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判

「
分
け
地
」
の
慣
習
と
入
会
構
の
存
否

昭
和
三
二
年
九
月
一
三
日
第
一
一
小
法
廷
判
決
ハ
昭
和
二
九
年
(
オ
)
第

七
六
九
一
号
、
山
林
立
入
お
よ
び
立
木
伐
採
権
確
認
事
件
)
最
高
裁
民
集

一
一
巻
九
号
一
一
九
一
八
頁

〔
事
実
及
び
判
官
〕
原
告

X
(鐙
訴
人
、
上
告
人
)
は
訴
外
A
か
ら
新
潟
県

東
蒲
厚
郡
下
条
件
に
あ
る
山
林
原
野
の
共
有
持
分
権
を
買
受
け
、
昭
和
二
一

年
二
月
一
九
日
そ
の
移
転
登
記
を
行
っ
た
。
本
件
山
林
原
野
は
こ
れ
ま
で
同

村
取
上
部
落
の
部
落
民
で
あ
る
訴
外

A
及
び
被
告
Y
等
(
被
控
訴
人
、
被
上

告
人
〉
の
共
有
に
属
す
る
土
地
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
土
地
に
は
柴
山
、
売
り
山
、
分
け
地
と
よ
ば
れ
る
三
つ
の
部
分
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
慣
習
が
行
わ
れ
て
今
て
い
る
。
す
な
わ

行 H

フし

(ベ}

北

道

法

大

学

海

j>>L， 
寸4

会

ち
、
付

ま
ず
「
柴
山
」
ハ
八
町
九
反
の
雑
木
林
)
に
つ
い
て
は
、
毎
年
雪
融

け
の
後
部
落
居
住
者
が
協
議

ω上
入
山
し
、
自
家
燃
料
用
の
雑
木
を
伐
採
し

て
、
こ
れ
を
共
有
権
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
一
戸
数
別
に
平
等
に
分
配
す
る
、

た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
「
お
っ
と
め
」
(
祭
り
の
費
用
を
出
し
た
り
使
役
に
出
た

り
す
る
こ
と
)
を
し
な
い
非
共
有
権
者
ゃ
、
共
有
権
利
者
で
あ
っ
て
も
離
村

な
ど
に
よ
り
部
落
外
に
居
住
す
る
者
は
分
配
を
受
け
得
な
い
、
そ
の
代
り
土

地
に
対
す
る
公
租
公
課
は
現
実
に
分
配
を
受
け
る
者
の
み
が
負
担
す
る
、
約

次
に
「
売
り
山
」
(
柴
山
以
外
の
山
林
原
野
約
一
二
町
八
反
余
)
に
つ
い
て

は
、
立
木
が
成
長
し
た
際
、
部
落
居
住
の
共
宥
権
者
が
協
議
の
上
入
札
方
法

に
よ
り
部
落
民
に
限
り
売
却
し
、
そ
の
代
金
は
必
要
諸
経
費
を
差
引
い
た
後
、

部
落
外
居
住
の
者
を
も
合
め
全
権
利
者
に
そ
の
持
分
に
応
じ
て
分
配
さ
れ

る
、
そ
し
て
公
租
公
課
は
部
落
居
住
の
共
有
権
者
が
負
担
す
る
、
伺

に
「
分
け
地
L

は
、
約
三
、
凹

O
年
前
土
地
の
共
有
権
者
ハ
当
時
は
全
部
部

落
居
住
者
)
が
相
談
し
て
右
「
柴
山
」
「
売
り
山
」
中
開
墾
に
適
し
た
部
分
を
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各
権
利
者
に
分
配
し
た
土
地
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
各
人
に
独
占

的
な
一
使
用
収
益
権
(
桑
、
一
桐
な
ど
の
植
林
栽
培
)
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と

い
う
慣
習
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で

X
は
1

部
落
民
Y
等
に
対
し
、
右
共
有
地

に
立
入
っ
て
燃
料
用
の
雑
木
を
伐
採
し
そ
の
配
分
に
加
入
し
う
べ
き
こ
と
を

求
め
た
け
れ
ど
も
、

Y
等
が
こ
れ
を
担
絶
し
た
の
で
、
本
件
土
地
に
立
入
り

立
水
を
伐
採
す
る
権
利
の
確
認
を
訴
求
し
た
。

Y
は
、
右
山
林
は
取
上
部
落

の
部
落
民
に
限
っ
て
立
入
る
こ
と
の
許
さ
れ
る
入
会
地
で
あ
る
か
ら
、
他
部

落
に
居
住
す
る
玄
が
持
分
権
を
買
受
け
た
と
し
て
も
山
林
に
立
入
っ
た
り
そ

の
収
益
の
分
配
を
う
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
が
、
更
に
X
が、

寸
分
け
地
」
が
自
由
に
譲
渡
さ
れ
譲
受
け
た
部
第
民
が
他
の
部
落
民
よ
り
以

上
の
利
義
を
う
け
て
い
る
事
実
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
〈
、
こ
れ
は
「
分
け

地
」
が
入
会
権
の
内
容
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
ぺ

て
い
る
の
に
対
し
、
他
部
落
居
住
の
共
有
権
利
者
は
「
分
け
地
」
を
う
け
る

胸
、
ー
権
利
が
な
く
、
叉
「
分
け
地
」
の
権
利
者
が
他
の
部
落
に
転
出
し
た
場
合
に

い
は
、
そ
の
土
地
は
「
分
け
地
」
た
る
性
質
を
失
っ
て
「
柴
山
」
又
は
「
士
知
り

山
」
の
問
状
態
に
復
帰
す
る
の
だ
と
答
え
た
。
第
一
審
新
潟
地
裁
は
、
前
記

の
慣
習
を
認
定
し
た
上
で
入
会
権
の
存
在
を
肯
定
し
一
、
た
と
え
「
「
分
け
地
」

J

日
の
部
分
が
最
近
に
お
い
て
、
自
白
隠
譲
渡
さ
れ
、
そ
の
結
果
譲
受
け
た
部
落

民
が
他
の
ー寸

分
け
地

の」

2喜
はす
何る

l等 部

;尊重
定ょ
のり
入以
会主
権の
と利
紙益
触を
すう
るけ
も j
の:
で:

な
く
又
こ
の
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
と
て
入
会
慢
は
消
滅
す
る
も
の
で
も
な

い
L

と
判
示
し
て

X
の
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
第
三
審
東
京
高
裁
も
、
「
X

が
本
件
山
林
に
立
入
り
、
立
木
を
伐
採
す
る
権
利
を
有
し
な
い
こ
と
は
、
原

判
決
理
由
に
説
明
の
と
お
り
で
あ
る
」
と
し
て
控
訴
を
棄
却
し
た
。

X
は
上

止
口
し
、
第
一
審
以
来
の
主
強
を
更
に
く
り
返
し
た
。
最
高
裁
は
、
多
数
意
見

(
藤
田
、
池
田
、
河
村
、
奥
野
)
を
も
っ
て
X
の
主
張
を
認
め
、
次
の
よ
う

に
判
示
し
て
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
。

「
入
会
地
の
あ
る
部
分
を
部
落
民
の
う
ち
の
特
定
の
個
人
に
分
配
し
、
そ

の
分
配
を
受
け
た
個
人
が
こ
れ
を
独
占
的
に
使
用
、
収
益
し
、
し
が
も
、
そ

の
「
分
け
地
」
の
部
分
は
自
由
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
が
如

き
慣
行
は
、
入
会
権
の
性
質
と
は
著
し
く
相
反
す
る
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得

な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
本
件
「
分
け
地
」
と
称
せ
ら
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、

特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
入
会
権
の
存
在
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

に
か
か
わ
ら
ず
「
分
け
地
L

の
部
分
を
特
定
、
除
外
せ
ず
、
本
件
土
地
全
部

に
つ
い
て
入
会
権
の
存
在
を
認
め
、

X
の
請
求
を
排
斥
し
た
原
判
決
は
、
法

令
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
も
の
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
小
谷
裁
判
官
は
次
の
よ
う
な
少
数
意
見
を
の
べ
て
い
る
。

「
持
分
の
譲
渡
に
よ
り
「
分
け
地
」
に
対
す
る
収
益
に
不
平
等
の
結
果
が

発
生
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
入
会
権
者
た
る
取
上
部
落
民
相
互
の
問
た
け

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
他
部
落
民
た
る
譲
受
入
は
取
上
部
落
民
と
な
ら
な
い
限

‘' 
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/ 

り
は
何
ら
の
収
益
権
を
も
取
得
じ

J

な
い
慣
習
が
行
わ
れ
て
来
た
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
「
分
け
地
」
の
部
分
の
み
が
独
立
し
て
、
本
件
入
会
権
の

外
に
存
立
?
す
る
権
利
で
あ
る
と
は
到
底
解
す
る
こ
と
は
で
さ
な
い
:

入
会
権
の
収
益
は
入
会
権
者
平
等
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

収
益
の
平
等
は
必
ら
ず
し
も
入
会
権
の
発
生
存
続
の
要
件
で
は
な
い
:
:
:
。

す
な
わ
ち
入
会
林
野
の
う
ち
・
・
・
・
・
・
・
・
・
開
墾
に
適
す
る
部
分
だ
け
を
入
会
権
者

全
員
に
事
実
上
の
分
配
を
し
て
、
主
と
し
て
桑
等
の
栽
培
を
許
す
こ
と
と
し

た
だ
け
の
関
係
の
外
は
、
当
該
部
分
を
独
立
分
筆
し
た
と
か
、
ま
た
は
そ
れ

を
権
利
者
各
自
の
所
有
名
義
に
分
筆
登
記
を
し
た
と
か
、
或
い
は
各
自
使
用

収
益
の
方
法
を
無
制
限
に
し
た
と
か
、
若
し
く
は
持
分
の
譲
渡
を
し
た
場
合

そ
の
譲
受
入
が
他
部
落
民
で
あ
っ
て
も
そ
の
使
用
収
益
権
を
認
め
た
事
実
若

し
く
は
そ
の
慣
習
が
存
在
し
た
と
か
、
要
す
る
広
該
「
分
け
地
」
の
部
分
が

他
の
「
柴
山
」
「
売
り
山
」
と
は
別
個
独
立
し
た
権
利
の
目
的
と
な
っ
た
も
の

と
認
め
ら
れ
る
関
係
が
存
在
し
な
い
以
上
、
た
だ
入
会
権
者
で
あ
る
取
上
部

落
民
聞
に
お
け
る
譲
渡
の
場
合
、
そ
の
持
分
及
び
収
益
の
割
合
に
不
平
等
の

結
果
が
発
生
す
る
と
い
う
一
事
だ
け
で
は
未
だ
も
っ
て
該
部
分
が
「
柴
山
」

「
売
り
山
」
の
入
会
権
と
は
別
異
の
権
利
と
な
っ
た
も
の
と
は
解
し
得
ら
れ

ない'」。〔解剖

本
件
の
よ
う
に
山
林
利
用
形
態
の
性
格
如
何
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
事
件
に
お
い
て
は
、
何
よ
り
も
先
ず
そ
の
村
及
び
そ
の
附
近
で
行
わ
れ

¥戸

て
い
る
慣
習
の
内
容
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
が
判
断
の
不
可
欠
の
前
提
と
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
多
数
意
見
は
、
入
会
慣
行
の
内
容

を
明
確
に
把
握
す
る
と
い
う
努
力
を
し
な
い
で
、
た
だ
暗
黙
の
う
ち
に
抽
象

的
な
入
会
権
概
念
を
措
定
し
、
こ
れ
を
本
件
取
上
部
落
の
慣
習
と
比
較
す
る

こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
性
質
が
相
反
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
「
分
け
地
」

の
部
分
に
つ
き
入
会
権
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
態
度
は
き
わ
め
て

疑
問
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
最
高
裁

の
判
決
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
木
件
入
会
慣
行
に
関
す
る
原
審

の
認
定
自
体
に
も
、
杜
撰
な
点
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
息
わ
れ
る
。

最
近
の
法
社
会
学
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
旧
幕
時
代
、
す
な
わ
ち
、
山
の
利

用
が
農
民
の
日
常
生
活
と
結
び
つ
き
、
そ
の
再
生
産
を
保
障
す
る
自
給
的
秩

序
の
不
可
分
の
一
環
を
構
成
し
て
い
た
時
代
に
普
遍
的
で
あ
っ
た
古
典
的
共

同
利
用
形
態
(
共
同
体
の
権
利
は
各
構
成
員
の
権
利
行
使
と
し
て
の
み
現
象

し
、
各
構
成
員
の
権
利
行
使
は
こ
の
集
団
の
権
利
の
発
現
形
態
の
中
で
の
み

自
己
を
実
現
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
集
団
白
s
u
o
-仲
)
と
構
成
員
(
ヨ
o
F
S什
)

と
の
矛
盾
な
ぎ
統
一
体
と
し
て
の
入
会
利
用
形
態
)
は
、
明
治
以
降
‘
農
村

外
部
か
ら
の
急
速
な
資
本
主
義
経
済
の
発
限
、
が
、
農
民
の
生
活
や
経
営
の
自

給
的
秩
序
を
商
品
交
換
的
秩
序
へ
と
転
換
さ
せ
て
い
っ
た
過
程
の
中
で
、
多

か
れ
少
な
か
れ
次
第
に
解
体
交
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
と
い
わ
れ
る

(
渡
辺
洋
二
一
「
入
会
権
の
実
態
と
性
格
」
(
一
)
社
会
科
学
研
究
九
巻
三
号
)
。
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そ
の
結
果
、
わ
が
国
の
入
会
関
係
に
お
い
て
は
、
従
来
の
古
典
的
利
用
形
態

と
並
ん
で
、
「
留
山
」
と
呼
ば
れ
る
団
体
直
轄
利
用
形
態
(
構
成
員
個
人
の
自

由
な
入
山
を
禁
止
し
、
権
利
者
集
団
と
し
て
の
団
体
が
直
轄
し
て
山
を
支
配

し
て
い
る
形
態
、
そ
こ
で
は
、
入
会
山
は
も
は
や
農
業
再
生
産
の
た
め
の
不

可
欠
の
補
充
物
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
利
用
の
目
的
は
、
も
つ
ば
ら
用
材
の

売
却
に
よ
る
団
体
の
貨
幣
収
入
に
お
か
れ
る
)
や
「
割
山
」
な
ど
と
称
せ
ら

れ
る
個
人
的
分
割
利
用
形
態
(
各
権
利
者
ご
と
に
一
定
の
利
用
区
域
が
劃
さ

れ
、
各
人
は
自
分
に
割
当
て
ら
れ
た
土
地
に
つ
い
て
し
か
利
用
が
で
き
な
い

が
、
そ
の
範
囲
内
で
は
排
他
的
独
占
的
利
用
権
を
行
使
し
う
る
と
い
う
形
態
)

が
現
わ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
部
落
に
お
け
る
現
実
の
利
用
関

係
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
形
態
が
さ
ま
ざ
ま
に
組
合
わ
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
相
互

に
関
連
を
も
ち
つ
つ
、
ひ
と
つ
の
利
用
秩
序
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

約

一
般
的
傾
向
と
し
て
、
従
来
の
共
同
入
会
利
用
形
態
は
次
第
に
影
を
ひ

そ
め
、
そ
れ
に
代
っ
て
直
轄
利
用
、
分
割
利
用
の
占
め
る
比
重
が
大
き
く
な

カfっ
て
き
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
入
会
権
の
一
般
的
解
体
現
象
の
う

ち
に
、
い
ま
本
件
の
山
林
利
用
関
係
の
性
格
を
位
置
づ
け
て
み
る
な
ら
ば
、

一
応
「
柴
山
」
の
利
用
形
態
は
古
典
的
利
用
形
態
に
、
「
売
り
山
」
の
そ
れ
は

団
体
直
轄
利
用
形
態
に
、
そ
し
て
「
分
け
地
」
の
利
用
は
個
人
的
分
割
利
用

形
態
に
該
当
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら

の
う
ち
、
団
体
F

国
喜
弘
之
と
個
人
(
〈

Evag
と
の
分
裂
過
程
が
最
も
顕

著
に
す
す
ん
で
い
る
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
分
け
地
」
に
み
ら
れ
る

利
用
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
ひ
と
し
く
個
人
的
分
割
利
用
と

よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
く
、
例

え
ば
、
付

分
割
利
用
の
内
容
が
特
定
の
目
的
の
範
問
内
に
制
限
さ
れ
て
い

る
も
の
と
制
限
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、

M
H

一
、
二
年
か
ら
五
年
ご
と
に
割

り
か
え
が
行
わ
れ
る
も
の
や
そ
の
期
間
が
一

O
年
と
か
二

O
年
、
さ
ら
に
五

O
年
と
長
期
間
に
わ
た
る
も
の
、
或
い
は
割
り
か
え
の
規
則
も
な
ノ
ー
永
代
利

用
が
行
わ
れ
る
も
の
、
何
分
割
利
用
権
の
処
分
が
原
則
と
し
て
許
さ
・
れ
な

い
も
の
と
同
じ
団
体
内
部
に
お
い
て
の
み
許
さ
れ
る
も
の
、
或
い
は
全
く
自

由
な
も
の
な
ど
、
共
同
体
所
有
の
解
体
の
程
度
な
い
し
共
同
体
規
制
の
強
弱

の
度
合
に
対
応
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
が
存
す
る
の
で
あ
る
(
渡
辺
前
掲

一
四
頁
以
下
参
照
ユ
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
件
の
つ
分
け
地
」
的
利
用
が
入

会
権
的
性
格
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
も
、
こ
れ
を
一
般
的
、
抽
象
的

に
、
決
定
し
う
る
と
い
う
も
の
で
は
な
〈
、
解
体
し
つ
つ
あ
る
共
同
体
所
有
と

し
て
の
、
木
件
「
分
け
地
」
に
お
け
る
共
同
体
規
制
の
程
度
を
、
そ
の
具
体

的
な
実
態
に
即
し
つ
つ
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
す
る
原
審

の
認
定
は
、
き
ぎ
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
き
わ
め
て
不
完
分
な
、
も
の
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
本
件
の
慣
習
に
つ
き
何
等
直
接
の
知
識
を
有
し
な
い
私
と
し
て

は

一
応
認
定
事
実
記
け
を
手
が
か
り
と
し
つ
つ
、
そ
の
実
態
を
分
析
し
て
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-
一

4

ゆ
く
よ
り
低
か
は
な
い
。

f

ま
ず
モ
本
件
「
分
け
地
」
の
成
立
一
の
態
様
を
み
る
と
、
や
や
不
明
確
で
は

あ
る
が
、
約
一
三
、
四

O
年
前
当
時
は
そ
の
全
部
が
部
落
居
住
者
で
あ
っ
た
共

有
権
者
の
協
議
に
よ
り
各
自
に
分
配
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
-
応

全
部
落
民
に
‘
そ
の
団
体
構
成
員
と
し
て
の
資
格
に
基
づ
ま
卦
伶
b
、
し
た

'
が
門
戸
て
無
償
且
つ
平
等
に
土
地
が
配
分
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
本
件
「
分
け
地
」
の
分
配
は
、
部
落
共

間
体
が
み
ず
か
ら
の
権
能
に
基
づ
い
て
各
部
落
民
に
排
他
的
利
用
権
を
附
与

す
る
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ァ
こ
の
意
味
に
お
い
て
本
件
の
分
割
利
用
権

は
戸
当
初
は
、
存
在
の
基
礎
そ
の
も
の
が
共
同
体
所
有
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

だ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
次
に
、
そ
の
利
用
権
の
内
容
を
み
る
と
、

原
審
は
「
桑
の
栽
培
な
ど
が
許
さ
れ
て
」
い
る
と
の
べ
て
お
り
、
こ
の
表
現

だ
け
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
共
同
体
的
制
約
が
存
し
て
い
る
か
の

如
ぎ
印
象
を
う
け
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、

X
が
「
桑
、
桐
、
杉
等
を
移

植
し
て

j
i
-
-
-」
と
い
い
、

Y
も
「
主
と
し
て
桑
、
桐
を
植
え
利
用
す
る
・
:

-4::
」
と
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
綜
合
し
て
み
る
な
ら
ば

l
i
(こ
う
し
た

利
舟
が
当
初
か
ら
認
め
ら
れ
て
さ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
は
じ
め
は
桑
の
栽

培
が
げ
に
制
限
さ
れ
、
後
に
な
っ
て
桐
、
杉
な
ど
の
植
林
も
黙
認
さ
れ
る
に

至
っ
た
の
か
、
は
不
明
確
だ
と
し
て
も
〉
、
現
在
は
「
分
け
地
」
に
つ
い
て
殆

ん
ど
無
制
限
に
近
い
利
用
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ

r 

ぅ
。
の
み
な
ら
ず
、
本
件
の
よ
う
に
植
林
を
目
的
と
す
る
利
用
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
利
用
期
聞
は
数
十
年
の
長
期
に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
、
本
件
「
分
け
地
し
に
つ
い
て
は
割
り
か
え

の
規
則
も
な
く
、
利
用
権
の
存
続
期
聞
は
制
限
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
の
分
割
利
用
権
は
、
分
割
に
至
る
過
程
一
や
方
式
に

お
い
て
、
か
な
り
団
体
と
個
人
と
の
未
分
齢
的
性
格
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
は
い
え
、
分
割
に
よ
っ
て
団
体
と
個
人
と
の
分
裂
現
象
が
強
ま
り
、

そ
の
結
果
、
使
用
収
益
と
い
う
側
而
に
関
す
る
限
り
、
共
同
体
的
規
制
は
殆

ん
ど
完
全
に
排
除
さ
れ
、
臼
由
な
排
他
的
私
権
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
有

す
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
ら
ば
、
そ
の
処
分
権
的
性
格
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら

る
べ
き
か
。
実
は
、
こ
れ
が
本
件
「
分
け
地
L

に
つ
い
て
入
会
権
の
存
否
を

決
定
す
べ
き
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、

、，、.、.

こ
の
点
に
関
し
て
原
審
は
「
「
分
け
地
」
の
部
分
が
最
近
に
お
い
て
自
由
に
譲

渡
さ
れ
て
」
い
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
に
止
ま
り
、
そ
の
自
由
が
団
体
内
部

に
お
い
て
の
み
詑
則
さ
れ
る
自
由
で
あ
る
か
、
団
体
外
部
の
者
に
対
し
て
も
譲

渡
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
自
由
で
あ
る
か
を
何
等
明
ら
か
に
は
し

て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
意
見
が
こ
う
し
た
社
撰
な
認
定
(
殴

味
な
実
態
)
を
基
礎
と
し
て
入
会
権
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
の
は
、
む
し

ろ
滑
稽
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。
の
み
な
ら
ず
、
小
数
意
見
が
前
提
と
し
て
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い
る
と
こ
ろ
の
「
持
分
の
譲
渡
:
:
:
:
・
は
j
i
-
-
-
部
落
民
相
互
の
問
だ
け
の

ζ

と
で
あ
っ
て
、
品
部
落
艮
た
お
譲
受
人
は
j
i
-
-
-
何
ら
の
収
益
権
を
も
取

得
し
な
い
慣
習
が
行
わ
れ
て
来
た
」
と
い
う
事
実
も
、
単
に

Y
が
主
張
し
て

い
る
事
実
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
原
審
の
何
ら
明
ら
か
に
は
し
て
い
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
件
は
そ
も
そ
も
審
理
不
尽
を
理
由
と

し
て
破
棄
差
戻
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
今
た
と
考
え
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
少
し
く
補
足
的
な
批
評
を
つ
け
加
え
る
な

ら
ば
、
多
数
意
見
に
比
し
て
少
数
意
見
の
方
が
は
る
か
に
正
当
な
解
釈
を
展

開
し
て
い
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
の
ぺ
た
如
く
、
個
人
的
分
割

利
用
権
が
共
同
体
所
有
の
解
体
過
程
を
一
不
す
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
直

'
ち
に
共
闘
候
所
有
の
骨
時
あ
わ
♀
万
全
な
共
有
持
分
化

l
私
的
所
有
化
)
を

一
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
の
発
展
に
対
応
し
て
生
ず

3

る
に
至
っ
た
同
入
会
権
の
形
船
変
俗
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ

一
般
に
は
、
共
同
体
所
有
と
し
て
の
性
格
を
多
か
れ
少
な
か
れ
と
ど
め
て
い

、
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
個
人
的
分
割
利
用
権
に
つ
い
て
は
、

ー
通
常
共
同
体
所
有
の
残
存
が
推
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
共
同
体
規
制
が
あ

九
ち
ゆ
る
側
面
に
わ
た
っ
て
完
全
に
排
除
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
事
実

mwe
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
軽
々
に
そ
の
入
会
権
的
性
格
を
否
定
す
べ
き
で
は

h

i

だ
が
本
件
に
お
い
て
‘
「
分
け
地
」
げ
利
用
権
が
団
休
日
川

U
F
と
い
う
こ
と
ハ

i
処
分
権
能

の
側
面
に
お
け
る
共
同
体
規
制
の
完
全
な
消
波
)
を
積
極
的
に
裏
づ
け
る
に

足
る
事
実
は
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、

X
自
身
が
そ
う
し
た
事
実
を

何
ら
主
張
し
て
い
な
い
と
と
ろ
か
ら
み
て
も
、
逆
に
、
部
落
外
の
譲
受
人
に

利
用
権
を
認
め
た
事
実
も
し
く
は
そ
の
慣
習
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
推

測
す
る
に
難
く
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
本
件
「
分
け
地
」
の

処
分
は
、
同
じ
団
体
内
部
に
お
い
て
の
み
許
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の

の
如
く
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
う
し
た
利
用
権

1
処
分
権
は
、
処
分
が
原
則
と

し
て
許
さ
れ
な
い
場
合
の
そ
れ
に
比
し
て
、
は
る
か
に
商
品
的
、
持
分
権
的

性
質
を
も
つ
も
の
に
は
違
い
な
い
が
、
こ
の
商
品
的
性
質
は
一
筒
の
団
体
的

内
部
秩
序
の
わ
く
中
で
し
か
通
用
し
な
い
も
の
で
あ
る

Q

こ
の
意
味
に
お
い

て
、
そ
の
本
質
は
近
代
的
共
有
持
分
の
そ
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
間
入
会
権

の
単
な
る
形
態
変
化
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
共
同

体
所
有
と
し
て
の
性
格
に
は
質
的
な
変
り
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

本
件
に
つ
い
て
は
、
民
商
法
雑
誌
三
七
巻
三
号
に
戒
能
教
授
、
政
経
学
会

雑
誌
四
日
す
に
小
林
助
教
授
の
批
評
が
あ
る
。

薮

重
夫
)

民
法
ょ
の
組
合
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
財
産
に

対
し
持
分
を
肯
定
し
た
こ
と
が
違
法
と
さ
れ
た
事
例

昭
和
三
二
年
一

O
月
三
二
日
第
一
小
法
廷
判
決
(
昭
和
三

O
年
(
オ
〉
第

七
二
九
号
持
分
確
認
請
求
事
件
)
最
高
裁
民
集
一
一
巻
一

O
努
守
七
九

六
頁

f
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一
瀬
戸
内
海
中
の
一
小
島
、
愛
媛
県
温
泉
郡
神
和
村
字

津
和
地
で
鰯
網
漁
業
を
営
む
榔
網
の
社
内
X
ハ
原
告
・
控
訴
人
算
被
上
告
人
)

-
等
一
二
名
は
、
綱
元
で
あ
る
Y
(被
告
・
被
控
訴
人
・
上
告
人
)
と
網
を
共
同

経
営
し
で
き
た
。
こ
の
柳
網
は
、
約
五
十
年
前
X
-
Y
の
先
代
及
び
先
々
代

に
よ
り
共
同
事
業
と
し
て
始
め
ら
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
、
か
、
そ
の
経
営

内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
経
理
に
関
す
る
事
項
は

社
内
全
員
が
宿
に
集
会
し
て
協
議
決
定
し
、
漁
業
に
必
要
な
る
施
設
、
資
材

は
通
常
網
元
に
保
管
せ
し
め
ま
た
外
部
に
対
し
て
は
通
常
網
元
を
し
て
網
を

代
表
せ
し
め
て
い
る
」
。
っ
水
揚
の
分
間
方
法
は
、
ま
ず
こ
れ
よ
り
漁
業
に
必

要
な
る
通
常
経
費
を
控
除
し
、
そ
の
残
額
の
二
割
を
歩
金
と
し
て
更
に
控
除

し
、
八
割
を
社
内
」
等
に
対
し
「
日
役
金
と
し
て
現
実
の
労
伐
日
数
に
応
じ

て
分
配
す
る
が
、
網
元
に
対
し
て
は
世
話
料
と
し
て
特
に
一
人
分
の
日
役
金

を
加
算
支
払
っ
て
い
る
L
o

「
社
内
は
出
漁
の
前
後
に
本
漁
具
の
整
理
、
格
納

等
の
労
務
に
服
」
し

「
漁
業
経
営
に
必
要
な
る
施
設
、
資
材
を
設
備
、
修

理
し
て
こ
れ
を
整
備
維
持
す
る
」
共
同
責
任
を
負
担
し
、
こ
れ
に
要
す
る
「
費

用
は
、
前
記
二
割
の
歩
金
中
か
ら
支
出
し
、
余
剰
あ
る
と
き
は
社
内
(
綱
元

を
含
む
〉
全
員
に
平
等
の
割
合
を
も
っ
て
分
配
せ
ら
れ
る
」
。
「
当
初
網
を
設

立
す
る
際
、
特
定
の
社
内
が
金
銭
、
或
い
は
漁
業
に
必
要
な
る
設
備
資
材
を

出
資
し
た
か
否
か
に
関
係
な
く
、
設
位
後
に
お
い
て
は
、
漁
業
経
営
に
必
要

な
る
施
設
及
び
資
材
は
社
『
円
(
網
元
を
含
む
)
全
員
の
権
利
(
持
分
は
平
等
)

に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
L

。
「
特
定
の
者
、
が
社
内
と
な
る
場
合
に
は
他

の
社
内
全
員
の
承
認
あ
れ
ば
足
り
、
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
出
資
ず
る
こ
と

を
要
せ
ず
、
ま
た
社
内
を
辞
任
し
脱
退
す
る
場
合
に
も
他
の
社
内
全
員
の
承

認
あ
れ
ば
足
り
、
脱
退
と
同
時
に
漁
業
経
営
に
必
要
な
る
施
設
、
資
材
に
対

す
る
権
利
を
当
然
喪
失
し
、
そ
の
際
持
分
を
金
銭
に
評
価
し
て
こ
れ
を
払
戻

す
等
の
こ
と
を
し
て
い
な
い
」
(
括
弧
内
は
原
審
認
定
事
実
)
。
と
こ
ろ
が
、

昭
和
二
十
年
九
月
の
犬
風
水
害
に
よ
り
、
網
、
舟
、
設
備
が
殆
ん
ど
流
失
或

い
は
大
破
し
た
た
め
、
社
内
の
決
議
に
よ
り
社
内
全
員
が
連
帯
し
て
融
資
を

う
け
、
昭
和
二
一
年
四
月
に
網
、
漁
舟
、
建
物
を
新
調
、
新
造
、
修
理
し
、
借

入
金
は
社
内
へ
の
分
間
金
に
よ
っ
て
逐
次
返
済
し
経
営
を
継
続
し
て
き
た
。

し
か
る
に
、

X
等
は
、
経
理
担
当
者
Y
の
金
銭
収
支
に
関
す
る
不
正
を
発
見

し
た
の
で
、
そ
の
解
決
を
Y
に
求
め
た
が
Y
は
こ
れ
に
応
じ
よ
う
と
は
し
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、

Y
に
対
し
て
組
台
解
散
に
よ
る
財
産
分
配
を
提
議
し
た

と
こ
ろ
、

Y
は
、
網
は
Y
の
個
人
企
業
で
あ
り
、
網
の
財
産
は
Y
個
人
の
財

産
で
あ
っ
て
組
合
財
産
は
存
在
し
な
い
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
応
じ
よ
う
と
し

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

X
等
は
Y
を
相
手
方
と
し
て
、
本
件
網
の
財
産
に
つ

い
て
共
有
持
分
権
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
を
提
起
し
た
。
第
一

審
松
山
地
裁
は

X
の
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
控
訴
容
高
松
高
裁
は
、
前
述
の

事
実
を
津
和
地
に
存
す
る
池
凶
網
、
若
島
網
、
玉
井
網
に
つ
い
て
こ
れ
を
認

定
し
、
「
本
件
抑
制
の
組
織
、
社
内
の
権
利
義
務
」
等
も
、
「
前
記
三
統
の
網
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に
お
け
る
と
同
様
な
る
も
の
と
推
認
す
べ
」
き
で
あ
る
、
と
し
て
「
本
件
柳

網
及
び
前
記
三
統
の
網
は
何
れ
も
組
合
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
民
、
法

中
組
合
に
関
す
る
規
定
と
前
記
認
定
の
津
和
地
に
お
け
る
慣
習
と
に
よ
っ
て

規
律
せ
ら
れ
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
べ
く
、
従
っ
て
漁
業
経
常
に
必

要
な
る
施
設
、
資
材
等
の
財
産
は
各
社
内
(
綱
元
を
含
む
)
の
共
有
(
厳
密

な
る
意
味
に
お
い
て
は
合
有
)
に
属
し
、
そ
の
持
分
は
平
等
な
る
も
の
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
。

Y
は、

「
原
判
一
不
の
如
く
本
件
は

組
合
な
り
と
考
え
る
と
解
散
に
よ
る
精
算
の
際
拾
数
年
前
か
ら
引
続
き
社
内

約

の
地
位
に
あ
っ
た
者
も
解
散
直
前
に
社
内
と
な
っ
た
者
も
平
等
の
持
分
権
に

従
っ
て
清
算
す
る
こ
と
と
な
る
。
か
か
る
不
条
理
は
何
人
も
承
認
し
得
ぬ
処

で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
当
判
決
は
条
理
違
反
で
あ
り
破
棄
を
免
れ
ぬ
」

と
し
て
上
告
し
た

Q

最
高
裁
は
、
全
員
一
致
を
以
て
つ
ぎ
の
ご
と
く
判
一
示
し

原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た

Q

す
な
わ
ち
、
「
原
判
決
は
、
本
件
柳
網
を
民
法
上

の
組
合
に
類
似
す
る
も
の
と
判
断
し
且
つ
本
件
津
和
地
に
お
け
る
他
国
網
、

若
島
網
、
玉
井
網
な
る
三
統
の
鰍
網
に
関
す
る
前
記
認
定
事
実
を
以
っ
て
津

和
地
に
お
け
る
慣
習
と
判
断
し
た
も
の
と
い
う
外
は
な
い
。
し
か
し
な
が

最高裁判所破棄判例研究

ら
、
原
判
決
の
判
示
す
る
よ
う
に
本
件
柳
網
の
外
右
三
統
の
舗
網
に
関
す
る

原
判
決
の
前
記
認
定
事
実
を
以

ZL直
ち
に
岡
地
に
お
け
る
慣
習
で
あ
る
と

す
る
こ
と
は
、
後
に
判
示
す
る
と
こ
ろ
と
相
倹
っ
て
、
到
底
是
認
し
難
い
も
の

之
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

き
れ
ば
、
論
旨
第
三
は
結
局
そ
の
理
由
が
あ

っ
て
原
判
決
は
こ
の
点
に
お
い
て
破
棄
を
免
れ
よ
ぱ
い
に
「
原
判
決
認
定
の
よ

う
に
本
件
柳
網
が
「
当
初
耐
を
設
立
す
る
際
特
定
の
社
内
が
金
銭
、
或
い
は

漁
業
に
必
要
な
設
備
、
資
材
を
出
資
し
た
か
否
か
に
問
係
な
く
、
設
立
後
に

お
い
て
は
漁
業
経
営
に
必
要
な
施
設
及
び
資
材
は
社
内
全
員
の
権
利
(
持
分

は
平
等
)
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り

ま
た
、
特
定
の
者
が
社
内
と
な

る
場
合
に
は
他
の
社
内
全
員
の
承
認
あ
れ
ば
足
り
、
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を

出
資
す
る
こ
と
を
委
せ
ず
、
ま
た
社
内
を
辞
任
し
悦
還
す
る
場
合
に
も
他
の

社
内
全
員
の
承
認
を
得
れ
ば
足
り
脱
退
と
同
時
に
漁
業
経
常
に
必
要
な
る
施

設
、
資
材
に
対
す
る
権
利
を
当
然
琵
央
し
そ
の
時
持
分
を
金
銭
に
評
価
し
て

こ
れ
を
払
戻
す
等
の
こ
と
を
し
て
い
な
い
」
も
の
と
す
れ
ば
、
著
し
く
組
合

の
性
質
に
反
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
原
判
決
が
、

本
件
柳
網
を
も
っ
て
組
〈
門
に
一
期
似
す
る
も
の
と
し
、

X
等
、
か
こ
れ
に
対
し
て

原
判
一
不
の
如
き
持
分
を
有
す
る
こ
と
を
肯
定
し
た
の
は
失
当
で
あ
っ
て
」
破

棄
を
免
れ
な
い
。

〔
評
判
旨
に
は
疑
問
、
が
あ
る
。

一
、
本
件
は
第
一
に
、
慣
習
の
認
定
及
び
そ
の
適
用
は
如
何
に
あ
る
べ
き

か
。
第
二
に
、
本
件
柳
網
は
個
人
経
山
一
円
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
網
元
と
社
内

釈

に
よ
る
共
同
経
営
で
あ
る
の
か
。
社
内
は
、
網
に
お
い
て
如
何
な
る
地
位
を

占
め
て
い
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
単
な
る
労
務
者
と
し
て
の
地
枕
に

と
ど
ま
る
も
の
な
の
か
、
或
い
は
共
同
協
門
業
経
営
の
経
営
主
体
と
し
て
の
一
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員
で
あ
る
の
か
。
網
に
は
、
そ
の
法
律
関
係
の
処
理
上
、
如
何
な
る
規
定
が

適
用
さ
れ
る
べ
身
、
実
質
が
お
る
の
か
。
以
上
が
本
件
に
お
け
る
問
題
点
で
あ

ろ
う
(
本
稿
は
、
後
者
に
議
論
を
集
中
せ
し
め
る
た
め
に
、
前
者
に
つ
い
て

の
考
察
は
乙
れ
を
割
愛
し
た
o
u
。

二
‘
網
は
個
人
経
営
か
共
同
経
営
か
、
社
内
は
労
務
者
か
経
営
者
か
に
つ

い
て
結
論
を
先
に
示
す
な
ら
ば
、
原
審
の
認
定
事
実
を
前
提
に
す
る
限
り
、

本
件
柳
網
を
個
人
経
営
の
漁
業
形
態
と
解
し
、
社
内
を
労
務
者
な
り
と
解
す

る
判
旨
の
立
場
は
採
り
難
い
。

な
ん
と
な
れ
ば
、
原
審
の
認
定
事
実
を
前
提
に
し
て
柳
幅
約
の
実
体
を
分
析

し
、
こ
れ
を
総
合
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
判
旨
の
如
き
結
論
を
導
き
出
す

こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
γ

る
。
す
な
わ
ち
、
柳
網
創
設
の
当
初
(
約
六

十
五
年
前
)
に
お
い
て
は
、

Y
の
父
祖
が
網
の
経
営
に
必
要
な
施
設
、
資
材

を
出
資
し
て
い
る
事
実
に
徴
す
る
と
、
そ
れ
は
綱
元
の
個
人
経
営
で
お
り
、

社
内
は
共
同
経
営
者
の
一
員
一
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
網
元
と
地
縁
的
な
関
係

で
結
ぼ
れ
た
漁
拶
経
験
の
あ
る
労
務
者
と
し
て
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
、
そ
こ
に
は
網
元
、
網
子

関
係
に
お
い
て
み
ら
れ
る
が
如
き
網
元
支
配
の
関
係
が
存
し
た
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
沿
岸
漁
業
の
特
殊
性
(
低
生
産
性
|
|
漁
業
資
本
主

義
の
未
発
達
・
未
成
熟
・
原
始
性
P

不
安
定
一
性
|
|
季
節
性
・
非
定
着
性
・

後
退
性
〉
は
、
綱
元
支
配
に
よ
る
漁
業
経
営
の
経
済
的
基
礎
の
確
立
維
持
を

困
難
に
し
、
且
つ
企
業
危
険
の
労
仇
者
へ
の
転
仲
間
乃
至
分
担
の
手
段
と
じ
て

の
歩
合
制
の
採
用
は
、
網
元
対
労
務
者
と
し
て
の
社
内
の
対
抗
関
係
を
不
明

確
に
し
、
逆
に
、
社
内
は
経
貨
を
網
元
と
共
同
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

共
同
経
営
者
的
意
識
乃
至
は
網
に
対
す
る
株
仲
間
的
な
意
識
の
形
成
を
容
易

に
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
更
に
、
そ
こ
に
は
か
よ
う
な
意
識

の
形
成
が
一
層
促
進
さ
れ
る
地
理
的
条
件
の
存
在
、
並
び
に
時
代
の
変
遷
が

網
元
と
社
内
の
関
係
に
影
響
を
与
え
て
い
る
事
実
を
看
過
し
得
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
す
な
わ
ち
、
網
元
と
社
内
の
関
係
が
当
初
の
段
階
に
お
い
て
は
単
な
る

一
雇
傭
関
係
以
上
の
従
属
的
関
係
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
支
配
従
属
関
係

は
発
展
的
解
消
の
途
を
歩
み
、
旦
つ
社
門
の
地
位
は
「
単
な
る
労
務
者
」
か

ら
「
特
殊
労
務
者
'
一
へ
と
変
質
を
み
せ
、
更
に
網
へ
の
固
定
に
伴
う
綱
元
と

の
地
縁
的
結
合
乃
至
人
情
的
結
合
関
係
等
に
よ
り
「
共
同
経
営
者
」
と
し
て

の
地
位
へ
と
漸
次
接
近
し
、
他
方
、
当
初
に
お
い
て
は
、
網
一
元
か
ら
社
内
に

与
え
ら
れ
て
い
た
余
剰
歩
余
に
は
網
元
の
社
内
に
対
す
る
恩
恵
的
性
格
が
濃

厚
で
あ
っ
た
と
し
て
も
(
す
な
わ
ち
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
当
初
に
お
い
て

は
、
天
引
さ
れ
た
歩
金
の
全
部
は
綱
元
に
帰
属
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
)
、
次
第
に
そ
れ
が
社
内
の
労
的
力
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
も
の
と
し

て
意
識
せ
ら
れ
、
且
つ
、
現
に
水
場
か
ら
工
八
一
引
さ
れ
た
歩
金
の
一
部
が
実
質

的
に
網
の
財
産
を
構
成
す
る
こ
と
、
及
び
社
内
の
網
に
対
す
る
寄
与
、
或
い

は
風
水
害
に
伴
な
う
損
失
補
地
〈
に
対
す
る
経
費

l
債
務
負
担
等
に
よ
っ
て

62ー



¥
共
同
経
営
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
き
た
と
と
を
看
取
で
き
よ
う
。
そ

こ
応
、
社
内
(
綱
元
を
含
む
)
相
互
の
仲
間
的
結
合
関
係
に
よ
る
団
体
的
共

同
漁
業
形
態
と
し
て
の
柳
欄
を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
網
に
お

け
る
社
内
の
地
位
は
、
近
代
資
本
主
義
一
的
な
発
展
段
階
を
経
て
形
成
せ
ら
れ

た
も
の
と
み
る
こ
と
は
難
か
し
く
、
多
分
に
前
近
代
的
な
要
素
に
よ
っ
て
基

礎
づ
け
ら
れ
確
立
し
て
ぎ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
共
同
経
営
者

と
し
て
の
社
内
の
地
伎
を
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。

一
二
、
以
上
の
如
く
、
原
審
認
定
事
実
を
前
提
と
し
て
本
件
柳
網
を
共
同
漁

業
経
営
を
目
的
と
す
る
社
内
の
仲
間
的
結
合
関
係

l
団
体
と
解
す
る
限
り
、

そ
れ
が
「
著
し
く
組
合
の
性
質
に
反
す
る
も
の
」
と
い
う
理
由
で
、
網
に
対

す
る
社
内
の
持
分
を
否
定
し
た
判
旨
に
は
賛
し
難
い
。

し
か
ら
ば
、
か
よ
う
な
実
体
を
有
す
る
本
件
柳
網
の
法
律
関
係
に
対
し
て

如
何
な
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
か
ハ
そ
も
そ
も
或
る
契
約
が

特
定
の
典
型
契
約
の
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
ζ

と
の
確
定
は
、
そ
れ
の

み
で
は
当
契
約
の
法
律
関
係
処
理
の
上
に
た
い
し
た
意
味
を
も
た
な
い
。
重

要
な
の
は
、
当
の
契
約
が
典
型
契
約
の
何
れ
民
該
当
す
る
か
の
詮
索
で
は
な

く
割
そ
れ
が
具
体
的
に
如
何
な
る
事
実
か
の
磯
定
で
あ
る
。
次
い
で
、
特
定

の
典
型
契
約
の
規
定
が
如
何
な
る
事
実
に
着
眼
し
て
設
け
ら
れ
た
か
を
見
究

が
&
必
要
が
み
る
。
そ
し
て
或
る
契
約
が
特
定
の
典
型
契
約
に
属
す
る
と
し
、

念
日
岩
戸
そ
の
典
型
契
約
り
規
定
制
前
提

ιす
る
事
実
が
存
し
な
い
と
き
は
そ

の
規
定
を
適
用
す
‘
べ
き
で
な
く
、
逆
に
他
の
典
型
契
約
の
規
定
の
前
掴
挺
す
る

事
実
が
存
す
る
と
き
は
そ
の
規
定
巻
適
用
す
ぺ
き
で
ゐ
る
1

1

問
題
の
契
約

の
一
事
実
を
個
々
の
具
体
的
な
場
合
に
つ
き
正
確
に
調
べ
、
他
方
民
法
の
規
定

は
ど
う
い
う
事
実
に
着
眼
し
て
い
る
の
か
そ
の
趣
旨
を
は
っ
き
り
と
知
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
〔
来
栖
「
債
権
各
論
」
一
七
一
一
一
貝
以
下
参
照

)01
思
う
に
、

本
件
柳
欄
柄
は
そ
れ
が
典
型
契
約
と
し
て
の
民
法
上
の
組
〈
口
で
あ
る
と
は
一
夜
い

得
な
い
に
し
て
も
、
認
定
事
実
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
社
内
ハ
綱
元

を
含
む
U

相
互
に
よ
る
共
同
漁
業
経
常
を
目
的
と
す
る
凶
体
的
契
約
の
存
在

が
認
め
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
に
は
民
法
上
の
組
合
契
約
に
酷
似
す
る
実
質

が
具
備
さ
れ
て
お
り
、
旦
つ
社
け
に
は
網
の
財
産
に
対
し
て
持
分
が
認
め
ら

れ
る
べ
き
事
情
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
網
の
実
体
は
組
合
的
性
格
が
濃
厚

で
あ
り
、
そ
の
組
合
的
性
格
に
妥
当
す
る
範
囲
に
お
い
て
民
法
上
の
ー
組
合
に

関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
て
然
る
ベ
ぎ
で
あ
る
@
こ
こ
に
、
網
の
財
産
の
帰

属
に
つ
い
て
は
、
組
合
財
産
の
共
有
(
合
有
〉
に
関
す
る
規
定
、
民
法
第
六

六
八
条
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

な
ん
と
な
れ
ば
、
第
一
に
、
そ
こ
に
は
社
内
引
網
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ

り
共
同
漁
業
経
営
を
目
的
と
す
る
意
思
表
示
の
介
致
、
す
な
わ
ち
、
組
合
契

約
類
似
の
契
約
の
成
立
を
認
め
得
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、

社
内
と
し
て
網
に
加
入
し
た
事
実
は
、
加
入
し
た
社
内
が
互
い
に
共
同
し
、
て

~ 63ー

漁
業
経
営
を
な
す
意
思
表
示
、
及
び
反
対
の
意
思
表
示
な
き
限
り
網
の
規
待
?

， 



/ 

慣
例
Y
H
従
う
歎
一
不
の
意
思
表
一
不
の
存
在
ゑ
能
認
ぜ
し
め
、
且
つ
、
特
定
の
者
が

社
内
と
な
る
場
合
に
於
け
る
他
の
総
社
内
の
承
認
は
、
新
加
入
社
内
と
共
に

共
同
の
漁
業
経
営
を
な
す
意
思
表
示
で
あ
る
こ
と
を
認
め
得
ベ
く
、
旦
っ
そ

こ
に
相
互
の
意
思
表
示
の
合
致
|
|
組
合
契
約
類
似
の
契
約
関
係
の
存
在
を

認
め
得
る
か
ら
で
あ
る
(
原
審
は
「
本
件
柳
網
に
お
い
て
も
社
内
は
綱
元
に

震
傭
せ
ら
れ
た
る
労
務
者
で
は
な
く
、
綱
元
と
共
同
し
て
事
業
を
営
む
も
の

で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
社
内
と
し
て
加
入
す
る
に
際
し
労
務
を
出

資
す
る
こ
と
を
約
し
、
網
の
財
産
に
対
す
る
持
分
は
平
等
と
せ
ら
れ
る
こ
と

は
前
記
認
定
の
通
り
で
あ
っ
て
」
と
認
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お

い
て
、
労
務
出
資
が
事
実
上
な
さ
れ
て
い
る
と
と
か
ら
、
仮
に
明
示
の
意
思
表

一
不
が
認
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
歎
一
不
の
意
思
表
示
に
よ
る
承
諾
乃
至
意
嵐

実
現
に
よ
る
契
約
の
成
立
を
認
定
す
べ
き
場
合
に
あ
た
る
と
解
さ
れ
る
1
1
1

「
ハ
双
務
)
契
約
ニ
関
ス
ル
一
般
規
定
ハ
組
合
ニ
関
ス
ル
特
別
規
定
並
ニ
組
合

ノ
本
質
ニ
反
セ
ザ
ル
限
リ
叉
之
ヲ
組
合
-
一
適
用
シ
得
ル
モ
ノ
」
(
未
弘
「
債
権

各
論
L

八
一
七
頁
)
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
組
合
契
約
乃
至
組
合
契
約
類

似
の
契
約
に
の
み
か
よ
う
な
方
法
に
よ
る
契
約
の
成
立
を
認
め
ぬ
理
由
が
な

い
。
ド
イ
ツ
民
法
第
七

O
五
条
の
組
合
契
約
の
締
結
は
形
式
上
自
由
で
ゐ

り
、
歎
一
不
に
で
も
こ
れ
を
な
し
得
る
と
解
さ
れ
て
い
る
(
ぐ
包
・
閃
-
F
E
H
2
H
N
W

Fmvzudロ
『
品
。
血

movロ
】
島
宗
w
b
V仲
田

同一【

-

H
由
叩
白
山
凶
・

N
N
∞-
間
ロ
ロ
巾
ロ
ロ
居
可
H
M由
ι

FmvgHHHF
別

2
E
島
由
円

mova-品
4
2
F
F
-
z
z
g
-
出
・
呂
町

AFm-
叶ま
)
J
。

第
二
に
、
網
の
経
済
的
基
礎
た
る
財
産
が
各
社
内
(
綱
元
を
含
む
)
の
共

同
経
常
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
事
実
及
び
そ
の
財
産
が
各
社
内
の
組
合

的
共
有
に
属
し
て
い
る
事
実
を
」
認
め
る
に
難
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
前
述
し
た
如
く
、
認
定
事
実
に
よ
る
な
ら
ば
、
網
の
財
産
は
各
社
内
の

漁
携
へ
の
従
事
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
分
間
金
た
る
歩
金
の
一
部
が
蓄
積

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
組
合
に
お
け
る
労
務
出
資
と
し
て
の

性
格
を
も
ち
得
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
風
水
害
に
よ
っ
て
網
の
施
設
等
が
流

失
し
た
際
に
、
社
内
が
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
再
建

に
寄
与
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
、
そ
こ
に
は
網
の
財
産
は
各
社
内
の
組
合
的

共
有
に
属
す
る
と
認
む
べ
き
¥
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

Q

第
三
に
、
網
か
ら
の
脱
退
に
伴
な
う
持
分
権
の
喪
失
、
並
び
に
持
分
の
金

銭
評
価
に
よ
る
払
戻
を
し
て
い
な
い
事
実
は
、
本
件
網
、
が
組
合
に
類
似
す
る

も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
な
く
、
そ
こ
に
は
、
網
の
財
産

的
基
礎
が
弱
体
で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
に
よ
り
、
網
の
維
持
の
た
め
に
任
窓

脱
退
に
際
し
て
、
持
分
の
分
割
請
求
は
も
と
よ
り
各
社
内
の
問
に
は
暗
験
の

問
に
価
値
に
よ
る
持
分
の
弘
戻
し
す
ら
こ
れ
を
請
求
し
な
い
と
す
る
合
意
、

す
な
わ
ち
持
分
払
一
突
請
求
権
の
放
棄
、
及
び
制
退
社
円
の
負
担
す
べ
さ
債
務

の
残
存
社
内
に
よ
る
引
受
νハ
慣
習
化
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
か
ら

で
あ
る
(
沿
岸
漁
業
の
生
産
力
の
停
滞
性
が
網
に
お
小
て
も
如
実
に
表
わ
れ
、

「
持
分
を
払
戻
し
た
ら
経
営
に
支
障
を
来
た
す
」
と
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
線
に
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お
い
て
社
内
を
網
に
結
合
せ
し
め
、
旦
つ
社
内
の
脱
退
に
際
し
て
持
分
払
戻

請
求
権
放
棄
の
慣
行
を
生
み
、
そ
れ
が
普
遍
化
し
た
一
事
例
と
し
で
理
解
さ

れ
る
)
。
ま
た
、
新
社
内
は
網
へ
の
加
入
に
際
し
て
、
そ
の
網
に
は
脱
退
に
伴

な
う
持
分
の
金
銭
評
価
に
よ
る
払
戻
を
し
な
い
約
定
、
或
い
は
慣
習
が
存
す

る
こ
と
の
承
認
、
す
な
わ
ち
歎
示
の
承
諾
の
も
と
に
任
意
に
加
入
し
た
も
の

と
み
う
る
か
ら
で
あ
る
。

噴島

と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
約
定
、
慣
習
は
有
効
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
民
法

上
の
組
合
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
組
合
員
の
脱
退
に
際
し
て
組
合
員
は
、

そ
の
出
資
額
に
応
じ
て
民
法
第
六
八
一
条
の
計
算
に
従
い
組
合
に
利
益
あ
る

と
き
は
そ
の
払
戻
を
請
求
し
、
ま
た
損
失
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
負
担
す
べ
ぎ

こ
と
に
な
る
。
こ
の
原
則
は
、
脱
退
の
効
果
と
し
て
の
組
合
と
脱
退
者
閣
の

財
産
関
係
整
理
に
関
す
る
民
法
の
準
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
準
則
、
か
任

意
規
定
で
あ
る
な
ら
ば
、
組
合
員
|
|
団
体
構
成
員

l
!の
自
由
な
契
約
に

約

よ
っ
て
そ
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

最高裁判所破棄判例研究

一
般
に
、
組
合
員
が
組
合
財
産
に
対
し
て
如
何
な
る
権
利
を
有

す
る
か
は
、
そ
の
人
的
結
合
関
係
の
内
部
秩
序
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
総
組
合
員
の
合
意
、
若
し
く
は
慣
習
に
よ
っ
て
、
組
合
員
の

脱
退
に
伴
な
う
持
分
私
戻
請
求
権
の
放
棄
、
設
い
は
絶
対
的
不
行
使
を
約
定

し
、
こ
れ
を
慣
習
化
し
、
こ
の
約
定
、
慣
習
に
組
合
員
を
拘
束
す
る
規
範
的

効
力
を
認
め
る
ζ

と
が
z

で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

私
は
、
か
よ
う
な
約
定
、
慣
羽
自
は
有
効
で
あ
り
組
ム
口
口
貝
を
拘
束
す
る
効
力

を
認
め
得
る
と
解
す
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
か
よ
う
な
約
定
、
慣
習
は
、
む

し
ろ
組
合
に
お
け
る
共
同
目
的
の
達
成
の
理
念
、
或
い
は
組
合
の
団
体
性
維

持
の
理
念
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
弧
行
法
規
、
公
序
良
俗

に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
(
川
組
合
的
共
有
(
合
有
〉
に
と
っ

て
、
組
合
の
共
同
白
的
の
達
時
、
団
体
性
の
維
持
の
理
念
に
基
づ
く
拘
束
と

し
て
の
清
算
前
の
持
分
の
不
分
割
は
水
質
的
な
要
素
で
あ
り
、
他
の
共
有
関

係
に
対
す
る
特
殊
性
が
こ
こ
に
求
め
ら
ね
る
。
し
か
し
、
こ
の
組
合
に
と
っ

て
本
質
的
な
要
素
で
ゐ
る
清
算
前
の
持
分
の
不
分
割
寸
、
り
総
組
合
員
の
合
意

に
よ
れ
ば
排
除
し
得
る
(
大
判
大
正
二
年
六
月
三
六
日
氏
録
一
九
輯
五
七
三

頁
。
我
妻
・
有
泉
「
債
権
法
・
コ
ン
メ
ン

y
l
ル
」
川
じ
四
頁
。
勝
本
「
債
権

法
概
論
(
各
論
)
し

一
七
六
頁
。
{
一
目
宮
「
債
権
各
論
」
一
一

一
一
一
頁
。
服
部
「
合

手
制
と
民
法
の
組
合
」
同
志
打
法
学
第
七
号
五
五
出
c
、
。
す
な
わ
ち
、
総
組

合
員
の
合
意
改
組
合
の
内
部
秩
序
の
確
定
に
絶
対
的
な
役
割
を
有
し
て
い
る

こ
と
を
知
り
得
る
。
関
連
説
は
組
合
に
関
す
る
規
定
を
任
意
規
定
と
解
し
て

い
る
。
例
え
ば
我
妻
「
債
権
総
論
し
一
一
一
頁
及
び
「
債
権
各
論
上
巻
」
四
六

頁
。
来
栖
「
債
権
各
論
L

一
六
八
頁
及
び
二

O
四
頁
。
宗
宮
「
新
訂
民
法
総

論
」
一
一
二
三
頁
。
山
中
「
民
法
総
則
講
議
」
三
一
一
岡
山
頁
J
。

し
た
が
っ
て
、
或
る
組
合
ポ
組
合
契
約
に
よ
り
「
組
合
員
は
組
合
員
と
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
財
産
出
資
を
な
す
こ
と
な
く
し
て
ハ
労
務
出
資
は
す
る
)

6.5ー
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，
J

合
た
る
の
性
格
を
失
っ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
同
様
に
、
共
同
漁
業
経

営
を
目
的
と
す
る
社
内
の
仲
間
的
結
合
関
係
に
あ
る
本
件
柳
網
の
社
内
が
前

述
し
た
約
定
を
相
互
に
締
結
し
、
或
い
は
そ
こ
に
か
よ
う
な
慣
習
が
存
在
し

た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
も
と
よ
り
有
効
で
あ
り
、
旦
っ
そ
の
放
に
柳
網
自

体
が
組
合
類
似
の
性
格
を
失
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
か
よ
う

な
事
実
の
み
を
も
っ
て
、
社
内
の
経
営
関
与
、
損
失
の
分
担
、
持
分
権
の
存

す
る
世
奮
を
無
視
し
)
そ
の
網
が
組
合
類
似
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
民

法
上
の
組
合
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
否
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
綱
元
の
不
正
行
為
今
に
よ
り
網
と
し
て
の
団
体
的
結
合
の
維
持
が

困
難
に
な
り
、
こ
こ
に
共
同
漁
業
経
営
と
い
う
網
本
来
の
共
同
目
的
を
終
了

せ
し
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
、
綱
元
を
除
く
全
社
内
が
、

そ
の
網
に
対
し
て
有
す
る
仲
間
的
持
分
の
分
割
を
請
求
す
る
に
至
っ
た
こ
と

は
、
き
わ
め
て
当
然
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
排
斥
す
る
何
ら
の
理
由
も
な

い
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
福
地
俊
雄
教
授
の
批
評
(
判
旨
反
対
〉
が

質
商
法
雑
誌
三
七
巻
四
号
八
四
頁
以
下
に
、
金
山
正
信
教
授
の
批
評
門
判
旨

賛
成
)
が
同
志
社
法
学
四
七
号
一

O
一
頁
以
下
に
、
玉
田
弘
毅
講
師
の
批
評

(
判
旨
賛
成
)
が
法
律
論
叢
三
二
巻
一
一
号
一

O
五
頁
以
下
に
あ
る
。

ハ
石
川
恒
夫
)
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