝
統
的
な
国
際
法
の
規
則
に
よ
れ
ば
、
国
家
が
外
国
人
財
産
を
収
用
す
る
と
き
に
は
、

そ
の
外
国
人
に
対
し
て
「
十
分
、
実
効
的
か
つ
迅
速
な
補
償
」
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

(
い
わ
ゆ
る
補
償
三
原
則
)
。

の
場
合
、
「
十
分
な
補
償
」
と
は
収
用
時
に
お
け
る
財
産
の
市
場
価
格
に
見
合
う
補
償
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
、
個
別
的
な
行

政
収
用
の
場
合
は
別
と
し
て
、
固
有
化
の
補
償
に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
「
十
分
な
補
償
」
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
固
有
化
国
の
支
払
い
能

力
な
ど
に
見
合
っ
た
「
合
理
的
な
補
償
」
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
国
際
法
の
学
説
で
ほ
ぼ

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
固
有
化
は
国
家
の
社
会
的
・
経
済
的
な
体
制
の
変
革
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る

の
で
、
収
用
財
産
の
市
場
価
格
に
見
合
う
補
償
を
要
求
す
る
こ
と
は
固
有
化
の
実
施
そ
の
も
の
を
事
実
上
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

基
本
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
が
、
問
題
は
、
実
際
の
補
償
額
が
国
有
化
の
対
象
と
さ
れ
た
外
国
人
財
産
の
評
価
と
の
関
係
で
具
体
的

に
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
題
は
、
決
し
て
補
償
額
の
決
定
と
い
う
技
術
的
次
元
の

問
題
で
は
な
く
、
私
有
財
産
の
保
護
と
国
際
投
資
に
関
す
る
国
際
法
の
基
本
認
識
に
か
か
わ
る
主
題
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
第
二
次

大
戦
後
、
発
展
途
上
国
に
よ
る
経
済
的
独
立

(
民
族
自
決
権
)

の
一
環
と
し
て
固
有
化
の
権
利
が
承
認
さ
れ
る
過
程
で
、
伝
統
的
な
補
償

原
則
が
否
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
さ
ら
に
最
近
は
、
先
進
国
と
の
経
済
的
格
差
の
是
正
を
目
標
と
し
つ
つ
、
発
展
途
上
国
は

も
っ
ぱ
ら
そ
の
国
内
法
に
基
づ
い
て
自
由
に
補
償
額
を
決
定
し
う
る
と
い
う
見
方
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
先

進
国
(
企
業
)

の
経
済
支
配
か
ら
脱
却
し
、
自
国
領
域
内
の
資
源
、
経
済
活
動
に
関
す
る
恒
久
主
権
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
新
国
際
経
済
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秩
序
の
樹
立
の
一
環
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
、
固
有
化
の
補
償
額
の
決
定
を
め
ぐ
る
問
題
の
根
の
深
さ
が
あ
る
。
し
か
し
、
発

展
途
上
国
の
経
済
成
長
が
多
か
れ
少
な
か
れ
海
外
投
資
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
す
れ
ば
、
固
有
化
に
伴
う
何
ら
か
の
補
償
支
払
い
の

そ
の
補
償
額
の
合
理
的
な
決
定
基
準
が
必
ず
し
も
確
立
し
て
い
な
い
の
が
現

義
務
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、

そ
の
補
償
額
の
決
定
は
、
固
有
化
国
と
外
国
企
業
の
聞
に
お
け
る
利
益
の
比
較
衡
量
に

基
づ
い
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
学
説
が
少
な
く
な
い
。
現
行
国
際
法
は
こ
の
主
題
に
対
応
す
る
直
接
的
規
則
(
補
償
額

状
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
近
時
、

の
決
定
基
準
)

国
際
法
は
恋
意
的
な
補
償
額
の
決
定
を
否
認
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ

を
も
た
な
い
が
、

そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
も
、

の
よ
う
な
見
方
は
権
利
濫
用
禁
止
原
則
の
適
用
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
、

主
に
、

そ
う
し
た
最
近

の
学
説
の
動
向
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
固
有
化
の
補
償
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

(2・完〉

付
「
合
理
的
な
補
償
」
義
務
の
基
本
観
念

1
1利
益
の
比
較
衡
量
|
|

国
有
化
国
は
そ
の
経
済
状
態
に
応
じ
た
「
合
理
的
な
補
償
」
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、

そ
の
補
償
の
根
拠
は
ど
の
よ
う

国際法における権利濫用の成立態様

に
説
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
前
に
、

ま
ず
、
個
別
的
な
収
用
に
関
す
る
伝
統
的
な
補
償
原
則
(
「
十
分
な
補

償
」
義
務
)

の
理
論
的
根
拠
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
で
に
指
摘
の
と
お
り
、
固
有
化
と
い
う
新
し
い
収
用
形
態
が
出
現
す
る
以

前
に
お
い
て
は
、
外
国
人
財
産
の
収
用
は
公
益
の
た
め
に
、

か
つ
例
外
的
な
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
と
し

(
第
二
章
・
三
)
、
同
時
に
、
収

用
負
担
の
対
象
と
さ
れ
た
特
定
個
人
の
不
利
益
は
あ
ら
か
じ
め
支
払
わ
れ
る
補
償
(
そ
の
財
産
の
市
場
価
値
)

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
の
論
拠
と
し
て
は
、
私
有
財
産
権
の
侵
害
は
財
産
の
収
益
・
処
分
の
完
全
な
自
由
(
資
本
主
義
経
済
を
前

提
と
す
る
契
約
の
自
由
)

に
基
づ
く
交
換
価
値
に
対
す
る
損
害
と
し
て
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
共
の
た
め
に
特
定
個
人
の
財
産

に
偶
然
に
特
別
の
犠
牲
を
課
す
る
こ
と
は
、
被
収
用
者
を
不
平
等
か
つ
不
利
益
に
取
扱
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る

担
の
原
則
)
。
(
資
本
主
義
諸
国
は
現
在
な
お
、
こ
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
っ
て
国
有
化
さ
れ
た
財
産
の
「
十
分
な
補
償
」
を
要
求
す
る
の
で

(
平
等
負
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説

あ
る
0
)

論

か
か
る
平
等
負
担
の
原
則
は
、
国
有
化
の
補
償
義
務
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
も
当
然
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

般
論
と
し
て
は
、
横
川
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
有
化
さ
れ
た
財
産
は
直
接
に
国
家
の
管
理
下
に
お
か
れ
て
社
会
の
構
成
員
に
ま

と
こ
ろ
で
、

で
及
ば
な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
成
員
の
あ
い
だ
に
犠
牲
負
担
を
公
平
に
分
配
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
問
題
と
な
り
え
な
い
と

み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
国
際
法
が
国
家
の
社
会
構
造
の
変
革
自
体
を
目
的
と
す
る
国
有
化
の
実
施
(
た
と
え
ば
、
社
会
主
義
体
制
へ

の
転
換
)
を
認
め
る
と
す
れ
ば
内
外
人
を
間
わ
ず
個
人
の
経
済
活
動
を
最
大
限
に
保
障
す
べ
き
と
す
る
国
際
法
の
普
通
的
な
原
則
は
存
在

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
収
用
形
態
こ
そ
異
な
る
と
し
て
も
、
外
国
人
は
な
お
固
有
化
に
伴
う
財
産
損
害
の
犠
牲
と
な
り
う
る
と

い
う
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
の
外
国
人
の
犠
牲
に
お
い
て
固
有
化
国
が
利
益
を
う
け
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
国
際

ま
さ
に
問
わ
れ
る
べ
き
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
に
平
等
負
担
の
原
則
に
類
す
る

法
の
公
平
の
観
念
に
反
す
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
、

国
際
法
上
の
観
念
が
妥
当
し
な
い
と
す
べ
き
理
由
は
な
い
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
は
、
国
際
経
済
体
制
に
お
け
る
海
外
投
資
の
機
能
的
側
面
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
国
際
法
の
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ

と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
国
際
経
済
体
制
、

わ
け
で
も
そ
の
一
環
を
成
す
貿
易
・
投
資
体
制
は
、
超
越
的
な
主
権
の
存
し
な
い
社
会
に

お
け
る
経
済
活
動
を
規
制
す
る
体
制
で
あ
る
。
各
国
政
府
は
そ
の
国
内
経
済
に
お
い
て
、
経
済
効
率
・
雇
一
用
水
準
の
維
持
・
上
昇
と
経
済

的
配
分
の
適
正
化
と
い
う
目
標
の
た
め
に
独
自
の
政
策
上
の
措
置
を
と
り
う
る
。
か
か
る
分
権
的
な
意
思
決
定
の
う
え
に
成
立
す
る
国
際

貿
易
体
制
は
、
す
べ
て
の
経
済
主
体
に
同
等
の
利
益
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
現
在
、
少
な
く
と
も
先
進
国
の
あ
い
だ
で
、
そ
の
自

由
貿
易
を
前
提
と
す
る
国
際
経
済
体
制
の
維
持
に
つ
い
て
は
基
本
的
な
合
意
が
成
立
し
て
い
る
。
他
方
、
歴
史
的
な
国
際
貿
易
の
流
れ
を

み
れ
ば
、
自
由
貿
易
が
拡
大
し
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
達
し
た
過
程
で
、
先
進
諸
国
は
そ
の
発
達
し
た
園
内
産
業
を
国
際
競
争
か
ら
保

護
す
る
た
め
に
植
民
地
の
獲
得
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
第
二
次
大
戦
後
、
多
く
の
植
民
地
が
独
立
す
る
に
伴
っ
て
、
先
進
国
と
発
展
途
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上
国
の
経
済
的
な
栢
互
依
存
関
係
の
調
整
と
い
う
難
問
が
生
ず
る
に
至
っ
た
。
発
展
途
上
国
は
、

そ
の
資
源
開
発
の
技
術
・
国
内
資
本
の

蓄
積
に
お
け
る
先
進
諸
国
と
の
格
差
を
理
由
に
「
(
自
由
)
貿
易
体
制
が
も
た
ら
す
結
果
の
す
べ
て
は
容
認
し
が
た
い
」
と
主
張
す
る
の

で
b
M
。
発
展
途
上
国
に
よ
る
外
国
資
本
の
国
有
化
の
実
施
も
、
実
は
そ
う
し
た
国
際
的
な
所
得
の
公
平
な
配
分
を
要
求
す
る
も
の
で
あ

る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
な
お
、
発
展
途
上
国
が
自
由
貿
易
体
制
そ
れ
自
体
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
、
経
験
的
に
帰

結
し
う
る
事
実
と
し
て
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
実
際
、
多
く
の
発
展
途
上
国
は
、
そ
の
一
次
産
品
の
輸
出
に
よ
っ
て
、
自

国
の
経
済
開
発
に
必
要
と
す
る
資
本
財
を
輸
入
す
る
た
め
の
一
定
の
外
貨
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、

こ
う
し
た
各

(2・完〉

国
経
済
の
相
互
依
存
関
係
は
否
定
し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
同
時
に
、
自
由
貿
易
体
制
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
な
い
と
す
る
な

ら
、
一
部
の
学
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
発
展
途
上
国
に
向
け
ら
れ
た
海
外
投
資
に
何
ら
か
の
法
的
保
障
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
円
。
か
か
る
保
障
な
し
に
は
、
発
展
途
上
国
の
経
済
成
長
そ
の
も
の
に
必
要
な
海
外
資
本
の
縮
小
は
さ
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
ぷ
r

も
ち

ろ
ん
、

こ
う
し
た
保
障
と
同
様
に
、
現
在
、
発
展
途
上
国
の
「
一
次
産
品
の
価
格
の
安
定
と
収
入
の
増
大
、
途
上
国
の
工
業
製
品
の
輸
出

国際法における権利濫用の成立態様

に
対
す
る
先
進
国
市
場
の
開
放
、
工
業
技
術
の
低
コ
ス
ト
の
導
入
」
な
ど
の
要
求
も
正
当
に
認
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
の
は
事
実
で

あ
向
。
が
、
自
由
貿
易
体
制
を
基
調
と
す
る
現
行
の
国
際
経
済
体
制
を
前
提
と
す
る
場
合
、
そ
う
し
た
要
求
は
海
外
投
資
の
保
障
を
否
定

す
る
決
定
的
な
理
由
と
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
政
治
経
済
体
制
を
異
に
す
る
国
家
群
の
存
在
に
も
拘
ら
ず
、

各
国
経
済
の
相
互
依
存
関
係
と
海
外
投
資
の
保
障
の
必
要
性
は
十
分
に
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

か
か
る
基
本
認
識
か
ら
、

固
有
化
の
補
償
に
つ
い
て
も
平
等
負
担
の
原
則
に
類
す
る
国
際
法
の
観
念
が
妥
当
す
る
と
み
る
学
説
は
少
な

く
な
い
。
そ
れ
は
、
固
有
化
国
の
享
受
す
る
利
益
と
外
国
人
の
財
産
損
害
討
を
比
較
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
合
理
的
な
補
償
」
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
資
本
輸
出
国
は
自
国
民
の
在
外
資
産
の
保
障
に
利
益
を
見
出
し
、

か
つ
国
有
化

国
は
向
国
の
経
済
成
長
に
必
要
な
海
外
投
資
を
確
保
す
る
こ
と
を
達
成
で
き
る
よ
う
な
一
定
の
均
衡
点
が
存
在
す
る
と
し
、

こ
の
均
衡
を
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説

破
る
よ
う
な
恋
意
的
な
補
償
は
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

グ

ン

(
〉
・
烈
・
関
口
町
ロ
)

は
、
外
国
人
投
資
家
が
当
然
に
受
忍

論

す
べ
き
危
険
負
担
の
範
囲
を
越
え
る
よ
う
な
財
産
損
害
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
「
補
足
的
な
原
則
」
に
基
づ
く
補
償
が
外
国
人
に
与
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
か
か
る
原
則
の
一
っ
と
し
て
、
利
益
の
比
較
衡
量
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
し
た
の
が
、
チ
ェ
ン
で
あ

る
。
彼
は
、

固
有
化
を
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
収
用
に
補
償
支
払
い
の
義
務
が
存
在
す
る
と
し
、
そ
の
補
償
額
の
範
囲
は
、
収
用
国
が

外
国
人
財
産
を
犠
牲
に
取
得
し
た
自
ら
の
富
の
程
度
に
比
例
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
同
様
の
見
解
は
、
ド

l
ソ
ン
と

ウ
エ
ス
ト
ン
に
み
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
伝
統
的
な
補
償
原
則
は
も
は
や
国
際
法
の
普
遍
的
な
補
償
水
準
を
成
す
も
の
で
は
な
い
と

μ
ャ
次

の
よ
う
に
論
ず
る
。
た
と
え
従
来
の
学
説
が
固
有
化
に
つ
い
て
同
家
の
支
払
い
能
力
を
考
慮
し
た
「
部
分
的
な
補
償
」
義
務
を
肯
定
す
る

そ
れ
は
固
有
化
問
の
利
得
と
外
国
人
の
損
害
を
客
観
的
に
比
較
衡
量
し
う
る
よ
う
な
積
極
的
な
方
式
を
提
示
し
な
い

非
現
実
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
か
く
て
、
そ
の
補
償
義
務
の
内
容
は
客
観
的
な
形
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

一
方
の
当
事
者
の
便
宜
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
見
↑

も
の
で
あ
っ
て
も
、

い
ず
れ
か

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、

そ
の
後
、
「
合
理
的
な
補
償
」
の
必
要
性
を
不
当
利
得
の
観
念
で
説
明
す
る
見
解
に
全
面
的
に
引
き
継
が
れ
て

い
る
。

フ
リ
ー
ド
マ
ン
(
者

-
F
-
E
B
Sロ
)
に
よ
れ
ば
、

そ
の
補
償
額
の
決
定
は
「
現
代
の
衡
平
の
概
念
に
て
ら
し
て
」
当
事
者
間
の
利

害
に
一
定
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
こ
と
を
要
求
す
る
不
当
利
得
の
原
則
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
彼
は
こ
の
原
則
の
基
本
観
念

が
国
際
法
に
お
い
て
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
し
、
当
事
者
の
一
方
が
正
当
な
理
由
な
し
に
過
大
な
利
益
を
得
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
と
論

じ
る
。
た
だ
、
不
当
利
得
の
原
則
が
国
際
関
係
に
お
い
て
適
用
し
う
る
法
の
一
般
原
則
で
あ
る
か
ど
う
か
、

こ
の
占
山
に
つ
い
て
は
、

利
得
の
観
念
は
各
国
の
国
内
法
体
系
で
多
様
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
し
て

意
味
も
法
的
に
異
な
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ

M
r
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
の
原
則
の
基
本
観
念
は
固
有
化
の
「
合
理
的
な
補
償
」
義

務
に
有
力
な
理
論
的
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
不
当
利
得
制
度
の
存
在
理
由
は
、
「
形
式
的
・
一
般
的
に
は
正
当

「
不
当
な
理
由
」

(田

E
m
g
g田
)
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視
せ
ら
れ
る
財
産
的
価
値
の
移
動
が
実
質
的
・
相
対
的
に
正
当
視
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
、
公
平
の
理
念
に
従
っ
て
そ
の
矛
盾
を
調
整
す

る
」
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
(
傍
点
筆
者
)
。
固
有
化
の
補
償
に
つ
い
て
も
、
か
か
る
観
念
が
妥
当
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
固
有
化
の
行
為
は
公
益
原
則
(
無
差
別
原
則
)
違
反
の
場
合
を
別
と
し
て
、
そ
れ
自
体
は
一
応
の
合
法
性
を
も
つ
が
、
そ

の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
過
剰
な
利
益
に
つ
い
て
、
公
平
の
観
念
に
従
っ
た
返
還
義
務
を
課
す
こ
と
は
な
お
可
能
だ
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
の
過
剰
な
利
益
と
は
、
国
際
経
済
生
活
に
お
け
る
相
互
依
存
関
係
を
破
壊
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

h
k

、0
4ι
しこ

の
よ
う
に
、
固
有
化
の
「
合
理
的
な
補
償
」
義
務
の
理
論
的
根
拠
を
不
当
利
得
の
基
本
観
念
に
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

そ
こ
に
利
益
の
比
較
衡
量
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
表
明
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
こ
と
は
そ
う
し
た
基
本
観
念
に
基
づ
く
補

(2・完)

償
額
決
定
の
評
価
基
準
が
国
際
法
上
存
在
す
る
こ
と
を
当
然
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
補
償
額
を
決
定
す
る
た
め
の
国
際
法
の
原
則

そ
れ
自
体
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

(
基
準
)
が
成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
、

ま
ず

こ
れ
ま
で
の
先
例

国際法における権利濫用の成立態様

を
ふ
ま
え
た
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
次
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

tコ

「
合
理
的
な
補
償
」
額
の
評
価
基
準

固
有
化
の
補
償
額
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
決
定
さ
れ
て
き
た
か
、

統
一
的
基
準
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ア
メ
ラ
シ
ン
ゲ
(
わ
・
同
〉
B
2
S
E
m
Z
)

さ
れ
た
固
有
化
の
補
償
額
の
内
容
は
多
様
な
基
準
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
関
連
の
国
内
法
の
な
か
に
は
、
無
補
償
を
み
と
め
る
よ
う
な

ケ

l
ス
も
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
故
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
実
践
の
な
か
に
補
償
額
決
定
の
一
般
的
基
準
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
、
国
有
化
国
が
何
ら
か
の
補
償
の
支
払
い
に
同
意
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
(
そ
の
支
払
い
の
多

く
は
「
十
分
な
補
償
」
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
が
。
)

さ
て
、

こ
れ
ま
で
の
国
際
慣
行
は
多
岐
に
わ
た
り

に
よ
れ
ば
、
今
世
紀
に
入
っ
て
実
施

こ
の
点
は
国
有
化
国
が
そ
の
国
内
法
の
補
償
規
定
に
基
づ
い
て
、
最
終
的
に
は
関

そ
の
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説

係
国
間
の
協
定
に
よ
り
補
償
支
払
い
を
実
行
し
て
き
た
こ
と
に
照
ら
し
て
疑
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

と
し
て
も
、

そ
の
補
償
方
式
は
一
様
で
は
な
い

諸
国
は
何
ら
か
の
形
の
補
償
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
一
般
的
な
法
的
確
信
を
有
し
て
い
た
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
(
も

そ
の
過
程
で
、
外
国
企
業
の
本
国
が
「
十
分
な
補
償
」
を
求
め
る
抗
議
を
一
貫
し
て
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
関
係
国
間
で
合
意
さ
れ
た
実
際
の
補
償
額
は
、

ろ
う
が
、
補
償
協
定
に
よ
る
支
払
い
の
実
践
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
事
実
に
鑑
み
る
な
ら
、
何
ら
か
の
形
の
補
償
支
払
い
の
義
務
は
一

い
わ
ば
政
治
的
な
妥
協
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
可
能
で
あ

北法31(2・266)666

論

っ
と
も
、

般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
)

で
決
定
さ
れ
て
き
た
か
、

こ
の
よ
う
な
見
方
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
国
家
慣
行
か
ら
固
有
化
の
補
償
額
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
式

そ
れ
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

最
近
の
学
説
の
多
く
は
、

こ
う
し
た
状
況
で
あ
れ
ば
こ

そ
、
補
償
額
の
決
定
は
国
有
化
国
の
無
制
約
な
主
権
事
項
で
は
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
な
国
際
経
済
社
会
の
相
互
依
存
に
基
礎
を
お
く
客

観
的
な
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、

国
家
慣
行
か
ら
補
償
額
決
定
の
明
確
な
指
針
を
導
く
こ
と
は

困
難
で
あ
っ
て
も
、
最
近
の
実
践
と
抵
触
し
な
い
よ
う
な
形
で
最
小
限
の
法
的
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
な
い
と
さ
れ
る
。
そ

の
意
味
で
、
す
ぐ
れ
て
政
策
的
な
考
慮
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、

そ
れ
は
利
益
の
比
較
衡
量
論
に
関
連
す
る
試
み
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、

ア
メ
ラ
シ
ン
ゲ
の
立
場
が
こ
れ
で
あ
り
、

ま
た
広
瀬
教
授
の
見
解
も
こ
れ
に
類
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ア
メ
ラ
シ
ン
ゲ

は
、
資
本
輸
出
国
(
外
国
企
業
)

ひ
い
て
は
国
際
社
会
の
政
治
的
・
経
済
的
な
現
実
を
考
慮
し
て
、
利
益

の
比
較
衡
量
に
基
づ
く
補
償
原
則
を
定
式
化
す
る
こ
と
は
な
お
可
能
で
あ
る
と
す
る
(
そ
の
具
体
的
な
方
式
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
。

と
国
有
化
国
の
双
方
の
期
待
、

ま
た
広
瀬
教
授
は
、
外
国
企
業
に
特
別
の
犠
牲
を
要
求
す
る
固
有
化
に
お
い
て
も
、
当
該
企
業
の
負
担
す
べ
き
財
産
比
率
(
補
償
額
)
v1 

「
具
体
的
な
衡
平
を
秤
量
し
な
が
ら
」
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、

「
新
し
い
慣
行
を
造

か
か
る
利
益
衡
量
に
基
礎
を
お
く

出
す
る
た
め
の
理
論
的
提
案
」
が
国
際
法
学
者
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
る
。



こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
国
有
化
の
補
償
額
の
合
理
性
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
は
、

そ
の
利
益
衡
量
の
た
め

の
基
準
・
考
慮
要
因
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、

そ
れ
を
提
示
す
る
学
説
の
全
貌
を
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

」
の
点
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

ア
メ
ラ
シ
ン
ゲ
の
提
案
で
あ
る
。
彼
は
、

そ
の
補
償
額
決
定
の
一
般
的
基
準
の
う
ち
、

ま
ず
、
第

一
次
的
な
要
因
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
問
題
の
海
外
投
資
が
行
な
わ
れ
た
時
点
で
、
固
有
化
国
は
そ
の
投
資
の
受

入
れ
を
自
由
に
決
定
で
き
る
独
立
国
家
の
地
位
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
で
あ
る
と
す
る
。
固
有
化
国
が
そ
う
し
た
地
位
に
あ
っ
た
と
き
に

国
有
化
国
が

』土

こ
れ
ま
で
の
「
十
分
な
補
償
」
支
払
い
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
方
、

(
準
)
植
民
地
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
た

場
合
に
は
、
そ
の
「
十
分
な
補
償
」
は
各
ケ
1

ス
の
関
連
状
況
に
て
ら
し
て
合
理
的
な
範
囲
内
で
減
額
さ
れ
う
る
と
す
お
「
こ
の
場
合
に

関
連
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
諸
要
因
は
、

両
当
事
者
が
取
得
し
た
経
済
的
な
利
害
の
均
衡
性
と
い
う
主
た
る
要
因
と
、

こ
れ
に
加

(2・完〕

国
有
化
国
の
財
政
負
担
能
力
(
国
民
総
生
産
)
、
類
似
の
ケ
l
ス
で
固
有
化
国
民
に
支
払
い
可
能
な
補
償
の
程
度
、
補
償
支
払
い
の

迅
速
性
と
実
効
性
、
当
該
投
資
を
律
す
る
事
前
の
国
家
契
約
の
有
無
と
い
う
副
次
的
な
要
因
で
あ
る
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
今
後
、

え
て
、

国際法における権利濫用の成立態様

よ
う
な
諸
要
因
を
基
礎
に
「
合
理
的
な
補
償
」
の
支
払
い
に
関
す
る
有
益
な
法
原
則
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、

な
お
若
干

の
問
題
点
に
い
ま
少
し
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

先
の
ア
メ
ラ
シ
ン
ゲ
提
案
に
あ
る
第
一
次
的
な
要
因
は
、
伝
統
的
な
補
償
原
則
の
適
用
安
部
分
的
に
認
め
た
も
の
と
い
え
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
市
場
価
格
に
見
合
う
補
償
支
払
い
の
義
務
は
な
お
一
部
で
妥
当
す
る
「
通
常
の
規
則
」
で
あ
っ
て
、
国
有
化
国
が
海
外
投
資
の
受

そ
の
補
償
負
担
の
軽
減
を
認
め
る
「
特
別
の
規
則
」
が
適
用
さ
れ
る
と
七
日
。
か

入
れ
に
自
由
な
選
択
権
を
も
た
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

か
る
見
方
は
、

国
際
経
済
体
制
に
お
け
る
投
資
誘
因
を
考
慮
し
た
試
み
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
そ
う
し
た
適
用
上
の

区
別
が
認
め
ら
れ
な
い
と
、
外
国
企
業
の
側
の
犠
牲
負
担
の
大
き
さ
に
鑑
み
て
、
海
外
投
資
が
あ
ら
か
じ
め
抑
制
さ
れ
る
お
そ
れ
が
少
な

く
な
い
と
み
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
も
、
独
立
達
成
後
の
発
展
途
上
国
が
、
伝
統
的
な
補
償
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
補
償
を
み
と
め
る
投 の
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説

資
協
定
を
締
結
し
た
と
思
わ
れ
る
先
例
は
少
な
く
な
い
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
点
に
つ
い
て
、

リ
リ
ヅ
ク

(
戸
∞
・
ピ
ロ
江
戸
)
が
、
国

論

有
化
に
伴
う
補
償
請
求
の
大
多
数
は
旧
植
民
地
で
独
占
資
本
を
形
成
し
た
大
企
業
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
小
規
模
な
企
業
に
関

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

す
る
も
の
で
あ
る
、

ア
メ
ラ
シ
ン
ゲ
の
提
案
(
第
一

次
的
な
要
因
)

は
、
海
外
投
資
の
機
能
的
側
面
を
重
視
す
る
も
の
と
し
て
注
目
に
価
す
る
と
い
え
る
。

オつ
れ改
ため
場て
合指
で摘
あ(す
るgる
。ま

こで
の も
場な
合く

日IJ

述
の
諸
要
因

こ
こ
で
の
問
題
の
焦
点
は
、
海
外
投
資
が
植
民
地
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
国
有
化
国
に
対
し
て
行
な

と
り
わ
け
両
当
事
者
の
聞
に
お
け
る
経
済
的
な
利
害
の
均
衡
性
と
い
う
主
た
る
要

因
は
、

ど
こ
ま
で
客
観
的
に
評
価
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
補
償
額
の
合
理
性
を
判
断
す
る
国
際
法
上
の
基
準
の
成
否
に
か
か
わ

る
問
題
で
あ
る
。
後
述
す
る
チ
リ
の
固
有
化
ケ

l
ス
で
当
事
者
の
聞
に
鋭
い
対
立
が
み
ら
れ
た
の
は
、

こ
の
点
の
評
価
が
相
当
に
困
難
で

あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

さ
し
当
た
り
、

つ
ぎ
の
二
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
固
有
化
さ
れ
た
財
産
そ
れ
自
体
の
評
価
方
法
は
、

い
う
こ
と
で
あ
る
。
財
産
の
市
場
価
格

(
B
R
r
E
S
F
m
)
を
基
礎
と
す
る
方
法
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
国
有
化
に
際
し
て
固
有
化
国
政
府
が
市
場
価
格
の
形
成
に
介
入
し
、

」
れ
ま
で
の
国
家
慣
行
に
お
い
て
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
い
な
い
と

か
つ
外
国
企
業
が
そ
れ
ま
で
特
別
な
独

占
利
益
を
取
得
し
て
き
た
事
実
か
ら
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
。
か
か
る
独
占
利
益
は
そ
う
し
た
市
場
価
格
に
よ
る
換
算
で
は
カ
バ
ー
し
え

な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
市
場
価
格
に
代
わ
る
評
価
方
法
の
当
一
合
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
学
説
は
対
立
し
て
い
る
。
ア
メ
ラ
シ
ン
ゲ

に
よ
れ
ば
、
最
低
の
補
償
額
の
限
界
は
外
国
人
財
産
の
簿
価

(
σ
o
o
r
S
F巾
)
に
求
め
る
の
が
公
平
で
あ
る
と
し
、
そ
の
価
額
は
補
填
投

資
ま
た
は
減
価
償
却
の
価
額
に
近
い
も
の
に
な
る
と
さ
九
日
。
し
か
し
、
か
か
る
捉
え
方
を
排
し
て
、
外
国
企
業
の
期
待
収
益
(
日
宮
♀

E

gg-ロ
ぬ
印
)
に
そ
の
限
界
を
設
け
よ
う
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
前
者
は
、
投
資
財
産
の
公
益
性
に
重
点
を
お
く

評
価
方
法
で
、
固
有
化
国
に
有
利
に
作
用
す
る
が
、
後
者
は
、
外
国
企
業
に
有
利
な
方
法
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
対
立

北法31(2・268)668



の
調
整
は
、
関
係
国
の
協
力
に
基
づ
く
具
体
的
な
算
定
方
式
の
確
定
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
今
後
の
問
題
が
あ
ろ
う
。

利
害
の
均
衡
性
の
評
価
が
困
難
と
な
る
第
二
の
理
由
は
、

そ
の
利
益
衡
量
が
単
に
経
済
的
な
利
害
状
況
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
調
整
に
と
ど

ま
ら
ず
、
各
国
有
化
国
の
歴
史
的
事
情
・
開
発
の
程
度
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
リ
リ
ッ
ク
の
い
う
よ
う
に
、
た

と
え
植
民
地
状
態
に
お
け
る
当
事
者
間
の
不
平
等
な
関
係
が
長
期
に
亘
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
外
国
企
業
が
不
当
に
過
度
な

収
益
を
え
て
き
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
国
有
化
さ
れ
た
財
産
そ
れ
自
体
の
補
償
価
格
の
決
定
が
可
能

で
あ
る
と
し
、

そ
の
価
格
か
ら
そ
れ
ま
で
外
国
企
業
が
不
当
に
取
得
し
た
利
益
を
差
引
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
余
剰
利
益
控
除
の
原
則

近
時
、

(
昨
}
同
巾
℃
円
山
口
口
仲
間
}
-
由
。
同
巾
M
内
円
巾
目
白
B

匂
円

o
m片
品

目

仏

cnzoロ)

少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
国
連
総
会
の
決
議
で
み
と
め
ら
れ
る
傾
向
に

i'i 

あ
る
。

一
九
七
四
年
の
「
国
家
の
経
済
的
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
憲
章
」
に
よ
れ
ば
、

外
国
企
業
が
従

た
と
え
ば
、

第

ノ、

条8E
O イ七

国
は

(2・完〉

来
、
現
地
で
取
得
し
た
収
益
の
一
定
額
を
財
産
価
格
か
ら
控
除
し
う
る
権
利
を
も
っ
と
さ
れ
る

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る

権
利
の
行
使
は
、
外
国
企
業
が
不
当
に
取
得
し
た
利
益
と
直
接
関
連
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
チ
リ

に
よ
る
ア
メ
リ
カ
系
銅
会
社
の
固
有
化
(
一
九
七
一
年
)
で
あ
る
。
チ
リ
は
合
理
的
な
(
山
田
町
田
ロ
仏
者
】
尚
喜
己
主
伺
)
補
償
の
支
払
い
を
認

め
た
が
、
そ
の
補
償
額
は
、
簿
価
を
基
準
と
し
て
評
価
さ
れ
る
財
産
価
額
か
ら
、
類
似
の
銅
会
社
が
そ
の
海
外
投
資
に
よ
っ
て
一
般
に
取

得
し
う
る
よ
う
な
平
均
収
益
を
越
え
る
利
益
額
な
ど
を
控
除
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
実
際
の
算
定
方
法
は
相

当
に
恐
意
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
チ
リ
の
固
有
化
法
に
よ
れ
ば
、
会
計
検
査
院
長
官
は
自
ら
決
定
す
る
簿
価
の
補
償
額
か
ら
大
統
領

の
決
定
事
項
で
あ
る
余
剰
利
益
額
を
差
引
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
向
、

国際法における権利滋用の成立態様

こ
の
余
剰
利
益
額
に
つ
い
て
は
、
大
統
領
は
「
一
九
五
五
年

五
月
五
日
以
降
、
問
題
の
会
社
の
貸
借
対
照
表
に
表
示
さ
れ
た
金
融
総
額

(
E
Bロ
E

Zロ
耳
目
)
の
み
」
を
考
慮
し
う
る
と
定
め
る
だ
け
で

かご
っ

九
た 七
と
い担
え【グ、

るそ~。ー寸

銅
そム

?在
ζ 全
閉翁
E 利
¥益

関
す
る

(
大
統
領
)
政
令
」
)
、

そ
の
利
益
額
の
決
定
基
準
は
必
ず
し
も
十
分
に
説
明
さ
れ
な

た
と
え
ば
一
九
六
七
年
か
ら
一
九
七
一
年
に
銅
会
社
(
同

g
R。
尽
)
と
対
等
の
パ
!

チ
リ
は
、
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説

ト
ナ
!
と
し
て
取
得
し
た
自
己
の
収
誌
を
も
会
社
の
余
剰
利
益
の
な
か
に
含
ま
せ
た
と
い
わ
れ
る
。
か
く
て
、

の
疑
い
が
あ
る
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

チ

リ

(
大
統
領
)

の
行
為

北法31(2・270)670

は
余
剰
利
益
の
算
定
に
お
い
て
、

国
際
違
法
行
為
(
没
収
)

外
国
企
業
が

論

固
有
化
以
前
に
取
得
し
た
余
剰
利
益
と
、

そ
の
投
資
活
動
が
固
有
化
国
の
経
済
的
・
社
会
的
発
展
に
貢
献
し
た
程
度
の
比
較
衡
量
は
、
個

々
の
関
係
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
み
た
よ
う
に
、

国
有
化
の
補
償
額
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
利
益
の
比
較
衡
量
に
あ
る
程
度
の
困
難
が
伴
う
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
よ
う
に
、

西
欧
先
進
資
本
主
義
諸
国
の
長
期
に
百
一
る
経
済
的
な
支
配
の
下
に
お
か
れ
て
き
た
国
有
化
国
は
、
外
国
企
業
が
過
去
に

お
い
て
取
得
し
た
独
占
利
益
を
い
か
に
返
還
さ
せ
る
か
と
い
う
政
策
(
富
の
公
平
な
配
分
)
の
一
環
と
し
て
固
有
化
を
実
施
す
る
場
合
が

か
か
る
社
会
的
公
正
の
考
慮
を
伴
う
諸
国
の
経
済
的
相
互
依
存
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
国
際
法
の
一
義
的
な
規

律
に
な
じ
ま
な
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
見
方
が
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
国
際
法
が
「
合
理
的
な
補
償
」
の
支
払

少
な
く
な
い
。
そ
れ
故
、

い
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
具
体
的
な
補
償
額
の
決
定
に
つ
い
て
は
な
お
一
定
の
法
的
制
約
が
存
在
す
る
と
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

マ
ー
フ
ィ
ー
(
の
・
同
冨
日
予
可

wr・)は、
固
有
化
国
の
自
由
な
補
償
決
定
権
を
認
め
つ
つ
、

そ

の
決
定
権
の
行
使
は
、
継
続
す
る
国
際
資
本
移
動
を
必
要
と
す
る
客
観
的
な
国
際
経
済
秩
序
の
一
部
分
を
成
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
固
有
化
国
の
国
内
的
自
律
性
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
ま
た
、
外
国
人
の
投

資
あ
る
い
は
正
当
な
期
待
を
無
制
約
な
主
権
の
行
使
か
ら
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
ず
る
。
か
く
て
、
彼
は
、
国
有
化
の
補
償
決

定
が
両
当
事
者
の
利
益
に
不
均
衡
を
も
た
ら
す
よ
う
な
場
合
、
そ
の
決
定
権
の
行
使
に
つ
い
て
権
利
濫
用
が
成
立
し
う
る
こ
と
を
示
唆
す

る
。
ま
た
山
本
教
授
は
、
固
有
化
に
つ
い
て
「
今
日
、
十
分
な
補
償
の
支
払
い
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
し
か
し
収
用

し
う
る
権
能
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、

わ
な
い
国
有
化
は
「
今
日
で
も
な
お
国
際
違
法
行
為
を
構
成
す
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
共
通
す
る
基
本
認
識
が
、
前
述

(
固
有
化
)

を
行
な
う
聞
が
自
由
に
補
償
額
な
決
定
」

合
理
的
な
補
償
の
支
払
い
を
伴



の
よ
う
に
、
国
際
資
本
移
動
の
促
進
と
そ
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
の
海
外
投
資
の
法
的
保
障
の
必
要
性
と
い
う
国
際
社
会
全
体
の
利
益
観

念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。

固
有
化
の
補
償
問
題
が
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
い
と
す
る
傾
向
は
今
日
で
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
周
知
の
よ
う

に
、
か
か
る
立
場
は
国
連
に
お
け
る
発
展
途
上
国
の
基
本
姿
勢
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
大
然
の
富
と
資
源
に
対
す
る
恒
久
主
権
」
に
関

す
る
国
連
総
会
の
決
議
(
一
人

O
二
一
)
で
は
、
国
有
化
を
実
施
す
る
権
利
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
国
内
法
の
み
な
ら
ず

「
国
際
法
に
従
っ
て
適
当
な
(
同

3
5℃
己
主
叩
)
補
償
が
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た

も
っ
と
も
、

(
一
九
六
二
年
)
0

こ
こ
に
い
う
「
適

そ
の
決
議
の
採
択
の
過
程
に
照
ら
し
て
、
国
有
化
国
の
経
済
的
・
社
会
的
な
関
連
事
情
を
考
慮
し
た
「
合
理
的
な
補

償
」
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
が
、
そ
の
後
、

当
な
補
償
」
と
は
、

一
九
七
三
年
の
国
連
総
会
の
決
議
会
一
一
七
一
)

は
、
国
有
化
に
関
す

(2・完)

る
問
題
は
す
べ
て
固
有
化
国
の
国
内
管
轄
事
項
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
、
同
様
の
決
議
内
容
は
、
現
在
ま
で
関
連
の
諸
決
議
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
有
化
の
補
償
額
の
合
理
性
の
程
度
に
つ
い
て
新
し
い
規
範
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、

必
ず
し
も
明
確
な
結
論
を
下
し
え
な
い
と
い
う
の
が
今
日
の
支
配
的
な
見
方
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
最
近
の
学
説
の
動
向
を
踏
ま
え

国際法における権利濫用の成立態様

て
考
察
す
る
と
、
各
ケ
!
ス
の
関
連
事
情
を
考
慮
し
た
利
益
衡
量
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
合
理
的
な
補
償
支
払
い
を
義
務
づ
け
る
国
際
法
規

を
適
用
す
る
際
の
一
つ
の
手
掛
か
り
を
与
え
る
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
え
出
。

(
そ
れ
が
存
在
す
る
と
し
て
)

一
般
論
と
し
て
は

く
と
も
国
際
経
済
生
活
の
相
互
依
存
関
係
を
無
視
す
る
よ
う
な
補
償
額
の
決
定
は
、

と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
妥
当
性
は
疑
わ
し
い
も
の

(
1
〉
田
畑
茂
二
郎
、
前
掲
書
(
法
律
学
全
集
)
、
四
四
七
頁
。

(

2

)

田
畑
茂
二
郎
、
前
掲
書
、
四
四
五
頁
。
戸
町
c
-
m
y
o
-
-
h
b
H芯
EH~札

N
白

HHqsw
呂
町
戸
匂
・
嵐
山

H
-
u
o
F司
5

2苫
ぬ
詰
町
内

RNE刷
、
さ
な
円
H
g
=
。
¥

L

『
き
な
ご
ま
ミ

s
b
sミ
ロ
喝
さ
h
n
gミ
コ

3
5吋
ω
よ
y
g
u
』
・
〉
-
m
c
F司
m
p
z
c
R
P
H品
同
晶
、
、

g
ミ
同
志
向

4
h・
子

HU吋
少
司
・

ω
∞ω
な
お
、
反
対

少
な

北法31(2・271)671



説

論
と
し
て
、
?
、
H
J
州
内
凶
曲
目
白
自
由
ロ
品
開
・
同
・
F
O
白
円
}
y
b
b
・
2
F
・
℃
-
H
∞
∞
が
あ
る
。

(

3

)

切
の
r
o
口
問
¥
斗
r
o
河
内
凶
江
口
口
m
L
O
O
向
。
D
B
唱
。
ロ
ω
伊
丹

M
G
口
問
。
円
開
H
H
〉
円
。
匂
己
主
芯
ロ
ω
J
怠
門
川
、
ロ
ミ
R
h

句
。
町
民
内
H
K
。
L

『
M
Z
、
s
g
n
H
円
虫
色
詰
F
H
申
印
M
Y
唱
-
N
由
∞
・
横

川
新
、
『
国
際
投
資
法
序
説
』
(
一
九
七
二
年
〉
一
五
一
ー
l
一
五
三
頁
。
な
お
、
か
か
る
私
有
財
産
尊
重
の
原
則
が
第
一
次
大
戦
前
後
ま
で
の
自
由
主
義
経

済
に
基
礎
を
お
く
圏
内
社
会
と
国
際
社
会
に
お
け
る
普
通
的
原
則
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
(
第
二
章
・
三
〉
が
、
近
代
憲
法
に
定
め
る
損
失
補

償
の
妥
当
根
拠
と
さ
れ
た
平
等
負
担
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
今
村
成
和
、
『
損
失
補
償
制
度
の
研
究
』
(
昭
和
四
三
年
〉
二
六

l
二
七
頁
参
照
。

(

4

)

「
十
分
な
補
償
」
義
務
を
要
求
す
る
先
進
資
本
主
義
諸
国
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
差
し
当
た
り
、
以
下
参
照
。
〉
Z
・
出
企
ゲ
o
z
.
-
斗
「
ぬ
の
E
r
s

。
。
唱
旬
。
円
Z
M
E
Z
E
-
-
s
t
o
ロ
υ

吋
}
高
明
。
己
ロ
与
え
-
D
ロ
『
D
H
ω
g
g
L
R
ι
0
問
主
〉
同
)
同
)
同
O
匂
ユ
三
九
円
U
D
B
H
河
口
g
z
c
ロ
J
N
ω
N
W
宮
、
白
町
ロ
ト
勾
・
・
同
申
立
-

H
U
H
V
・
叶
ミ
i
J
3
0
山
』
・
明
日
m
S
E
m
-
工
、
H，r
o
z
m片山
O
ロ
丘
町
N
m
同
5
ロ
O
向
。
z
z
u
ω
戸
内
凶
吋
問
。
。
。
℃
同
百
円
わ
O
B
H
出
口
町
2
5
円
U
D
ロ
Z
B
同
u
o
g
q
同
ロ
g
g
g
g

m己
主
D
ロ
ω
3
・
5
S
N
N
g
b
g
h
・
同

-L由吋ω・
3
・
由
。
吋
I
2
0
u
明
・
明
5
5
5
E
・

e-
門
戸
宅
-N印∞iN∞
T

ζ
・
ω
O
E
m
s
y
r
・
6
0
5
M
M
O
ロ
g
t
c
口

同
。
円
何
回
目
V
H
O
H
】
江
田
Z
O
口
一
、
吋
}
戸
市
開
B
R
m
巾
ロ
円
。
一
O
同
Z
0
4宅

ω
S
ロ
仏
恒
三
一
m
u
J
H
ω
・
「
巴
宮
、
、
諸
島
町
ロ
¥
君
、
也
、
町
内
同
吋
、
白
民
間
h
s
t
-
H
申
吋
m
Y
℃
也
・
]
戸
ω
l
H
H
申
・
と
く
に
ア

メ
リ
カ
の
主
張
に
つ
い
て
は
一
九
七
五
年
の
「
海
外
投
資
お
よ
び
国
有
化
に
関
す
る
国
務
省
声
明
」
が
あ
る
。
5
N
h
・
ミ
・
・
5
叶
町
噌
同
M
H
E

(
5
)
横
川
新
、
前
掲
書
、
一
五
一
一
一
|
一
五
四
頁
。

(

6

)

こ
の
点
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
C
・
O
-
C
B
O
N
E
-
-
向
。
・
句
同

q-Uミ
旬
、
還
な
ミ
凡
口
誌
な
H
S
H
町
、
E
H
H
凡
色
遣
に
h
b
H
F
S
U
1
N
-
官
司

-
N
5
・
N
N
H
l
N
N
N
U

Y
向
・
ω
D
片
岡
戸
回
口
じ
州
w
r
・
。
h
v

・町民同・・℃回以・]FOU-HHNHHU・

(

7

)

渡
辺
福
太
郎
、
『
現
代
の
国
際
経
済
体
制
』
〈
一
九
八
O
年
)
一
一
四
頁
参
照
。

(

8

)

東
寿
太
郎
「
先
進
国
首
脳
会
議
と
新
国
際
法
秩
序
」
(
『
国
際
問
題
』
・
二
三
一
号
、
一
九
七
九
年
)
一
二
九
頁
。
冨
・
ω
C
2
2
2
与
-
色
、
・
町
民
同
・
・
℃
同
y

ロN
l

一戸]戸∞wHNω・

(

9

)

た
と
え
ば
、
渡
辺
福
太
郎
、
前
掲
者
、
一
五

l
一
六
頁
参
照
。
も
と
よ
り
、
一
九
七
四
年
の
国
連
第
七
回
特
別
総
会
で
打
ち
出
さ
れ
た
新
国
際
経
済
秩

序
の
要
求
が
、
伝
統
的
な
比
絞
優
位
説
に
よ
る
国
際
分
業
体
制
の
否
定
・
発
展
途
上
国
の
経
済
的
自
立
の
国
際
的
保
障
(
主
に
生
産
要
素
の
自
国
化
と
経

済
主
体
の
現
地
化
)
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
伝
統
的
な
I
M
F
-
ガ
ッ
ト
体
制
の
基
本
(
自
由
・
無
差
別
・
互
恵
の
原
則
〉
に
変
革
を

迫
る
要
求
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
後
掲
注
(
日
〉
参
照
。

〈

ω)
横
川
新
、
前
掲
書
、
二
一
O
|
ニ
一
一
頁
。
ア
メ
ラ
シ
ン
ゲ
は
、
発
展
途
上
国
に
対
す
る
先
進
諸
国
の
政
府
ベ

l
ス
の
援
助
は
い
ま
だ
完
全
に
民
間
直

接
投
資
に
代
替
さ
れ
そ
う
に
な
い
現
在
、
か
か
る
投
資
が
途
上
国
の
開
発
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
外
国
人
の
既
得
権
に
あ
る
程
度
の
保
障
が
与

5命
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(2・完〕

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
。
・
司
・
〉

S
Z
2
5
m
y
o
-
-
4
y
o
O
Eロ
Z
S
え

の

O
B宮
口

g
t
cロ
同

2
Z
2
5ロ田口
N
E
H
V
Z胃
H
Q
J
E
h
w
吋』な

で
白
雪
ミ
芯
話
。
¥
ミ
ミ
芯
芯
自
立
見
弘
、
さ
も
問
、
同
旧
公

haH問、諸島同凡
-SNNhb"と
(
凶
作
図

-HKHz-nroL
品

w
n
oロ
E
T
S
J可印
)e
同】

HNω
山
口
E
C
e
。
ky
円凡町
4

5
ミ

4宅
-
∞
lH0・
ウ
エ
ス
ト
ン
、
フ
ァ
ト
ゥ
ロ
ス
、
ソ

l
ナ
一
ア
ジ
ャ
の
基
本
認
識
も
同
様
で
あ
る
。
∞
-
出
・
当
2
5
p
6
8
2
2
n
t
s
吋，

m
r
E
m凹

ζ

巴
国
内

]
2
F
g吋
S
E
a
s
-
F
E司
い
〉
富
。

ι。
伊
丹
明

c
g
u『

E
S
号
。
可
同

D
E
O
B
ε
(
U
3
4
5間
切

HH)円
。
唱
ユ
呉
芯
ロ
∞
3

・

5

S
、
h
S芯

H・
H
-
h
・

5
叶印・

ヲ
ロ
三
〉
・
〉
・
同

m
w
S
E
E
P
冬
・
門
戸
・

5
S
L
y
g
f
ζ
・
ω
C
H
B
E
V
Y
-
。
hv・
円
む
・
】
Y
H
H
0・
も
っ
と
も
、

y

l
ナ
ヲ
ジ
ャ
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
場

合
、
資
本
移
動
に
よ
る
利
益
は
外
国
人
投
資
家
の
側
の
利
益
と
な
る
の
が
現
実
で
あ
る
の
で
、
発
展
途
上
国
の
開
発
を
妨
げ
る
よ
う
な
不
均
衡
な
利
益
が

投
資
家
に
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
「
海
外
投
資
が
現
地
国
の
経
済
に
有
益
で
あ
る
」
と
す
る
無
条
件
な
前
提
に
基
づ
く
(
国
際
法
)
規
範
の
定
式
化
は

途
上
国
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

HA--
司
・
ロ

H-

ハ
日
〉
曾
野
和
明
、
『
多
国
籍
企
業
問
題
入
門
|
|
既
存
社
会
科
学
秩
序
へ
の
挑
戦
|
|
』
(
昭
和
五
三
年
)
一
二
五

l
一
二
六
頁
。
太
寿
堂
鼎
「
外
資
保
護
の

法
形
態
」
(
回
岡
良
一
・
田
畑
茂
二
郎
監
修
『
外
国
資
産
国
有
化
と
国
際
法
』
昭
和
三
九
年
)
一
一
一
一

l
二
一
一
一
頁
参
照
。

(ロ)。
-
F
E
n
z
o
?
と
』

E
P
-
n
g
庄
司
2
5
ζ
2
E
-
r
p
c司
o
z
r
F
H
h
o
m
o
F吋
m
D
L
m
u
J
g
h
-
H
-
N
F
S
3
3・
H
S
I
H
S
-

ぜ同・

ω口同ロ防吋州凶』
mW7・。も・円札同・・聞い唱
-HHNJHHU-

(
日
)
司

F
E
n
-
D
E
-
-も
・
円
む
・
・
匂

-
N
G∞
・
渡
辺
福
太
郎
、
前
掲
書
、
一
五
|
一
六
頁
。
た
だ
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
先
進
国
企
業
に
よ
る
直

接
投
資
が
発
展
途
上
国
に
及
ぼ
す
影
響
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
、
ハ
民
間
)
直
接
投
資
は
被
投
資
国
に
そ
の
輸
出
の
拡
大
、

雇
用
と
賃
金
の
増
加
の
形
を
と
る
利
益
を
も
た
ら
す
が
、
先
進
国
企
業
ー
ー
と
く
に
天
然
資
源
の
開
発
に
従
事
す
る
多
国
籍
企
業
ー
ー
ー
の
直
接
投
資
に
つ

い
て
は
、
現
地
労
働
者
の
雇
用
・
技
術
移
転
は
行
な
わ
れ
な
い
等
の
た
め
に
発
展
途
上
国
に
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
る
の
が
普
通
で

あ
る
。
か
く
て
、
発
展
途
上
国
に
よ
る
利
益
の
公
平
な
分
配
の
要
求
が
国
際
資
本
移
動
に
つ
い
て
強
ま
る
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
政
策
の
一
つ
と

し
て
の
固
有
化
の
多
発
が
発
展
途
上
国
に
対
す
る
民
間
直
接
投
資
を
縮
小
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
菊
地
元

一
「
南
北
問
題
と
多
国
籍
企
業
」
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
六
二
八
号
、
一
九
七
七
年
)
二

O
O頁
、
鬼
塚
雄
丞
「
国
際
投
資
お
よ
び
援
助
」
(
『
経
済
学
大
辞
典

(
第
二
版
)
I
』
昭
和
五
五
年
)
九
一
一
六
|
九
二
七
頁
。

ハリ
H

)

〉
・
附
内
・
阿
内
戸
r
p
z
Z回同
FCロ田口
NmEZロ
D同
明
日

2
問
中
0
4匂ロ
mLj
司
S
唱
2
q
-ロ
H
Z
H自
HMm'20同
H
E
2ロ同己
Oロ同
-
F
m君
"JA印
h
-
h
h・
h
e
4
5印
He

も同》・叶
]

{

(

)

l

叶
]FH・

(
日
〉
回
・
門
UY2Mm-
九四柏戸司、白ロ

05ω
・
-MH}-N山由∞
-ωCH
一
ロ

5
0・
z何回開】吋。司門戸同片山
Oロ
E
Hロ
g
g白己
O口
問
】
戸
問
看
j

叫

AF情
的
色
』
丸
町
民
同
旬
、
・
〉
同
)
ユ

-
S包・

-v・

s・
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説

(

r

m

)

町
・
。

-
U
B
E
g
S仏
切
・
出
・
当

2

8
・
=
司

3
5手
〉
《
凶

2
5
z
g仏
H
W
F
E
2
3
H
〉
己
ロ

-
4
0
5
m
-
2
8仏
O
L
O

向。cgH)gmmccロア
ω。

HVミ
ミ

HhH苦

h
・同叫・噌

5
2
l
s
m
M
-
-
Y
J可印叶・

(
げ
)

L

ミ
・
・
匂
叶
印
H
-

(
路

)
h
n
-
苫
・
吋
宮
七
回
日
・
な
お
同
様
の
見
解
と
し
て
、
〉
-
〉

-H1mw片
D
E
E
P
口
、
・
円
札
同
・
・
苫
・

ωN印
l
u
N
U
-
g
N
l
ω
8・
8
T
開・同・

ι。
〉
同

bnrmmp

宮

2HHDSロ
岳
田
口

r
B
t
z仏

S
5
0
5
rめ吋凹

O内
子
四
∞
ロ
σ・の
O
B
B
E
2
0ロ

ω
S
R
閉
山

2
3ロ凹
HZ-xuコ
叶

z
u
z
q
s
n
O
B
H
V
8
8
8
同
CH

Zm巳
芯
ロ
丘
町

2
5ロ
oh
問
。
『
丘
四
ロ

HMBMMmwユ
予
て
守

N
h
-
n・・
5
8ム
戸
沼
》

NAMOiNhH
が
あ
る
。

(
叩
印
)
者
・

2
注
目
印
ロ

p

h
白
建
立

b
g
g
h町
民
主
宮
町
民
間
竺
巴
叶

N
-
N
E
&
・

3
・
お
∞
お

F
E
Z
-
同

d

君

(
u
p
g
h言
h
h
W
2
3
2
也、

L

『
ミ
ミ
苫
ミ
札
口
苫
白
』
ト
向
き
・
呂
町

ATEM-NCClN()一∞・

(
却
)
回
り
・
司

E
ロ
n
g巳
唱
。
k
v

・
2
H・・匂・
N
記
・
な
お
、
戸
l
ワ

l
は
、
不
当
利
得
観
念
に
よ
る
補
償
額
決
定
の
基
準
の
主
た
る
欠
陥
は
「
公
平
」
観
念
の
暖
昧

さ
に
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
内
容
は
今
後
の
国
家
実
践
の
展
開
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
う
る
と
み
る
。
』

-kr・
HNOY君
。
ァ
冬
一
・
三

F
L
y
g申・

(
紅
)
谷
口
知
平
「
不
当
利
得
」
(
『
民
事
法
学
辞
典
・
下
巻
(
増
補
版
)
』
昭
和
三
九
年
)
一
七
六
九
頁
。

(
辺
)
ブ
ラ
ン
チ
オ
ニ
は
、
不
当
利
得
観
念
は
「
合
理
的
な
補
償
」
義
務
を
現
代
の
衡
平
の
観
念
に
照
ら
し
て
再
定
式
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
観
念
に

依
拠
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
利
点
は
国
有
化
行
為
そ
れ
自
体
の
合
法
性
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
の
補
償
の
支
払
い
を
固
有
化
国
の
取

得
し
た
利
益
を
中
心
に
調
整
し
う
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
か
く
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
経
済
的
相
互
依
存
関
係
に
お
い
て
、
国
有
化
国
は
そ
の

由。

E
P
H
M
E
E
X
E
Z
5
2
に
よ
っ
て
資
本
輸
出
諸
国
社
会
の
富
を
剥
奪
す
る

(
Z
6
0〈
由
江
田

r
B
mロ
同
)
正
当
な
理
由
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

明
・
司

E
E
-
O
E
-
-
b・
江
戸
-
宅

-
N
N
-
N芯
・
な
お
、
同
旨
と
し
て
、
〉
・
〉
・
司
巳

G
E
S
T
-
v・
円
た

--H)同yω
。∞

iω
宰

横

川

新

、

前

掲

書

、

一

五

四

|

一
五
五
頁
。
な
お
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
不
当
利
得
の
基
本
観
念
は
、
本
来
、
特
定
の
歴
史
的
機
能
を
は
た
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
不
当
」
内
容
は
流
動

的
で
あ
る
。
そ
う
し
た
関
係
で
、
国
有
化
の
権
利
が
承
認
さ
れ
る
以
前
で
は
、
そ
れ
は
伝
統
的
補
償
義
務
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
も
主
張
可
能
で
あ
っ
た

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
私
有
財
産
尊
重
の
原
則
に
基
づ
く
「
十
分
な
補
償
」
を
支
払
わ
な
い
こ
と
が
不
当
利
得
で
あ
る
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
古
川
に
つ
い
て
は
以
下
参
照
。
同
町

E
R
M
E
r
-
v・
円
む

L
ゼ
-M
ゴ
l
N∞
u

冨・

ω
0
5
2と
与
岨
也
、
・
円
た
よ

Y
H
N
H・

(

お

〉

円

U・
明
・
〉
同

HHmS2ロ
mrク
句
官
、
、
白
ロ

O同市

H
c
o
s
s
-
E
y
m
v∞
HE-

(
川
此
)
町
内
地
・
・
沼
恒

'HOω-HO-φ

(お
)

ι

ミ
-LM司
-
H
2
1
5∞
-
H
5・
な
お
、
こ
の
点
は
国
有
化
の
補
償
義
務
に
関
す
る
国
内
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
但
し
、
国
有
化
に
つ
い
て

論
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(2・完〕

「
十
分
な
補
償
」
義
務
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
か
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
植
民
地
状
態
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
固
有
化
国
に
つ
い
て
は
「
十
分
な
補

償
」
義
務
を
認
め
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
と
し
た
若
干
の
国
内
判
決
は
あ
る
。

ζ
・
り
c
g
r
p
色
、
.
門
戸
-H}HV・
ωロ
l
ω
5・
わ
が
国
の
裁
判
例
で
「
十
分

な
補
償
」
義
務
を
認
め
た
も
の
と
し
て
、
以
下
が
あ
る
。
ァ

γ
グ
ロ
・
イ
ラ
ニ
ア
ン
石
油
株
式
会
社
(
申
請
人
)

H
出
光
興
産
株
式
会
社
(
被
申
請
人
)

事
件
(
東
京
高
裁
・
昭
和
二
八
年
)
、
祖
川
武
夫
・
小
田
滋
編
著
『
わ
が
国
裁
判
所
の
国
際
法
判
例
』
(
昭
和
五
三
年
)
一
一
七
頁
。

(Mm)(U-HU・
〉
E
2
2
5
m
r
o・

e・
-
F
-
宅

ロ

印

l口
町
-
H
N品・

(
幻
)
明
・
司
S
ロ
2
0ロ
ヶ
。
、
江
戸
-H】回以
-
N印
白
し
山
由
∞
iN町
甲
山
門
U・
明
・
〉
B
R
2
5
m
r
p
b
h
v・
門
戸
・
市
ち
∞
・
ア
メ
ラ
ジ

γ
ゲ
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
一
括
払
い
方

式
に
お
け
る
補
償
協
定
(
F
E
H
U
E自

ω
m
B
O
B
B
Z
)
で
は
、
国
有
化
に
よ
っ
て
損
害
を
う
け
た
外
国
人
は
そ
の
期
待
収
益
ま
た
は
市
場
価
格
よ
り
も
低

い
補
償
額
を
う
け
る
の
が
一
般
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
同
件
-HM-
戸
田
・
)
。
ま
た
パ
テ
ィ
シ
ィ
ベ
l
シ
ョ
ン
協
定
に
お
い
て
は
そ
の
補
償
額
は
簿
価

(σoor

〈
白

Z
O
)
に
近
い
と
み
る
(

L

足
--HYHNH・)。

(
お
〉
田
畑
茂
二
郎
、
前
掲
書
、
四
四
六
頁
。
。
・
同
・
〉
自
2

8百
四
r
p
也
、
・
門
戸
泊
目
当
-
H
8・
5

Y
〉
・
〉
・
明
何
回
同
C
E
B
T
也
、
・
門
戸
-
H
Y
ω
φ
N
L
司
-
0
5
5悶唱

句
、
・
ミ
同
・
・
目
u
・
2
∞
・
か
か
る
実
践
の
例
外
は
、
ロ
l
ヮ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
七
年
の
革
命
後
の
ソ
速
、
一
九
六
九
年
の
ベ
ル
l
お
よ
び
一
九
七
一
年
の
チ

リ
の
国
有
化
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
】
・
〉

-
m
o
r君
。
子
。
も
・
三
F
-
℃・

ω
∞
印
・
ハ
但
し
、
チ
リ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
憲
法
修
正
第
一
七
条
ハ
一
九
七
一

年
発
効
)
で
、
国
有
化
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
系
鈎
会
社
に
対
す
る
補
償
額
決
定
の
規
則
を
設
け
て
い
た
。
)

(
却

)
(
U
-
m，
・
〉
B
2
2
5
m
r
p
。
』
守
門
凡
同
二
宮
y
H
O
A
T
H
C一申・

(ぬ
)
h
a
・噌匂・

5
申
U
〉
・
〉
-H1間同
O己円
2
・
qhw・ミ同・・同】司・

ω。印・

ω印。
lωωH
一
】
〉
-MNOY唱
。
ァ

qkv・
門
戸
・
沼
》
・

ω∞印
lω
∞∞・

〔
況
〉
な
お
、
国
有
化
の
補
償
問
題
の
解
決
に
関
す
る
資
料
・
情
報
の
多
く
は
極
秘
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
こ
で
合
意
さ
れ
た
補
償
額
と
か
そ
の
際
考
慮
さ
れ
た

諸
要
因
の
確
認
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
。
・
同
町
・
〉
B
R
g
E
m
}
M
m・-も一・

2
F
-
同)匂
-HNKHHN印・

(辺
)

L

ミ
・
・
℃
-HNN-

ハお
)

H

b

『一二回
)-HNω
・
も
と
よ
り
、
そ
の
定
式
化
は
こ
れ
ま
で
の
国
家
実
践
を
完
全
に
説
明
し
う
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る

Q
R
4
同Y
H
N印)。

(
叫
剖
)
広
瀬
善
男
、
前
掲
書
、
三
一
五
|
一
二
一
ム
ハ
頁
、
三
一
九
頁
。
広
瀬
教
授
は
、
発
展
途
上
国
人
民
の
経
済
的
自
決
権
が
国
際
人
権
規
約
共
通
第
一
条
二
項

に
規
定
す
る
「
互
恵
の
原
則
及
び
国
際
法
に
基
づ
く
国
際
的
な
経
済
協
力
か
ら
生
ず
る
義
務
」
に
服
す
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
(
同
書
、
三

O
五

l
三

O
六

真
、
三
一
九
頁
)
。
同
旨
と
し
て
、
戸
戸
。
-
C
B
O
N
E崎町
r
0・。
hv・円凡
H
-
E
Y
N
C品
1MMN・

ハお

)
(
U
-
Hり
・
〉
B
R
S
Z
m
r
0・
。
』
守
円
札
H-
沼田

Y
H
H斗
-
H
N印・

HNmw-
多
く
の
学
説
は
こ
う
し
た
区
別
を
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
が
、
こ
の
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幻
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・
な
お
、
現
行
の
国
家
実
践
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
特
別
の
規
則
」
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
独
立
し
た
国
家
の
単
な
る
政
体
の
変
更
時
に
行

な
わ
れ
た
。
国
有
化
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
同
件
・
同

y
H
g・
)
が
、
こ
の
点
は
国
有
化
国
の
お
か
れ
て
い
る
政
治
・
経

済
的
状
況
の
仔
細
な
分
析
に
ま
で
進
ま
な
け
れ
ば
十
分
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

ハ
叩
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〉
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宮
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司
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申
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・
ソ

I
ナ
ラ
ジ
ャ
も
同
様
の
見
解
と
思
わ
れ
る
。
玄
・

ω
D
H
E
g
y
r・

-v・
門
戸

-HV・
HNH-
な
お
横
川
教
授
は
、
現
実
の
国
際
社
会
で
は
先
進
国
か
ら
の
投
資
が
「
国
有
化
そ
の
他
の
政
治
的
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
等
が

あ
り
、
外
国
投
資
家
は
こ
れ
ら
の
危
険
性
を
上
回
る
予
想
利
益
が
な
い
限
り
、
低
開
発
国
へ
の
投
資
決
定
を
下
さ
な
い
場
合
が
多
い
」
と
さ
れ
る
。
横
川

新
、
前
掲
書
、
二
一

O
頁。
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・
門
戸
・
司

-
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か
か
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投
資
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ヴ
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l
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岸
)
、
ガ

l
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ア
、
ケ
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、
大
韓
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国
、
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、
マ
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ー
シ
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、
ニ
ジ
ェ

l
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、
チ
ャ
ド
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ザ
ィ

l
ル
、
イ
ラ

ン
、
パ
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ス
タ
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、
ス
リ
ラ
ン
ヵ
、
で
あ
る
と
さ
れ
る
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旬
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・
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ロ
タ
ロ

OZNω
・)。

〈泊四〉
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〉
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の
よ
う
な
国
有
化
ケ

I
ス
と
し
て
、
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と
え
ば
、
ス
リ
ラ

γ
カ
・
イ
ラ
ク
・
イ
ラ
ン
の
石
油
、
ガ
イ
ア
ナ
の
ボ
ー
キ
サ
イ
ト
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
不
動

産
、
チ
リ
の
釧
に
対
す
る
海
外
投
資
の
国
有
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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〉
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な
お
、
ア
メ
ラ
シ
ン
ゲ
に
よ
れ
ば
、
諸
国
の
固
有
化
法
で
は
、
外
国
人

財
産
の
課
税
価
格
ま
た
は
純
悩

2
2
g
z
o
)、
国
有
化
の
時
点
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
お
け
る
株
式
ハ
有
価
証
券
)
相
場
の
価
値
、
国
有
化
以
前
の
一

定
期
間
に
外
国
人
が
取
得
し
た
平
均
所
得
な
ど
の
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
。
・

H1・
〉

B
2
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5
m
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-
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・
町
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同
二
問
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(
円
叫

)hhFHV-HB

(
μ

叫
)
横
川
新
「
二
国
関
投
資
保
護
協
定
|
|
日
本
・
エ
ジ
プ
ト
投
資
保
護
協
定
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
成
城
法
学
五
・
一
九
七
九
年
)

〉
・
〉

E
S
E
S
F
宰

三

H
4
3・
ω
5・
U
N
N
l
s
y
m
-
。
・
当

2
-
4・
也
、
・
円

F

3
・
由
民
七
巴

l
g
H・

(必〉

(U・
司
〉

E
R
E
-口問
ro--
。
kv・円札
H--HM-HN白
・
同
旨
と
し
て
、
〉
・

2
・
出

2
Z
E・

e-町民同・・毘》
-
a
N
A
g
-
な
お
、
簿
価

(
r
E
r
g
-
5
)
と
は
「
帳

簿
上
に
記
入
さ
れ
て
い
る
資
産
、
負
債
、
資
本
の
価
額
」
を
意
味

L
、
通
常
、
資
本
財
の
生
産
力
を
維
持
す
る
た
め
の
補
損
投
資
は
国
定
資
産
(
土
地
を

除
く
)
の
減
価
償
却
よ
り
も
小
さ
く
な
る
と
い
わ
れ
る
。
『
有
斐
閉
経
済
学
辞
典
』
(
一
九
七
一
年
〉
四
三
五
頁
、
四
四
一
頁
参
照
。

(必

)
0・
戸

当

2
宣

言

仏

国

国

・

巧

2

8・

4
E主
C
ロ
ロ
司

B
H
r
o
u
o
E
5
5
0同
3
5
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F
5
1
m
o
一
〉

E
5・
9
5
E

〉
問
者
円

D同口
y
g
p
o
司
E
E
O
B
O同
(UOS宮
ロ

EHHDロ
C
E
2
Hロ
R
H
g
t
o
g
-
r
z
J
E
N
吋
吉
村
、
白
芯
ミ
芯
話
。
¥
ミ
ミ
芯
き
と
な
弘
、
さ
』
守
司
、

HH

S
Nミ
ミ

BREShHN
ト

S
F
H申叶
N-u-v・
s
-
N品
・
も
っ
と
も
彼
ら
は
、
外
国
企
業
の
期
待
収
益
に
よ
る
評
価
方
法
を
支
持
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
の
方
法
は

固
有
化
闘
に
と
っ
て
必
要
な
海
外
投
資
を
促
進
し
、
か
つ
同
時
に
、
固
有
化
闘
に
有
害
な
効
果
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
な
形
で
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
(
足
・
・

2
Y
H
V
H品
-N由
lω
∞

-Awe-
宅
-

U

叶
l
u
g。
近
代
経
済
学
の
手
法
を
用
い
た
そ
の
試
み
を
こ
こ
で
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
き
わ

め
て
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
は
外
国
企
業
に
よ
る
投
資
決
定
の
誘
因
と
し
て
の
財
産
剥
奪
の
り
ス
タ
と
、
投
資
活
動
が
国
有
化
国
に
も
た
ら
す
福
祉

と
の
相
関
関
係
に
重
点
を
お
く
費
用
H
便
益
分
析

(
2
2・Z
E
P
目

E
S
3
)
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
同
旨
と
し
て
、
切
・
出
・
ヨ

E
S
P
-も
・
門
戸
-

S
H
N印
lHN甲
な
お
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
村
瀬
助
教
授
に
よ
る
紹
介
が
あ
る
。
村
瀬
信
也
「
国
際
法
研
究
に
お
け
る
あ
ら
た
な
方
法
論

の
模
索

1
1国
際
社
会
に
お
け
る
「
法
と
経
済
」
に
つ
い
て
の
覚
え
室

7
1」
(
ジ
ュ
ロ
ス
ト
・
六
八
一
号
、
一
九
七
九
年
)
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七
二
頁
参
照
。

(
幻
〉
横
川
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掲
論
文
、
二
二
頁
。
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切
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-nhH・・
H
Y
S∞
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見
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明
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2
D
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れ
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司
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ニ
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H
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Y
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・
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-
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瀬
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前
掲
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、
一
二
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頁
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)
y
i
γ
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パ
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ス
タ

I
の
作
成
し
た
ハ
l
ヴ
ァ

l
ド
草
案
(
一
九
六
一
年
〉
は
、
か
か
る
利
益
の
比
較
衡
量
は
「
社
会
的
正
義
」

(ωC2巳
」
5
z
n
o
)

に
適
う
が
、
同
際
裁
判
所
が
関
係
国
の
経
済
状
態
を
考
慮
し
て
そ
の
補
償
支
払
い
に
関
す
る
裁
定
を
下
す
こ
と
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う
と
み
る
。
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・
切
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S
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際
裁
判
に
よ
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そ
う
し
た
決
定
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専
門
家
の
審

査
を
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す
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こ
と
に
よ
っ
て
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能
で
あ
る
と
い
う
(
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と
え
ば
、
国
際
司
法
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所
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程
第
五
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司
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(
山
川
)
山
本
草
二
「
国
際
責
任
の
主
体
」
(
皆
川
沈
・
山
本
草
二
編
『
演
習
国
際
法
』
)
三
四
九
頁
。

(
位
)
落
合
淳
隆
、
前
掲
論
文
、
七
七
頁
。
な
お
、
そ
の
起
草
・
採
択
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
、
七

O
l八
二
頁
。

(
臼
)
落
合
淳
隆
、
前
掲
論
文
、
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O
|
一
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O
頁
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照
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た
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ア
メ
ラ
シ
ン
ゲ
は
、
国
連
総
会
決
議
さ
二
七
一
〉
は
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
た
が
(
賛
成
一

O
八・

反
対
一
・
棄
権
二
ハ
)
、
そ
れ
を
支
え
る
国
家
実
践
の
積
み
重
ね
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
一
九
六
二
年
の
決
議
(
一
八

O
三
)
の
規
定
内
容
は
変
更

さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
。
・
司
〉
B
2
8
E間
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p
。
予
円
な

L
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こ
の
見
方
は
、
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有
化
に
関
す
る
仲
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判
決
で
認
め
ら

れ
た
。
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V
-
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戸
-
司
-
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∞N
・
本
件
に
つ
い
て
は
、
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岸
繁
雄
「
リ
ピ
ア
国
有
化
事
件
仲
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判
断
(
一
九
七
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で
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化
国
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自
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ら
適
当
と
み
な
す
状
況
と
そ
の
国
内
法
を
考
慮
し
て
適
当
な

Z
R
V
E℃
口
同
件
。
)
補
償
を
支
払
う
義
務
を
負
う
と
さ
れ
た
(
賛
成
二
一

0
・
反
対
六
・
棄
権

一O
)。
志
向
、
守
口
急
ミ
同
志
円
、
苫
凡
な
九
弓
ミ
芯
苫

p

g「
N
∞
L
S
P
3・
ω毘
1ωE-

〈
問
山
)
フ
リ
ー
ド
マ

γ
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
に
従
っ
た
「
適
当
な
補
償
」
義
務
を
定
め
る
総
会
決
議
は
、
実
際
に
行
な
わ
れ
る
固
有
化
の
関
係
事
情
を
公
平
に

考
慮
し
う
る

s
r
m
L
mロ
2
0問。
ρ
E
C
2
)
フ
ォ
l
ミ
ユ
一
フ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
伝
統
的
補
償
原
則
か
ら
諸
国
の
「
利
益
が
取
得
さ
れ
た
状
況
を
考
慮
す

る
よ
う
な
、
よ
り
柔
軟
な
原
則
」
へ
の
発
展
的
移
行
の
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
者
・
司
己
主

g
g
p
z阻
止
問

ω
のぬロ

z
q
o同
同
ロ
件
。
?

ロ阻止
C
ロ
三
戸
田
君

"J
印
。
て
弘
、

h
S
3
h
-
N吋・・

5E-H)-Hω
印
N・
同
様
の
見
解
は
、
向
。

JNrcE-
口
、
・
門
戸

-
E
Y
Z
K
F
E
U
-
E
A
Y
H
A
H
J『
に
も
み
ら
れ

る
。
ま
た
、
ソ

I
ナ
ラ
ジ
ャ
は
、
最
近
採
択
さ
れ
た
国
連
の
諸
決
議
は
補
償
額
の
決
定
権
を
完
全
に
国
有
化
国
に
移
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
同
時
に
、

発
展
途
上
国
に
よ
る
ご
く
最
近
の
プ
ラ
グ
チ
ス
ハ
ス
リ
ラ

γ
ヵ
、
ィ

γ
ド
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、
ベ
ル
l
〉
に
鑑
み
る
と
、
各
ケ

I
ス
の
衡
平

事
情
(
同
町

H
O
S
E
-
-
2
)
を
考
慮
し
た
何
ら
か
の
補
償
義
務
は
継
続
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
宮
・

ω
c
g
R
3
0
Y
毛
・
円

HH
ニ
宅
-HN申

Z
H・
ゥ

ェ
ズ
レ

l
は
、
利
益
衡
量
に
基
づ
く
合
理
的
補
償
額
の
決
定
方
法
が
今
後
の
国
連
総
会
決
議
の
展
開
で
確
立
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
い
う
。

戸
。
・
当
2
-
4二
両
者

B
℃
江
主

Oロ
の

Z
-
-
g唱

E
F
E
D
〉

B
R
K
R
司
B
弓
R
Z
沙
門
〉

n
g
丘

oロ

ω
gロハ
E
E
曲
目
仏
p
c
nえ
ロ
円
。
ω

J

A
。

叫
d

ミ
白
吉
川

h
・~~・・

5
4
H・同
V
-
N
由。・

(
前
)
も
と
よ
り
、
海
外
投
資
と
り
わ
け
民
間
直
接
投
資
が
発
展
途
上
国
に
も
た
ら
す
利
益
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
市
場
原
理
の
変
革
そ
の
も
の
を
め
ぐ
っ

て
、
現
在
、
深
刻
な
対
立
状
況
に
あ
る
。
本
稿
で
み
た
利
益
の
比
較
衡
量
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
乙
の
点
を
考
慮
し
た
国
家
実
践
に
よ
る
今
後
の
具
体
化
い

か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
(
日
て
お
よ
び
山
本
草
二
、
前
掲
論
文
(
『
国
際
問
題
』
一
九
八

O
年

三
月
・
二
四

O
号
)
九
|
一
一
頁
。
吾
郷
真
一
「
国
連
に
お
け
る
多
国
籍
企
業
の
規
制
」
(
『
国
際
問
題
』
一
九
八

O
年
三
月
・
二
四

O
号
)
一
五
|
三

O

頁
参
照
。

国際法における権利濫用の成立態様

結
論
に
代
え
て
ー
ー
ー
若
干
の
基
本
的
論
点
に
つ
い
て
|
|

本
稿
で
は
、
現
代
国
際
法
に
お
い
て
国
家
の
権
利
濫
用
の
行
為
が
禁
止
さ
れ
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
を
証
す
る

と
思
わ
れ
る
学
説
と
国
際
先
例
を
中
心
に
考
察
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
禁
止
原
則
に
は
三
つ
の
成
立
態
様

北法31(2・279)679



説

が
み
と
め
ら
れ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、

国
家
が
そ
の
権
利
を
も
っ
ぱ
ら
他
国
に
損
害
を
与
え
る
と
い
う
意
図
で
、
す
な
わ

ち
悪
意
を
も
っ
て
権
利
を
行
使
す
る
場
合
で
あ
り
(
第
一
章
)
、

第
二
は
、

論

国
家
が
そ
の
権
利
を
特
定
の
法
目
的
を
逸
脱
し
て
行
使
す
る

国
家
が
他
国
に
著
し
く
不
均
衡
な
損
害
を
与
え
、
か
つ
国
際
社
会
の
一
般
的
利
益
を
損
う
よ
う
な
形
で
そ
の

場
合
(
第
二
章
)
、
第
三
は
、

権
利
を
行
使
す
る
場
合
(
第
三
章
)
、

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
、
権
利
濫
用
の
成
立
態
様
に
考
察
の
重
点
を
お
い
た
。
そ
の
た
め
、
権
利
濫
用
禁
止
原
則
の
基
本
に
つ
い
て
は

必
ず
し
も
十
分
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
基
本
的
な
論
点
に
つ
い
て
若
干
論
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず

指
摘
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
国
家
の
権
利
濫
用
の
禁
止
は
決
し
て
関
係
国
家
の
個
別
的
事
項
で
は
な
く
、
特
定
の
主
題
に
関
す
る
国
際
社

会
全
体
の
利
益
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ

:
、
:
、

ふ
れ
は
し
カ

例
え
ば
第
三
の
成
立
態
様
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
利
益
の
比
較
衡
量
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
妥
当
領
域
を
左
右
し
か
ね
な

い
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。
か
つ
て
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
国
際
河
川
法
に
関
連
し
て
、
単
一
の
水
路
が
二
つ
以
上
の
国

家
の
領
域
を
貫
流
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
沿
岸
諸
国
の
紛
争
は
「
正
義
の
要
請
と
効
用
の
考
慮
」
を
み
た
す
利
益
共
同
の
観
念
に

基
づ
い
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
(
一
九
二
九
年
・
ォ

l
デ
ル
河
国
際
委
員
会
事
件
)

0

こ
こ
に
い
う
効
用
の
考
患
が
国

際
河
川
の
水
利
用
に
お
け
る
経
済
的
な
利
害
調
整
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る

題
は
、

な
に
が
特
定
の
主
題
に
関
す
る
社
会
的
正
義
の
要
請
で
あ
る
か
、

(
第
三
章
・
一
ニ
)
。
が
、
問

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
正
義
の
要
請
は
本
来
、
抽
象
的

性
格
を
有
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
具
体
的
な
形
式
で
明
確
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
と
り
わ
け
個
々
の
国
家
自
身
の
利

益
が
そ
の
主
題
に
つ
い
て
多
様
に
変
化
す
る
と
き
に
は
そ
う
で
あ
る
o

前
述
の
国
際
河
川
の
水
利
用
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
利
害
関
係
国

が
地
域
的
に
限
定
さ
れ
る
故
に
、

そ
の
正
義
の
要
請
を
具
体
化
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
ろ
う
(
衡
平
利
用
の
原
則
)
。
し
か
し
、
国

有
化
の
補
償
額
の
合
理
性
と
い
っ
た
国
際
社
会
全
体
の
利
害
関
心
事
項
に
つ
い
て
は
、

正
義
の
要
請
そ
れ
自
体
を
め
ぐ
っ
て
個
別
的
国
家

北法31(2・280)680



の
利
害
が
複
雑
に
交
錯
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
す
で
に
論
及
し
た
よ
う
に
、
近
時
、

そ
の
補
償
額
の
合
理
性
の
程
度
は
、
対
等
な
当

事
者
間
の
単
な
る
経
済
的
な
利
害
調
整
と
し
て
よ
り
も
、

む
し
ろ
植
民
地
時
代
に
お
け
る
外
国
企
業
の
不
当
な
経
済
活
動
に
よ
る
余
剰
利

益
の
返
還
の
問
題
と
し
て
、

国
有
化
国
が
自
由
に
決
定
し
う
る
と
す
る
見
方
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
発
展
途
上
国
た
る
国
有
化
国

は
、
外
国
企
業
の
経
済
的
支
配
を
可
能
な
ら
し
め
る
国
際
資
本
移
動
あ
る
い
は
そ
れ
が
も
た
ら
す
利
益
配
分
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
の

修
正
を
要
求
す
る
の
で
あ
お
r

そ
こ
に
、
国
際
経
済
体
制
の
基
本
的
な
価
値
判
断
(
正
義
の
要
請
)
の
選
択
に
根
ざ
す
利
益
衡
量
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
違
い
は
避
け
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
の
主
題
に
つ
い
て
諸
国
の
利
益
共
同
の
観
念
が
十
分
に
熟
し
て
い
な
い
場
合
、
権

ま
た
適
当
で
は
な
い
場
合
が
あ
り
え
よ
う
。
と
り
わ
け
、
利
益
の
比

利
濫
用
禁
止
を
無
造
作
に
適
用
す
る
こ
と
は
確
か
に
危
険
で
あ
り
、

較
衡
量
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
指
摘
し
う
る
。

(2・完〉

こ
の
よ
う
に
、
上
位
の
権
力
組
織
を
も
た
な
い
国
際
社
会
で
は
、
正
義
・
公
正
と
い
っ
た
価
値
体
系
の
基
本
概
念
そ
の
も
の
が
多
義
的

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
国
内
法
に
比
し
て
、
権
利
濫
用
禁
止
原
則
に
自
ず
と
限
界
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か

ら
、
国
際
法
に
は
権
利
濫
用
の
禁
止
が
一
般
的
に
存
在
し
な
い
と
す
る
見
方
は
正
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

国際法における権利濫用の成立態様

ま
一
つ
考
慮
を
要
す
る
点
は
、
法
の
一
般
原
則
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。

本
稿
で
み
た
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
の
学
説
・
先
例
で
は
権
利
濫
用
禁
止
の
適
用
を
正
面
か
ら
否
定
し
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
事

国
家
の
行
動
の
自
由
を
直
接
に
か
つ
明
示
的
に
禁
止
す
る
法
規
が
存
在
し
な
く
て
も
、

実
は
、

な
お
国
家
の
権
利
濫
用
の
行
為
は
禁
止
さ

れ
る
と
い
う
国
際
社
会
の
法
認
識
を
反
映
し
証
明
す
る
も
の
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
認
識
は
、
国
内
社
会
に
お
け
る
権
利
濫
用

禁
止
の
有
用
性
あ
る
い
は
諸
国
の
実
際
の
国
内
的
経
験
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
正
し
い
と

す
れ
ば
、
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
禁
止
も
、
国
内
法
、
国
際
法
を
問
わ
ず
法
の
本
質
的
な
要
請
な
い
し
機
能
に
還
元
し
う
る
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

国
家
の
行
動
の
自
由
は
、
個
人
の
私
権
と
同
様
に
、
社
会
の
倫
理
的
要
請
、
法
に
内
在
す
る
基
本
趣 L 、
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説

己
日
(
目
的
)
あ
る
い
は
諸
国
の
追
求
す
る
具
体
的
利
益
の
公
平
な
均
衡
と
い
っ
た
要
請
を
無
視
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
o

し
た
が
っ
て
、

国
際
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
、
実
定
法
規
に
必
ず
し
も
現
わ
れ
な
い
一
定
の
禁
止
規
範
が

論

排
除
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ラ
ウ
タ
l
バ
グ
ト
は
、

国
家
意
思
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
法
の
淵
源
を
国
際

法
の
排
他
的
淵
源
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
正
し
く
な
い
と
し
、

よ
っ
て
も
解
釈
さ
れ
、

国
家
意
思
に
よ
る
法
源
は
条
理
に
基
礎
を
お
く
そ
の
他
の
主
要
な
淵
源
に

か
つ
必
要
に
応
じ
て
補
充
・
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
と
り
わ
け
、
彼
に
よ
れ
ば
、
権
利
濫
用
禁

止
原
則
は
「
法
律
学
が
共
通
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
も
の
」
(
同

Z
g
g
g。
ロ
印
件
。
長
丘

-mm
乙
m
n
F
g
n巾
)
で
あ
っ
て
、

そ
の
原
則
を
自
然

法
の
一
部
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
国
家
の
同
意
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
の
は
、
余
り
に
厳
格
な
実
証
主

義
学
派
の
見
方
で
あ
る
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
。
ま
た
、

フ
ィ
ツ
モ

l
リ
ス
も
、
国
際
法
は
現
行
の
実
定
法
規
の
み
な
ら
ず
、
法
の
欠
献
を

補
充
す
る
た
め
の
基
本
的
規
則
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
す
る
。
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
禁
止
原
則
も
、
そ
の
根
本
が
す
で
に
み
た

よ
う
な
法
の
本
質
的
機
能
に
通
じ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、

そ
う
し
た
基
本
的
規
則
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
く
て
、
権
利
濫
用
禁
止

は
、
各
国
の
国
内
法
に
広
く
共
通
性
を
有
す
る
こ
と
と
相
候
っ
て
、

い
え
る
。

国
際
紛
争
の
解
決
に
も
必
要
な
法
規
範
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と

最
後
に
、
権
利
濫
用
の
行
為
か
ら
生
ず
る
国
家
の
国
際
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
権
利
濫
用
禁
止
に
基
づ
く
国
家
の
国
際

請
求
は
決
し
て
無
制
約
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
国
家
責
任
の
法
理
に
基
づ
く
一
定
の
制
約
が
は
た
ら
く
。

一
般
に
、

国
家
が
国
際
責
任
を
負
う
に
は
、
国
家
機
関
の
行
為
が
国
際
法
に
違
反
す
る
こ
と
、

そ
の
行
為
が
特
定
の
国
家
の
行
為
と
み
な

お
よ
び
、

さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
責
任
の
帰
属
性
の
要
件
)

つ
ま
り
、
あ
る
行
為
が
国
際
法
に
違
反
す

と
さ
れ
る
。
前
者
の
要
件
、

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

そ
の
違
反
は
必
ず
し
も
条
約
ま
た
は
慣
習
法
に
対
す
る
違
反
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
以
外

チ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
際
裁
判
の
実
行
で
は
条
約
・
慣
習
法
の
規

の
何
ら
か
の
法
的
義
務
違
反
が
あ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
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則
違
反
の
他
に
、
ご
般
的
な
法
規
」
あ
る
い
は
「
国
際
的
な
法
的
水
準
」
に
よ
っ
て
国
家
に
課
さ
れ
る
義
務
の
違
反
に
よ
っ
て
も
国
家

責
任
が
発
生
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
ア
マ
ド
l
ル
は
、
国
家
責
任
問
題
の
出
発
点
は
損
害
を
惹
起
し
た
国
家
の
作
為
・
不
作
為
が
「
法
律

(
但
」
己
円

5
2
-
8
5
4同
)
に
反
す
る
か
ど
う
か
に
あ
る
と
し
、
権
利
濫
用
の
禁
止
は
そ
の
よ
う
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
。
し

上
の
概
念
」

た
が
っ
て
、
権
利
濫
用
禁
止
原
則
の
法
源
上
の
位
置
づ
け
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
の
権
利
濫
用
の
行
為
は
、

も
た
ら
し
う
る
国
際
義
務
違
反
を
構
成
す
る
も
の
と
み
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

国
家
責
任
の
発
生
を

と
こ
ろ
で
、
権
利
濫
用
に
基
づ
く
国
家
責
任
の
帰
属
性
め
要
件
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
過
失
責
任
主
義
が
妥
当
す
る
か
ど
う
か
を
め

ぐ
っ
て
困
難
な
問
題
が
あ
る
。

一
方
の
見
方
と
し
て
、
権
利
濫
用
行
為
の
違
法
性
は
、
権
利
行
使
に
お
け
る
行
為
者
の
故
意
・
過
失
に
基

礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

国
内
法
の
学
説
で
は
、
ジ
ョ
ス
ラ
ン
の
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

(2・完〉

濫
用
行
為
は
そ
れ
自
体
適
法
な
行
為
で
あ
る
の
で
直
接
そ
の
行
為
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
「
権
利
を
行
使
し
た

の
で
は
あ
る
が
意
識
的
に
ま
た
は
無
意
識
的
に
、
或
は
故
意
に
ま
た
は
不
用
意
に
」
法
制
度
の
目
的
な
い
し
権
利
の
正
当
な
機
能
を
否
認

す
る
行
為
に
責
任
が
課
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
同
様
の
見
方
は
、
国
際
法
の
学
説
に
も
み
ら
れ
る
。
名
島
助
教
授
に
よ
れ

国際法における権利濫用の成立態様

あ
り
、

国
際
法
の
「
細
目
的
な
禁
止
許
容
法
規
」
に
規
律
さ
れ
な
い
権
利
行
使
に
つ
い
て
成
立
す
る
も
の
で

そ
の
多
く
は
「
実
害
の
発
生
は
み
た
が
、
何
ら
明
確
な
義
務
違
反
は
な
い
」
と
い
う
事
態
を
前
提
と
し
て
い
向
。
そ
れ
故
、

ば
、
国
家
の
権
利
濫
用
は
、
本
来
、

れ(は
るさ「
。正
他 当
方 な
、権

利

基
ペコ
く
行
為
で
あ
イフ

て
も

そ
の
権
利
行
使
を
違
法
化
す
る
要
件
と
し
て
、
依
然
過
失
を
必
要
と
す
る
」
と
論
じ
ら

か
か
る
捉
え
方
を
排
し
て
、
権
利
濫
用
に
よ
る
国
家
責
任
は
、
「
権
利
の
濫
用
的
行
使
」
と
い
う
そ
れ
自
体
違
法
な
行
為

か
ら
当
然
に
発
生
す
る
も
の
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
イ
ル
ヨ
マ
デ
に
よ
れ
ば
、

国
家
の
権
利
濫
用
は
そ
の
「
権
利
を
行
使
す
る
に
当
た
っ

て

一
定
の
限
界
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
、

そ
し
て
、
専
ら
悪
意
の
み
で
権
利
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
国
際
義
務
の
違
反

国
家
責
任
が
生
ず
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、

そ
の
違
反
が
損
害
を
も
た
ら
す
限
り
、

で
あ
り
、

ア
ゴ

l
(
H
W
〉
mo)
に
よ
っ 応
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説

(
四
)

て
も
是
認
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
権
利
濫
用
に
よ
る
国
家
責
任
の
帰
属
性
を
め
ぐ
っ
て
学
説
は
対
立
す
る
。
た
だ
、

い
ず
れ
の
見
解
に
お
い
て
も
、
権
利

論

濫
用
の
行
為
は
国
際
義
務
違
反
で
あ
る
と
す
る
点
で
差
異
は
な
い
。
そ
れ
故
、

か
か
る
権
利
濫
用
の
行
為
が
、

そ
こ
に
具
体
的
な
損
害
の

発
生
を
伴
う
限
り
、
国
家
の
不
法
行
為
責
任
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
か
ろ
う
。
右
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
が
こ
の

点
を
規
定
す
る
形
で
作
用
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

他
方
、

そ
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
は
、

そ
の
ま
ま
国
家
責
任
の
法
制
度
に
お
け
る
過
失
責
任
主
義
の
妥
当
性
に
関
す
る
見
方
の

違
い
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
国
家
機
関
た
る
個
人
の
心
理
的
過
失
に
よ
っ
て
責
任
を
お
う
と
さ
れ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
ま
た
、
国
際
社
会
の
構
成
員
た
る
国
家
に
通
常
期
待
さ
れ
る
正
常
な
機
能
の
欠
如
に
よ
っ
て
有
責
と
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
、

こ
れ
ま
で
立
法
機
関
の
国
際
法
違
反
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
過
失
の
存
在
は
一
般
に
不
要
で
あ
る
と
さ
れ
て

の
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
、

い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
国
家
機
関
の
行
為
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
一
般
的
に
論
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
権
利
濫
用
の
問
題
に
限
ら
ず
、

そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
は
な
お
広
く
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
責
任
の
帰
属
性
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
先
例
を
み

て
も
疑
い
に
円
。
お
そ
ら
く
は
、
今
後
の
国
際
先
例
の
集
積
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
既
存
の
国
家
責
任
の
法
理

か
ら
み
れ
ば
、

一
つ
は
、
悪
意
の
権
利
行
使
に
よ
る
国
家
責
任
の
帰
属
性
に
関
す
る

さ
し
当
た
り
、
次
の
点
は
指
摘
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

問
題
で
あ
る
。
悪
意
の
権
利
行
使
に
つ
い
て
は
、

そ
の
行
為
が
た
と
え
官
吏
の
権
限
外
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、

国
家
責
任
の
帰
属
を
も
た

ら
す
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
原
則
の
存
在
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

ぃ
。
つ
ま
り
、
悪
意
の
権
利
行
使
に
つ
い
て
は
、

国
家
機
関
た
る
個
人
に
過
失
(
悪
意
)
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
国
家
に
責
任
を
認

国
際
法
が
と
く
に
規
定
し
て
い
る
場
合
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
こ
れ
ま
で
の
学
説
に
お
い
て
も
一
般

に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
際
に
も
、
明
ら
か
に
私
人
の
行
為
と
み
な
さ
れ
る
国
家
機
関
の
故
意
・
過
失
が
国
家
に
帰
属
し

め
る
こ
と
を
、
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う
る
も
の
と
し
て
国
家
責
任
の
成
立
を
認
め
た
先
例
は
少
な
く
な
い
と
さ
れ
る
。

第
二
に
、
過
失
責
任
主
義
に
よ
れ
ば
、
違
法
な
加
害
行
為
に
つ
き
加
害
固
に
損
害
賠
償
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
は
、
加
害
固
に
故
意
過

失
の
あ
る
こ
と
、
が
必
要
と
さ
れ
る
。
が
、
国
内
法
に
お
け
る
と
同
様
に
、
そ
う
し
た
行
為
の
違
法
性
と
国
家
の
主
観
的
過
失
を
分
け
て
考

え
る
こ
と
は
、
被
害
国
の
責
任
追
求
を
困
難
に
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
国
際
法
上
、
特
別
の
禁
止
規
定

が
な
い
場
合
に
国
家
の
自
由
に
有
利
な
推
定
が
は
た
ら
く
と
す
れ
ば
、
挙
証
責
任
を
負
う
被
害
国
の
側
に
と
っ
て
、

そ
の
負
担
は
相
当
な

困
難
を
伴
う
と
い
え
る
。
か
く
し
て
、
立
法
機
関
の
国
際
違
法
行
為
の
場
合
の
よ
う
に
、

国
家
機
関
の
権
利
濫
用
行
為
と
そ
れ
に
よ
っ
て

生
ず
る
損
害
と
の
聞
に
因
果
関
係
が
証
明
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
の
こ
と
か
ら
国
家
の
権
利
濫
用
の
国
際
責
任
を
認
め
る
と
い
う
考
え
方
も

不
合
理
で
は
な
い
よ
う
に
解
さ
れ
る
。

国
家
の
国
際
義
務
違
反
が
客
観
的
に
確
立
さ
れ
る
限
り
、

か
か
る
見
方
は
、

こ
れ
ま
で
の
責
任
法

(2・完〉

理
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
権
利
濫
用
の
行
為
は
国
家
の
不
法
行
為
責
任
の
発
生
を
も
た
ら
す

も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
現
在
、
国
連
の
国
際
法
委
員
会
は
「
国
家
責
任
に
関
す
る
条
約
案
」
作
成
の
た
め
の
審
議
を
継
続
し
て
い
る

が
、
権
利
濫
用
に
よ
る
国
家
責
任
の
規
則
に
つ
い
て
は
明
確
な
立
場
を
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
権
利
濫
用
禁
止
の
実
体
規
則
に
直
接

ふ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
明
ら
か
の
よ
う
に
、
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
は

国際法における権利濫用の成立態様

そ
れ
に
関
す
る
国
家
責
任
制
度
の
整
備
(
法
典
化
)

国
家
の
国
際
義
務
違
反
を
も
た
ら
す
規
範
で
あ
り
、

t土

こ
の
原
則
の
実
効
性
を
左

右
す
る
重
要
な
問
題
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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実
際
、
多
国
籍
企
業
の
民
間
直
接
投
資
は
国
有
化
国
の
資
源
開
発
の
利
益
を
侵
害
す
る
効
果
を
も
っ
と
し
て
、
凶
有
化
の
合
理
的
な
補
償
額
は
主
に
そ
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野
里
望
「
現
代
国
際
法
に
お
け
る
過
失
の
本
質
(
一
一
了
完
)
」
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
十
巻
第
一
号
、
一

O
二
1

一
一
一
一
良
参
照
。

(
川
口
)
た
と
え
ば
、
ア
チ
オ
リ
l
は
、
国
際
判
例
で
国
家
機
関
の
過
失
に
よ
る
責
任
が
認
め
ら
れ
た
場
合
の
過
失
(
町
田
三
巾
)
内
容
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
な

か
に
は
単
な
る
国
際
法
規
の
違
反
、
あ
る
い
は
注
意
義
務
の
欠
如
、
犯
意

(
-
J
E
E
t
oロ
母
ロ
己
完
)
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
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h同-
n

同
-n・・司℃・
ω官・

ω
2・
ア
メ
ラ
シ
ン
ゲ
も
同
様
の
見
解
で
あ
る
。
ゎ
・
同
〉
B
2
2
5由
F
P
。
も
・
門
戸

-
H
S戸
匂
品
目
・
ま
た
プ
ラ
ウ

γ
リ

ー
は
責
任
の
帰
属
性
。

B
M
E
g
r
E片
吋
)
の
内
経
は
特
定
の
国
際
義
務
と
そ
の
義
務
違
反
の
性
質
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
が
、
国
家
機
関
の
側
に
お
け
る
悪

意
(
仏

o
-
g
一
ι巳
5
0
5
Z
E
R
E
S
-ロ』
E
B
)
の
存
在
が
立
証
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
国
際
義
務
の
違
反
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
O

H

・
回

E
唱
ロ
ロ
少
。
予
三
F
-

宅

品

NN-
品
問
l
お
∞
・
こ
の
よ
う
に
、
国
家
機
関
の
悪
意
の
権
利
行
使
か
ら
損
害
が
発
生
す
る
場
合
、
伝
統
的
過
失
ハ
故
意
)

責
任
主
義
に
よ
る
責
任
の
成
立
を
み
と
め
る
こ
と
は
な
お
可
能
で
あ
る
。

(
却
)
波
多
野
里
望
、
前
掲
論
文
、
一

O
五
頁
。

(
匁
)
な
お
、
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
そ
れ
は
不
法
行
為
の
成
立
要
件
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
不
法
行
為
に
伴
う
不
可
避
の
結
果
で
あ
る
が
、

他
方
、
権
利
濫
用
行
為
の
違
法
性
は
そ
の
権
利
行
使
に
伴
う
損
害
の
創
出
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
回
・
回
。
=
巾
口

r
R・2
2
p
h問、旬、
h'

hRR同
制
定
吾
苫
同
町
白
叫
，
ph巴
ミ
偽
札
両
目
白
河
司
師
、
言
句
S
E
H
h
hミ
ミ
苫

AHHSEN-SJ1ω--v司・
ωタ
岳
山
・
ま
た
一
ブ
ウ
タ
l
パ
ク
ト
も
、
権
利
濫
用
に
関
す
る
「
一

応
の
訴
権
」

(
1
2
P
3
S
5
0
Z
2
5
)
は
国
際
的
な
損
害
の
発
生
に
よ
っ
て

1

1す
な
わ
ち
、
そ
の
法
益
を
直
接
に
侵
害
さ
れ
た
|
|
被
害

国
に
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

L

『
ミ
ミ
E
H
H
E昌
RHNhbHG~(り
え
な
ミ
司
弘
、
白
守
旬
、
F

旬
宮
、
ミ
ロ
C
Z
印唱

HV・
ω
E・
な
お
、
付
言
す
れ
ば
、
利
害

の
不
均
衡
な
発
生
に
よ
っ
て
成
立
す
る
権
利
濫
用
ハ
第
三
章
〉
に
つ
い
て
は
、
つ
ね
に
そ
う
し
た
損
害
の
具
体
的
な
発
生
を
伴
う
形
で
不
法
行
為
責
任
が

生
ず
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(辺

)
ω
-
Z・
ωロ
yd司
与

of--吋
ro
吋
広
三
可
・
百
円
巳

ω
2巴
Cロ
O同
p
o
F
S
E伊
丹

HOE-
の
D
E
B
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吋
u
h
-
H・

L

『・ト・

5
昌
-H)司
斗

g
l吋
ミ
・
た
だ

国
連
国
際
法
委
員
会
の
内
部
で
、
委
員
会
自
ら
は
、
権
利
濫
用
禁
止
が
一
般
国
際
法
規
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
明
確
な
立
場
を
示
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
た
意
見
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
回
、
b
-
N
h
-
n
-
w
H申叶。
i
F
司
-NHAH-
唱同一門田
-

A
∞
(
回
mW203UR--Hmw叶
φIH--Y
】
印
・
宮
-H白
・
∞

(
己
目
件
。
円
)
。
な
お
、
ア
マ
ド
ー
ル
は
自
国
領
域
で
外
国
人
が
身
体
・
財
産
に
つ
い
て
蒙
っ
た
損
害
に
よ
る
国
家
責
任
に
つ
い
て
、
権
利
濫
用
は
そ
の
損
害
賠

償
の
義
務
を
も
た
ら
す
「
国
家
の
国
際
的
な
義
務
」
で
あ
る
と
し
た
(
一
九
六
一
年
の
国
家
責
任
法
典
草
案
第
二
条
三
項
)
。
こ
の
草
案
内
容
に
つ
い
て

は
、
安
藤
仁
介
「
自
国
領
域
内
で
外
国
人
の
身
体
・
財
産
が
こ
う
む
っ
た
損
害
に
対
す
る
国
家
の
責
任
」
に
関
す
る
法
典
草
案
(
資
料
〉
、
政
法
論
集
(
京

都
大
)
第
三
号
三
九
六
九
年
)
、
一
五
一
二
|
一
五
四
頁
。
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主
CH・
-
k

・回・

ωcrロ
自

ι
戸
何
回
国
民
R
-
c
v・
門
誌

-HU・
己
申
・

2
5

北法31(2・287)687

国際法における権利濫用の成立態様


