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Use受益織とその史的性格

巴
ω
巾

E屯
J込

益

権
と
そ
の
史
的
性
格

目

次

は

し

が

き

一
口
田
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益
権
の
史
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立

H
d
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行
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質

ω
d
g
償
行
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間

d
g
慣
行
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目
的
と
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同

d
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行
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同
匂
回
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規
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川
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3
5
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8
5晶
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倒

司

g司
S
8
5
0
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権
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号
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L 

説

ω
新
司
法
機
関
の
出
現
と
包
括
保
護
の
理
由

開

d
g保
護
の
理
論
と
特
質

同

所

謂

UE-。
羽
田
角
田
町
山
匂
の
本
質

川

tug-。
靖
国
角
島
田
。

ww

の
理
論

同

国

G
ロ
Hgzo。
喝

g
g
E喝
の
本
質

三

対

c
g諸
立
法
の
機
飽
と

c
g受
益
権

同

対

d
g立
法
の
展
開

ω
初
期
の
立
法
政
策

仰

m‘
g
a
g
a
a
gの
成
立
過
程

凶

H
m
g
g
g
a
g
g
の
効
果

ω
本
法
の
目
的
と
効
果

仰
本
法
に
対
す
る
土
地
所
有
階
層
の
抵
抗

む

す

び

ー
!
近
代
的
土
地
所
有
権
成
立
過
程
の
展
望

論

d
m
o
受
益
搾
の
法
的
保
護
と
構
成

H 

大
法
官
に
よ
る
法
的
保
護

(1) 

新
司
法
機
関
の
出
現
と
包
括
保
護
の
理
由

て
既
述
の
如
く
、
典
型
的
な
土
地

C
m
m
は
イ
ギ
リ
ス
中
世
の
封
建
的
不
動
産
法
と
し
て
存
在
し
た
の
。

g
g
s
rヨ
を
脱
法
す
る

一
五
世
紀
を
中
心
に

こ
と
、
従
っ
て
封
建
的
土
地
所
有
の
諸
制
約
・
諸
負
担
を
潜
脱
・
回
避
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
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展
開
せ
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
崩
壊
期
に
於
け
る
進
行
と
反
動
の
嵐
の
中
で
、

よ
く
そ
の
目
的
を
迷
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の

如
く

一
五
世
紀
を
通
じ
て
の

ERo--。
日
(
大
法
官
)
↓
。
。
ロ
え
え
の

V
S
B弓
↓
問
。

E
q
n
gえ
は
、
斯
か
る
典
型
的
な
受
動
的
土

地

C
8
e
s
a
s
g
o
z
-
s
e
を
積
極
的
に
保
護
し
、

2
2
E
0
5
5
m
を
殆
ん
ど
実
質
的
な
土
地
所
有
者
と
し
て
司
法
的
に
救
済
し

た
の
で
あ
る
が
、
併
し
立
法
上
は
寧
ろ
否
定
的
な
干
渉
が
斯
る
己
紹
慣
行
に
も
加
え
ら
れ
、

遂
に
は

一
六
世
紀
中
葉
に
巴
自
禁
止
法

と
云
は
れ
る

ω
E
E
g
a
c
m
o
m
-を
み
る
に
至
っ
た
。

後
述
の
如
く
そ
の
立
法
政
策
も
そ
の
効
果
を
全
体
と
し
て
考
察
す
る

と
は
三
口
え
、

時
、
結
局
は

C
B
慣
行
を
漸
次
実
質
的
に
是
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
必
然
性
を
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に

C
8
慣
行

の
圧
倒
的
な
社
会
的
妥
当
性
を
看
取
し
う
る
。
併
し
問
題
は
、
先
ず
、
典
型
的
な
包
括
が
何
故
・
如
何
に
し
て
既
存
の
裁
判
所
た
る
の
。
ロ
ユ

。同

g
B
B
Oロ
宮
司
(
普
通
法
裁
判
所
)
に
よ
ら
ず
、
新
た
な
司
法
機
関
た
る
の
宮
山
口

B--RV
。
。
ロ
ユ
え
の
宮
ロ
日
弓
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
る
に
至
っ
た
か
で
あ
る
。
此
の
点
は
イ
ギ
リ
ス
法
史
学
界
に
於
て
古
く
か
ら
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
既
に
我
国
で
も
概
説
的
な
紹
介
は
屡

々
為
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、

併
し
の
町
釦
ロ

2--2
に
よ
る
司
法
的
保
護
の
根
本
理
由
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
法
史
学
者
聞
に
未
だ
必

ず
し
も
見
解
の
一
致
が
あ
る
と
は
云
え
な
い
現
状
で
あ
る
。

そ
こ
で
我
々
は
、

斯
る
見
解
の
不
一
致
が
一
一
聞
に
於
て
問
題
提
起
の
混
乱
に

Use受益権とその史的性格

起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
に
鑑
み
、
先
ず
問
題
点
を
整
序
し
つ
つ
、

之
ま
で
明
か
に
せ
ら
れ
た
聴
史
的
持
事
実
を
再
構
成
す
る
こ
と

に
努
め
た
い
。

そ
れ
に
よ
っ
て
問
題
の
本
質
と
従
つ
て
今
後
の
実
証
的
研
究
の
余
地
と
が
自
ら
明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

二、

c
g
慣
行
が
法
的
保
護
を
受
け
た
理
由
を
問
う
前
提
と
し
て
、
先
ず
斯
か
る
保
護
の
必
要
性
自
体
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
お
こ

典
型
的
口
部
慣
行
は
一
回
世
紀
を
通
じ
て
漸
次
一
般
化
し
た
が

う

他
方
そ
れ
と
共
に
同

g
R
2
g
g
m
の
義
務
違
反
乃
至
債
権
の

実
行
若
し
く
は
相
続
等
に
よ
る
、
客
体
た
る
土
地
(
宮
ロ
門
ご
ロ
ロ
田
町
)
の
第
三
者
取
得
が
頻
発
し
た
。
元
来
己
完
慣
行
の
基
礎
が
直
接
的
に

は
友
人
乃
至
親
族
関
係
に
内
在
す
お
「
信
頼
」

8
口同区

g
s
と
い
う
精
神
的
要
因
迄
か
か
っ
て
い
た
以
上
、

そ
れ
を
支
え
て
い
る
個
人
的

aめ
W



説

関
係
乃
至
相
手
方
た
る
な
。
同
2
E
C
mゅ
の
内
心
の
変
化
|
|
社
会
的
基
礎
の
崩
壊
現
象
1
1
6
に
よ
っ
て
、

句
協
自
体
が
直
接
危
機
に
陥

る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

斯
様
に
口
部
慣
行
内
部
の
自
律
的
強
制
規
範
の
基
礎
が
崩
れ
た
場
合
に
は
、

も
は
や
外
部
的
強
制
に
よ

論

る
保
護
・
救
済
を
国
家
に
対
し
て
要
請
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
巴
見
慣
行
が
法
的
保
護
を
要
請
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た
。

で
は
、
右
の
事
態
に
対
し
て
既
存
の
司
法
制
度
た
る
の
。

Z
3
0同

h
a
S
(
日
。
。

g
g
oロ
HL2)

か
。
以
下
此
の
問
題
を
簡
単
に
考
察
し
よ
う
。
け
だ
し
、

は
如
何
な
る
態
度
を
示
し
た
で
あ
ろ
う

。宮山口門巾】

-
R
に
よ
る

C
8
保
護
の
根
本
的
理
由
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
我
々

に
と
っ
て
、

そ
れ
は
い
わ
ば
前
提
問
題
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
先
、
す
、
。
。
g
g。ロ
H
L
2
1

裁
判
所
は

dmo
を
保
護
的
に
取
扱
う
こ
と
は
不

、.、，、.

可
能
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
包
括
を
保
護
す
る
と
は
な

O
R
o
g
Z
5
0
が
そ
の
土
地
譲
受
に
当
っ
て
引
受
け
た
約
束
を
契
約
上
の
義
務

と
し
て
履
行
強
制
す
る
む
と
で
あ
る
が
、
。
。

g
g
oロ
戸
川
喜
は
当
時
(
一
四
世
紀
)
未
だ
契
約
法
に
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
為
、

裁
判
所

と
し
て
は
巴
自
保
護
の
法
律
理
論
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
亦
、

dmゅ
の
目
的
(
条
件
)
が
多
岐
に
亘
っ
た
為
に
条
件
附

土
地
譲
渡

(
gロ
島
民
。
ロ
丘
町
g
R
g
oロ
同
)
法
の
拡
張
適
用
も
不
可
能
で
あ
り
、
且
つ
包
括
は
秘
密
約
束
で
あ
っ
た
為
捺
印
証
書
(
者
江
昨
日
ロ

m

5aRms-)
の
方
式
を
採
ら
ず
従
つ
で
捺
印
契
約
百

2
8
8
5
と
し
て
の
保
護
も
受
け
得
な
か
っ
た
。

更
に
一
五
世
紀
以
後
発
達
し

た
引
受
訴
訟
(
〉
間
的
ロ
自
宮

F
e
l
l被
告
の
「
引
受
け
た
」
あ
る
行
為
を
強
制
履
行
せ
し
め
る
方
式
!
ー
に
よ
っ
て
診
。
同
巾

2
8
ロ
由
ゆ
が

引
受
け
た
義
務
を
強
制
せ
し
め
え
た
筈
で
あ
る
が
、
後
述
の
如
く
時
既
に
の

ERo--。
吋
が
効
果
的
な
方
法
に
よ
り
白
目
命
保
護
を
開
始
し

独
占
管
轄
を
行
っ
て
い
た
為
に
そ
の
機
を
逸
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
亦
内
容
的
に
も
〉
gzgH)印
芹
は
損
害
賠
償
を
命
じ
う
る
の
み
で
、

債
務
本
来
の
強
制
実
現
(
畠
R
S
n
℃
O
H・同

R
B白
ロ
円
巾
)
を
命
じ
え
な
か
っ
た
為
、
適
切
な
包
括
保
護
を
な
し
え
な
か
っ
た
か
ら
で
ゆ
め
る
。

処
で
、
以
上
の
如
く
契
約
法
未
発
達
を
そ
の
理
由
と
す
る
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
当
時
の
め
。

g
g
S
F
ω
当
た
る
不
動
産
法
体
制
が
存

在
し
て
い
た
限
り
で
、

d
g
は
の
。
g
g
oロ
戸
担
当
裁
判
所
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
得
。
す
、
む
し
ろ
否
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ

- 22-



と
に
外
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
五
世
紀
に
於
て
さ
え
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

nvgsロ
O円
に
よ
れ
ば
当
時
す
で
に
砂

OBHH82。
5
m
の
意
思
に
基
づ
く
良
心
に
従
っ
て

2
2巳
A
5
5ゅ
は
救
済
さ
れ
て
い
た
が
、

の
0
5
5
0ロ
F
B司
裁
判
所
で
は

「
人
民
訴
訟
裁
判
所
ま
た
は
王
座
裁
判
所
に
お
け
る
コ
モ
シ
・
ロ
ー
の
進
展
か
ら
み
て
、

そ
の
よ
う
に
い

と
い
う
の
は
、
譲
受
人
は
、
自
己
の
土
地
譲
受
に
反
し
て
、
そ
れ
が
信
頼
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
と
か
、
そ
う
で
な
か
っ
た
と
か

を
理
由
づ
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
ー
と
し
て
原
告

2
8
B諸
君

50)
に
よ
り
そ
の
保
有
地
の
不
法
侵
害
者
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
被
告

e
:
、。

》
ズ
品
山

L

(2回
同

巳

門

戸

5
5
0
)
の
抗
弁
ー
ー
そ
の
土
地
は
被
告
の
た
め

第
三
者
が
「
信
頼
を
も
っ
て
」
原
告
に
譲
渡
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、

の
土
地
の
収
益
享
有
権
は
自
分
に
あ
る
と
の
抗
弁
1
iー
を
拒
否
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る

Q

従
っ
て
、
契
約
法
が
発
達
し
て
い
た

な
ら
ば
の
。

g
g
oロ
戸
ω当
裁
判
所
と
難
も
円
。
∞
宮

-
A
5
己
認
を
保
護
し
え
た
筈
で
あ
る
が
、
併
し
、
斯
様
に
保
護
し
た
な
ら
ば

B
a
E

門戸

5
5
0
に
の
。

g
g。ロ
Fω
当
上
の
権
利
を
押
附
け
る
こ
と
と
な
っ
て
「
封
建
制
度
の
民
」
の
中
に
押
し
込
め
、
そ
の
結
果
口
問
。
設
定
の

目
的
を
破
壊
し
た
に
違
い
な
い
と
い
う
仮
定
論
は
、
実
は
一
つ
の
実
定
法
的
な
結
果
論
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
で
更
に

一
歩
立
ち
入
っ
て
、
。

0
8
8
0ロ
F
g司
裁
判
所
の
裁
判
官
達
は
包
括
慣
行
に
対
し
て
如
何
な
る
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
此

Use受益権とその史的性格

の
点
を
次
に
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

、.、.、.、.

一
42??
を
以
て
す
れ
ば
、
裁
判
官
達
は
包
括
慣
行
に
対
し

「
敵
意
あ
る
態
度
で
は
な
く
て
、
協
調
す
る
態
度
」
を
示
し
て
い
た
。

、.、.、.、.、.

の
如
き
包
括
を
保
護
し
え
な
か
っ
た
実
定
法
的
理
由
は
、
実
は
斯
る
裁
判
官
達
の
態
度
に
も
拘
ら
ず
存
在
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て

、、、
裁
判
所
と
し
て
は

包
括
慣
行
の
法
的
反
映
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

で
は
彼
ら
は
具
体
的
に
如
何
な
る
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

。
o
g
g。
ロ
戸
問
看
の
前
述
の
如
き
状
態
の
故
に
巴
凹
命
保
護
に
つ
い
て
は
何
ら
為
す
と
こ
ろ
は
な
く
、
む
し
ろ
具
体
的
事
件
に
当
っ
て
¥
前

記
の
よ
う
に
否
定
的
態
度
を
執
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
裁
判
告
と
し
か
は
包
括
保
護
の
為
に
何
ら
か
の
努
力
を
し
た
の そ

前
述

- 29ー



鋭

で
あ
っ
た
。
蓋
し
、
封
建
制
度
の
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
に
於
て
典
型
的
な
己
認
の
諸
目
的
|
|
封
建
的
な
附
随
的
諸
負
担
、
遺
贈
、

譲
渡
、
将
来
物
権
の
設
定
等
の
制
限
・
回
避
1
1
ー
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
決
し
て
社
会
的
な
非
難
は
受
け
ず

v

従
っ
て
立
法

政
策
上
も
裁
判
上
も
そ
れ
は
℃
ロ
Z
W
H
V。ロ
nu刊
に
反
し
な
い
も
の
と
し
て
保
護
的
な
放
任
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

論

斯
様
な
社
会
的
背
景
を

基
礎
に
し
て
、

封
建
的
土
地
所
有
階
層
に
所
属
し
て
い
た
裁
判
官
達
は
、
例
え
ば

C
B三
口
丹
件
。
罫
}
ロ
の
よ
う
に
包
括
を
自
ら
行
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
巴
認
を
敵
視
し
た
と
は
勿
論
考
え
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、

そ
こ
に
積
極
的
な
保
護
対
策
が
講
ぜ
ら
る
べ
き
必
然

性
さ
え
存
在
し
て
い
た
。
従
っ
て
、

B
a
a
G
5
5
0
が
国
王
に
対
し
て
な
し
た
救
済
請
願
、
及
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
の
宮
ロ

g
-
E
g

-
-
国
王
の
最
高
行
政
官
ー
ー
に
よ
る
保
護
・
救
済
の
方
法
と
狸
論
の
創
造
に
つ
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
述
の

、
.
、
.
、
.
、
.

よ
う
に
、
裁
判
所
の
名
に
於
て
は
何
ら
保
護
同
対
策
を
講
じ
え
な
か
っ
た
が
、
併
し
個
人
的
に
は
む
し
ろ
好
意
を
示
し
た
裁
判
官
達
の
具
体

的
な
態
度
を
検
証
す
る
為
、

以
下
に
我
々
は
、
包
括
従
っ
て

2
え
巴

ρ
5
5
0
の
利
益
亨
有
が
如
何
に
し
て
保
護
さ
れ
た
か
を
考
察
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
二
、
口
需
は
前
述
の
如
く
の
。

g
g。ロ戸内
21
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
保
護
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
云
え
、
併
し
そ
の
社
会
・
経
済
的
妥
当
性

の
故
に
、
何
ら
か
の
法
的
保
護
を
求
め
る
可
能
性
と
必
然
性
を
帯
有
し
て
い
た
。

そ
こ
で

s
a
c
-
ο
5
5
0
(
H
砂
。
図
。
円
)
は
、
当
時
法

的
保
護
J

救
済
の
淵
源
と
考
え
ら
れ
た
国
王

l
l
l包
括
的
な
司
法
大
権
を
も
っ

l
iに
対
し
て
請
願
す
る
乙
と
と
な
り
、
之
が
一
回
世
紀

の
末
葉
か
ら
急
増
し
始
め
た
の
で
あ
勺
斯
る
国
王
に
対
す
る
請
願
は
国
王
評
議
会
両
足
〆

P
E
n
g
に
附
託
・
提
出
さ
久
的
が
、
結

局
そ
の
所
属
機
関
で
あ
っ
た
大
法
官
府

(
Q
E
B弓
)
に
処
置
が
委
ね
ら
れ
そ
の
府
長
た
る
の

v
g
sロ
R
が
担
当
す
る
に
至
つ
切

21

ssロO
叶
は
他
の
全
行
政
府
に
対
し
て
国
王
の
国
政
秘
書
官
の
地
位
を
有
す
る
と
共
に
、
国
王
の
国
璽
(
の
話
回
同

ωゆ
刊
を
の
保
管
者
に
し
て

且
つ
国
王
の
名
に
於
て
授
受
さ
れ
る
全
公
文
書
の
管
理
責
任
者
で
あ
っ
た
。
特
に
右
の
内
最
後
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
の

E
R色
。
可
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は
従
来
よ
り
の

o
g
g。ロ

rミ
裁
判
所
に
お
い
て
訴
訟
開
始
を
許
可
す
る
令
状
(
。
江
巳
ロ
乱
調
号
印
)
を
種
々
発
給
し
て
い
た
。

内

O
昆
-m
一宮
-oia。
ロ
印
(
一
二
五
八
)
に
基
づ
き
国
王
及
び
評
議
会
の
同
意
に
よ
り
令
状
を
発
給
し
て
い
た
が
、
後
宅
巾
即
昨
日
山
口
忠
男
第
二
条

従
来
令
状
を
与
え
た
訴
訟
事
件
と
同
種
の
場
合
に
の
み

初
め
。
M81

(3SEN-さ
と
帆
町
民
的
緊
)
新
令
状
の
発
給
権
を
認
め
ら
れ
る
に
至
つ

例
に
よ
り
、

勺
斯
く
し
て
発
給
さ
れ
る
新
令
状
は
、
併
し
そ
れ
が
既
成
の

p
s
s
g
U巧
に
矛
盾
対
立
す
る
内
容
を
実
現
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る

時
は
、
の
。

B
B。ロ阿
b
d司
裁
判
所
は
破
致
し
得
る
権
能
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は

令
状
固
定
化
の
結
果
と
し
て
保
守
化
・

厳
格
化
し
て
い
た
の
。

g
g
oロ
Fω
者
の
執
行
者
と
し
て
む
し
ろ
破
致
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

担
、
右
の
如
き
状
態
の
中
で
、

ds
の
保
護
を
求
め
た
請
願
は
如
何
な
る
取
扱
い
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
か
。

n
gロ
2
ロ
。
叫
は
請
願
を
審
理
の
上
、

適
当
と
認
む
る
時
は
請
願
者
の
相
手
方
に
出
頭
を
命
令
し
、

n
F
S
Bロ
日
の
面
前
で
宜
誓
せ
し

め
た
上
、

そ
の
結
果
若
し
請
願
者
と
の
合
意
に
よ
る
負
担
義
務
あ
る
時
は
、
投
獄
の
威

そ
の
審
聞
に
答
え
且
つ
立
証
す
べ
き
も
の
と
し
、

Use受益権とその史的性格

嚇
を
以
て
義
務
の
履
行
を
強
制
し
た
。
以
上
は
の

E
R
Oロ
買
が
罰
則
附
強
制
出
頭
命
令
官
与
を
SRH)
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
命
状
を
発
し

て
行
っ
た
の
で
あ
り
明
併
し
之
は
当

g
E
E
R第
二
条
例
に
よ
っ
て
そ
の
発
給
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
同
種
事
件
令
状

(
Z
5
3
1

、.、.、.、.、.、，

的帆さと叫

S
S
)
の
一
一
種
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
斯
様
に
し
て
己
認
の
保
護
が
、
新
し
い
訴
訟
開
始
令
状
(
。
ユ
向
山
口
巳
当
ユ
仲
田
)
に
よ
ら
ず
、

直
接
の
}
お
ロ

no--2
自
身
に
よ
っ
て
有
機
的
保
護
を
与
え
ら
れ
た
理
由
と
根
拠
は
何
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

此
の
問
題
に
関

す
る
事
実
に
は
不
明
確
な
点
が
多
い
が
一
応
次
の
よ
う
に
云
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

先
ず
、

Q
H
S
Bロ
2
に
よ
る
直
接
的
な

C
B
保
護
の
根
拠
に
関
し
て
。
前
述
の
如
く
、
の
宮
ロ

B
Z
2
は
国
王
の
司
法
大
権
の
保
管
者

。。
B
B。ロ
H
L
Z
司
裁
判
所
の
裁
判
権
は
い
わ
ば
斯
る
司
法
大
権
の
一
表
出
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
云
え
よ
う
。
こ
こ

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

に
訴
訟
開
始
令
状
の
発
給
権
が

O
M
E
R
-
Z吋
の
職
務
と
さ
れ
て
い
た
根
拠
が
あ
る
。

。
。
日
目
。
ロ

T
2
裁
判
所
の
裁
判
権
を
超
越
す
る

-1J5 ~ 



説

司
法
大
権
の
斯
か
る
包
括
性
は
、
従
っ
て
令
状
発
給
権
以
外
に
な
お
残
余
の
司
法
大
権
の
発
現
を
可
能
な
ら
し
む
る
の
で
あ

h
ザ
形
式

論

的
に
は
、
こ
こ
に
こ
そ
の

vgjSZ2
が
白
認
を
直
接
的
に
保
護
し
う
る
根
拠
が
存
在
し
た
と
云
え
よ
う
。
し
か
し
て
、
従
来
学
者
に
よ

っ
て
、
良
心

(gロ由巳
gno)
・
衡
平
(
同
門
同
日
々
、
)
の
保
管
者
と
し
て
の
の
F
S
Bロ
。
『
が
、
そ
れ
を
実
現
せ
し
む
る
為
、
良
心
に
即
す
る
履

行
の
強
制
を
行
っ
た
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
来
た
も
の
は
、
実
は
斯
か
る
形
式
で
の
の

}HEB--R
の
司
法
的
権
能
を
根
拠
づ
け
る
為
の

一
つ
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
更
に
の
宮
町
凶
ロ

no--2
が
常
に
高
位
の
僧
侶
(
虫
丸
岡
O
℃
)
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
右
論
理
の
妥
当
性
を

国
王
に
対
し
て
も
確
保
し
え
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
、

右
の
如
き
根
拠
を
採
り
あ
げ
、
。
}
岡
山
口

2-F}吋
を
し
て

dz
保
護
の
為
に
司
法
的
機

能
を
営
ま
し
め
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
、
次
に
こ
の
点
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

そ
れ
は
第
一
に
、
口
町

MEg--2
自
身
の
側
に
於
け
る
保
護
の
必
要
性
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
教
会
人
と
し
て
教
会
の
利
益
と
な
る
可
能
性

あ
る
も
の
を
確
保
し
、
且
つ
教
会
裁
判
所
の
失
地
を
回
複
す
る
必
要
の
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
回
路
保
護
を
積
極
的
に

要
請
し
た
階
層
に
属
し
、
自
ら
も

C
S
に
関
係
し
、
弁
護
士
達
と
共
に
ど
自
保
護
に
非
常
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
O
目
白
。
ロ

T
2
裁

、.、.、.、.

判
所
の
裁
判
官
達
は
、

no目
z
z
c
o
Z閉
め
か
ら
の
国
王

-
n
V
E
g
-
a
に
対
す
る
請
願
と
呼
応
し
て
、
。

ERo--2
に
よ
る
法
的
保
護

そ
の
為
法
的
保
護
の
理
論
乃
至
方
法
の
創
造
に
協
力
し
た
こ
と
を
挙
げ
う
る
。
市
し
て
、
右
の
如
き
の

E
R色
。
刊
の

の
実
現
を
望
み
、

側
の
二
重
の
必
要
性
と
の
。
目
白
O
ロ
ド
ω当
裁
判
官
達
の
要
請
と
の
結
合
に
よ
っ
て
の
}
岡
山
口

no--2
に
よ
る
巴
凶
作
保
護
の
方
法
乃
至
理
論

が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
ず
、
方
法
た
る

S
F苦
悶
お
む
を
考
察
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
既
に
の
。

g
g
S
F
E司
裁
判
所
に
は
被
告

の
出
頭
・
答
弁
の
要
求
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
同
名
の
令
状
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
且
つ
亦

nvω
ロ
日
ロ
。
吋
が
行
使
し
た

s~goshHに
は
、
従
来
教
会
裁
判
所
に
於
て
行
わ
れ
て
い
た
宣
誓
に
よ
る
証
言
強
制
方
式
と
同
じ
も
の
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

円
四
v

s~vyshH
の
内
容
は
之
ら
両
者
の
影
響
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
一
二
に
、

以
上
二
点
の
む
し
ろ
根
拠
と
も
云
う
ぺ

~2(J-



き、

C
8
慣
行
の
社
会
的
妥
当
性
を
指
摘
し
え
よ
う
。
封
建
制
度
の
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
に
於
て
、
封
建
的
徴
税
制
度
は
す
で
に
気

巴
詔
に
よ
る
諸
税
の
潜
脱
は
決
し
て
社
会
的
批
難
を
宗
ら
ず
、
為
に
当
時
裁
判
所
に
於
て
も
斯
か
る

包
括
は
公
益
に
反
し
な
い
と
さ
え
判
決
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。

ま
ぐ
れ
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
為
、

以
上
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、

ほ
ほ
の
同
冨
ロ

no--2
に
よ
る

C
8
保
護
の
根
拠
と
理
由
を
明
か
に
し
え
た
。
斯
様
な
基
礎
に
支
え
ら
れ
て

n
E
E
O口
角
の
司
法
的
機
能
が
成
立
発
展
し
、
漸
次
。
。
ロ
ユ
え

Q
H
8
8弓
と
し
て
成
長
し
た
。

そ
の
過
程
は
、
前
述
の
如
き
請
願
の
審

理
過
程
で
あ
る
が
、
記
録
不
備
の
為
、

そ
の
時
期
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
。

戸
田
ゾ

か
ら

E
n
y向
島
ロ
治
世
の
初
期
に
か
け
て
、
従
っ
て
、
初
期
の
請
願
審
理
と
共
に
司
法
的
機
能
が
成
立
・
発
展
し
始
め
た
も
の
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
一
四
世
紀
末
、
開
仏
当
時
円
四
回
国
治
世
の
末
期

四
、
以
上
我
々
は
、
の

V
8
8ロ
買
に
よ
っ
て

d
E
の
直
接
的
な
法
的
保
護
が
為
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
と
過
程
を
簡
単
に
考
察
し
た
。

そ
こ
で
の
理
由
は
、
直
接
的
に
は
の
。
自
目
。
ロ
戸
川
喜
裁
判
官
達
(
裁
判
所
で
は
な
く
)
と
の

E
ロ
円
巾
口
角
そ
れ
ぞ
れ
が
包
括
保
護
に
ょ
っ

Use受益権とその史的性格

て
一
定
の
利
益
を
得
る
と
い
う
現
実
的
事
情
と
、
間
接
的
に
は
封
建
的
土
地
所
有
階
層
を
基
盤
と
せ
る
己
目
慣
行
の
社
会
的
妥
当
性
に
も

。vg
n
o
Z
2
と
裁
判
官
乃
至
弁
護
士
・
不
動
産
取
引
業
者
を
含
む
法
曹
一
般
と
の
緊
密
な
協
力
に
よ
っ
て
保
護
が
実
現
さ
れ

と
づ
ぎ
、

た
の
で
あ
っ
た
。

右
の
問
題
は
、
従
来
イ
ギ
リ
ス
法
史
学
界
に
於
て
多
年
論
争
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
然
も
な
お
不
分
明
な
点
が
多
い
。
従
つ

て
本
稿
に
お
け
る
以
上
の
所
論
は
勢
い
可
成
り
大
胆
な
推
論
と
提
説
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
従
来
の
論
争
に
関
し
こ

こ
で
確
言
し
う
る
こ
と
は
、
そ
の
多
く
が
抽
象
的
な
法
の
論
理
乃
至
観
念
の
操
作
に
依
存
し
て
為
さ
れ
て
来
た
嫌
い
が
あ
り
、
そ
の
為
、

歴
史
的
な
段
階
の
差
異
を
無
視
し
て
近
代
的
な
段
階
に
於
け
る
実
定
法
の
論
理

7
l普
通
法
と
衡
平
法
の
対
立
ー
ー
ー
と
自
然
法
的
な
法
の

a
L
W
 



説

観
念
|
|
「
良
心
」
乃
至
「
衡
平
」

1
1
と
を
移
入
・
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
議
を
甚
し
く
混
乱
且
つ
漠
然
化
せ
し
め
て
来
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
為
、
無
用
な
論
争
と
混
乱
が
惹
き
起
さ
れ
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
既
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、

論

nvω
ロ【

HO--2
に
よ
る
巴
的
ゅ
の
司
法
的
保
護
は
、
司
法
制
度
乃
至
法
体
制
の
実
質
的
な
変
革
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
根
底
に
は
政
治

的
・
経
済
的
・
社
会
的
な
諸
関
係
が
矛
盾
対
抗
し
て
い
る
訳
で
あ
る
以
上
、
我
々
は
む
し
ろ
、
包
括
保
護
の
際
の

E
R
Oロ
R
に
よ
っ
て

採
ら
れ
た
方
法
と
理
論
の
背
景
乃
至
現
実
的
な
意
義
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
町
ハ
に
於
て
、
我
々
は
斯
か
る
批
判

的
見
地
か
ら
考
察
を
進
め
て
来
た
の
で
あ
る
が
、

以
下
の
Fmw
ロ
n
o
Z
R
に
よ
る
包
括
保
護
の
理
論
と
特
質
に
論
点
を
す
す
め
て
、

右
の
問

題
に
答
え
た
い
と
思
う
。

川
宗
教
裁
判
所
は
、
も
は
や

ι
c
g
を
保
護
す
る
に
足
る
権
能
を
欠
い
て
い
た
。
盟
問
ぴ
M

〉
自
己
o
ミ
。
片
付
F
O
F
P
喝
。
片
岡

wg一310可
申
昆
予
(
帥

E-a-w

】{∞∞
h
p
r
M

】・
M
∞.

ω
鼠由包号即広酔】

ω
属胆払凹
E己胆記
s同ロ包M&昇円岱p凶戸.阿匂

ι
。色】ロ-ゲ。ロ失W
即自岡回H
晶

P.
囲
幹
。
吋
司
可
。
え
同
回
ロ
m拘包叫乱-ロ
E

目

z回与F
阿F』胆曾』司司(碕
N回Eι.
包
.J.

同忌由明

N担).〈。♀-.口戸姐阿匂】
.Nω
お凶。$什阻
g由2門

Q乎阿F.
仮
り
に
近
代
的
契
約
原
理
が
完
成
し
て

い
た
と
し
て
も
、
約
束
に
は
約
因
が
伴
う
と
す
る
規
則
は
。
a
H巳

s
g
ロ
師
団
の
救
済
を
妨
げ
た
で
あ
ろ
フ

o
c・
。
・
の
吉
田
宮
町
♂
足
。
宮
田
切
g
H
M
V
?

。旬。吋品川可〈由岱
r
申
p
・岡山回申
N)
・
MV・
AFF

ω
E
s
o
w
g
F
h
F
9
5
5
呂
田

g
q
。
ご

Z
9
5
5
8
E
d『

(tv・
a・-
E
S
-
-
E白・

同
川
口
山
内
ず
凶
コ
宮
町

pw-v・
8

P

7
イ
1
7
ッ
ト
(
伊
藤
訳
)
「
イ
ギ
リ
ス
法
ー
ー
そ
の
背
景
」
、
七
七
頁

Q

刷

フ

イ

l
フ
ッ
ト
(
伊
藤
訳
)
、
同
書
、
七
六
頁
。
呂
田
正
巳
昼
間
心
出
席
予
唱

-
N
P
E
d
n
wロ巳
F
g
z・
同

y
m
a
・

帥

7
イ
1
7
v
ト
(
伊
藤
訳
)
、
問
書
、
七
七
頁
。

制
冨
胆

E
S
P
日
va--M】-
M
由U

図。日仏国当
0
3
Y
回

z
g
q
。
同
開
田
何
回
目
F
F
E
d
q
-

〈。

H-q・
(
以
下
足
問
。

5
2
2
5
と
略
記
〉
匂
・
怠
N
・

川

w
m
8
2・4

司吋

g
p
〈。
H

・H
・
-
器
也
)
-
V
4・

、，、.、.、，、.

側
寓
即
日
己
胆

ELσ
日p--M-M坦
-

h

な
お
例
え
ば
有
名
な

r
z
aの
E
E
は
自
分
の
た
め
に
白
田

o
e行
い
、
後
そ
れ
を
遺
言
処
分
し
た

U
S
E
-同

v
・
g-

-21J~ 



同
後
註
州
四
参
照
。

附

属

M
W

即時
h
g
h
F

ま
晶
・
・
同

V
F
U日
m
S
L
V
E
L
Y
悶

4∞・

側
盟
国
間

S
0
2
L
V町
子
句
-
E
4・
|
|
一
四

O
二
年
の
一
請
願
は
国
会
議
員
が
国
会
に
提
出
し
た
も
の
で
、

い
か
ら
、
岡
山
口
代
田
。
。
ロ
ロ
ロ
ロ

κ附
託
さ
れ
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

側
回
島
喝

pa国
同
の
治
世
第
二
ご
年
に
、
神
と
国
王
の
慈
悲
を
求
め
る
請
願
は
以
後
直
接
の
V
P出向冊一】芯司

巴同

mvu〉同
VE--
匂

-m4・

相
刷
出
担
問
巴
由
回
目
凶
・
志
向
島
・
・
司
・

ω-u
罵
F
N
U
ω
-
O
H
m
s
-
u
ア
イ
1

7
ッ
ト
(
伊
藤
訳
〉
、
問
書
、
八
四
頁
。

側

盟

関

σ
u
p
g日p
・
MM-N40・
0
仲田

2
・
u
沼
恒
正
世
E
-
u
s
-
-
H
Y
ω
-
u
C
M
r三
が
匂

3
4日
回
目
。
ロ
凹
は
従
来
大
法
官
が
行
っ
て
い
た
自
由
な
新
令
状
発
給
権
ぞ

、.、.

制
限
し
た
も
の

|
l
同
・
。
・
国

E
V
3・
思

a
o
S
E
E
S
-
(
m
S
L
E
g・匂
-
N

m
盟
関
V
M
『
は
「
大
法
官
は
新
し
い
事
態
に
適
合
す
べ
き
新
し
い
令
状
を
作
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
」
|
|
l
F
E
-
-
匂
-M2'
と
い
う
。
併
し
む
し
ろ
、
「
新

、.、.、.、.、.、.、.、.、，、.、，、，

し
い
事
件
に
適
応
す
べ
き
新
し
い
令
状
を
創
作
す
る
一
定
の
有
限
な
権
能
を
有
し
た

L
I
-
-
冨
恒
正
自
門

F
F正
-
回
以
・
∞
・
(
傍
点
筆
者
)
と
云
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

、.、，、.、.、.

側

盟

関

σ
u
p
g
-
P
同】・自由

-u
「
の
冨
凶
ロ
巾
ロ

2
の
新
令
状
発
給
は
決
し
て
司
法
的
取
務
で
は
な
い
。
げ
に
し
、
。
E
ロロ
o
-
T
)
吋
は
単
に
原
告
か
ら
の
み
事

、、

件
を
聴
取
し
て
令
状
を
発
給
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
1

1

冨
包
け
F
E
U
E
P
W
M
)・
∞
・
併
し
司
法
的
審
理
で
わ
な
い
と
云
換
え
る
べ
き
で
あ
ろ

・勺ノ。

「
次
期
国
会
ま
で
に
本
訴
願
の
審
議
を
受
け
た

に
対
し
て
提
出
す
べ
し
と
定
め
ら
れ
た
1
l
l

Use受益権とその史的性格

間

医

包

己
F
ロ
《
戸
伊
豆
島
a
-
Y
明・

側
大
法
官
は
も
う
一
つ
の
権
能
に
よ
っ
て
、
正
義
の
実
現
と
密
換
な
関
係
を
有
し
て
い
た

|
l
冨

S
S
E
L
E
-
-
ヲ
∞

-m-
一
巧
・
回

S
E
R
-
z
m
o
g。

吉
宮
ロ

Z
。同

E
P
8
5何回。
8
2ミ
9
8
2弓
ュ
自
国
島
4
・
H
L
・
羽
毛
-
宅
-
∞
∞
品
、
t
間・

ω
例
え
ば
、
沼
田
白
骨
宮
田
島
崎
伊
豆
島
・
・

MM・∞・
0
け国

2
・
一
∞
ロ
os--σE-w
℃
-

H
日・

開
ほ
即
時
己
自
民

pes--同Y
由
・
ァ
イ
フ
引
γ

ト
(
伊
藤
訳
〕
、
同
書
、
七
七
頁
。
な
お
教
会
裁
判
所
は
長
い
閥
、
信
者
に
対
し
精
神
的
批
難
、
餓
悔
(
可
申
ロ
恒
国
向
。
)

及
び
破
門
と
い
う
方
法
K
よ
っ
て
、
信
者
相
互
聞
の
信
頼
関
係
の
破
段
者
を
処
罰
し
て
い
た
。
従
っ
て
、

Q
gロロ

az吋
も
斯
か
る
事
件
の
審
理
を
許
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
|
|
嵐
包
己
世
田
島

L
E
P
匂
・
∞
-

ア
イ
1
フ
ッ
ト
唱
〈
伊
藤
訳
)
、
同
書
、
七
七
頁
。
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説

側
当
・
切

R
V
O
R
。同
y
o
z・
同
M
・
曽
刊

聞

の

EHM一g出
。
可
は
当
初
し
ば
し
ば
。

og--白
耳
裁
判
所
の
裁
判
官
及
び
そ
の
見
習
人
達
と
相
談
し
た
。
初
期
の
J

同
g司
回

g
w
の

d
g
R
U
Z
R

2
2
v・
匂
自
世
1
.
2門吉岡白白山

800hZEe-宮
E
伶
岡
田
吉
田

awom--
の
項
に
収
録
さ
れ
て
い
る
事
件
の
大
半
ば
、
右
の
相
談
が
行
わ
れ
た
事
件
で
あ
ろ
フ
。

巧・

ω
E
-
g
a
F
O匂
-aF-
沼
y
E晶、
t
4
・u

裁
判
官
逮
が
匂
曲
四
国
に
関
係
し
て
い
た
乙
と
か
ら
も
、
彼
ら
が
口
問
申
田
舎
敵
視
し
た
な
ど
と
考
え
て
は
な

ら
忽
い
。
1

1
区

P
E
S品・
5
5・匂・岡田・
u

乙
の
点
で
。
O
B
E
g
-曲
者
の
管
理
者
た
る
「
裁
判
所
」
と
「
裁
判
官
」
と
を
区
別
し
て
考
察
す
べ
き
で

あ
る
。

側
区
包
件
目
白
白
色

-
U
E
W
匂
-m-u
之
は
。

VEg-日
常
の
発
給
す
る
。
ュ

m-z-巧
江
仲
田
と
は
異
り
、
裁
判
所
が
審
理
の
必
要
上
発
し
え
た
巧
吋
ま
の
一

種
で
あ
っ
た
。

問
教
会
裁
判
所
か
ら
の
影
響
が
強
か
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
|
|
冨
包
仲

F
E
W
E
-
P
目y
m
-

側
な
お
普
通
法
裁
判
所
で
は
賠
審
に
よ
り
事
実
ぞ
決
定
し
て
い
た
に
対
し
、
。

z
n
gロ
ミ
は
、
被
告
に
立
証
責
任
を
課
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
接
事
実

を
決
定
す
る
。

側
同
〈
問
。
富
田
請
。
Z
F
事
怠
MV

開
口
即

mvu『

L
V箆
-
-
M
M
-
N
a
・

制
冨
包
巴
世
ロ
子
志
向
島
-
-
M
V
N
由・

閥
次
項
に
於
て
触
れ
る
「
普
通
法
と
衡
平
法
の
関
係
」
の
論
争
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
。

論

(2) 

包
括
保
護
の
理
論
と
特
質

一
、
の

E
R色
白

に

よ

る

d
mゅ
の
保
護
が
、
留
守
苦

S
ぬ
と
い
う
司
法
的
方
法
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る

実
は

sesさ
と
い
う
こ
の
方
法
自
体
に
具
現
さ
れ
て
い
る
。

が
、
そ
の
理
論
と
特
質
は
、

そ
こ
で
我
々
は
先
ず
斯
か
る
器
思
苦

sa

の
具
体
的
方
式
を
解
明
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
よ
う
。

S
申
苦

saは
前
述
の
如
く
、
義
務
違
反
者
た
る
な
。

R
Z
Z
g伶
の
「
良
心
と
身

、.、.、.

体
」
に
直
接
強
制
を
加
え
る
司
法
手
段
で
あ
っ
た
。
此
の
意
味
で
、

S
F苦
肉
さ
は
対
人
的
(
ミ
官
ご
む
き
さ
)
手
続
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。

、

.

、

.

、

.

、

，

、

.

す
な
わ
ち
、

n
F
8
8出
。
『
は
向
。

O
R
S
Z
5巾
が
法
律
上
如
何
な
る
権
利
を
有
し
て
い
る
か
を
問
わ
ず
、
一
専
ら
良
心
に
即
す
る
行
動
を

- 30ー



-
|
投
獄
の
威
嚇
を
以
て
|
|
強
制
し
た
。
従
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
は
、
「
も
し
も
、
頑
固
な
受
託
者
が
、
信
託
を
実
行
す
る
よ
り
も
中
世

の
土
牢
の
な
か
に
時
吟
す
る
方
が
ま
し
だ
と
考
え
た
と
す
れ
ば
、
受
益
者
は
、
そ
の
受
託
者
の
不
快
を
想
像
し
て
み
る
こ
と
以
外
に
、
慰

め
を
も
ち
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
事
態
が
或
は
発
生
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
、
同

g
R
2
g
z
m巾
の
負
担
し
て
い
た
義
務
の
履
行
が
、

伺
芯
畑
苦
h
a
h
H

に
よ
っ
て
一
般
に
確
保
さ
れ
得
た
と
い
う
こ
と
は
、

む
し
ろ
の
げ
ωロ
2
ロ
日
に
よ
る
ロ
8
保
護
の
発
展
と
、

そ
の
結
果
と
し
て

確
立
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
司
法
的
機
能
と
の
歴
史
的
事
実
に
即
し
て
推
論
し
得
る
の
で
あ
る
。

方
法
で
あ
っ
た

S
£
還
さ
は
、
で
は
普
通
法
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
方
式
に
対
し
て
如
何
な
る
特
質
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
以

斯
様
に

C
R
保
護
上
、

効
果
的
な
救
済

下
先
ず
こ
の
点
の
考
察
か
ら
始
め
よ
う
。

訴
権
制
度
(
回
百
件
。

g
え

R
昨日。ロ凹)

普
通
法
裁
判
所
に
於
て
は
、
従
来

muvω
ロ
B--。
吋
が
職
務
上
発
給
し
て
い
た
令
状
を
基
礎
と
し
て
、

が
確
立
し
て
い
た
。
そ
れ
は
「
物
的
訴
権
」

(ZHE-R昨日
og--)
と
「
人
的
訴
権
」
勺
ぜ

q
gロ
色
目
色
。

53)
の
二
種
よ
り
成
っ
て
い
た
。

前
者
は
封
建
的
不
動
産
権
の
う
ち
、

そ
の
基
本
権
た
る
自
由
保
有
権
(
昨

2
E
E
)
の
救
済
方
式
で
あ
っ
て
、

土
地
自
体
の
回
復
を
実
現
せ

し
め
る
訴
権
で
あ
る
に
対
し
、
後
者
は
動
産
|
|
純
粋
動
産
(
宮

ZH)角
S
E
x
-
及
び
定
期
借
地
権
青
山
田
巾

FOE--ι
を
保
護
す
る
が
、

Use受益織とその史的性格

特
定
物
の
回
復
は
之
を
許
さ
ず
単
に
損
害
賠
償
を
請
求
せ
し
め
る
訴
権
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

た
だ
定
期
借
地
権
は
一
五
世
紀
の
末
期
に
及

ん
で
物
的
動
産
(
岳
民
件
。

-
5巳
)
と
呼
称
さ
れ
、
自
由
保
有
権
と
同
じ
く
特
定
物
の
回
復
を
な
し
う
る
も
の
と
さ
れ
、

土
地
占
有
回
復
令

状
(
者
ユ
件
。
同

4
0
2
5
0ロ件)
に
よ
る
救
済
を
受
け
る
に
至
っ
た
。
併
し
そ
れ
以
前
は
、
包
括
の
対
象
と
さ
れ
た
自
由
保
有
権
が
「
物
的
訴

権
」
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
「
物
的
財
産
」

(tHB-
℃

B
宮同・

q.)で
あ
る
に
対
し
、
他
は
す
べ
て
「
人
的
財
産
」
(
E
宮

B
S包
官
。
匂

qq.)

‘.、.、.

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
て
、
長
年
に
亘
る
機
械
的
な
統
一
的
慣
行
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
用
語
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
対
物
権
(
ユ

mz

、，、，、，

の
客
体
で
あ
り
、
後
者
は
対
人
権
玄
関
宮
怠
』
守
ミ
8
3ぬ
き
の
客
体
で
長
る
と
さ
れ
た
。
け
だ
し
、
前
者
は
目
的
物
た
る
土
地

雪
之
さ
)

e
A
V
 



自
体
の
占
有
を
絶
対
的
に
回
復
し
う
る
対
世
権
な
る
に
対
し
、
後
者
は
侵
害
者
に
対
す
る
人
的
な
(
金
銭
賠
償
)
請
求
権
に
す
ぎ
な
か
っ

、.、.

た
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
如
き
権
利
が
訴
権
制
度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
実
体
的
に
は
普
通
法
を
形
成
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
普
通

、.、.

法
裁
判
所
は
、
人
が
右
の
如
き
一
定
の
権
利
を
主
張
し
う
る
場
合
に
の
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
権
に
よ
っ
て
保
護
し
た
訳
で
あ
る
。
斯
様
な

説論

- 82-

当
時
の
訴
訟
制
度
に
対
し
て
、

S
N
G
S
3
6
は
次
の
如
き
特
質
を
示
し
た
。

、

、

、

一
定
の
権
利
に
対
し
て
保
護
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
普
通
法
は
い
わ
ば
「
対
権
的
」

す
な
わ
ち
、
普
通
法
裁
判
所
に
於
て
は
、

に
働
い
た
に
対
日
刊
の

ERo--2
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
た

S
苦
ミ
さ
は
、
前
述
の
如
く
、
請
願
者
と
し
て
現
わ
れ
た

2由

Z
J
S
口
部

の
み
な
ら
ず
、
義
務
違
反
者
と
し
て
請
願
の
対
象
と
な
っ
た

F
O
R
B
Z
5
0
に
対
し
て
も
、
彼
ら
が
如
何
な
る
権
利
を
有
す
る
か
を
問

、.
わ
ず
、
も
つ
ば
ら
良
心
に
即
す
る
義
務
履
行
の
強
制
を
策
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
わ

Y
E
S
-】
号
に
よ
る

C
8
の
保
護
が
並
日

‘.、.

通
法
上
認
め
ら
れ
た
権
利
の
救
済
従
っ
て
強
制
実
現
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
救
済
方
法
と
し
て
は
、
む
し
ろ

B
田
宮
山
内

H5

、.、.

g
m伶
に
新
た
な
権
利
を
是
認
し
た
上
、
そ
の
権
利
の
強
制
実
現
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
な
い
訳
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
併
し
、

、

Aha-)

、

の何回削

gna-2
の
司
法
的
機
能
は

P
Q
R
s
g
c
m
m
に
対
し
て
い
わ
ば
対
人
的
に
(
言
、
ミ
M
G
お
む
き
)
作
用
し
た
。
併
し
こ
こ
で
い
う
対
人
的

、
.
、
.

作
用
と
は
、
前
述
し
た
普
通
法
上
の
対
人
権
玄
関
宮
言
、
町
立
。
お
お
さ
)
の
場
合
と
は
そ
の
意
味
を
異
に
す
る
。
換
言
す
れ
ば

2
2
E
0
5

5
の
一
定
の
利
益

(USE--反
射
的
効
果
と
し
て
指
摘
利
と
云
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
概
念
の
混
乱
を
避
け
る
為
に
利

、

、

益
の
語
を
用
い
る
ー
ー
を
確
保
し
た
対
人
的
作
用
は
、
普
通
法
上
の
対
物
権
・
対
人
権
を
包
含
す
る
意
味
で
の
対
権
的
作
用
に
対
応
す
る

概
念
で
φ

め
る
と
云
え
よ
う
。

に
類
似
す
る
効
果
を
示
し
た
。

の
で
あ
っ
て
、
結
果
的
に
は
前
述
の
如
き
普
通
法
上
の
救
済
方
法
の
う
ち
「
物
的
訴
権
」
l
|
|
物
白
体
の
回
復
を
請
求
し
う
る
訴
権
|
|

そ
の
具
体
的
救
済
方
法
は
、
相
手
方
に
本
来
の
義
務
を
良
心
と
投
獄
威
嚇
を
根
拠
に
強
制
履
行
せ
し
め
る
も



と
こ
ろ
で
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
円
宮
山
口

2
ロ
ミ
は

2
え
5
0
5
5
0
に
一
定
の
権
利
を
認
め
た
上
そ
れ
を
実
現
せ
し
め
る
と
い
う

、.、.

「
対
物
訴
権
」
の
方
式
を
採
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
そ
の
限
り
で
門
町
民

S
A
5
5
0
の
権
利
の
性
質
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な

い
。
い
わ
ん
や
、
の

O
B
B。ロ
-md司
上
の
対
物
権
・
対
人
権
の
何
れ
か
を

n
o
m
g
-
0
5
5ゅ
の
権
利
と
し
て
問
題
と
す
る
の
は
、
む
し
ろ
誤

、.、.

謬
で
さ
え
あ
る
と
云
え
よ
う
。
に
も
拘
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
を
初
め
ア
メ
リ
カ
及
び
我
国
の
法
学
界
に
於
て
も
、

s
m
Z
F
内山口。ロ

mゅ
の
権
利

、

、

ハ

n
d

、
、
、
、

の
性
質
を
問
題
と
し
論
争
を
展
開
し
て
久
し
い
。
で
は
そ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
簡
単
に
こ
の
問
題
の
性
格
に
触
れ
よ
う
。

二
、
と
こ
ろ
で
、
斯
か
る
問
題
を
最
も
自
覚
的
且
つ
典
型
的
に
展
開
し
た
学
者
は
冨
包
己
自
己
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
彼
の

所
論
に
そ
く
し
て
問
題
を
解
明
し
た
い
。

先

ず

宮

mwF己
msa
の
基
本
的
な
立
場
は
、
「
己
認
が
一
つ
の
合
意
志

R
2
g
g
d
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
記
憶
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

何
人
も
約
束
を
履
行
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
履
行
は
強
制
さ
る
べ
き
で
あ
る
」

「
(UFmwHHnm--。H
は
℃
2
・
印
。
ロ
釦
目
立
関
伊
丹
(
〕
ロ
凹
む
刷

hvh203お
さ
即
ち
約
束
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
権
利

!
l契
約
上
の
権
利
ー
ー
を
強
制
し
始
め
た
。
。

g
Z
2
5
5
0
の
権
利
若
し
く
は

而
し
て
そ
れ
は
次
第
に
対
物
権
(
江

m
z
g
之
さ
)

Use受益権とその史的性格

nmmz-ozo
可
ロ
師
同
の
権
利
は
、
対
人
権
(
同
日

m
Z
E
h
v
h
E
S尽
き
と
し
て
出
発
し
た
。

の
よ
う
に
見
え
る
に
至
っ
た
が
、
併
し
決
し
て
対
物
権
と
は
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
行
論
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に

ロ
認
を
契
約
関
係
と
し
て
基
本
的
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
従
っ
て
、

n
m
a
c
-
ρ
5
5巾
の
権
利
は
本
質
的
に
は
、

権
と
も
云
う
ベ
ぎ
対
人
権
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
主
張
し
て
い
む

い
わ
ば
債

先
ず
、
第
一
点
か
ら
検
討
し
よ
う
。
第
一
に
め
げ
山
口

noロ
。
『
は
、

B
2
5
A
5
c
mゅ
に
対
し
、
対
物
権
か
対
人
権
か
の
何
れ
か
の
権
利
を

意
識
の
上
で
与
え
た
の
で
は
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
亦
の
V
同ロ

2
ロ
R
は
口
出
向
を
契
約

(gロ
可
州
お
と
と
し
て
は
法
律
上
取
扱
わ
な
か
っ
た
。

一
つ
の
理
由
は
、
な
O
向。『件。

5
0
(
n
g
z
-
Dロ
0
5
0
で
も
あ
る
)
は

dz約
束
に
よ
っ
て

n
F
0
8
5
R位
。
ロ
を
も
ち
え
な
い
の
で
あ
る
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説

が
、
併
し
彼
は
斯
か
る
譲
渡
し
得
な
い
約
束
上
の
受
益
権
と
自
己
の
土
地
所
有
権
と
を
交
換
し
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
は
決
し
て
な
い
か

ら
ゼ
あ
る
。
し
か
も
第
二
に
、
救
済
は

g
a
E
0
5
5ゅ
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
通
常
彼
は
な
。
向
。
円
件
。

5
m
と
同
一
人
で
あ
っ
た

が
、
併
し
の

ERo--。
吋
は

n
g
E
Oロ
2
8に
対
し
救
済
を
与
え
た
の
で
あ
れ
v

之
は
巴
自
の
目
的
を
実
現
せ
し
め
ん
と
す
る

9
8
8

論

noロ
。
吋
の
巴
担
保
護
上
当
然
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
の
ゆ
え
巳

0
5
ロ
印
ゆ
が
色
巾
凹
江
口
巳

o弓
で
あ
っ
て

E
匹
。
叶
え

p
o
d認
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
包
括
を
契
約
か
ら
区
別
せ
し
め
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
に
も
拘
ら
ず
富
山
弘
己
釦
ロ
仏
が
、

d
g
保
護
を
契
約
上
の
義
務
履
行
を
強
制
し
た
も
の
と
し
、

且
つ

B
2
5
ρ
5
5巾
の
権
利
を
対
人
権
(
吋
応
伊
丹
宮
、
ミ
8
5
S
)
と
考
え

て
い
る
の
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
の
如
く
、

彼
が
己
的
ゆ
を
本
来
一
つ
の
約
束
H
契
約
と
し
て
把
握

そ
れ
は

し
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
従
つ
て
の

E
ロ
8-HO叫
が
次
第
に

n
o
a
s
ρ
5
5め
の
利
益
を
権
利
と
し
て
構
成
し
は
じ
め
、
包
括
当

事
者
の
現
実
の
希
望
に
調
和
せ
し
め
る
為
、
対
物
権
(
不
動
産
物
権
)
を
モ
デ
ル
と
し
て
そ
れ
に
類
似
す
る
権
利
構
成
を
採
っ
た
と
は
云

、.‘.、.

ぇ
、
そ
れ
は
決
し
て
新
し
い
対
物
権
玄
関
宮
雪
之
さ
)
を
創
出
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、

斯
る
円
何
回

E
F
A
5
5ゅ
の
権
利
(
「
匂
由
。

受
益
権
」
)
の
内
部
的
性
質
が
対
物
権
に
似
せ
て
権
利
構
成
さ
れ
た
と
は
云
え
、

な
お
本
質
的
に
は
対
人
権
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な

ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
の
限
り
で
、
包
括
受
益
権
の
対
抗
力
が
如
何
に
拡
大
さ
れ
よ
う
と
も
、
権
利
の
変
質
を
来
す
こ
と
は
な
い
と
云
わ
ざ

、
、
、
〈
H

一
v

る
を
得
な
い
。
冨
包
同
宮
田
内
田
は
そ
の
外
部
的
拡
大
過
程
を

Cmm
受
益
権
発
展
の
論
理
的
段
階
と
し
て
、
第
一
に
、

B
凹
E
-
0
5
5
0
は
な
'

。内野

w
o
Z
5
0
に
対
す
る
救
済
を
与
え
ら
れ
、
第
二
に
、
同
命
。
R
S
Z
5
0
の
相
続
人
・
遺
言
執
行
者
・
遺
産
管
理
人
も
し
く
は
寡
婦
権
者

に
対
し
て
追
求
し
う
る
こ
と
と
な
り
、
第
三
段
階
と
し
て
、
な

O
R
g
Z
5
0
の
債
権
者
即
ち
土
地
強
制
管
理
令
状
(
巳
何
色
丹
)
に
よ
っ
て
目

的
た
る
土
地
を
取
得
し
た
債
権
者
に
対
し
て
対
抗
し
う
る
に
至
っ
た
。

第
四
段
階
で
は
、

F
O
R
B
E
C
B
か
ら
の
受
贈
者
(
仏

Oロ
冊
。
)
す

そ
の
結
果
、
必

な
わ
ち
無
償
取
得
者
に
対
し
、
第
五
段
階
で
は
、

d
g
の
存
在
を
予
め
知
れ
る
取
得
者
に
対
し
対
抗
し
う
る
も
の
と
さ
れ
、

- 34一



然
的
に
通
常
の
注
意
カ
を
根
拠
と
す
る
悪
意
推
定
(
円
8
2
2
2
2
0
ロ
25w)
に
よ
っ
て
、
第
六
に
有
償
取
得
者
と
雌
も

C
mゅ
の
存
在
を

知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
時
は

n
g
Eご
Hgcs
に
対
抗
し
え
な
い
、
こ
と
を
指
摘
す
る
。
併
し
以
上
の
発
展
に
も
拘
ら
ず

C
S
は
善
意
有
償
の
取
得
者

(σg白
出
向
笠
宮

-RE目
立
に
は
及
ば
な
い
訳
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
現
実
の
歴
史
的
な
発
展
段
階
を
、

、、、

(
M
J
V

彼
は
以
上
の
よ
う
に
論
理
的
段
階
と
し
て
構
成
し
直
し
、
そ
の
論
理
的
限
界
と
し
て
の
善
意
有
償
取
得
者
に
対
す
る
包
括
受
益
様
の
無
力

性
は
、
昌
弘
己
白
白
一
色
に
よ
れ
ば
、
。
v
m
w
ロ
noロ
需
の
救
済
根
拠
が
相
手
方
の
「
良
心
」
の
実
現
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
為
の
み
な
ら
ず
、

白
話
受
益
権
の
も
つ
契
約
上
の
権
利
と
い
う
内
部
的
性
質
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た

Q

右
の
よ
う
な
冨
包
己
ωロ
仏
の
所
説
に
対
し
て
は
、
所
謂
「
物
権
説
」
の
立
場
か
ら
、
包
括
受
益
権
の
発
展
を
歴
史
的
に
把
え
、
善
意
有

償
取
得
者
の
例
外
は
決
し
て

ds
受
益
権
が
対
人
権
か
ら
対
物
権
へ
と
変
質
・
発
展
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
種
の
も
の
で
は
な
い
と
い

う
反
論
を
提
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
右
の
留
保
の
下
で
、
自
己

E
A
5
5
0
は

C
m
o
財
産
た
る
土
地
に
追
求
し
う
る
の
み
な

(z-om色
町
田
雷
同
o
m
-
-
)
に
関
す
る
諸
原
則
と
そ
の
諸
型
態
を

援
用
し
て
包
括
受
益
権
を
構
成
し
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も

C
8
受
益
権
を
し
て
対
人
権
以
上
の
も
の
に
理
解
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

ら
ず
、

nERo--2
が
、
普
通
法
上
の
対
物
権
即
ち
法
律
上
の
「
不
動
産
権
」

併
し
乍
ら
、
我
々
は
こ
こ
で

d
g
受
益
権
の
法
律
上
の
性
質
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
権
利
の
発
展
を
ふ
ま
え
た
上

で
呼
称
さ
れ
て
い
る
「
衡
平
法
上
の
不
動
産
権
」

(
E
2
5
g
gゆ
BER--)
の
、
従
つ
て
の
}MEno--2
に
よ
る
救
済
の
性
質
が
、
「
対
物
権
」

ハM
U
)

か
「
対
人
権
」
か
若
し
く
は
「
目
的
財
産
」
か
は
論
外
と
す
る
。
む
し
ろ
我
々
は
、
の

V
S
Bロ
O
円
に
よ
る
当
初
の
乃
至
は
本
来
的
な
救
済
の

格性的史のそ恥
特
質
が
何
で
あ
っ
た
か
を
解
明
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

益

、

、

受
発
点
が
、
一
つ
に
は
信
託
(
吋

E
E
を
大
陸
法
学
的
に
分
析
・
説
明
す
る
こ
と
を
そ
の
一
動
機
と
し
て
お
り
、
特
に
ド
イ
ツ
私
法
学
上
の

日ao u
 

こ
の
点
か
ら
以
上
の
性
質
論
を
検
討
す
る
時
、
宮
mw-
己
自
己
の
所
論
の
出

物
権
，
債
権
峻
別
論
に
従
え
ば
、
信
託
従
っ
て
受
益
権
は
そ
の
何
れ
に
属
す
る
か
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

し
か
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説

し
て
冨
包
巴

g-仏
は
一
応
「
最
良
の
解
答
は
歴
史
的
な
解
答
で
あ
ろ
う
」
と
云
い
乍
ら
も
、
「
敢
え
て
分
析
す
れ
ば
、

官

E
Sぬ
き
で
あ
る
」
と
し
た
。
更
に
彼
が
、
口
認
の
近
代
的
発
展
形
態
た
る
司
法
制
度
と
し
て
の
信
託

B
2
2
)
を
主
と
し
て
対
象
と

そ
れ
ら
の
問
題
の
仕
方
を
扶
ぎ
に
す
れ
ば
、 〔

そ
れ
は
〕

Y
m
な

論

し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
斯
様
な
冨
包
江
川
w
ロ
向
日
の
所
論
に
も
拘
ら
ず
、

な
お
そ
こ
に

は
我
々
に
と
っ
て
多
く
の
興
味
深
い
示
唆
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
斯
く
し
て
以
下
そ
れ
ら
の
示
唆
を
隈
取
し
つ
つ
、
我
々
は
わ

ERo--2

に
よ
る

d
m命
保
護
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

一
二
、
す
な
わ
ち
、
第
一
に
包
括
受
益
権
は
次
第
に
ユ

m宮
古
』
守

hasむ
さ
か
ら
江

m
Z
3
之
さ
の
よ
う
に
見
え
る
に
至
っ
た
が
、

は
の

vgno--oて
か
、
法
律
上
の
不
動
産
権
を
モ
デ
ル
と
し
、
そ
れ
に
類
似
せ
し
め
て
白
目
受
益
権
を
構
成
し
た
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら

』

ι

崎、。

φ
I
H
I
V
 

し
か
も
第
二
に
、
の
伊
釦
ロ

gロ
買
は
元
来
そ
の
救
済
に
つ
き
如
何
な
る
性
質
の
権
利
を
附
与
し
て
い
る
か
を
問
題
と
し
て
は
い
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
の
げ
同
ロ

gロ
O
円
が
具
体
的
妥
当
性
を
実
現
せ
ん
と
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
機
能
を
果
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で

あ
ろ
幻
ル
こ
こ
に
於
て
再
び
留
守
安
さ
悼
む
が
想
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

sε
。
室
ね
に
よ
る

C
m命
保
護
は
実
は
右
の
二
点
を
可
能
な
ら
し

む
る
具
体
的
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
の
月
岡
山
口

no--R
は
普
通
法
上
の
権
利
を
妨
げ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
土
地

に
つ
い
て
普
通
法
裁
判
所
が
対
物
機
を
実
現
せ
ん
と
し
た
の
に
対
し
、
の

}HEno--2
の
司
法
的
機
能
は
対
人
的
に
働
き
、
普
通
法
の
枠
外

で
自
由
な
保
護
を
講
ぜ
ん
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
の

y
g
sロ
2
が
決
し
て
単
に
「
普
通
法
に
従
う
」

(zrロ
。
羽
田

p
o
U君
"
・
)
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
「
衡
平
法
は
普
通
法
に
従
う
」
(
E
開
門
官

-q
守
口
。
話
回
任
命
日
山
弐
J

の
法
諺
は
、
む
し
ろ
一
つ
の
ス
ロ

ー
ガ
シ
と
し
て
の
意
義
を
有
し
た
に
止
ま
る
も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
事
実
上
こ
の
法
諺
に
は
過
去
に
於
て
多
く
の
例
外

が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
.
の
町
山
口
円
巾
己
負
は
権
利
構
成
上
、
普
通
法
に
盲
目
的
に
従
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、

実
質
的

に
も
普
通
法
に
は
服
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
包
括
受
益
権
は
ま
さ
に
実
質
的
に
は
な
。
R
2
Z
5
0
の
有
す
る
法
律
上
の
権
利
を
無

- 36ー
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意
味
な
ら
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ

S
Fを
き
む
の
方
法
的
意
義
が
存
し
、
従
っ
て
「
衡
平
法
は
対
人
的
に
働
く
」
ぺ
凶
ρ
巳
3
1

、.、.

R
Z
S』
守

hagbsさ
と
い
う
法
諺
の
意
義
が
見
出
さ
れ
勺
法
形
式
的
に
は
普
通
法
上
の
諸
権
利
を
尊
重
し
、
そ
の
故
に
権
利
に
で
は

な
く
て
権
利
を
有
す
る
幻
に
着
目
し
、
権
利
者
の
主
観
的
な
良
心
を
そ
の
管
轄
の
対
象
と
し
た
。
斯
様
に
、

2
8
8ロ
買
は
、
吋
対
人
的
」

に
働
品
目
、
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
巧
み
に
普
通
法
と
の
形
式
的
抵
触
を
避
け
乍
ら
、
実
質
的
に
は
そ
の
限
り
で
普
通
法
上
の
権
利
を
破
壊

し
、
新
し
い
権
利
を
創
造
し
た
と
さ
え
云
え
よ
う
。
従
っ
て
普
通
法
裁
判
官
達
は
此
の
故
に
の

E
R
o
-
-
R
の
己
紹
保
護
に
つ
い
て
助
言

と
協
力
を
為
し
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

一応。
ymw
ロ
noロ
買
に
よ
る
口
問
保
護
の
特
質
が
ほ
ぼ
明
か
に
な
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。

そ
こ
で
我
々
は
次
に
、

四
、
以
上
に
よ
っ
て
、

斯
か
る
特
質
に
も
と
づ
い
て
、

d
m
o
受
益
権
は
如
何
に
構
成
さ
れ
た
か
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、

以
上
の
芳
察

を
検
証
し
う
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
点
に
関
す
る
之
ま
で
の
重
要
な
論
争
点
を
も
検
討
し
う
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
先
ず
、

所
謂
「
二
重
所
有
権
」

(zug--
。4
5角
田
町
ザ
ョ
)
を
め
ぐ
る
論
争
点
を
明
か
に
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
こ
の
問
題
を
解
明
し
た

い。

Use受益権とその史的性格

仙

フ

イ

I
フ
ッ
ト
ハ
伊
藤
訳
文
前
掲
書
、
七
八
頁
。

叫

以

下

の

E
g
g
S
F唱
に
関
す
る
叙
述
は
、

E
E
n
r
S
F
E子
匂
・
明
日
4
・
2
2
G
-
u
H
H
H
問
。
石
田
司

2
5・
可

-
H
c
r
a
B
G
-
u
H
V
O
S
F
呂
田
t

件。江

g二
回
号
。

E
2
5ロ
件
。
回
国
間
同
ロ
田
S
F
m
w
J
F
G
E
-
a
J
H
U
品∞
)wH}
・

Mg・
0
H

由。

G-u
フ
イ
1

7

y

ト
(
伊
藤
訳
)
、
前
掲
書
、
五
四
頁
以
下

K
・4
る
o

特
に
必
要
の
あ
る
場
合
以
外
は
一
・
々
引
用
し
な
い
。

、

.

、

.

c
o
g
s
oロ
目
担
当
上
の
「
対
物
権
」
と
「
対
人
権
」
の
両
者
を
含
心
意
味
で
使
用
。

7

イ
I
フ
ッ
ト
ハ
伊
藤
訳
)
、
前
掲
書
、
七
八
頁
。

完

声

。

S
F
Z
E
o
F
d『
白
吋
回
色
。
。
ロ
ユ
回
。
同
開
宮

Sw・
-
∞
品
目
白
ロ
仲
田
島
何
回
田
昌
♂

S
E
a
q
-
g
s
z
a
除
注
目
汁

a
S
回・

U
-
E・
(
H
P自
問
)

M

(5) (4) (3) 
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税

同

VMYHHD-HN0・

刷
そ
の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
民
包
皆
目
P
E
P
-
宅

-
E・
0け回目
f
m
g
F
豆
島

-
-
-
g・
0
2
S
-
u
出

E
Z
P
3四
回
目
同
。

5
3
2甘
え

。
2
3
8
Z
凶

a
a
q・
{
同
忠
明
)
・
申

a
u
m
g
F
R
4
Z
Z匝
g
g
o同
伴
吉
田

mvg
え
の

8
宮
山
吉

04司

EF--H4
。。
-
-
F
・剛

W04・
MM・
M
g
-
S
8
a
-
u

参
照
。
な
お
我
国
の
文
献
と
し
て
は
、
池
田
寅
二
郎
、
「
信
託
法
論
」
、
法
協
・
一
一
一
一
一
巻
、
五

O
四
頁
以
下
。
高
柳
賢
三
、
「
信
託
の
法
理
学
上
の
地
位
」
、

法
協
・
三
一
巻
、
六
号
、
二
一
九
頁
以
下
。
同
、
「
封
建
的
不
動
産
法
破
壊
過
程
に
於
け
る
エ
ク
イ
テ
イ
法
理
の
作
用
」
、
法
協
・
四
六
巻
、
五
九
四
頁
以

下
。
河
合
博
、
「
信
託
の
定
義
」
、
法
協
・
五
一
巻
、
一
一
号
、
四
六
頁
以
下
。
大
阪
谷
公
雄
、
「
英
米
法
に
於
け
る
信
託
の
精
神
」
、
比
較
法
研
究
・
四
、

五
二
頁
以
下
等
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

M
W

そ
の
先
駆
を

h
F
ロ聞広岡

w』
ロ
ユ
回
目
肖
-g島
g
n
p
H・買}・
ω
∞∞・

2
8
4・
u
∞
即
日
目
。
口
許
』
ロ
江
田
司
自
品
。
ロ
ロ
タ
司

-N白
C

に
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
併
し
そ
の

後
は
嵐
担
問
己
胆
ロ
門
グ
回

Aaq-MV匂・

N臼
・
伯
仲
白

2
3
H
H
H
2・
g
s・
の
所
論
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
展
開
さ
れ
て
来
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

刷
出
色
己
刷

WHMAFF-pwM】
・
阿
国
・
な
お
冨
包
己
目
出
品
の
所
説
は

d
g
を
吋
吉
田
仲
と
理
論
的
に
同
視
し
、

.HaEa
に
主
点
を
お
い
て
、
そ
れ
の
ド
イ
ツ
法

学
的
概
念
構
成
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
山
広
島
・
・
同
】
・

8
・

仰
冨
酔
回
答
包
円

p
g目

P
・
B
-
H
H伺・
0
仲田

2・

制
民
包
己
胆
出
品

-
g目
pw
匂・

8
・

同
区
包
己
由
回
門
戸
田
区
内
同
・
・
司
・
臼
同
・

陶
冨
笹
山
己
目

E
・同

vs・-匂・
ωH・

附
嵐
氏
仲
同
居
岡
垣
島

-
g広・・同
v
・

g・

側
沼
田
山
己
加
盟
伊
仙
広
島
・
・
同
》
同
y

ロ
4
・

a
g
a
-

岡

留

曽

5
8
P
目
gp-
匂
・
ロ
∞
・

側
従
っ
て
出
色
己
記
匡
凶
に
よ
る
発
展
段
階
は
歴
史
的
な
拡
大
史
の
順
序
と
は
異
っ
て
い
る
。
本
文
に
示
し
た
冨
包
己
担
出
品
の
論
理
的
六
段
階
を
年
代
順

に
整
序
し
直
す
と
‘
第
一
、
第
五
(
一
四
五
六
年
以
降
)
、
第
二
(
一
五
二
二
年
以
降
)
、
第
四
(
一
五
九
五
年
以
降
)
、
第
三
三
六

O
O年
以
降
)
、
第

六
段
階
の
順
序
と
な
る
。

間
ほ
胆
凹
己

MWHHpg同
島
・
・
喝
・
ロ
由
・

側

m
g骨骨
L
V
F
P
M
M・
8
6
山
高
柳
、
法
協
・
四
六
巻
.
六
一
一
頁
。
四
宮
和
夫
、
「
信
託
行
為
と
信
託
」
、
法
協
・
五
九
巻
、
二
号
、
七
三
頁
。
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出
・
の
・
同

S
E
a
-
ま

p--N∞-u
弓
問
。

5
2
2
F
匂・

8
白
山
|
|
以
上
同
説
。
譲
歩
を
一
示
す
見
解
と
し
て
は
担
当
・
。

S
F
8・
a
f

同

Y

H

H
白
・
参
照

倒
周
知
の
如
く
、
。
F
自
白
色
。
司
が
一
連
の
請
願
に
対
し
て
「
良
心
・
衡
平
」
の
見
地
か
ら
救
済
を
行
い
、
そ
の
結
果
形
成
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
実
体
的

諸
権
利

l
l法
を
「
衡
平
法
」
九
回

sa々
=
)
と
呼
ぶ
。

川
刷
出
自
吋
司
昂

V
冊
一
宮
巳
目
。
の
学
説
。
之
は
一
つ
の
大
陸
法
学
的
理
解
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う

o
p包
広

S
g岳山
5
2
官
界
E
S
宕
曲
目
己
回

Z
S骨
包
け

z
g
g白
血
出
身
。
宗

E
s
-
a
g
晶司。宗

E
g
g
a
Z
E
-
-
M白
白
白
・
な
お
、
河
合
、
前
掲
論
文
、
法
協
・
五
一
巻
、
二
号
、
七
三
頁
以
下
及
び
五
二

巻
、
一
ニ

0
0頁
参
照
。
物
権
説
・
債
権
説
何
れ
も
一
面
的
真
理
に
す
ぎ
な
い
。

倒

F
U
S
E
L
E
-
-
署
・
尚
三
戸

捌

∞

g
F
F日

p・
同

H

6

4

倒
閣
斯
か
る
普
通
法
と
衡
平
法
と
の
関
係
は
尽
き
、
ざ
る
論
争
の
種
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
直
接
深
入
り
す
る
必
要
を
み
な
い
。
た
だ

nog-

son-担
当
と

za々
の
近
代
的
区
別
観
を
当
時
の
関
係
に
移
入
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
基
本
観
点
ぞ
指
摘
す
る
に
止
め
る
。
な
お
、
当
・
切
号

g
R
W

。匂

-nFHY
∞
皆
・
参
照
。

問
屋
担
即
応
胆
垣
島
・

5
5・・

v
ロ串・

閣
内
田
力
蔵
、
「
英
法
に
於
け
る
現
代
衡
平
法
の
地
位
L

、
法
学
新
報
、

間)

四
九
巻
、
三
号
、

七

O
頁。

同

所
謂
ロ
ロ
色
。

4
5角
印

F
G
の
本
質

Use受益権とその史的性格

(1) 

己
ロ
色
。
d
『ロ巾円印

E
q
.
の
理
論

こ
こ
で
い
う

E
D
Z
乱
。

4
5
m
g
E
q唱
の
意
味
内
容
は
必
ず
し
も
厳
密
で
は
な
い
。

E
ロ
ロ
回
目
。
さ
ロ

σ
E
E
q・
と
は
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ

リ
カ
の
学
者
に
よ
り
「
普
通
法
上
の
所
有
権
」

(tzm色
。

4
5
2
m
E
q
J
と
「
衡
平
法
上
の
所
有
権
」

(Z2ロ
x
m
g巾
。
巧

B
B
E
q
.
)

重
畳
関
係
に
あ
る
と
云
わ
れ
る
場
合
の
便
宜
的
な
呼
称
に
止
ま
る
。
従
っ
て
、
先
ず
、

そ
の
云
う
と
こ
ろ
に
ヰ
を
傾
け
よ
う
。

〆
す
な
わ
ち
、
衡
平
法
裁
判
所

1
1
l
n
E
s
o
-
-
R
の
司
法
機
能
の
増
大
に
よ
り
成
立
す
る
に
至
っ
た
裁
判
所
ー
ー
は
、
「
同

00同
g
Z
5
0

に
人
的
義
務
を
課
す
る
に
止
ま
ら
ず
、

dz受
益
者
に
一
定
の
財
産
的
権
利
を
与
え
、

そ
の
権
利
亨
有
の
た
め
一
定
の
保
護
を
加
え
た
。

と
カ1
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説

そ
の
結
果
と
し
て
、
」
一
重
の
所
有
権
形
態

(bozzo
問
。
円
目
。
向
。

4
3
m
g
E匂
)
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
。
下
位
の
所
有
権
者
は
法
律
上
の
権

限
を
保
有
す
る

poFw何
件
。
ロ
自
で
あ
り
、
上
位
の
所
有
権
者
は
衡
平
法
上
の
所
有
権
を
有
す
る

n
g
z
J
5
5ゆ
で
あ
る
」
。

「
衡
平
法
裁
判
所
は
、
議
会
の
強
力
な
援
助
の
下
に
、
一
五
一
二
五
年
の

ω
E
E同
ゆ
え
口
語
聞
の
成
立
前
に
す
で
に
、
土
地
所
有
権
の
二

重
制
度
(
仏
ロ
仰
向
田
百
円
。

s
a
岳
命
日
ωロ色。。者ロ
O
B
E℃
)
を
イ
シ
グ
ラ
ン
ド
に
創
り
出
し
て
い
た
」
。

要
す
る
に
、
或
は
「
重
畳
所
有
権
」
(
E
D
。ロ

good『
口
角
田
町

f
J
と
呼
ば
れ
、
「
所
有
権
の
二
重
性
」

(
E
巴
ロ
山
口

q
。
向
。
当
ロ

OBEq.)
と
論

論

者
の
呼
称
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
「
内

g
R
g
E
包
括
が
普
通
法
に
よ
っ
て
所
有
者
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

8
2
a
Dロ
mw

5
0
は
衡
平
法
に
よ
っ
て
莫
の
所
有
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
前
者
は
法
律
上
の
所
有
権
を
右
し
、
後
者
は
同
一
土
地
に
つ
い
て
衡
平

法
上
の
所
有
権
を
有
し
た
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は

Q
H
E
S
-
-
2
は

d
z
受
益
権
を
如
何
に
具
体
的
に
権
利
と
し
て
構
成
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
す
な
わ
ち
、

n
E虫
色
宮
吋
は
巴
∞
ゅ
の
対
抗
力
を
拡
張
す
る
と
共
に
、
普
通
法
上
の
不
動
産
権
の
理
論
を
援
用
し
た
。
こ
れ
「
衡

平
法
は
普
通
法
に
従
う
」
と
い
う
原
則
の
具
体
化
で
あ
る
。
先
ず
、
第
一
に
、

d
E
受
益
機
を

F
E
-
g
g
g凹
に
倣
っ
て
単
純
不
動
産

生
涯
不
動
産
権

(
2
g同
巾
時
。
ユ
民
生
、
定
期
不
動
産
権

{
g
z
g
向。吋

権

(
g
g
g
z
p
o
a
g
H
L
O
)、
限
嗣
不
動
産
権

(
E
S
S
E
時
g
g
g、

可

OmwH・回)、

そ
の
他
、
将
来
不
動
産
権

(
g
g
g
宮
虫
宮

n
g
R
S
と
し
て
の
残
余
権

(ZHHEE2)
及
び
復
帰
権
(
吋

2
角
低

g)
に
対
応

す
る
種
々
の

z
a
z
z
o
g
E
B
?を
認
め
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
第
二
に
、
口
語
受
益
権
は
譲
渡
性
を
認
め
ら
れ
、
旦
つ
第
三
に
、
日
開
同
巳

0
5
ロ
問
。
死
亡
の
時
は
法
律
上
の
不
動
産
権
に
関
す
る
規
則
が
援
用
せ
ら
れ
た
。

併
し
乍
ら
、

そ
の
援
用
は
盲
目
的
に
為
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

d
g
受
北
一
皿
権
の
保
護
に
と
っ
て
必
要
な
限
り
に
於
て
為
さ
れ
た
の
で
あ

る
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
従
り
て
、
白
揺
が
潜
脱
・
回
避
せ
ん
と
し
た
法
律
規
則
合
}
援
問
し
な
か
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な

~40 -



ぃ
。
換
言
す
れ
ば
、

d
mゅ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
種
々
の
封
建
的
負
担
を
認
め
ず
、
亦
封
建
的
制
限
を
回
避
し
、
例
え
ば

-om担
問

g
z
g
の
譲
渡
に
不
可
欠
な
ロ
4
0
弓

え

B
Eロ
そ
の
他
の
方
式
を
援
用
し
な
か
っ
た
為
、

を
潜
脱
し
え
た
。

土
地
移
転
に
関
す
る
封
建
的
な
繁
雑
な
方
式

以
上
の
如
く
、

円

vvmHHnoロ
。
吋
は
白
田
町
受
益
権
保
護
の
必
要
上
、
そ
れ
を
衡
平
法
上
の
「
不
動
産
権
」

(EOmER∞
4
)

と
し
て
取
扱
っ
た

の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
同
一
地
上
に
、
内
伸
。
R
Z
Z
5
0
の
有
す
る
庁
官

-
s
g
g
と

2
m
g
F
D
Z
E
-
8
の
有
つ

2
巳
S
Z巾
g
g
g
eか

共
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
関
係
が
一
献
に
学
者
に
よ
っ
て
、
二
重
所
有
権
(
り

E-
。ョ

5
2
E
S
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。

一
二
、
で
は
そ
の
二
重
所
有
権
と
呼
ば
れ
る
権
利
の
相
互
関
係
は
如
何
。

的
観
念
を
負
え
る
権
利
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
物
に
対
す
る
絶
対
的
な
直
接
的
支
配
権
と
し
て
構
成
さ
れ
、
従
っ
て
同
一
物
の
上
に
二

個
の
所
有
権
が
成
立
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
な
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
「
二
重

「
所
有
権
」

(
E
A
)
者ロ
R
m
E
R
J
は
勝
れ
て
ロ

l
マ
法
的
な
伝
統

所
有
権
」
と
は
そ
れ
自
身
一
個
の
矛
盾
概
念
と
み
ら
れ
る
外
は
な
い
の
で
あ
り
、

」
う
し
た
問
題
が
直
ち
に
提
出
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

Use受益権とその史的性格

に
も
拘
ら
ず
英
米
の
法
学
者
に
よ
っ
て
、

斯
か
る
表
現
が
採
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
何
で
ふ
ろ
う
か
υ

実
は
そ
こ
に
、
極
め
て
英

米
法
的
な
特
徴
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
英
米
法
の
こ
の
点
に
関
す
る
全
般
的
な
考
察
は
別
の
険
会
に
譲
り
、

こ
こ
で
は
当

面
の
問
題
に
必
要
な
限
り
で
触
れ
る
に
止
め
た
い
。

(4) (3) (2) (1) 

∞ロ
0
2
J
目

VE---M・日・

回
-

L

『自

E
-
m
g
a
呂田
g弓
。
同
回
口
内

HEEdF(白

け

va--H25・同
v
・

s-

r
z
s
P
E
P
-
3・N
4
1

∞・

。V
冊
目

V
可。

.PLP・同
v
-
A
P
4
・
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説

(6) (5) 

。vgvHELVE--
匂

-AH-叫・

鼠
色
巴

S
P
志向島・・同
M
-
H
H
ω

・

論

(2) 

問
。
巳
g
g
o
o
d『
5
5
E℃
の
本
質

て
そ
こ
で
第
一
に
、
斯
か
る
二
重
所
有
権
は
、

之
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
不
動
産
権

(gzg)
そ
れ
自
体
の
分

裂
性
と
同
じ
意
味
で
二
重
の
権
利
関
係
な
の
で
あ
ろ
う
か
が
問
題
と
な
る
。

周
知
の
如
く
、

イ
ギ
リ
ス
法
は
グ
ル
マ
シ
法
の
伝
統
を
ひ
き
、
特
に
不
動
産
物
権
の
重
畳
性
を
特
質
と
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
謂
う
と

こ
ろ
の
意
味
は
、

g
g
s
が
同
一
土
地
上
に
種
々
成
立
し
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
土
地
所
有
権
は
そ
の
存
続
期
間
の
点
で
、

之
を
数
人

に
分
割
し
う
る
。

〔
す
な
わ
ち
〕
何
人
も
、

そ
の
生
涯
間
若
し
く
は
一
定
期
間
、
他
人
の
所
有
地
に
対
し
て
権
利
を
有
し
、
或
は
最
初
の

る全権
しぐ利

者
と h

f 死
4" 亡
Av 後

又
は

定
期
間
終
了
後

同
一
所
有
地
に
対
し
て
権
利
を
有
し
う
る
。
こ
れ
所
有
権
分
割
の
最
も
通
常
の
方
法
で
あ

又

「
他
の
国
の
法
制
に
於
て
は
土
地
は
常
に
所
有
の
客
体
で
あ
る
が
、

イ
ギ
リ
ス
法
に
於
て
は
、
所
有
権
そ
れ
自
体

が
所
有
の
客
体
と
な
る
。

〔
す
な
わ
ち
〕

所
有
権
が
数
人
に
順
次
的
に
分
割
さ
れ
た
場
合
に
は
、
各
人
は
各
部
分
の
所
有
者
で
あ
り
乃
至

の
所
有
者
で
あ
る
」

は
土
地
に
対
す
る
権
利
(
日

E
R
g
g
)

と
云
わ
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、

所
有
権
の
分
割
形
態
と
し
て

い
わ
ば
完
全
所
有
権
か
ら
の
利
用
権
の
分
割
の
場
合
と
、
第
二
に
、
右
利
用
機
分
割
後
の
い
わ
ば
虚
有
権
か
ら
の
価
値
機

(
将
来
所
有
権
〉
の
分
割
の
場
合
が
存
す
る
こ
と
と
な
お

b

特
に
後
の
将
来
権
の
内
、
残
余
権
(
叶
巾

HUm-Eq)
の
存
在
に
よ
っ
て
、
イ
ギ

は
、
第
一
に
、

リ
ス
法
上
の
所
有
権
の
分
割
が
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
先
、
す
、
完
全
な
る
所
有
権
に
相
当
す
る
も
の
は
、
単
純
不
動
産
権

(
g
g
g
宮

同ゆ何回
-510)
で
あ
り
、

そ
の
権
利
者
が
限
嗣
不
動
産
権
又
は
生
涯
不
動
産
権
を
設
定
し
た
時
は
、
自
由
保
有
権
の
徴
象
た
る
凹
何
回
目
宮
は

そ
の
設
定
せ
ら
れ
た
る
部
分
的
不
動
産
権
に
移
転
し
、
設
定
者
は
復
帰
権
(
円
。
耳
目
芯
ロ
)
を
有
す
る
。

し
か
し
て
更
に
こ
の
復
帰
権
と
い

~ 42ー



う
不
完
全
な
る
所
有
権
と
も
云
う
べ
き
将
来
不
動
産
権
を
分
割
し
て
残
余
権
を
他
に
与
え
う
る
。
こ
の
残
余
権
は
部
分
的
不
動
産
権
の
終

了
に
よ
っ
て
初
め
て
混
在
ロ
を
取
得
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

新
国
休
な
純
粋
価
値
権
を
所
有
権
の
分
割
の
一
態
様
と
し
て
発
生
せ
し
め
う

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

イ
ギ
リ
ス
不
動
産
法
の
特
質
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、

同
一
の
土
地
に
対
し
て
、
数
個
の
不
動
産
権
が
同

時
に
存
在
し
う
る
こ
と
は
、

や
が
て

8
2
g
g
o
E
特
に
家
族
相
継
産
設
定
(
司

M
w
g
ξ
m
O
E
m
g
g同
)
と
呼
ば
れ
る
制
度
を
可
能
な
ら
し
め

た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

以
上
に
概
観
し
た
所
謂
「
所
有
権
の
分
割
」
の
実
体
は
、

、.、.、.、.

イ
ギ
リ
ス
封
建
不
動
産
法
の
基
礎
権
で
あ
っ
た
不
動
産
権

(
g
g件
。
)
の
存
在

、，、.

一
一
般
に
権
利
の
分
割
と
い
う
観
念
が
存
在
し
、
権
利
は
そ
の
利
用
と
価
値
の
態
様

に
即
し
て
存
在
し
且
つ
斯
か
る
構
成
を
受
け
、
従
っ
て
権
利
の
相
対
性
が
遍
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
注
目
さ
れ
る
。
斯
様
な
観

、
.
、
.
、
.
、
.
‘
.
、
.
、
.

併
し
学
者
に
よ
っ
て
は
不
動
産
権
の
分
割
で
は
な
し
に
所
有
権
の
分

形
態
に
外
な
ら
な
い
。
併
し
斯
様
に
イ
ギ
リ
ス
法
上
、

今
む
が

「
所
有
権
の
分
割
」
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
が

割
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
斯
か
る
伝
統
的
観
念
の
強
さ
を
看
取
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
我
々
は
、
斯
か
る
意
味
で
の

ロ
1
マ
法
的
所
有
権
と
は
観
念
的
に
全
く
異
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
有
権
が

Use受益権とその史的性格

と
こ
ろ
で
、
斯
か
る
意
味
で
の
所
有
権
の
分
割
は
、
前
示
し
た
所
謂
「
二
重
所
有
権
」
と
如
何
な
る
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
問
題
を

Cmo
受
益
権
と
な
。
F
w
o
g
ロ
∞
刊
の
有
す
る
権
利
の
関
係
に
絞
ろ
う
。

二
、
と
こ
ろ
で
所
謂
「
二
重
所
有
権
」
の
意
味
は
ま
こ
と
に
所
有
ゆ
と
い
う
語
の
意
味
に
か
か
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ
う

に、

F
O
R
B
Z
5
0
の
土
地
に
対
す
る
完
全
不
動
産
権
と
し
て
の
自
由
保
有
権
と
、

n
E
R
o
-
-
2
に
よ
円

J

て
保
護
・
構
成
さ
れ

2
E
q

上
の
不
動
産
権
と
さ
れ
た
包
括
受
益
権
と
の
同
一
土
地
に
対
す
る
相
互
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

の
内
部
関
係
は
、
普
通
法
裁
判
所
と
衡
平
法
裁
判
所
と
の
司
法
機
関
の
二
重
性
降
匹
胎
し
て
い
る
。
同

g片
岡

Z
Z
5
0
の
権
刺
た
る

-mm弘

こ
の
「
二
重
所
有
権
」
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説

、

.

、

，

、

.

、

.

2
Z
Z
は
前
者
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
の
み
保
護
せ
ら
れ
、
包
括
受
益
権
た
る

Z
S
E
Eゆ
g
z
g
は
後
者
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
の
み
保
護

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
全
く
イ
ギ
リ
ス
的
な
現
象
が
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
相
互
に
そ
れ
は
他
方
の
権
利
を
否
定
せ
ず
、
内
容
的
に

論

そ
こ
で
第
一
に
、

そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
司
法
機
関
に
よ
っ
て
保
護
・
実
現
さ
れ
、
従
っ
て

矛
盾
し
な
い
限
度
で
保
護
・
実
現
さ
れ
て
い
る
。

一
応
法
体
系
を
異
に
す
る
権
利
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
既
に
考
察
し
た
「
所
有
権
の
分
割
」
の
問
題
と
は
異
な
る
の
で
あ

る
。
第
二
に
直
接
的
に
は
、
こ
れ
が
質
的
内
容
を
具
に
す
る
権
利
の
関
係
で
あ
る
に
対
し
、

か
れ
は
存
続
期
間
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
量
的

内
容
を
異
に
す
る
権
利
の
関
係
で
あ
っ
た
。
斯
様
に
、
前
者
を
支
え
て
い
る
原
理
と
後
者
を
支
え
て
い
る
原
躍
と
の
聞
に
は
基
本
的
な
差

異
が
存
在
す
幻
従
っ
て
、
所
謂
「
二
重
所
有
権
」
は
、
決
し
て
「
仰
ザ
山
市
」
(
。
き
】
ぬ
E
E匂
)
そ
れ
自
体
が
世
田
通
法
上
の
所
有
権
と
衡
平

、、、、、内
8JV

法
上
の
所
有
権
と
の
二
つ
に
分
れ
」
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
異
な
る
司
法
機
関
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
従
っ
て
性
質
を
異
に
す
る
不
動
産

、.、.、.、.

権
の
複
奏
関
係
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
所
謂
「
所
有
権
の
分
割
」
と
「
一
一
重
所
有
権
」
と
を
一
括
し
て
、
直
接
的
に
所
有
権
1

1
物

権
の
重
畳
性
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
所
謂
「
一
一
重
所
有
権
」
が
司
法
機
関
の
二
重
性
に
匹
胎
せ
る
限
り
に
於
て
、

イ
ギ
リ
ス
法
の
把

握
と
し
て
は
誤
っ
て
い
る
か
若
し
く
は
誤
解
を
ま
ね
く
恐
れ
が
多
分
に
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
二
重
所
有
権
」
の
内
容
が
以
上
に
指
摘
し
た
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
二
重
所
有
権
」
の
本
質
を
如
何
に
規
定
し

う
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
ロ
閉
め
受
益
橡
の
本
質
に
迫
る
意
味
で
、
こ
の
点
を
検
討
し
た
い
。

の
内
の
一
方
の
所
有
権
(
。
者
ロ
雪
印
E
匂
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
‘
一
五
う
ま
で
も
な
く
、
こ

一
二
、
口
語
受
益
権
が
、
所
謂
「
二
重
所
有
権
」

れ
は
、
学
者
の
創
称
に
か
か
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
裁
判
所
に
お
け
る
本
来
の
呼
称
は
、

て
衡
平
法
上
の
権
利
概
悲
を
構
成
し
た
と
い
う
意
味
で
不
動
産
権

(EBER--)
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

。
}
戸
山
口
の
ゆ
口
問
が
】
高
知

-
g
g一
件
。
に
倣
つ

そ
こ
に
形
式
上

「
衡
平
法
は

普
通
法
に
従
う
」
の
理
論
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
併
し
本
質
的
に
は
、
包
括
保
護
の
た
め
、

む
し
ろ
普
通
法
上
の

~44-



不
動
産
権
が
衡
平
法
上
の
権
利
に
服
せ
し
め
ら
れ
た
と
さ
え
云
い
う
る
。

そ
れ
を
な
伯
仲
巳

ρ
ロ
0
5
0
の
為
に
行
使
せ
し
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
前
述
の
如
き
一
定
範
囲
の
一
本
継
者
も
ま
た

B
a巳

r
c
R
m
w
ゆ件。

5
m
は
そ
の
法
律
上
の
目
白
保
有
権
を
有
す
る
に

も
拘
ら
ず
、

AZmw
ロ
∞
め
に
は
対
抗
し
え
な
か
っ
た
為
、

そ
の
反
射
的
な
意
味
に
於
て

2
2
g
-
A
5
5
0
の
権
利
が
そ
の
限
り
で
い
わ
ば
絶
対
的
な
土
地

支
配
権
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
た
だ
同
一
の
土
地
に
つ
き
、
な
O
R
2
件。

5
刊
が
比
日
通
法
上
の
絶
対
的
な
土
地
支
配
権
を
有

す
る
と
い
う
意
味
で
、

B
m同巳
o
z
o
c
mゅ
の
「
所
有
権
」
の
相
対
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
一
向
ま
し
っ
か
え
な
い
。
け
だ
し
そ
れ
は
、
何

ら
の
ゆ
え
巳

ρ
5
5め
の
有
つ
権
利
の
本
質
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
発
言
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
斯
慌
に
み
て
く
る
時
、
実
質
的
に
云

っ
て
「
不
動
産
権
」
乃
至
「
所
有
権
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
、

Z
E
z
z
o
g
E
R
2
0巧
5
5
v
f
す
な
わ
ち
、

d
g
受
益
権
で

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
斯
か
る
意
味
で
の

C
B
受
益
権
保
護
の
た
め
、
名
目
上
の
。
者

5
5
v
q
を
何
れ
の
側
に
与
え
る
べ
き
か
は
自

ら
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
亦
、
白
話
受
益
権
が
善
意
有
償
取
得
者
に
対
抗
し
え
な
い
こ
と
が
、
多
く
の
一
学
者
に
よ
っ
て

2
a
z
z
o
。
字

詰
門
的
V
G
の
相
対
性
と
対
人
権
的
性
格
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
之
は
取
引
安
全
の
保
護
が
要
請
さ
れ
る
に
至
っ
た
歴
史
的
発
展

段
階
で
の
、
所
有
権
移
転
契
約
に
お
け
る
社
会
・
経
済
的
な
必
然
的
限
界
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
動
産
に
於
け
る
善
意
取
得
に
も
比

Use受益権とその史的性格

す
べ
き
比
の
原
則
は
、
不
動
産
の
取
引
・
契
約
と
し
て
は
高
度
な
技
術
的
発
展
段
階
を
示
す
巴
お
乃
ヂ
一
吋

E
2
に
と
っ
て
、
当
然
要
求

さ
れ
る
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。
斯
様
に
し
て
、
若
し
「
所
有
権
」

3
4
3
2
m伊
豆
の
詰
を
イ
ギ
リ
ス
法
学
者
の
用
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

本
来
の
ロ

1
マ
法
的
伝
統
的
概
念
規
定
に
即
し
て
云
え
ば
、
そ
こ
に
「
二
重
所
有
権
」
(
ロ
ロ
色
。
者
口
角
的
E
℃
)
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
「
所
有
権
」
と
「
管
理
権
」
と
の
観
念
的
・
制
度
的
分
裂
が
存
在
し
て
い
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
包
括
に
つ
い
て
云
え
ば
、
}
典
型
的

‘
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
..
 

、.、.、.

な
巴
印
め
が
消
極
的
・
受
動
的
(
司
自
由

-S)で
あ
り
、
従
っ
て
白
益
的
性
格
を
帯
有
し
た
こ
と
は
、
同

g
R
Z
Z
5巾
の

-om同
rwmgg
を
し

h

、、〔
H
V

て
消
極
的
な
「
管
理
権
」
た
ら
し
め
て
い
た
。
斯
か
る
権
利
関
係
を
基
礎
に
し
て
、
主
に
友
人
の
良
心
に
基
づ
き
、
や
が
て
の

EEDjno--s
- 45ー



説

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
に
至
っ
た
巴
自
が

一
五
世
紀
を
通
じ
て
殊
に
一
般
化
し
た
こ
と
は
、
繰
返
し
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

う

論

四
、
我
々
は
以
上
に
お
い
て
、
所
謂
「
一
一
重
所
有
権
」

の
分
析
を
通
し
て
、
包
括
受
益
権
の
本
質
的
な
権
利
構
造
の
解
明
を
試
み
た
。

そ
れ
は
、
「
管
理
権
」
と
し
て
の
な
。

R
Z
Z
g巾
の
権
利
に
対
応
す
る
「
所
有
権
」
と
し
て
歴
史
的
に
把
握
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
斯
か

る
「
所
有
権
」
と
し
て
の
包
括
受
益
権
の
歴
史
的
本
質
は
、

イ
ギ
リ
ス
史
の
よ
り
広
い
流
れ
の
中
で

更
に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

特
に

d
g
慣
行
の
目
的
か
ら
み
て
、
政
治
的
な
側
面
の
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る

Q

、
も
と
よ
り
、

そ
れ
を
全
体
的
に
考

察
す
る
こ
と
は
本
稿
の
如
き
小
稿
の
よ
く
為
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、

ま
た
本
稿
の
目
的
か
ら
云
っ
て
も
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
以
下
我
々
は
直
接
的
に
は
立
法
過
程
に
注
目
し
、

そ
こ
で
の
包
括
乃
至
口
自
受
益
橡
を
め
ぐ
る
諸
現
象
を
、
本
稿
の
目
的
に

即
す
る
範
囲
内
で
問
題
と
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ω
曹司世

V
S
-
r
'唱
え

MVS宮司
HU
コ(コ
v・
a
・)・

MM-HP

刷

出

自

ws-盟
m
g
g
a
a
E
d『・
3
a
r
a了間
V-H8・

同
玉
井
茂
、
「
英
国
不
動
産
法
に
於
け
る
所
有
権
の
分
割
」
同
、
法
学
新
報
、
五
一
巻
、
二
一
号
、
三
四
頁
。

川
イ
ギ
り
ス
で
は
従
っ
て
借
地
農
保
護
上
・

6
n
g
豆
諸
g
g
a
v
e
-
w
に
つ
い
て
き
-
え
論
じ
得
た
の
で
あ
る
。
凶

-
E
r
g
S
9
目
。
。

n
g耳
目
指

。4
『

g
a
E
M
M
a
F
S
P
2
2
8・同
MMM・ぉ・。け田
2
・

間

m
g
F
E俳
句
同
Y
明・

刷

。

va号
9
S
F
同
M

・
S
・

制

2.
図。】島田
4
『

R
P
L広
島

--MYAa晶・

附
玉
井
、
前
掲
論
文
、
法
新
、
五
一
巻
、
一
四
七
二
頁
。

仙
川
区
包
酔
S
P
A
r
同
窓
晶

-L》・

MMU-sgs-uHd-
図
。
冨
田
君
。
吋
骨

V-E-晶
J

匂

-hE-

M

間
四
宮
、
前
掲
論
文
、
法
協
・
五
九
巻
、
四
三
六
頁
以
下
。
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同
区
包
己
胆
H
H
H
F
5
5
・
MM-MHMU
司

ZnwHHAW3・
5E-uMM・
宮
町
・
な
お
、
二
一
七
五
年
の
一
法
令
が
、
後
見
人
の
不
適
任
な
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
る
時

、.、.、.、.

は
、
未
成
年
者
の
た
め
に
土
地
を
保
有
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
そ
の
後
見
権
を
友
人
に
附
託
す
と
規
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
三
の

H
の
川
の
一
、

本
文
参
照
。

間
昌
弘
己
目
白
色
・
志
向

P
沼
Y

4
・
8
・

対

d
m
o
諸
立
法
の
機
能
と

d
m
o
受
益
権

付

対

d
g
立
法
の
展
開

(1) 

初
期
の
立
法
政
策

て
初
め
に
包
括
の
発
生
期
た
る
-
三
世
紀
に
糊
る
。
即
ち
、
一
二
七
九
年
に
、
ロ
ー
マ
法
皇
は

m，E
5
2
2ロ
吟

5
2
に
対
し
て

C
B

受
益
者
と
な
る
こ
と
を
認
可
す
る
旨
決
定
し
た
。
彼
ら
は
そ
の
信
条
の
故
に
正
式
に
は
財
産
を
所
有
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

、、

こ
の
点
が
C
m
m
慣
行
の
成
立
を
理
解
す
る
上
に
極
め

に
包
括
の
利
用
に
よ
っ
て
実
質
的
に
蓄
財
し
う
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Use受益権とその史的性格

て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
は
本
稿
の
初
め
に
於
て
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
更
に
、
包
括
慣
行
成
立
の
重
要
な
動
機
の
一
つ
は
白
白

保
有
権
者
が
十
字
軍
に
参
加
し
て
出
征
す
る
に
当
り

(のロ
R
a仲
間
口
)

に
託
し
た
の
で
あ
る
が

一
二
七
五
年
の

、.、，、.

4
『

g
g
H
Z印
件
。
円
第
一
条
例
は
、
斯
か
る
後
見
人
に
し
て
不
適
任
な
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
時
は
、
土
地
保
有
権
者
の
未
成
年
者
「
の
た
め

に
そ
の
土
地
を
保
有
」
せ
し
む
べ
く
後
見
権
を
友
人
に
附
託
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
。
斯
様
に
し
て
聖
・
俗
両
界
に
ま
た
が
る
己
認

そ
の
土
地
を
後
見
人

慣
行
が
発
展
の
軌
道
に
の
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

一
回
世
紀
に
入
っ
て
、

C
8
慣
行
は
そ
の
効
用
を
買
わ
れ
て
急
速
に
発
展
じ
、
多
方
面
に
利
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
併
し
乍
ら
、

ゆ'，aマ



説

そ
の
中
に
は
己
紹
慣
行
本
来
の
目
的
と
は
無
縁
な
も
の
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
一
は

土
地
の
不
法
侵
奪
者
が
被
侵
奪
者
よ
り

論

の
追
求
を
免
れ
る
為
に
行
っ
た

d
R
で
あ
り
、
二
は
、
債
権
者
詐
害
の
目
的
に
出
づ
る
土
地
の
己
認
で
あ
っ
た
。
既
述
の
如
く
、
前
者

は
一
三
七
六
年
の
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
、
後
者
は
そ
の
翌
一
三
七
七
年
に
、
土
地
に
追
求
し
て
強
制
執
行
の
対
象
た
り
う
る
も
の
と

こ
の
法
律
は
そ
の
後
も
数
次
に
亘
っ
て
再
ゴ
一
発
布
さ
れ
た
。
以
上
の
己
紹
は
何
れ
も
公
誰

(EEn
宮
--Q)
に
違
反
す
る

さ
れ
た
が

内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
為
、
本
来
の
包
括
慣
行
に
と
っ
て
そ
の
禁
圧
は
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、

一
三
九
一
年
に
至
っ
て

m
w
g
aロ
は
団
体
の
た
め
の
包
括
は
死
手
法
(
凹
E
E
S
O片
目
。
ユ
自
白
山
口
)
の
規
制
の
対
象
と
な

る
と
い
う
法
律
を
成
立
せ
し
め
た
。
之
は
、

一
一
二
世
紀
末
期
に
世
俗
領
主
権
力
と
教
会
権
カ
と
の
抗
争
の
結
果
成
立
し
た
死
手
法
を
回
避

す
る
方
法
と
し
て
、

そ
の
後
普
及
す
る
に
至
っ
た
包
括
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
為
、
修
道
院
・
教
会
・
僧
団
そ
の
他
の
団
体

は
有
効
な
蓄
財
と
世
俗
的
権
力
の
最
も
重
要
な
確
保
手
段
を
失
う
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

一
四
世
紀
に
は

ほ
ぼ
回
目
の
反
公
益
的
利
用

永
久
的
財
産
処
分
の
た
め
の
利
用
乃
至
宗
教
団
体
の
権
力
強

化
に
奉
仕
す
る
為
の
利
用
に
対
し
て
禁
止
策
が
講
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
之
は
一
方
に
、
本
来
的
包
括
慣
行
を
活
滋
化
せ
し
め
る
社
会
・

経
済
的
事
情
、
す
な
わ
ち
封
建
的
体
制
の
衰
退
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
、
白
田
ゅ
の
漸
増
的
普
及
に
よ
る
封
建
的
歳
入
の
減

少
が
特
に
国
王
に
よ
っ
て
次
第
に
問
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
情
を
示
唆
し
て
い
る
。
事
実
一
三
九
八
年
に
は
、
宮
ロ
品
目
ロ
ロ
凹
め
は
叛
逆

罪
(
可

g
gロ
)
を
理
由
に
没
収
さ
れ
る
と
宣
言
さ
れ
た
。
斯
様
に
し
て
漸
く
包
括
の
多
球
時
代
が
迫
る
。

三
、
次
い
で
一
五
世
紀
に
入
る
と
己
目
慣
行
に
と
っ
て
極
め
て
重
大
な
立
法
政
策
が
次
々
に
打
出
さ
れ
始
め
る
。

先
ず
一
四
一
四
年

に
は
陪
審
法

G
z
q
k
p
n
C
に
よ
っ
て
、
年
間
四

O
V
リ
シ
ク
以
上
の
収
入
あ
る

2
2
5
0
5
5巾
は
肘
審
員
と
し
て
の
出
席
義
務
を
課

さ
れ
た
。
之
は

2
2
E
o
g
ロ
回
ゆ
が
す
で
に
確
固
た
る
地
盤
の
上
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
前
述
の
よ
う
に
前
世
紀
末
よ
り
、

- 48ー



8
2
E
0
5
5
0
に
よ
る
口
問
保
護
の
請
願
が

Q
H
B
Bロ
貨
に
殺
到
し
て
お
り
、
戎
る
程
度
の
救
済
が
加
え
ら
れ
始
め
て
い
た
で
あ
ろ

ぅ
。
斯
様
な
白
田
ゅ
の
圧
倒
的
な
普
及
は
、
単
な
る
禁
庄
立
法
の
成
立
を
困
難
な
ら
し
め
た
に
違
い
な
い
。

そ
こ
に
妥
協
的
な
立
法
政
策
の

成
立
す
る
必
然
性
が
あ
り
、
且
つ
前
世
紀
来
の
羊
毛
工
業
に
よ
る
海
外
貿
易
収
入
が
な
お
存
在
し
た
為
、

そ
の
経
済
的
基
礎
さ
え
提
供
さ

れ
て
い
た
と
云
え
よ
う
。

併
し
乍
ら
一
五
世
紀
末
に
は
、
特
に
重
要
立
法
が
続
発
し
て
い
る
。
先
ず
、

一
四
八
三
年
、
担
円
E

E

H

H

H

即
位
後
間
も
な
く
、

g由丹色

円
山
口
。
ロ
田
刊
は
白
田
ゅ
の
客
体
た
る
土
地
の

F
m
ω
-
g
g
g
を
譲
渡
し
う
る
権
限
を
与
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
限
り
に
於
て

2
2巳

。ロ
mw

己
認
を

ZMH釦
目
。
項
目
mw
一
吋
と
し
て
取
扱
う
こ
と
と
し
た
訳
で
あ
る
。
併
し
、

も
と
よ
り
当
時
同

g
R
2
Z
5
0
も
ま
た
同
一
の
土
地
に

対
し

-mm白
】
℃
。
442
を
も
っ
て
い
た
為
に
、
徒
ら
に
事
態
を
紛
糾
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
は
云
え
、

。
同
包
括
切
に
対
し
先
駆
的
立
法
政
策
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
次
い
で
同
年
、
百
円
}
岡
山
丘
H
H
H

が
国
王
と
な
る
以
前
に
な
。
同
2

Z
ロ
自
と
な

っ
て
い
た
包
括
の

2
m同

E
A
5
5
2
の
権
利
を
保
護
す
る
旨
の
法
律
が
成
立
し
た
。

こ
の
点
は
後
年
の

ω
Z
E件。

」
の
救
目
済
も
ま
た
後
年
の
盟
問
吉
伸
ゆ
え
己
紹
m

が

行
っ
た
救
済
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Use受益権とその史的性格

土
地
侵
奪
者
が
被
侵
奪
者
の
提
訴
防
止
の
目
的
で
行
う

d
m刊
に
対
ず
る
救
消
と
し
て
、

(
m
M
 

5
0
に
対
す
る
限
嗣
不
動
産
権
令
状
(
当
号
え
守
口
出
色
。
ロ
)
が
許
可
さ
れ
た
。

。
者
ロ
角
か
の
如
く
取
扱
う
原
則
を
採
用
し
た
点
で
注
目
さ
れ
る
。

そ
の

n
g
z
-
A
E巾

次
い
で
一
四
八
五
年
に
は
、

こ
の
法
律
は
斯
様
に
し
て

n
g
z
-
D
5
5
0
を

-mm包

一
四
八
七
年
に
は
、
軍
事
奉
仕
に
よ
る
保
有
地
の

n
g
z
-
0
5
5巾
が
無
遺
言
死
亡
し
た
る
時
は
、
領
主
は
そ
の
後
見
税
と
相
続
税
を

徴
収
す
る
権
能
を
与
え
ら
川
~
更
に
二
年
後
に
は
、
相
続
人
か
ら
そ
れ
を
徴
収
し
う
る
も
の
と
さ
れ
切

右
の
よ
う
に
吋
z
a
2
朝
に
入
る
や
、
急
速
に
国
王
財
政
収
入
の
回
復
策
が
計
ら
れ
、

2
2巳
D
5
5ゆ
を
土
地
所
有
者
と
し
て
前
提
す

- 49ー



説

る
立
法
政
策
が
確
立
す
る
に
至
っ
た
。

論

鋤
奉
仕
(
凹

o
g
m巾
)
に
よ
る
保
有
地
の

2
2
2
-
A
5
5
0
が
無
遺
言
で
死

亡
し
た
時
に
は
、
そ
の
領
主
は
す
べ
て
の
租
税
徴
収
権
を
執
行
し
う
る
も
の
と
し
た
。
翌
一
五

O
四
年
の
法
律
は
、
包
括
の
目
的
た
る
土

四

一
六
世
紀
に
入
っ
て
先
ず

一
五

O
三
年
の
法
律
は
、

地
は
強
制
執
行
の
対
象
と
な
し
う
る
と
し
て
、

2
2巳門戸
5

5巾
の
債
権
者
を
保
護
し
、
且
つ
、
円
巾
印
宮
町
内

H
S
己
印
ゅ
は
ぽ
宮
戸
内
山
田
Z
Z
に

関
す
る
訴
訟
手
続
上
の
す
べ
て
の
権
利
と
抗
弁
権
を
有
す
る
も
の
と
し
た
。
す
な
わ
ち
後
年
の

ωzzg色
白
括
的
に
於
て
採
用
さ
れ
た

政
策

l
l
l
s
a
c
-
o
z
o
ロ
認
を

g
m
m
w
-
g
g
R
を
も
っ
者
と
し
て
取
扱
つ
た
こ
と
1
1
1
の
治
ん
ど
完
全
な
先
例
を
な
し
て
い
る
。

五
、
以
上
の
略
述
に
よ
っ
て
明
か
な
如
く
、

立
法
政
策
は
次
第
に

d
m
m
慣
行
自
体
に
対
し
て
川
康
的
千
以
を
増
大
せ
し
め
る
に
至
り
、

そ
れ
は
一
五
世
紀
の
末
期
乃
至
吋
ロ
弘
司
朝
の
開
始
と
共
に
一
段
と
急
速
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
何
で
あ
っ
た
か
。
惟

一
つ
に
は
、
羊
毛
貿
易
の
不
振
に
よ
り
国
主
一
の
収
入
が
減
少
し
始
め
た
こ
と
、
二
つ
に
は
封
建
制
崩
壊
に
伴
な
う
動
乱
続
発
に
よ

る
軍
事
費
の
増
大
を
挙
げ
え
よ
う
。
斯
か
る
国
王
の
側
の
口
問
禁
圧
の
必
要
性
に
対
し
、
封
建
的
土
地
所
有
階
層
の
包
括
保
護
の
必
要

う
に
、

性
を
対
極
と
す
る
状
況
に
お
い
て
、

d
B
干
渉
立
法
は
如
何
な
る
抗
争
と
妥
協
の
下
で
如
何
な
る
運
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
o
d
g
を
め
ぐ
る
各
階
層
の
利
害
関
係
を
可
能
な
限
り
具
体
的
に
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
以
下
、
包
括
干
渉
立
法
の
典
型
に
し
て
一
時
完
全
に
包
括
の
禁
圧
に
成
功
し
た
と
云
わ
れ
る

ω
Z
E
Z
色
白
話
回
の
成
立
過
程
を

そ
の
手
が
か
り
と
し
て
採
り
あ
げ
よ
う
。

(3) (2) (1) 

M
V
H

ロ
nw回
申

igu・
目
立
&
・
・
同
v・
伺
A
F
由
-

Hv-aowmm叶白い‘
-
V一
覧
・
・
匂
・

9
h
a・

本
稿
・
前
号
、
七
ご
頁
参
照
。
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自制 ~5) (t品 (13) (12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) 

忠
明
野
司
・
同
H-nja-HVEOW出品仲仲
LVE--
同v
-
E
4・

H町
別
問
白
F
口
"
。
・
朗
w
E回目
E
H
O
Z
-
g
E
J
匂・

E
4・

M
H
E
o
v・
同
・
ロ
・

ω
-
Eロロ
WHHa仲・

-V}hH・同
v
-
E
4・

旬
開

S-
戸
〉
田
仲
・
同
・

0
・
∞
・
出
回
目
E
H
S
H
W
E
E
-
-
匂
・
思
∞
-

H
初日白
V-
同

H
H
u
n
-
P
E
s
-円

pug-
日v
s・-同
v
m
s・

H
E
n
V
H
M
H
o
-
m
-
目
白
鳥
図
a
y
E
P祖
国
)
・

E
∞-

M
出
m回
・
〈
同
-
n
-
M・
l
l
i
H
E
S
-
口
、
ロ
-
P
及
び
A
F

同
市
ロ
・
」
N
F
ロ・

4u
の
政
策
の
反
復
立
法

Q

E
g
n
E
o
F
草
子

MM・
明
お
・

伺
凶

8
・」『
HM・
o-
品、

ω
g
F
日ぴ目白

-LW
同】・回目・

品
問

B-JNP
ロ

-
R宮
内
ぴ

FE--w
匂・
M
O
N
-

∞
g

F

E晶

-L-
可

-
H
m
u
E
g
n
W
5
2・
MZP-
匂
・
忠
∞
-

E
ロロ

W
S
F
日
豆
島
・
・
害
・
明
お
t
u・

ト
レ
ゲ
エ
リ
ア
ン
ハ
林
訳
)
、
英
国
社
会
史
、
上
ハ
昭
・
二
四
年
)
、

一
五
七
頁
以
下
参
照
。

。)

ωzzzad話
回
の
成
立
過
程

一
、
図
。
ロ
門
司
〈
ロ
の
頃
、

す
で
に
国
王
の
財
政
的
貧
窮
は
緊
急
事
態
に
達
し
て
い
た
と
云
わ
れ
る
。

国

g弓

そ
の
救
済
策
と
し
て
、

〈
国
同
は
、
当
初
単
に
従
来
の
封
建
的
な
歳
入
に
頼
り
、

国
王
に
対
し
何
ら
好
意

そ
れ
ら
を
拡
張
せ
ん
と
し
た
に
止
ま
っ
た

Q

け
だ
し

を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
国
会
司
釦
忌
曲
目
。
ロ
仲
)
か
ら
、
新
税
徴
収
の
許
可
を
受
け
ん
と
す
る
と
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な

ハ
g
d、U

W

斯
様
に
財
政
の
増
収
を
希
求
す
る
国
主
に
と
っ
て
そ
の
封
建
的
歳
入
を
破
壊
す
る

dn
は
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

で
は
、
国
王
の

C
m
o
禁
庄
政
策
は
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
、
一
五
二
九
年
に
国
王
と
貴
族
階
層
(
胃
向
指
ゆ
)
聞
の
一
つ
の
協
定
法
案
が
現
わ
れ
た
。
こ
の
法
案
は
次
の
よ
う
な
土
地
法
改
正
法

- 51ー



説

案
と
し
て
実
に
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
貴
族
が
特
権
と
し
て
土
地
の
限
嗣
不
動
産
権
を
も
っ
外
は
、

土
地
の
不
動
産
権
は
単

純
不
動
産
権
に
限
る
こ
と
と
し
、

従
っ
て
回
路
は
民
訴
裁
判
所
(
の
。
ロ
ユ
え
の
。
B
目
。
ロ

E
E
)
に
登
録
さ
れ
る
場
合
に
の
み
有
効
と
さ

論

れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
亦
貴
族
の
土
地
は

-mmm-ggg
と
同
様

2
己
g
z
o
g
z
g
の
場
合
も
封
建
的
な
諸
税
に
服
す
べ
き
も
の
と
す

る
。
そ
れ
は
、
限
嗣
相
続
遺
贈
及
び
継
承
的
不
動
産
処
分
を
為
し
う
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
こ
れ
ら
の
方
法
を
利
用
す
る
結
果
国
王

の
封
建
的
諸
権
能
を
破
壊
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、

国
王
の
特
許
あ
る
場
合
を
除
き
、

最
後
に
、
封
建
的
諸
税
総
保
の
た
め
、
貴
族
の
土
地
譲
渡
は

一
般
に
は
許
さ
な
い
も
の
と
規
定
し
た
。

此
の
法
案
が
若
し
通
過
・
成
立
し
た
と
す
れ
ば
、
右
に
よ
っ
て
明
か
な
よ
う
に
、
国
壬
の
み
な
ら
ず
貴
族
に
と
っ
て
も
充
分
満
足
す
る

に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
併
し
そ
れ
が
成
立
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
貴
族
階
層
と
は
別
呉
の
階
層
を
形
成
し
巨
大

な
勢
力
を
国
会
内
に
占
め
て
い
た
一
般
土
地
所
有
階
層
が
法
曹
階
層
と
結
合
し
て
右
法
案
破
致
の
役
割
を
演
じ
た
為
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
先
ず
貴
族
以
外
の
土
地
所
有
階
層
は
、
家
族
相
継
産
設
定
(
明
白
自
己
可

ω
0
2
z
g
g同
)
及
び
秘
密
な
不
動
産
譲
渡
を
保
証
す
る
権
限
が

剥
奪
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、

ま
た
法
箇
目
は
、

そ
の
収
益
の
多
い
職
業
が
、

法
案
の
内
容
た
る
不
動
産
権
の
単
純
化
と
譲
渡
の
極
端
な
制
限

に
よ
り
事
件
が
減
少
し
、
為
に
殆
ん
ど
破
滅
に
至
る
も
の
と
危
倶
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
国
王
は
右
の
反
対
勢
力
を
切
崩
す
必
要
か
ら
、
先
ず
普
通
法
上
の
訴
訟
が
遅
延
し
が
ち
で
あ
り
、
訴
訟
費
用
が
高
額
に
過
ぎ
、

且
つ
不
正
な
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
法
留
に
対
す
る
民
衆
の
不
平
訴
願
を
取
よ
げ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
厳
重
な
審
査
を
開
始
す
る

こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
、
法
曹
階
層
を
脅
迫
・
牽
制
し
、
彼
ら
の
国
壬
に
対
す
る
反
対
を
封
ぜ
ん
と
試
み
が

そ
の
後
一
五
三
二
年
、
国
王
は
再
度
前
回
の
法
案
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を
国
会
に
提
案
し
た
が
、
以
前
に
勝
る
反
対
に
あ
っ
て
成
立
な
阻

止
さ
れ
た
。
そ
こ
で
国
王
は
国
会
内
の
反
対
勢
力
の
一
派
と
の
同
盟
・
妥
協
に
基
づ
く
新
法
案
作
成
を
余
儀
な
か
ら
し
め
ら
れ
た
。
す
な

- 52ー



わ
ち
反
対
勢
力
の
内
、

土
地
所
有
階
層
以
外
の
階
層
、
特
に
法
曹
は
、
包
括
が
し
ば
し
ば
不
正
取
引
の
促
進
に
役
立
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
法
曹
へ
の
説
得
は
、
新
し
い
司
法
機
関
と
し
て
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
大
法
官
府
(
の

F
S
B弓
)
に
対
す

A
U
a
)
 

る
彼
等
の
職
業
的
な
警
戒
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
斯
様
に
し
て
法
曹
の
賛
成
を
勝
ち
う
る
よ
う
な
法
案
作
成
の
可
能
性
が

見
出
さ
れ
た
。
こ
の
可
能
性
(
の
拡
大
の
た
め
、
国
王
は
極
め
て
巧
妙
な
る
政
略
に
訴
え
て
法
曹
切
崩
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

捺
印
契
約
、

土
地
の

ds
に
関
し
て
為
さ
れ
た

及
び

d
B
に
対
す
る
一
連
の
持
情
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ

-
五
三
六
年
の

ω
E
Z件
ゆ
え
何
回
目
印
成
立
以
前
に
、
ロ
自
由
と
遺
言
に
関
す
る
三
つ
の
法
案
、

普
通
契
約
、

取
引

合
意
の
登
録
に
関
す
る
一
法
案

ぞ
れ
、
後
年
の

ω冨
吉
伸
ゆ
え

C
S聞
及
び
そ
の
附
属
法
令
に
対
し
重
要
な
資
料
の
提
供
と
な
っ
た
意
味
で
極
め
て
貴
重
で
あ
る
。

先
ず
、

C
m
g
及
び
遺
言
に
関
す
る
三
法
案
は
、

C
8
に
関
し
二
つ
の
対
策
を
提
案
し
た
が
そ
の
一
つ
は

ω
g
g
g
色
白
凹
何
回
に
殆
ん
ど

完
全
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
土
地
の

d
g
に
関
し
て
為
さ
れ
る
諸
種
の
契
約
に
対
す
る
一
法
案
は

右
ゴ
一
法
案
の
梢
助
法
案
で

F
刊一
v

そ
れ
ば
真
に
理
想
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
併
し
乍
ら

あ
り

極
め
て
合
理
的
・
包
括
的
な
登
録
制
度
を
規
定
し
て
お
り
、

之
ら
何
れ
の
法
案
も
結
局
は
不
成
立
に
終
っ
た
が
、

そ
の
理
由
は
、

恐
ら
く
、
法
官
と
土
地
所
有
階
同
日
双
方
の
反
対
に
あ
っ
た
為
で
あ
ろ

Use受益権とその史的性格

ぅ
。
け
だ
し
、

そ
れ
ら
に
含
ま
れ
て
い
た
土
地
移
動
の
昔
遍
的
な
登
録
方
式
と
公
開
性
の
要
求
は
彼
ち
の
利
益
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
右
の
国
会
の
議
事
録
が
発
見
さ
れ
れ
ば
、
法
案
廃
棄
の
真
相
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
そ
の
其
相
が
何
で
あ
れ
、
法

案
の
廃
棄
は
一
般
的
登
録
方
式
を
永
久
に
失
わ
し
め
、
器
用
な
不
動
産
取
引
業
者
達
を
利
せ
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
以
上
の
諸
法
案
が
不
成
立
に
終
っ
た
殆
ん
ど
直
後
(
一
五
一
二
六
)
に
、
包
括
禁
圧
法
と
し
て
の

ω
z
z
g
o門
司
自
由
が
国
会
を
通

こ
の
法
律
が

A
U

犯
}

け
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
云
っ
て
い
る
。
併
し
事
実
は
前
述
の
如
き
内
部
的
な
説
得
が
行
わ
れ
妥
協
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て

過
成
立
し
た
。
富
山
-
巴
自
己
は

「
極
度
に
そ
れ
を
欲
求
せ
る
国
王
に
よ
っ
て

極
度
に
そ
れ
を
嫌
悪
せ
る
国
会
に
押
し
つ
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説

成
立
し
え
た
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
こ
の
点
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
斯
様
な
妥
協
の
結
果
と
し
て
の

ω
g
z
g
色
白
閉
め
臼
は
、

論

如
何
な
る
内
容
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
本
法
の
構
造
と
そ
の
効
果
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
結
果
本
法
が
単
な

る
巴
由
。
禁
圧
法
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

ω
E
g
o
E
H
O
F
5
5・
匂
・
明
白
・

凶

E
Cロ
百
四

F
E
ι
・・同

v-aH・

ゆ

E
5
E由
許

P
E
P
-
-
町
四
回
・

川
町
け
だ
し
、
貴
族
は
封
建
的
負
担
を
負
う
代
り
に
、
譲
渡
を
為
し
え
な
い
権
利
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
巨
万
の
富
を
も
た
ら
す
特
権
を
確
保
し
え
た
か

ら
で
あ
る

l
l
E
g
w
g
F
豆島
-
-
M
V
・
朗
自
・

朗
盟
ロ

n
E
S
F

日

z
p
w
唱

-
a
N・

川
聞
の

v
a
v
-
z
L
E
P
-
匂
-mω
・山

E
Cロ
-B白け
F
E
E
-
-
H
V・白目白・

的
問
。
広
田
君
。
吋
け

V・a

・

sg】

voE-乱
。

2
2
司}】山口

v
m
g
H》
包
答
。
∞

g
z
g
o同
c
g
k
N由
民
即
時
ぐ
・
初
め
ぐ
・
・
℃
・
ロ

N・

刷

出

OH島
国
当
。
ュ

F
O匂
-
n
X
4
匂
・
ロ

ω・

問
問
。

-ed『

S
H
F
A
M匂・ロロ・凶一切
-HHm・

側
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
不
動
産
登
記
制
度
の
非
常
な
貧
困
は
、
若
し
こ
の
法
案
が
成
立
し
て
い
た
な
ら
ば
避
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
図
。
冨
担
当
。
ュ
F

。匂

-af-M・
同
岡
田
・
参
照
。

同

問

o
E担当
2
5・。匂
-
a
f
同
YHN0・

同
区
民
己
居

E
L
E
-
-
匂・

8
・

側
同
〈
図
。

-ed司。
ユ

VLVE--
同YAgH-
一
向
。
冨
加
者
。
ュ
uw
斗
VOHvo-ES-
の
自
己
回
目
田
・
・
:
.
匂

-MNH・

削
本
法
は
「
立
法
府
が
か
つ
て
我
が
私
法
(
匂
ユ

S
S
F
4
5
に
対
し
て
功
献
し
た
内
の
最
も
重
要
な
も
の
と
一
玄
え
よ
う
」

1
1
2、
同
色
島
田
司
O
耳目
r
志
向
子

切
-Apou-umn。念ぃ・日開凶同島
J

同Y
H
4・

~ 54ー



同
門

ω
Z
E
R
O同
d
m
g
の
効
果

}
 

唱

E
i(
 

本
法
の
目
的
と
効
果

一
、
先
ず
本
法
の
内
容
か
ら
概
観
し
よ
う
。

第
一
に
、
本
法
の
成
立
過
程
に
照
ら
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
長
文
に
し
て
議
論
風
な
前
文
(
司
月
間
B
E巾
)
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

d
E
の
多
数
の
弊
害
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
列
挙
の
仕
方
は
、
主
と
し
て
包
括
の
反
公
共
性
の
指
摘
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
国
王
の
歳

人
権
侵
害
の
点
は
一
見
附
随
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
併
し
、
実
は
斯
様
な
表
現
方
法
こ
そ
、
木
法
の
成
立
事
情
を
如
実
に

物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
斯
様
に
本
法
の
立
法
趣
旨
が

あ
た
か
も
反
公
共
的
な

c
g
の
除
去
と
い
う
点
に
存
す
る
か
の
如

く
装
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
程
、
国
王
の
己
完
禁
圧
政
策
は
大
き
な
抵
抗
に
遭
遇
し
た
。

こ
の
こ
と
は
同
時
に
、

前
文
に
列
挙
さ

れ
て
い
る
包
括
の
弊
害
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

た
が
、
問
題
を
右
の
よ
う
に
措
定
す
る
限
り
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
歴
史
的
事
実
の
記
述
に
止
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら

そ
の
諸
弊
害
が
歴
史
的
事
実
で
φ

め
っ
た
か
否
か
は

久
し
く
論
議
の
的
と
さ
れ
て
来

Use受益権とその史的性格

な
い
。
従
っ
て
そ
の
す
べ
て
が
、
歴
史
的
事
実
か
ら
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
さ
て
お
き
、
併
し
な
お
、

る
為
に
案
出
さ
れ
た
官
製
の

C
8
認
告
書
で
あ
っ
た
と
云
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
本
法
を
成
立
せ
し
め

二
、
で
は
、
斯
か
る

ds憎
悪
を
出
発
点
と
し
て
、
本
法
は

C
R
に
対
し
如
何
な
る
態
度
を
採
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
先

ず
第
一
条
に
明
ら
か
な
如
く
、
本
法
の
構
想
は
同

g
R
2
Z
5巾
か
ら

8
Eロ
乃
至
庁
官
-
2
E
R
を
剥
奪
し
て
之
を

B
間同巳

S
5
5ゅ

に
与
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
本
法
は
口
問
ゆ
を

-om白
]
g
Zな
に
変
化
せ
し
め
|
|
|
本
法
の
用
語
に
よ
れ
ば
E
O
M
向
。
口
氏
ロ

m

同
Z
E
B
-
-ー
ー
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
に
、
口
認
に
よ
っ
て
享
有
さ
れ
て
い
た
遺
贈
を
不
可
能
な
ら
し
め
が
)
。
け
だ
し

-
o
m
E
g
g
R

は
特
別
な
場
合
の
外
遺
贈
を
為
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
他
方
、
新
し
い
よ
っ
の
土
地
譲
渡
方
法
を
是
認
す
る
結
果
と
な
っ
勺

- 55ー
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信
託
保
有
捺
印
契
約

(
8
4
8
8
2
0
2
S仏
宮
町
昆
)
と
信
託
保
有
附
売
買
契
約

(E詞
包
ロ
自
門
凶
器
ぽ
)
が
こ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
従
来

論

単
に

dzを
発
生
せ
し
め
た
に
過
ぎ
〆
な
か
っ
た
が
、
そ
の
受
益
者
が

Z
m
ω
-
B
E件
。
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
た
為
、
非
常
に
簡
易
な
譲
渡
方

、.、.

式
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
後
者
は
売
買
契
約
の
成
立
と
共
に
直
ち
に
-
高
知

-
2
g
g
が
買
主
に
移
転
す
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
為

公
開
土
地
譲
渡
行
為
が
不
必
要
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
秘
密
の
譲
渡
方
式
と
な
る
に
至
っ
た
が
、

」
の
点
は
本
法
の
附
属
法
た
る

ω
Z
E
8
0片岡凶ロ吋
O
ロ
g
g
g
に
よ
っ
て
登
録
を
要
求
さ
れ
そ
の
結
果
、
秘
密
性
の
持
有
が
不
可
能
と
な
っ
た
。
第
三
に
、
本
法
は

-omm-

g
z
z
に
柔
軟
性
を
導
入
し
た
。
す
な
わ
ち
、
普
通
法
上

g
gお
に
み
と
め
ら
れ
て
い
た
将
来
物
権
は
残
余
権
(
円
2
H岡
山
広
島
伸
一
吋
)
の
み
で

あ
っ
た
が
、
本
法
で
は
発
生
(
回
目
包
ロ
mgm)
及
び
移
転
(
印
E
P宮
内
)
包
括
に
倣
っ
て
、
日
匂
ユ
ロ
MHSm
及、ひ

m
在
住
ロ
m
a
s
s
を
認
め
る
こ

と
と
な
っ
た
。

、.、.

以
上
に
よ
っ
て
明
か
な
如
く
、
本
法
は
、
第
一
に
、
単
に

2
5
Z
E
σ
g
g
g
と

-oぬ
と

mwmgg
と
の
並
存
と
い
う
不
便
を
避
け
る
た

め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
包
括
受
益
権
を

-om色
町
田
宮
古
に
転
換
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
封
建
的
制
約
・
義
務
賦
課
の
道
を
聞
い
た
の
で

あ
り

第
二
に
、

種
々
の
新
た
な
る
不
動
産
権
及
び
そ
の
譲
渡
方

そ
の
意
味
で
直
接
に
は
包
括
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
為
、

法
を
導
入
す
る
こ
と
と
な
り
、

そ
の
た
め
、
返
っ
て
封
建
的
不
動
産
法
制
度
自
体
の
墓
穴
を
掘
る
結
果
を
ま
ね
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
本
法
は
そ
の
対
象
を
従
来
の
典
型
的
な
句
協
、
す
な
わ
ち
℃

mHa-25ゅ
に
限
る
も
の
と
さ
れ
た
。
従
っ
て

R
t
s
Z
8
乃

こ
れ
は
本
法
制
定
の
十
年
後
裁
判
所
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

至
一
動
産
の
包
括
に
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
り

こ
こ
に
本
法
の

基
本
的
性
格

l
l封
建
的
収
入
の
確
保
策
と
共
に
、
従
っ
て
本
法
の
限
界
を
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
内
容
と
そ
の
直
接
の
効
果
を
帯
有
す
る
本
法
は
、
現
実
に
如
何
な
る
結
果
を
葡
ら
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
本
法

の
成
立
過
程
に
そ
く
し
、

主
と
し
て
、
国
王
・
法
普
及
び
貴
族
に
非
ざ
る
多
数
の
土
地
所
有
階
躍
の
一
一
一
者
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
て
み

aυ 



ト
」
で
勺
ノ
。

ゴ
一
、
先
ず
、
国
王
の
得
た
利
益
は
最
も
大
で
あ
り
た
。
全
封
建
的
諸
税
を
殆
ん
ど
完
全
に
回
複
し
う
る
に
至
っ
た
。

も
、
国
王
の
土
地
法
改
正
に
関
す
る
希
望
を
犠
牲
に
し
て
初
め
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
、
法
曹
は
巴
mm
事
件
に
対
す
る
管
轄
権
の
獲
得
に
よ
っ
て
収
入
を
増
加
し
え
た
。

た
だ
斯
か
る
刺
益

だ
が
本
法
成
立
史
に
徴
し
て
明
か
な
如
く

法
曹
が
本
法
の
如
き
包
括
干
渉
に
久
し
く
反
対
し
続
け
た
こ
と
は
、

土
地
所
有
階
層
と
の
共
通
な
利
害
関
係
の
帯
有
を
推
測
せ
し
め
る
。

既
述
の
如
く
、

n
v
mロ
わ
ゆ
ロ
貨
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た

dzの
保
護
に
、
彼
ら
が
む
し
ろ
協
力
的
で
さ
え
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
法
が

qz
の

管
轄
権
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
曹
を
し
て
の

EDB-ua
に
対
す
る
勝
利
を
譲
得
ぜ
し
め
た
と
す
る
一
方
的
・
図
式
的
な
見
解
に
大

い
に
疑
問
を
生
ぜ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
国
王
の
利
益
獲
得
の
反
面
と
し
て
、

土
地
所
有
階
層
は
完
全
に
封
建
的
諸
税
に
服
せ
し
め
ら
れ
、
特
に
土
地
遺
贈
を
禁
止
さ
れ

た
点
が
最
大
の
不
利
益
で
あ
り
、
更
に
、

土
地
譲
渡
の
公
開
性
が
強
制
せ
ら
守
れ
た
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
国
王
は
不
可
能
と
さ
え
思
わ
れ
た
封
建
的
な
収
入
を
回
復
し
え
た
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
の
目
的
は
充
分
に
遂
行
さ

Use受益権とその史的性格

れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
本
法
成
立
史
に
照
ら
し
、

反
対
勢
力
の
攻
撃
が
本
法
の
執
行
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
白

明
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
そ
こ
で
次
に
此
の
点
に
関
連
し
、
本
法
の
制
定
後
の
事
情
を
考
察
し
よ
う
。

ω
国
0
5回
4
『

2
p
-
Z
H
V内

》
】
即
位

S

目。E
g白

----w})同

)-HMCtH
引
の
}
拓
国

E
F
F
E
-
-
℃

-a-

凶

フ

イ
I
フ
ッ
ト
(
伊
藤
訳
)
、
同
書
、
一
一
一
一
一
頁
。
や
っ
と
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
一
般
人
の
損
失
と
巧
凸
K
混
刊
さ
什
-
て
『
国
王
陛
下
が
そ
の
土
地
の

収
益
と
利
益
を
失
っ
た
』
と
の
言
明
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
に
す
ま
な
い
。

同
ト
『
S
E
W
E
E
-
-
M
V
-
H
S
二
ug白
V
W
P
E
P
-
匂・

8
・

同
国
。
広
田
要
。
吋
仲
町
、

4
E
吋
。
宮
山
口
即
日
。
回

ga---w
匂
-
H
N
0
・

- 57ー



説論

(14J (13) (12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) 

弓
図
。
目
島
田
4
『

2
5・
ま

pw
同
Y
怠
同
・

民毎回
S
P
ま

島
J

M

V

・
国
間
・

出
色
己
静
岡
H
R
P

志
向
島
・
・
唱
・
帥
白
・
町
一
盟
関
ぴ
可

WEE--
開拓
y
臼
H
N
t

∞-

H
)
目
的
ぴ
句

-FE--
同
】
喝
・
白
一
戸
白

tAP・

盟
国
白
日
向
田
市
仲
-F

目

VE--
同

v
m明白山・

円
〈
出
。
戸
島
田
喝
。
吋

ar
伊
豆
門
戸
・
同
Y
品
目
白
-

m
n
0
4『
4
F
W
H
・
お
VHF-
匂
-
H巴
-

H
J
刊
図
。
同
島
国
者
。
ュ

F
g目
p・
MM-Amg・

】
出
回

n
wロ
四
件

iF
日

za--句
-
m
m区・

同V
H

ロO
F
門
出
。
ι

寸
?
回
目
比
島
・
・
同
】
・
明
朗
串
・

(2) 

本
法
に
対
す
る
土
地
所
有
階
層
の
抵
抗

一
、
本
法
は
少
数
の
例
外
を
除
き
、
約
一
世
紀
に
一
日
一
っ
て
巴
認
を
廃
止
し
た
と
云
わ
れ
ろ
。

で
は
そ
の
問

本
法
に
よ
っ
て
加
え
ら

れ
た
不
利
益
を
土
地
所
有
階
層
は
徒
ら
に
受
認
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
会
に
於
て
占
め
て
い
た
そ
の
勢
力
か
ら
み
て
、
何
ら
か
の

抵
抗
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
当
然
予
想
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

事
実
、
本
法
制
定
四
年
後
、
早
く
も
遺
言
法

(ωzzs。
問
者
三
印
)

当・

え

の
成
立
を
み
、
単
純
不
動
産
権
者
の
す
べ
て
に
土
地
遺
贈
権
を
与

た
だ
軍
事
保
有
不
動
産
権
者
の
み
が
そ
の
遺
贈
権
を
土
地
の
三
分
の
二
の
範
囲
に
制
限
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
斯
様
に
し
て
先
ず
重

要
な
遺
贈
権
の
獲
得
が
実
現
さ
れ
た
。

併
し
国
王
は
斯
か
る
譲
歩
の
代
償
と
し
て

な
お
そ
の
場
合
で
も
、

成
年
者
相
続
税
(
℃
江
田

q

閉
め
』
白
山
口
)
、
未
成
年
者
相
続
税
(
『
色
町
宣
、

土
地
譲
渡
税
(
出
口
市
問
問
。
『
丘
町
ロ
え
芯
ロ
)
及
び
そ
の
他
の
諸
税
を
徴
収
し
う
る
も
の
と
し
た
。

か
も
一
五
四
二
・
三
年
に
は
、
遺
贈
し
う
る
場
合
に
つ
い
て
一
定
の
限
定
を
与
え
、
結
局
国
王
は

ω
E
Z
S
え
台
回

g
に
於
て
回
復
し
た

~ 68 ~ 
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諸
権
能
を
更
に
確
保
し
た
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
似
し
、
如
何
に
一
定
の
限
定
を
加
え
た
に
し
ろ
遣
問
権
能
を
与
え
た
こ
と
は
、

土
地
所

有
階
層
へ
の
大
き
な
譲
歩
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
そ
こ
か
ら
遺
贈
将
来
権
(
巾
一
月

2
Z弓
骨
三
由
。
)

と
い
w

フ、

つ
或
点
で
発
生
・
移
転

d
B
に
基
づ
く
将
来
権
と
も
異
な
る

残
ん
か
権
と
は
全
く
異
な
り
且

一
つ
の
新
し
い
土
地
に
関
す
る
将
来
権
を
創
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
次
に
本
法
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
極
め
て
厳
格
に
解
釈
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
法
第
一
条
の
言
文
を
文
字
通
り
に
解
釈
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
第
一
に
、

J
g包
=
と
い
う
土
地
に
関
す
る
用
語
は
動
産
包
括
に
は
無
関
係
で
あ
る
と
し
、
亦
短
期
間
ー
ー
ー
数
年
間
ー
ー

し
か
存
続
し
な
い
包
括
は
本
法
の
対
象
で
は
な
い
と
判
決
さ
れ
た
。
第
二
に
、
受
託
者
が
単
に
消
極
的
義
務
を
負
う
に
過
ぎ
な
い
宮
-
岡
田
山
4
0

5
0
の
み
が
本
法
の
適
用
を
受
け
、

R
巴，

S

5巾
は
適
用
排
除
さ
れ
た
。

そ
の
理
由
は
、
或
は
、
積
極
的
義
務
が
受
託
者
に
義
務
づ
け
ら

れ
た
場
合
、

そ
の
義
務
を
履
行
せ
し
め
る
為
に
は
受
託
者
に
普
通
法
上
の
権
利
を
保
留
せ
し
め
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
か
、
成

は、

-aω-ZEめ
を
な
。
同

2
Z
5
0
か
ら
取
り
あ
げ
て
、

2
2
2
ο
ロ巾

5
0
に
与
え
る
こ
と
は
、
同

g
R
2
の
意
思
を
滅
却
す
る
為
で
あ

る
と
か
云
わ
れ
て
い
る
が

本
法
の
趣
旨
か
ら
み
て
斯
か
る
理
由
は
不
充
分
で
あ
ろ
う
。

本
法
は
己
目
目
的
を
実
現
せ
し
む
る
も
の
で

は
な
く
、
従
っ
て
む
し
ろ
な
。
問
問
の
意
思
を
踏
み
に
じ
っ
て
庁
官
一
色
同
庁
を

B
m
E
F
門
官
ゆ
己
認
に
移
転
せ
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。

Use受益権とその史的性格

で
、
理
由
は
よ
り
実
質
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
、

mnt425ゆ
が
当
時
未
だ
己
紹
と
し
て
は
一
般
化
し
て
お
ら

ず
、
従
っ
て
本
法
前
文
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
弊
害
の
何
れ
の
場
合
に
も
該
当
し
な
か
っ
た
と
い
う
躍
由
を
よ
り
妥
当
と
し
よ
う
。
何
れ
に
し

ろ
斯
様
に
し
て
法
曹
は
土
地
所
有
階
層
に
協
力
し
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
本
法
の
適
用
除
外
例
と
し
て
は
二
重
d
m
O
(
ロ
m
o
ロ
宮
口

5
ゆ)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
後
述
の
如
く
或
意
味
で
非
常
に
詑
弁
的
な
こ
の
方
法
は
、
本
法
施
行
十
年
後
に
裁
判
所
に
よ
っ
て
有
効
な
も
の
と
さ
れ

本
法
の
適
用
な
し
と
判
決
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
を
、
第
一
の
包
括
を
転
換
せ
し
む
る
本
法
は
第
二
の
己
目
を
も
転
換
せ
じ
め
る
に
充
分

な
カ
(
〈
釦
広
島
々
)
を
有
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
学
説
が
あ
る
。

併
し
こ
め
理
由
は
自
己
の
為
の
己
紹
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は

そ
'-

~6.9~ 



説

合
致
し
な
い
。

換
言
す
れ
ば
本
法
が
そ
の
第
二
の
己
紹
を
転
換
せ
し
め

け
だ
し
こ
の
場
合
譲
渡
人
は
予
め
普
通
法
の
枠
内
に
あ
る
為
、

る
に
は
唯
一
度
の
発
動
を
以
て
充
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
は
云
え
合
班
的
な
理
由
の
発
見
は
悶
難
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ

論

こ
で
理
由
も
ま
た
能
弁
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

之
に
よ
っ
て
明
か
な
如
く
、
何
回
目
開
口
旬
。
ロ
ロ
凹
ゅ
の
適
用
排
除
は
、
本
法
に
対

す
る
露
骨
な
抵
抗
で
あ
り
、

斯
様
に
し
て
土
地
所
有
階
層
は
、
本
法
施
行
後
数
時
を
経
ず
し
て

dz
を
享
有
し
う
る
に
至
っ
た
。

d
m巾
ロ
旬
。
ロ
ロ
田
内
は
M
円

8
ロ

suニ
山
口
弘
件
。
〉
件
。

F
0
5ゆ
え
回

Z

F巾
Z
Z
え
の
と
い
う
形
式
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
本
法
に
よ
り

〉
に

-
o
m
m
L
E
S
S
が
移
転
し
た
訳
で
あ
る
。

し
か
し
て
第
二
受
益
者
た
る
の

の
権
利
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
積
極
的
に
認
め
ら
れ
た
の

は
一
六
ゴ
一
四
年
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、

そ
の
際
第
一
と
第
二
の

d
g
を
区
別
す
る
意
味
で
第
二
の

d
g
を
可
ロ
巳
と
呼
称
す
る
こ

と
と
な
り
、
そ
の
後
右
の
例
で
切
を
除
き

5
5
g
b
z
p巾
5
ゆ
え
〉
百
件
吋

5
2
2
め
と
い
う
簡
略
形
式
で
吋

E
a
(信
託
)
の
設

定
が
許
さ
れ
る
に
至
上
る
の
で
あ
る
。

一
二
、
以
上
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
本
法
を
厳
格
に
解
釈
し
て
適
用
排
除
の
範
囲
を
拡
大
し
、
或
は
潜
脱
方
法
を
案
出
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
本
法
は
そ
の
施
行
後
数
年
を
経
ず
し
て
そ
の
実
効
性
を
失
墜
し
始
め
た
。
斯
様
な
現
象
が
公
然
と
横
行
し
た
こ
と
は
、

一
見
驚
異
に

価
す
る
事
実
で
あ
る
が
、
土
地
所
有
階
層
を
中
軸
と
す
る
法
曹
|
|
裁
判
官
・
弁
護
士
・
及
び
大
法
官
1
1
1
・
不
動
産
譲
渡
業
者
の
協
力

と
、
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
巧
み
な
脱
法
行
為
が
、

ま
さ
に
時
流
の
要
求
に
合
致
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。

そ
れ
は
一
面
に
於
て

国
王
の
財
政
収
入
が
ビ
ー
ル
税
そ
の
他
の
新
た
な
収
入
源
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
為
の
み
な
ら
ず
、

土
地
所
有
を
め
ぐ

る
社
会
・
経
済
的
構
造
の
変
質
す
な
わ
ち
封
建
的
土
地
所
有
関
係
の
急
速
な
崩
壊
過
程
の
反
映
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

斯
様
に
、
本
法
は
因
。
ロ
弓
〈
口
同
の
苦
心
の
成
果
で
あ
る
と
共
に
、

イ
ギ
リ
ス
の
封
建
的
不
動
産
法
体
制
に
と
っ
て
最
後
の
砦
で
も
あ

っ
た
が
、

そ
の
成
立
過
程
に
照
ら
し
て
明
か
な
よ
う
に
、
時
流
に
抗
す
る
反
動
立
法
と
し
て
い
わ
ば
偶
然
的
に
成
立
し
た
為
に
ま
た
急
速

- 60ー
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な
失
墜
を
も
来
た
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
勿
論
、

そ
の
成
立
過
程
に
見
ら
れ
る
妥
協
は
、
当
時
の
歴
史
的
事
情
を
反
映
し
て
い
る
も
の

支
持
階
層
の
土
地
所
有
関
係
乃
至
そ
の
意
識
の
大
き
な
進
展
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
云
い
う
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
に
し
ろ
、
結
局
、
法
曹
と
難
も
本
法
の
適
用
に
は
以
上
の
如
く
抵
抗
的
に
当
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
を
含
む

d
B

Use受益権とその史的性格

(9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

高
柳
、
前
掲
論
文
、
法
協
、
四
六
巻
、
六
O
一二一員。

四

回

国

8
・
4
H
H
F
P
P
軍
事
保
有
不
動
産
権
者
に
対
す
る
制
限
は
一
六
六
O
年
に
至
っ
て
撤
廃
さ
れ
る
。

同
何
回
。
冨
担
当

2
S
-
S
E
-
-
旬
開
F

A
お町・

a
g
A
-

ω
g
F
H
ま
p
v
s・

mnoAV4n・戸山田】向島・・同】同
w
-
M
申・品仲恒
O
A
-

m史
昇
4
F

戸山押
VE--
同

v
・M
M
・

之
は
〉
g
g
の
説
と
さ
れ
て
お
り
、
通
説
だ
と
云
わ
れ
る
|
|
m
g
F
P
E
P
-
H
】
・
島
民
-
u
H
J可
国
0
日仏国巧
2
S
L広島・・

3
・
怠
∞

-a田

2
・

m
g
F
H
同
区

PMM・
隠
-

∞向。立ぃ・H同日比
p
・可
-

M

一回・

U 

ぴ

1
1
1
近
代
的
土
地
所
有
権
成
立
過
程
の
展
望

す

一
、
本
稿
に
於
て
、
我
々
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
中
世
の
信
託
」
と
云
わ
れ
て
来
た

d
m
o
に
関
し
て
隆
史
的
な
考
察
を
試
み
た
。
し
か
し
て

‘
.
、
.
、
，
、
.

口
問
。
は
決
し
て
単
に
「
中
世
の
信
託
」
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
崩
壊
過
程
に
於
て
現
わ
れ
た
一
つ
の
1
|
そ
れ
が
脱
法
手
段
で

、.、.

あ
っ
た
に
し
ろ
l
l
l
不
抜
な
る
慣
行
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

す
な
わ
ち
、
封
建
的
法
|
|
不
動
産
法

l
l体
制
の
厳
格
性
・
固
定
性
が
も
は
や
社
会
・
経
済
的
諸
事
情
に
合
致
し
な
く
な
っ
た
と
い

- 61ー



説

、.、.、，

う
事
態
の
発
生
に
も
拘
ら
ず
、
法
改
正
の
政
治
的
な
手
段
と
勢
力
を
未
だ
も
ち
得
な
か
っ
た
土
地
所
有
階
層
が
自
ら
行
っ
た
脱
法
的
慣
行

‘

，

、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

し
か
し
そ
の
脱
法
性
自
体
は
決
し
て
口
開
慣
行
の
本
質
で
は
な
い
。

で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
脱
法
的
形
態
を
と
っ
た
と
は
云
え

問
題
は

論

む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
如
何
な
る
機
能
が
営
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

c
m
o
は
種
々
の
目
的
に
と
っ
て
極
め
て
有
用
な
手
段
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
反
公
共
的
機
能
を
さ
え
営
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
併
し

本
来
典
型
的
な

ds
は、

土
地
に
附
随
せ
る
封
建
的
諸
負
担
を
潜
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ

、.、.、.、，、.、，

て
自
由
な
土
地
支
配
権
の
実
質
的
実
現
に
奉
仕
し
た
。
市
し
て
そ
れ
は
必
然
的
に
土
地
を
自
己
の
た
め
に
相
手
方
に
移
転
せ
し
め
る
と
い

、

、

、

、

、

う
自
益
性
(
同

g
R
2
と

2
a
E
A
5
5巾
の
第
一
次
的
結
合
)
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
と
共
に
、
又
権
利
を
取
得
せ
る
相
手
方
を
斯
か
る
自

、.、.、.

益
性
実
現
に
奉
仕
せ
し
め
る
為
に
消
極
的
な
義
務
(
}
諸
問
日

E
Z
の
保
持
と
提
供
)
を
附
課
し
た
の
で
あ
り
、

土
地
の
譲
渡
・
遺
贈
を
可
能
且
つ
簡
易
化
し

こ
こ
に
包
括
す
な
わ
ち
匂
守

白色
4
2
H
m
ゅ
の
本
質
的
性
格
が
存
す
る
こ
と
を
我
々
は
先
ず
指
摘
し
た
。

、

.

、

.

、

.

で
は
斯
様
な
封
建
的
土
地
所
有
階
層
の
慣
行
と
し
て
、

cm巾
は
如
何
な
る
規
範
的
基
礎
を
有
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
そ
れ
が
友

、
人
・
親
族
関
係
に
内
在
す
る
精
神
的
結
合
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
託
し
た
。
併
し
そ
の
関
係
は
単
に
主
観
的
・
個
別
的
な
も
の
で
は
な

、、

く
、
土
地
所
有
階
層
内
部
に
お
け
る
白
由
な
る
土
地
支
配
権
の
相
互
的
必
要
性
に
基
づ
く
規
範
関
係
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
斯
か
る
規
範
的
基
礎
は
、
社
会
・
経
済
関
係
変
質
の
反
映
た
る
右
階
層
内
部
の
変
質
に
つ
れ
て
そ
の
危
機
に
瀕
す
る
ば
か
り

で
な
く

個
別
的
結
合
関
係
の
変
化
に
よ
っ
て
も
具
体
的
な
己
紹
の
実
現
は
危
殆
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

」
こ
に
於
て
慣
行
の
外
部
に

救
済
を
求
め
、

国
王
の
司
法
大
権
を
基
礎
と
す
る
行
政
官
と
し
て
の
大
法
官
(
の

E
R色
。
吋
)
か
ら
特
異
な
保
護
を
受
け
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
て
、

大
法
官
に
よ
る

C
R
保
護
は
、

、.、，

従
来
論
ぜ
ら
れ
た
如
く
に
単
に
「
良
心
」

の
実
現
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
包
括
慣
行

- Q2ー



の
脱
法
性
と
国
王
の
歳
入
権
に
対
す
る
侵
害
性
と
は
、
右
の
理
由
を
以
て
充
分
に
説
明
し
つ
く
す
こ
と
は
悶
矧
で
あ
る
。
問
題
は
単
に
、

、.、.、.、.、.、.

国
王
の
良
心
乃
至
口
忠
受
託
者
(
向
。
。
Fwゆ件。

5
巾
)
の
良
心
の
実
現
と
し
て
み
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
大
法
官
に
よ
る

d
g
保
護
の
方

法
的
特
質
に
着
目
し
、

そ
の
理
論
乃
至
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
背
後
に
存
す
る
も
の
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
封
建
的

不
動
産
法
の
み
な
ら
ず
、

イ
ギ
リ
ス
法
全
体
の
根
本
的
改
革
と
更
に
司
法
機
関
の
新
た
な
る
出
現
に
よ
り
二
重
の
裁
判
制
度
を
も
た
ら
す

に
訴
訟
っ
た

「
大
法
官
に
よ
る

d
g
の
法
的
保
護
」

土
地
所
有
階
層

が
、
極
め
て
巧
妙
な
方
法
に
よ
っ
て
裁
判
官
達
と
の
協
力
の
下
に
、

の
要
請
に
応
え
た
こ
と
を
解
明
し
た
。

以
上
の
過
程
を
通
し
て
、

包
括
受
益
権
が
現
実
的
に
は
巴
路
慣
行
に
於
け
る
そ
の
白
益
性
と
消
極
性
に
基
づ
い
て
土
地
の
自
由
な
利

用
・
収
益
・
処
分
権
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
、
更
に
大
法
官
に
よ
る
保
護
を
通
じ
て
斯
様
な
も
の
と
し
て
保
護
を
与
え
ら
れ
、
且
つ
理
論

構
成
さ
れ
た
こ
と
を
論
証
し
た
。

更
に
右
の
点
に
つ
き
、
口
問
。
受
益
権
に
対
す
る
封
建
的
反
動
と
し
て
の
国
壬
の
立
法
的
干
渉
を
、
特
に

ωzzzo同

d
g
m
の
成
立
・

施
行
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

立
証
す
る
努
力
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、

土
地
所
有
階
層
の
己
印
命
保
護
の
要
請
従
っ
て

d
g

Use受益権とその史的性格

受
益
権
を
現
実
的
に
「
自
由
な
る
土
地
所
有
権
」
と
し
て
機
能
せ
し
め
ん
と
す
る
た
め
の
要
請
は
、
国
王
の
禁
庄
政
策
を
さ
え
も
排
除
し
、

ギ
ル
ド
組
織
に
よ
っ
て
一
元
化
さ
れ
た
法
宵
の
協
力
に
媒
介
さ
れ
て
、
封
建
的
不
動
産
法
の
限
壊
を
必
然
化
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
以
上
に
要
約
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
封
建
制
崩
壊
期
の
イ
ギ
リ
ス
法
的
発
現
と
し
て
、

包
括
受
益
権
は
ま
さ
に
「
白

由
な
る
土
地
所
有
権
」
と
し
て
機
能
し
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
結
論
は
、
筆
者
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う

か
。
以
下
簡
単
に
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
以
て
筆
者
の
研
究
態
度
を
明
か
に
し
、
御
批
判
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

そ
こ
で
第
一
に
、

は
し
が
き
に
於
て
指
摘
し
た
如
く
、

以
上
は
イ
ギ
リ
ス
不
動
産
法
研
究
上
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
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説

現
在
に
至
る
ま
で
封
建
的
な
グ
ェ

1
ル
に
包
ま
れ
て
来
た
イ
ギ
リ
ス
法
の
こ
の
分
野
の
研
究
に
は
、
先
ず
以
て
そ
の
歴
史
的
・
現
実
的
な

存
在
形
態
の
把
握
が
必
須
で
あ
る
。

と
も
す
れ
ば
自
国
法
の
礼
讃
と
外
国
法
の
無
知
に
傾
き
勝
ち
な
イ
ギ
リ
ス
法
学
者
の
研
究
を
通
し

論

て
、
実
際
的
・
個
別
的
判
例
の
集
積
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
|
|
合
理
的
で
は
あ
る
が
非
論
理
的
な
ー
ー
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ

て
ま
こ
と
に
至
難
な
業
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
斯
か
る
理
解
へ
の
細
や
か
な
試
み
と
し
て
、
比
較
法
学
的
志
向
を
も
ち
つ
つ
、

直
接
的
に
は
包
括
受
益
権
の
歴
史
的
性
格
と
そ
の
権
利
内
容
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

私
な
り
に
イ
ギ
リ
ス
不
動
産
法
|
|
土
地

法
1

1
研
究
へ
の
第
一
歩
を
印
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、

そ
れ
は
従
来
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
我
国
の
学
界
を
も
風
麻
酔
し
た
「
信
託
受
益
権
の
性
質
論
争
」
に
対
す
る
筆

者
な
り
の
一
つ
の
態
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

一
定
の
歴
史
的
段
階
で
現
わ
れ
た
極
め
て
特
異
な
法
現
象
と
し
て
の
信
託
受
益
権
を
大
陸

法
的
権
利
概
念
た
る
「
物
権
」
か
「
債
権
」
か
若
し
く
は
立
与
件
吉
之
さ
か
ユ
m宮
古
音
ご

g
aさ
か
の
何
れ
か
に
決
せ
ん
と
す
る
こ

そ
の
意
義
に
さ
え
疑
問
を
も
つ
の
で
あ
る
が
『
本
稿
は
も
と
よ
り
斯
か
る
問
題
提
起
に
出
発

と
は
、
本
来
不
可
能
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

し
て
い
る
の
で
は
な
い
為
、

む
し
ろ

dz
を
信
託
(
同
司

5
5

そ
れ
に
は
単
に
間
接
的
に
答
え
乍
ら
、

か
ら
歴
史
的
に
区
別
す
る
こ
と
に

よ
っ
て

従
来
両
者
を
同
一
の
も
の
と
し
て
論
じ
て
来
た
態
度
と
、

一
つ
の
批

そ
の
結
果
た
る

C
B
受
益
権
把
握
の
貧
困
性
に
対
し
、

判
的
所
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
に
、

そ
れ
は
、
今
後
近
代
的
土
地
所
有
権
の
成
立
過
程
と
そ
の
本
質
を
解
明
せ
ん
と
す
る
筆
者
の
基
本
的
な
意
図
の
方
向
を
示
し

て
い
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、
斯
か
る
解
明
に
と
っ
て
、
己
紹
受
益
権
が
、
対
象
と
し
て
充
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は

な
い
。
従
っ
て
ま
た
、
「
自
由
な
る
土
地
所
有
権
」
と
し
て
機
能
せ
る
己
紹
受
益
権
が
、
直
ち
に
そ
れ
自
体
近
代
的
土
地
所
有
権
で
あ
っ

そ
れ
自
体
近
代
的
な
所
有
権
か
否
か
は
そ
れ
を

た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
も
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
。

「
自
由
な
る
土
地
所
有
権
」
が
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支
え
て
い
る
基
本
的
な
社
会
的
・
経
済
的
関
係
の
如
何
に
依
存
し
て
い
る
。
本
稿
は
も
と
よ
り
そ
こ
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。
が
併
し
、

イ
ギ
リ
ス
私
法
の
み
な
ら
ず
イ
ギ
リ
ス
法
全
体
の
近
代
化
過
程
に
於
て
包
括
慣
行
と
そ
の
法
的
保
護
が
占
め
た
位
置
の
重
要
性
に
鑑
み
、

且
つ

d
話
受
益
権
の
現
実
的
乃
至
機
能
的
本
質
か
ら
み
て
、

C
R
受
益
権
が
、

イ
ギ
リ
ス
に
於
け
る
近
代
的
土
地
所
有
権
の
成
立
過
程

上

一
つ
の
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
い
う
こ
と

こ
の
点
は
、
本
稿
に
よ
っ
て
一
応
明
ら
か
に
し
え
た
と
思
う
。

本
稿
は
、

イ
ギ
リ
ス
法
史
上
の
最
も
重
大
な
時
期

l
i封
建
法
体
制
か
ら
近
代
法
体
制
へ
の
ー
ー
に
於
け
る
一
現
象
を
直
接
対
象
と
し

て
い
る
訳
で
あ
る
が
、

そ
の
巨
視
的
・
微
視
的
把
握
に
は
な
お
多
く
の
欠
陥
と
不
徹
底
が
存
寸
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
原
資
料
に
あ
た
り
え

な
か
っ
た
筆
者
と
し
て
は
、

か
な
り
な
推
論
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
参
照
し
え
た
も
の
は
、
既
に
我
国
に
於
て
も
ポ
ピ
ュ

ラ

1
化
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
法
史
学
書
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
或
は
す
で
に
周
知
の
事
柄
を
殊
一
火
に
新
し
い
か
の
如
く
論
じ
て
い
る
点
、

若
し
く
は
そ
の
整
理
に
さ
え
な
っ
て
い
な
い
点
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

筆
者
と
し
て
は
、

「
本
稿
の
問
題
が
主
と
し
て
担
握
の
方
法
に

関
し
て
い
る
」
と
い
う
、
は
し
が
き
で
述
べ
た
意
図
を
こ
こ
に
繰
返
し
乍
ら
、
然
も
な
お
、
そ
れ
を
さ
え
充
分
に
は
果
し
得
て
い
な
い
こ

と
を
率
直
に
自
認
し
つ
つ
、
今
後
の
研
究
の
た
め
に
、
大
方
の
御
教
示
を
切
に
請
う
も
の
で
あ
る
。

-
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