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(一)

問
題
の
提
起

判
あ
る
違
法
な
行
為
が
行
な
わ
れ
、
権
利
あ
る
い
は
利
益
が
侵
害
さ
れ

た
場
合
、
民
事
上
二
つ
の
救
済
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
金
銭
に
よ
る

損
害
の
填
補
で
あ
り
、
他
は
、
違
法
な
状
態
を
排
除
し
、
あ
る
い
は
違
法
な

行
為
を
差
止
め
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
民
法
に
よ
れ
ば
、
通
常
前
者
は
不
法

行
為
の
効
果
と
さ
れ
、
後
者
は
物
権
的
請
求
権
の
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を

保
護
利
益
に
つ
い
て
い
え
ば
、
前
者
は
広
く
一
般
に
、
後
者
は
物
権
あ
る
い

は
物
権
類
似
の
絶
対
権
に
限
ら
れ
る
と
一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
社
会
生
活
が
複
雑
に
な
る
に
つ
れ
、
侵
害
の
形
態
も
多
様
化

差止の訴に関する研究序説

し
、
単
な
る
事
後
的
救
済
で
は
不
十
分
な
場
合
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
公
害

(
い
わ
ゆ
る
イ
ミ
シ
オ
ン
)
に
つ
い
て
は
、
下
級
審
の
事
例
で
は
あ
る
が
、

差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
名
誉
、
あ
る
い
は
私
的
生
活
領
域
と
い

っ
た
人
格
的
諸
利
益
及
び
信
用
等
の
営
業
上
の
諸
利
益
に
つ
い
て
も
同
じ
必

要
性
が
生
じ
よ
う
。

公
害
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
土
地
利
用
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
4
4

且止

請
求
を
許
す
た
め
に
か
り
に
人
格
権
侵
害
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
る
に
し
て

も
、
こ
れ
を
物
権
的
請
求
権
の
一
適
用
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
し
か
し

名
誉
と
か
信
用
と
い
っ
た
諸
利
益
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
考
え
に

従
う
限
り
差
止
請
求
を
認
め
る
法
律
構
成
は
難
か
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
問
題
に
つ
い
て
差
止
の
訴
に
関
す
る
包
括
的
な
理
論
(
法

的
根
拠
)
を
考
え
て
み
た
い
、
と
い
う
の
が
本
稿
で
の
私
の
意
図
で
あ
る
。

η'b 

そ
こ
で
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
次
の
よ
う
な
方
向
に
そ
っ
て
論
述
を

す
す
め
た
い
と
考
え
る
。
ま
ず
、
前
述
の
如
く
民
事
上
、
二
つ
の
救
済
方
法

が
存
在
す
る
と
し
て
も
い
ず
れ
も
違
法
な
行
為
(
状
態
)
に
対
す
る
救
済
で

門
・

4
〉

あ
る
以
上
そ
れ
を
切
り
離
し
て
考
え
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち

本
稿
に
お
い
て
は
一
向
者
を
関
連
さ
せ
つ
つ
し
か
も
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
で

一
般
的
な
差
止
の
訴
の
位
置
付
け
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
主
観
的
な
過
責
事
由
の
問
題
、
及

び
、
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
特
別
の
必
要
性
が
存
在
し
な
け
れ

内

5
v

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
除
外
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も

保
護
利
益
の
面
に
関
し
て
い
え
ば
、
両
者
を
共
通
の
地
盤
で
検
討
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
両
者
の
仲
介
項
と
し
て
こ
の
保
護
利
益
に
関
連
を

持
っ
て
い
る
権
利
概
念
(
絶
対
権
〉
の
持
つ
意
味
を
改
め
て
考
え
直
し
て
み

た
い
。
そ
の
理
由
は
、
権
利
は
単
に
保
護
利
益
の
問
題
に
関
係
を
持
っ
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
、
前
の
二
つ
の
問
題
に
も
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
あ
る
利
益
を
法
律
上
保
護
す
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
た
法
律
用

語
と
し
て
の
「
権
利
」
は
ご
つ
の
機
能
を
含
ん
で
い
る
技
術
的
な
概
念
で
あ

る
と
考
え
る
。

「
権
利
」
は
一
面
に
お
い
て
、
保
護
さ
れ
る
も
の
は
何
で
あ

北法21(1・109)109



料

る
か
(
具
体
的
な
保
護
利
話
)
を
意
味
す
る
と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
、
保

資

護
の
さ
れ
方
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
場
合
に
法
律
上
の
サ
ン
タ
シ
ョ
ン
が
加

え
ら
れ
る
か
を
表
現
し
て
い
る
(
あ
る
い
は
す
べ
き
も
の
〉
と
い
っ
て
よ

ぃ
。
権
利
と
さ
れ
た
利
益
に
お
い
て
は
、
通
常
の
利
益
に
比
較
し
て
、
法
律

上
の
サ
ン
タ
シ
ョ
ン
を
基
礎
づ
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
違

法
性
」
が
判
断
さ
れ
易
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
侵
害
行
為
の
一
評
価
の
側
面

で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
違
法
性
理
論
は
.

保
護
利
益
の
拡
大
と
い
う
機
能
を
果
た
し
た
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
行
為
の

評
価
そ
の
も
の
に
着
目
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
注
意
さ
れ

円

7
v

て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
現
実
に
は
、
こ
の
よ
う
な
権
利
の
特

質
は
、
不
法
行
為
法
及
び
物
権
的
請
求
権
の
両
分
野
に
於
て
、
そ
の
ま
ま
に

機
能
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
差
止
の
訴
を
考
え
る

際
に
も
、
権
利
以
外
の
別
の
も
の
に
着
目
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
総
合
的
に
考
察
し
た
後

で
、
更
に
差
止
請
求
に
は
特
別
の
要
件
が
加
わ
る
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
れ

ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

権
利
概
念
を
中
心
に
論
述
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
は
実
際
的
理
由
に
も
よ

る
。
わ
が
国
で
は
差
止
請
求
を
認
め
る
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
不
法
行
為
の
効

果
な
の
か
、
あ
る
い
は
物
権
的
請
求
権
な
い
し
そ
の
類
推
に
よ
る
の
か
、
と

い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
た
る
論
点
の
一
つ
は
、
不
法
行
為
の

効
果
と
す
れ
ば
、
保
護
範
囲
〈
対
象
)
が
際
限
な
く
拡
大
さ
れ
る
危
険
が
生

じ
る
が
、
後
者
と
す
れ
ば
、
対
象
が
限
定
さ
れ
明
確
と
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
私
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
権
利
あ
る
い
は
利
益
の
意
味
を
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
に
よ
り
解
決
さ
れ
う
る
と
思
っ
て
い
る
。ハ

B
X
9
)

以
上
の
目
的
を
も
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
判
例
法
上
発
展
し
た
一
般
的
不

(3) 
作
為
の
訴
仏
日

ω
Z
3
5
5
5
H
Z口
問
。
ロ
号

C
E
2
z
m
m
E閲兵一
ω町
内
、
が
、

現
在
の
不
法
行
為
理
論
及
び
物
権
法
体
系
の
中
で
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て

い
る
か
を
考
察
し
、
最
後
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
差
止
の
訴
の
法
的
根
拠

を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
ド
イ
ツ
の
理
論
を
と
り
あ
げ
る
理
由
は
、
こ

〔
叩
)

の
訴
が
判
例
法
上
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
法
体
系
の
中
で
位
置
づ

〈

U
〉

け
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る

内
容
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
差
止
請
求
を
考
え
る
際
に
興
味
深
い
か
ら
で

あ
る
。
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

個
別
的
な
不
法
行
為
の
構
成
要
件
を
持
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
法
は
絶
対
権
を

中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
が

と
い
う
違
法
性
理
論
が
絶
対
権
と
結
び
つ
き
ゃ
す
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ

(
こ
れ
は
結
果
不
法

F
E
m
E
R
R
Z

る
〉
、
こ
の
こ
と
は
後
に
不
法
行
為
法
上
の
保
護
の
範
囲
を
せ
ば
め
る
結
果

と
な
り
時
代
の
要
請
に
応
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
解
決
方
法
の
一
つ
が

北法21(1・110)110



絶
対
権
(
成
文
上
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
「
そ
の
他
の
権
利
」
)
の
種
類
を
ふ

や
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
(
例
え
ば
一
般
人
格
権
仏
虫
色
沼
B
2
5

〈
は
)

F叶
ω出口
]
戸
内

r
r
2
2
3円
宮
、
営
業
権
門
戸
富
岡
山
2
Z
ω
ヨ
の
ゆ
追
2
Z
Z可
ほ
ど
。

他
方
、
物
権
的
請
求
権

R
g
ヨ
間
三

C
E
は、

に
つ
い
て
規
定
さ
れ
、
こ
の
規
定
は
他
の
関
係
あ
る
一
連
の
物
権
に
も
適
用

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
請
求
権
は
、
絶
対
権
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し

一O
O四
条
に
所
有
権

た
が
っ
て
、
法
律
上
保
護
さ
れ
る
一
般
の
利
益
(
法
益

)
m
R
E
m間
Z
Z
H

に

対
し
て
も
物
権
的
請
求
権
の
類
椴
適
刷
を
認
め
る
こ
と
は
、
今
迄
撚
史
的
に

も
厳
格
に
守
ら
れ
て
き
た
「
絶
刻
権
」
と
「
法
疏
」
と
の
対
立
を
失
な
わ
し

め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
般
的
不
作
為
の
訴
を
め
ぐ
る
学
説
上
の
争
い

は
、
主
と
し
て
、
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
。

」
れ
ら
の
事
情
に
、
更
に
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
民
法
学
を
わ
か
し
た
新
し

い
不
法
行
為
理
論
、
す
な
わ
ち
行
為
違
法
論

J
h
q
z
r
g
E
R
m口
宮
が
影
響

差止の訴に関する研究序説

を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

ω従
来
の
伝
統
的

な
理
論
に
よ
れ
ば
、
物
権
的
請
求
権
は
結
果
不
法
の
原
理
に
依
拠
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
不
法
行
為
法
か
ら
発
生
し
た
行
為
違
法
論
と
矛

盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
(
違
法
性
を
民
法
秩
序
の
内
部
で
統

一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
の
批
判
〉
。
伺
従
来
、
絶
対
権
、
が
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
侵
害
結
果
の
違
法
性
が
明

確
に
決
定
出
来
る
(
絶
対
権
・
権
利
侵
害
即
違
法
)
と
い
う
特
色
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
し
い
違
法
論
に
よ
っ
て
、
違
法
性
の
評
価
に
あ

た
っ
て
は
利
益
較
量
と
か
の
種
々
の
要
素
が
判
断
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う

に
な
れ
ば
、
も
は
や
絶
対
権
と
い
う
こ
と
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
く
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
違
法
評
価
の
側
而
か
ら
の
批

判

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
一
般
的
不
作
為
の
訴
の
持
つ
現
代
的
な
課
題
、

及
び
絶
対
権
、
権
利
、
法
益
と
い
っ
た
諸
概
念
が
依
然
と
し
て
何
ら
か
の
特

別
の
機
能
を
持
ち
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
な
の
か
、
と
い
う
問
題
な
ど

を
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
上
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
一
般
的
な
義

止
の
訴
が
(
わ
が
国
で
は
差
止
と
い
う
一
言
葉
が
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
〉
構

成
さ
れ
う
る
余
地
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
法
的
根
拠
は
何
な
の

か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
一
応
私
の
結
論
を
述
べ
て
お
こ
う
。
差
止
の
一
跡
、
か
認
め
ら
れ
る
た

め
に
は
、
法
的
な
利
益
、
か
権
利
、
あ
る
い
は
絶
対
権
に
ま
で
高
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
権
利
あ
る
い
は
絶
対
権
が
持

っ
て
い
た
特
質
は
、
現
象
的
に
は
失
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
し

て
、
不
可
侵
性
と
か
支
配
権
と
か
、
排
他
性
と
い
っ
た
こ
と
で
は
説
明
さ
れ

え
な
い
。
む
し
ろ
、

「
信
用
」
と
か
「
名
誉
」
、

「
。
フ
ラ
イ
ヴ
ア
シ

l
」
と
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料

い
っ
た
「
利
益
」
そ
の
も
の
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
差
止
と
い
う

資

保
護
の
形
態
か
ら
考
え
て
、
凡
そ
あ
ら
ゆ
る
利
益
に
(
一
般
的
に
〉
許
さ
れ

る
と
い
う
の
は
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、

「
社
会
的
に
是
認
さ

れ
定
型
化
さ
れ
た
利
益
」
へ
の
違
法
な
侵
害
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
且
つ
差
止

の
必
要
が
あ
れ
ば
、
訴
が
許
さ
れ
る
、
と
考
え
る
。

論
点
を
出
来
る
だ
け
明
確
に
す
る
た
め
に
、
以
下
の
叙
述
に
は
次
の

よ
う
な
制
約
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

不
作
為
の
訴
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ロ

1
7
法
、
普
通
法
以
来
の
発

生
史
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
十
分
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は

ド
イ
ツ
民
法
典
成
立
以
後
に
問
題
を
絞
り
、
視
座
を
現
代
に
お
い
た
。
不
作

iイ)
為
の
訴
そ
の
も
の
の
客
観
的
な
発
展
を
論
述
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

(ロ)

不
作
為
の
訴
を
論
ず
る
際
に
は
、
請
求
権
理
論
と
関
連
さ
せ
て
訴
訟

的
接
近
を
試
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
の
能

力
不
足
も
あ
り
、
叉
直
接
に
は
主
題
と
関
係
し
な
い
た
め
に
除
外
す
る
こ
と

に
し
た
。

(ハi

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
公
害
の
差
止
に
つ
い
て
は
別
に
イ
ミ
シ
オ
ン

の
法
濯
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
で
一
般
的
不
作
為
の
訴

を
生
ぜ
し
め
た
主
た
る
理
由
は
、
名
，

i

昼
同
あ
る
い
は
信
用
を
保
護
す
る
た
め
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
鑑
み
こ
こ
で
論
ず
る
素
材
と
し
て
は
具
体
的
に
は
こ
れ

ら
の
利
益
の
み
を
取
り
扱
い
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
法
-
理
が
わ
が
国
に
お
い

て
一
般
的
に
(
公
害
の
差
止
を
含
め
て
)
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
債
権
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
同
じ
立
場
で
解
決
さ
れ
て
よ
い
と

思
っ
て
い
る
が
、
や
や
特
殊
の
考
慮
を
も
必
要
と
す
る
と
考
え
る
の
で
、
本

稿
で
は
一
応
除
外
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

制
権
利
概
念
に
つ
い
て
の
哲
学
的
、
思
想
史
的
な
考
'
祭
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。

(
1
a
〉
ド
イ
ツ
で
は
絶
対
権
(
権
利
)
と
の
対
比
に
お
い
て
「
法
益
」

と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
る
。
わ
が
国
で
は
「
利
議
」
の
方
が
な
じ

み
や
す
い
が
、
本
稿
で
は
特
に
意
識
し
て
後
者
を
用
い
な
い
限
り
、

「
法
益
」
を
使
用
す
る
。

尚
、
日
本
法
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
は
、
「
利
益
」
を
用
い
る
。

(
1
b
)

代
表
的
文
献
と
し
て
は
、
沢
井
裕
「
公
害
の
私
法
的
研
究
」
が

判
例
・
学
説
共
に
詳
し
い
。

(
2
)
下
級
審
に
は
氏
名
権
侵
害
を
理
由
と
す
る
も
の
が
若
干
見
ら
れ

る
。
京
都
地
判
大
正
六
・
五
・
九
法
律
評
論
六
巻
八
五
四
頁
(
生
花

師
匠
の
家
元
の
名
称
の
不
正
使
用
に
つ
い
て
差
止
を
命
じ
た
)
、

東
京
地
判
昭
和
四
・
七
・
三
一
法
律
評
論
二

O
巻
二
四
五
頁
、
岡
山

地
判
昭
和
三
八
・
コ
了
二
六
下
民
集
一
四
巻
三
号
四
七
三
頁
、
東
京
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地
判
昭
和
三
九
・
九
・
二
九
下
民
集
一
五
巻
九
号
二
三
七
七
頁
の
諸

判
例
。
な
お
有
名
な
「
宴
の
あ
と
」
事
件
の
下
級
審
判
決
は
次
の
よ

う
に
い
う
。
「
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
は
私
生
活
を
み
だ
り
に

公
開
さ
れ
な
い
と
い
う
法
的
保
障
な
い
し
権
利
と
し
て
理
解
さ
れ
る

か
ら
、
そ
の
侵
害
に
対
し
て
は
侵
害
行
為
の
差
止
や
、
精
神
的
苦
痛

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
(
東

京
地
判
昭
和
三
九
・
九
・
二
八
下
民
集
一
五
巻
九
号
二
三
二
七
頁
〉

(
3
)

わ
が
法
は
、
ド
イ
ツ
法
と
異
な
り
、
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
金

銭
賠
償
し
か
認
め
て
い
な
い
し
、
民
法
七
二
三
条
を
適
用
す
る
に
は

少
し
距
離
が
あ
り
す
ぎ
る
と
思
う
。

(

4

)

物
権
的
請
求
権
に
は
、
「
責
任
」
と
「
支
配
権
」
と
の
二
つ
の
要

素
が
混
り
合
っ
て
お
り
、
「
責
任
」
の
面
で
不
法
行
為
法
と
関
連
す

る
。
川
島
「
物
権
的
請
求
権
に
於
け
る
支
配
権
と
責
任
の
分
化
」
法

協
五
五
巻
一
一
号
二

O
八
八
頁
以
下
参
照
。
更
に
、
支
配
権
と
し
て

の
物
権
的
請
求
権
は
、
物
権
の
み
に
国
有
な
も
の
で
は
な
く
、
諸
々

の
人
格
権
、
無
体
財
産
権
な
ど
に
も
是
認
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。

川
島
、
同
二

O
九
二
頁
。
な
お
、
舟
橋
「
物
権
法
」
(
法
律
学
全
集
)

特
に
三
六
頁
以
下
、
「
い
わ
ゆ
る
物
権
的
請
求
権
」
私
法
二
九
号
三

七
八
頁
以
下
参
照
。

(
5
)
 
た
と
え
ば
我
妻
教
綬
は
、
一
般
的
不
作
為
請
求
権
に
つ
い
て
「
因

っ
て
生
じ
る
損
害
の
種
類
や
程
度
と
、
侵
害
行
為
を
禁
渇
す
る
こ
と

に
よ
り
生
じ
る
社
会
的
損
失
の
種
類
と
程
度
と
を
相
関
的
に
考
察
し

て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
問
題
」
と
さ
れ
る
。
我
妻
「
事
務
管
理
・
不
当

利
得
・
不
法
行
為
」
(
新
法
学
全
集
〉
一
九
八
頁
。

(
6
)

絶
対
権
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
は
、
絶

対
権
と
相
対
権
の
峻
別
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
、
八
二
三
条
一
項

に
含
ま
れ
る
権
利
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
き
に
、
合
間

ωrszs

mcrす
r
t
s
H
N
R
E
と
《
凶
器

E
Z
m
r
c活
問
丹
宮
、
が
し
ば
し
ば
同

意
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
保
護
の
さ
れ
方
の
強
弱
を
通
常
の
用
語

法
で
示
せ
ば
、
絶
対
権
権
利
(
こ
の
う
ち
債
権
は
や
や
特
殊
の
考

察
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
)
|
法
益
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

の
意
味
の
絶
対
権
は
、
相
対
権
と
対
照
し
て
用
い
ら
れ
る
「
絶
対
権
」

で
は
な
い
。
右
に
あ
げ
た
縦
の
関
係
の
共
通
単
位
は
法
益
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
法
益
の
保
護
の
さ
れ
方
が
絶
対
権
な
い
し
権
利

と
い
う
概
念
で
表
現
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
わ
が
不
法
行
為
法

で
は
絶
対
権
が
特
に
意
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
絶
対

権
と
権
利
を
区
別
し
て
考
え
る
必
要
は
な
い
と
思
う
@
以
上
の
考
え

に
は
次
の
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
「
絶
対
権
」
と
い
う
用
法

が
特
に
意
味
を
持
つ
の
は
、
物
権
的
請
求
権
と
の
関
連
に
お
い
て
で

あ
る
が
、
現
在
で
は
物
権
そ
の
も
の
も
絶
対
的
(
無
条
件
)
に
保
護

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

7

)

た
と
え
ば
平
井
「
不
法
行
為
責
任
の
範
囲
に
関
す
る
法
的
構
成

司
」
法
協
八
五
巻
七
号
五
五
頁
、
乾
「
不
法
行
為
法
に
つ
い
て
の
一

考
察
同
」
論
叢
八
二
巻
六
号
七
九
頁
、
柳
沢
「
ケ
メ
ラ
!
の
民
事
不

法
理
論
」
日
本
法
学
コ
ニ
巻
六
八
六
頁
註
一
入
な
ど
は
こ
れ
と
向
旨

な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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料

(
8
)

ラ
レ
ン
ツ
は
裁
判
所
の
創
造
的
な
法
形
成
問
R
V
a
r
-
3
ュE
口問

に
は
、
好
意
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
一
般
的
人
格
権
の
問

題
に
は
ふ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
不
作
為
の
訴
に
つ
い
て
は
何
も
言

及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
一
般
的
不
作
為
請
求
権
を
実
体

上
基
礎
づ
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
ラ
レ
ン
ツ
の
理
-
論
と
関
係

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
な
疑
問

は
あ
る
に
せ
よ
、
既
に
判
例
法
上
確
立
さ
れ
て
し
ま
っ
た

(
m
g
o
E
l

z
E符
宮
田
正
g
m
)
の
で
説
く
ま
で
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
円
『
・
戸
田
3
5・
ω
n
E
E吋
R
Z
?
一回
g
-
U
〉
丘
-
-
-
∞
-

A

有
国

U

Y伊丹
ro《凶作ロ
z
r百円凶作円

MN27gd〈戸田
g
m
n
r
ω
F
3
2
・
N
〉
己
戸

ω・

ω士
山
・

ω
ω
∞
∞
・
な
お
一
般
的
不
作
為
請
求
権
に
つ
い
て
の
ラ
レ

ン
ツ
の
説
に
つ
い
て
は
後
述
同
刷
、
及
び
同

ω註
(
8
a
〉
参
照
。

(

9

)

不
作
為
の
訴
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
回
島
「
不
法
行
為
と
権
利
侵
害
予
防
の
訴
」
法
商
研
究
創
刊
号

一
一
一
二
頁
以
下
。
石
坂
「
一
般
的
不
作
為
の
訴
」
改
纂
民
法
研
究
上

一
四
八
頁
。
宮
崎
「
信
義
則
の
適
用
と
一
般
的
不
作
為
の
訴
」
愛
知

学
院
大
学
論
叢
法
学
研
究
八
巻
一

O
一
頁
以
下
。
中
井
「
ド
イ
ツ
に

お
け
る
権
利
侵
害
予
防
制
度
の
一
考
察
」
立
命
館
法
学
五
六
号
四

O

六
頁
以
下
、
同
「
ツ
オ
イ
ナ
l

『
不
作
為
の
訴
及
び
消
極
的
確
認
の

訴
に
関
す
る
考
察
』
」
同
誌
、
五
六
・
五
七
合
併
号
六

O
O頁
以
下
。

な
お
、
好
美
「
債
権
に
基
く
妨
害
排
除
に
つ
い
て
の
考
察
」
法
学
研

究
二
号
二
ハ
五
頁
、
浜
田
「
不
法
行
為
の
効
果
に
関
す
る
一
考
察
」

私
法
一
五
号
九
二
頁
以
下
。

資

(
叩
)
今
日
で
は
、
物
権
法
教
科
書
に
お
い
て
も
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
あ

ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
当
2
2
5
S
F
ω
R
Zロ1

3
n
z
w
呂
田
?
印
〉
丘
一
-
n
回

E
H
-
F
o
r円『己口
r
L
E
ω
R
Z
R
2
Z唱

呂田町・

ω
〉口町一
-
-
F
3
7
ω
n
y
d〈
白
ダ

ω月日戸市口同舟円
Z
L
u
m
A
-
↓

o
〉
巳
一
-

な
ど
。

(
日
)
実
体
法
上
の
請
求
権
と
し
て
説
明
す
る
も
の
と
し
て
は
例
え
ば
、

国

-
r
w
Y
B
S
F
U
5
C
E
R
F
g
g間
目
立

z
n
Z
H
B
盟
主
山
色
付
y
g

HNonrF
一∞
c
m
.
ω
.
5吋
同
町
.
何
ロ
ロ
onnoEωl一円、何
75mw口
口
、
岡
山
宮
町
民
仏
月

ω
n
z
z
z
p
F
F
E
n
p
-
u
g
・
明
日
印
N}
な
ど
。
な
お
本
文
同
伺

参
照
。
好
美
「
西
ド
イ
ツ
民
法
に
於
け
る
理
論
と
実
際
の
一
動
向
」

一
橋
五
四
巻
一
一
一
号
一
六
五
頁
以
下
に
は
学
説
上
の
紛
糾
が
よ
く
説
明

さ
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
一
般
的
人
格
権
を
単
純
に
絶
対
権
と
解
す
れ
ば
形
式
上
は
解
決
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
何
故
に
一
般
的
人
格
権
で
保
護
さ
れ
る

利
益
に
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
ど
う
い
う
形
態
で

与
え
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
実
質
こ
そ
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な

お
営
業
権
に
つ
い
て
は
、
《
凶
ω印
刷

μ
R
E
ω
E
C
2
2
5
F
E
3・
ι
g

m
o
n
y
H
m
w
g
E出問
2Hnrs円。ロロロ
ιω
日
間
色
r
Rロ
の
2
語円
σ
5
2
p
o
r

と
い
う
用
法
も
あ
る
。
く
わ
し
く
は

ω
n
E
3止
の
同
名
の
書
参
照
。

特
に
、

P
3
5
2
戸
巧
自
告
5問
g
ι
2
F
r
r
m
B
E
-
-
∞呂唱

明

g
g
n
r
?
』
吋
一

ω・∞-『『・・

5
N
R・

(
日
)
妨
害
排
除
請
求
(
状
態
責
任
)
と
差
止
請
求
を
区
別
す
れ
ば
一
応

の
解
決
は
つ
く
。
少
な
く
と
も
差
止
請
求
は
行
為
違
法
論
と
結
び
つ
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き
易
い
。

(
日
門
)
本
稿
で
私
は
、
債
権
法
と
物
権
法
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
試

み
て
み
た
。

な
お
差
止
請
求
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
各
個
別
に
特
別
法
に
よ

る
解
決
が
な
さ
れ
て
い
る
(
特
に
営
業
に
関
す
る
諸
法
益
)
。
一
九

五
七
年
の
「
民
事
法
的
な
人
格
及
び
名
誉
保
護
の
新
秩
序
の
た
め
の

法
律
の
草
案
開
口
耳
広
三
。
5
2
0
2
2
N
2
2円
Z
2
G
H
E
E
m
L
Z

N
2
z
z
n
z
t
n
r
g
司
司
与
口
一
再
r
T
2
2
l
c口内日開
FZHM円『口同
N
2」
(
冗

十
嵐
・
松
田
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
私
生
活
の
私
法
的
保
護
」
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
研
究
一
九
四
頁
以
下
参
照
)
に
は
、
一
般
的
人
格
権
の

保
護
が
包
括
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
法
定
止
請
求
権
も
明
示
さ
れ
て

い
た
。
そ
う
な
れ
ば
、
実
際
の
適
用
の
問
題
を
除
外
す
れ
ば
、
ド
グ

マ
テ
ィ

I

F
な
疑
問
は
解
決
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
一
九
六

七
年
の
「
損
害
賠
償
法
規
定
の
変
更
補
充
の
た
め
の
法
律
の
参
事
官

法
案
同
耐
え
司
自
芯
百
三
当
日
『

2
=
2
の
2
え
見
ω
N
E円
〉
ロ
L
2
5
m
c
E

肘
片
岡

E
N
E
d
m
R
E
ι
g司
自
門
N
5口Y
己
符
}
百
円
〈
2
回口
Z
H問
符
ロ
」
に
は
差

止
請
求
権
の
表
現
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
柳
、
沢
「
西
ド
イ
ツ
に
お

け
る
損
害
賠
償
法
規
定
の
改
正
動
向
」
日
本
法
学
三
四
巻
四
号
一

九
O
頁
以
下
。
私
は
権
利
を
保
護
範
囲
の
側
面
と
違
法
性
評
価
の
側

面
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
目
新
し

い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
新
し
い
違
法
論
の
中
で
、
差
止
請

求
と
の
関
連
に
於
て
果
し
う
る
機
能
を
考
え
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ

る
。
な
お
権
利
概
念
の
多
様
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
民
自
旬
。
ァ
ロ
E

出ロ
ryrHH42
河内円
r
z
r巾向江町
rrHr凶口口問ロロ門日出。島市口叶口口町出口凶巾}戸同
FSH-

一一山田吋・

(
日
)
本
稿
は
、
単
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
発
展
し
た
不
作
為
の
訴
を
論
述

す
る
の
が
目
的
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
た
と
え
ば
、

田
島
、
中
井
前
掲
書
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
紹
介
論
文
が
あ
る
。
わ
が
国

で
権
利
侵
害
の
予
防
制
度
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
ド
イ
ツ
の
一
般
的

不
作
為
の
訴
を
考
察
す
る
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
問
題

を
単
に
不
作
為
の
訴
に
局
限
せ
ず
に
、
周
辺
領
域
(
不
法
行
為
理
論

と
か
、
一
般
的
人
格
権
な
ど
)
を
含
め
た
全
体
像
の
中
か
ら
不
作
為

の
訴
の
現
象
的
な
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
考
え

る
。
し
た
、
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
特
に
わ
が
国
で
知
ら
れ
て

い
な
い
ド
イ
ツ
の
新
し
い
資
料
を
用
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ

角
度
を
変
え
て
考
え
直
そ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
周
辺
領
域

に
つ
い
て
も
個
別
的
な
論
文
は
多
数
あ
り
(
た
と
え
ば
代
表
的
な
も

の
だ
け
で
も
、
五
十
嵐
・
松
田
前
掲
書
、
乾
「
不
法
行
為
法
に
つ
い
て

の
一
考
察
」
論
叢
八
一
巻
四
号
、
六
号
、
八
二
巻
一
号
、
五
号
、
ム
ハ

号
)
、
本
稿
も
こ
れ
ら
先
輩
諸
先
生
の
業
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
感
謝
し
た
い
。
叉
、
昭
和
四
二
年
の
私
法
学
界
で
中
井
講
師
か

ら
「
予
防
的
不
作
為
請
求
権
理
論
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
1
7
で
報

告
が
あ
っ
た
由
で
あ
る
。
レ
ジ
メ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
発

展
の
経
過
に
ふ
れ
ら
れ
な
が
ら
、
不
作
為
請
求
権
を
中
心
と
し
て
論

じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
で
私
が
取
り
扱
う
テ
l
マ
は
こ
の

よ
う
な
本
質
的
な
請
求
権
理
論
で
は
な
く
、
不
作
為
の
訴
を
め
ぐ
る
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料

現
象
的
な
諸
問
題
で
あ
る
。

(
日
〕
脱
稿
後
、
今
後
差
止
の
訴
を
論
ず
る
際
に
極
め
て
重
要
な
判
例
と

な
る
と
思
わ
れ
る
映
画
「
エ
ロ
ス
+
虐
殺
」
上
映
禁
血
仮
処
分
事
件

(
東
京
地
決
昭
和
四
五
・
=
了
一
四
判
時
五
八
六
号
四
一
頁
)
に
接

し
た
。
こ
こ
で
は
、
差
止
の
訴
が
許
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
一
つ
の
分

野
で
あ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
名
誉
に
対
す
る
侵
害
が
争
わ
れ
た
。

判
旨
は
「
人
格
権
の
侵
害
に
対
し
事
前
に
差
止
請
求
権
を
認
め
う
る

か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
(
法
的
根

拠
、
筆
者
〉
、
こ
れ
を
積
極
に
解
し
て
も
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る

重
要
な
制
約
で
あ
る
点
に
鑑
み
:
:
:
、
権
利
侵
害
の
違
法
性
が
高
度

な
場
合
に
の
み
(
差
止
の
要
件
)
、
差
止
請
求
を
認
め
る
べ
き
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
本
件
で
は

主
と
し
て
要
件
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
が
公
害
の
差

止
を
め
ぐ
る
下
級
審
判
例
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
現
実

の
裁
判
に
お
い
て
は
、
既
に
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
差
止
が
認
め

ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
適
用
の
問
題
に
関
心
が
集
中
し
て
い
る
の

か
も
知
れ
な
い
。
本
稿
は
こ
う
し
た
動
き
か
ら
一
歩
退
き
要
件
論
を

ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
差
止
の
訴
一
般
に
通
ず
る
法
的
根
拠
を
論
じ
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
筆
者
の
こ
う
し
た
方
法
論
に
つ
い
て

は
、
根
拠
論
と
要
件
論
は
相
互
に
関
連
を
持
っ
て
お
り
統
一
的
に
論

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
批
判
(
お
そ
ら
く
は
相
関
関
係
説
か

ら
の
批
判
。
権
利
・
絶
対
権
の
特
質
が
失
な
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
の

は
ま
さ
に
、
行
為
態
様
と
の
相
関
関
係
に
よ
る
一
評
価
を
通
じ
て
な
の

資

で
あ
る
か
ら
、
両
者
を
切
り
離
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と

い
う
こ
と
。
同
註
(

m

判
)
を
参
照
。
〉
が
加
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。
な
お
、
本
件
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
は
別
の
機
会
に
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
く
積
り
で
あ
る
。

(ヰ

ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
律
構
成
と
問
題
点

わ
が
国
に
お
い
て
一
般
的
な
差
止
の
訴
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
比
較
法

上
ド
イ
ツ
の
一
般
的
不
作
為
の
訴
を
素
材
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
は
次
の
理

由
に
よ
る
。
一
つ
は
、
ド
イ
ツ
法
が
法
系
上
わ
が
民
法
に
類
似
し
て
い
る
か

ら
で
あ
り
、
他
は
、
こ
の
訴
が
判
例
に
よ
れ
ば
物
権
的
請
求
権
の
類
推
と
い

う
構
成
を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
主
題
に
必
要
な
限

り
に
お
い
て
学
説
、
判
例
を
要
約
し
て
お
こ
う
。

(1) 

は
じ
め
に

ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
個
別
的
な
不
作
為
の
訴
の
規
定
し
か
持
っ
て
お
ら

ず
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
一

O
O四
条
の
所
有
権
に
基
づ
く
そ
れ
で
あ

(
1
)《
2
〉

っ
て
、
い
わ
ゆ
る

R
C
C
Z宮
古
己
陶
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
民
法
典

成
立
以
前
に
既
に
公
に
さ
れ
て
い
た
旧
不
正
競
業
禁
止
法
も
列
挙
主
義
を
貫

(

S

V

 

ぬ
い
て
い
る
。
比
較
法
的
に
不
作
為
の
訴
を
考
察
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
や

ス
イ
ス
法
は
不
作
為
の
訴
に
積
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
い
え
よ
一
日
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そ
れ
に
反
し
て
ド
イ
ツ
法
の
立
場
は
元
来
厳
格
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法

行
為
及
び
不
当
利
得
に
つ
い
て
の
規
定
と
は
異
な
る
内
容
を
持
つ
そ
の
他
の

請
求
権
は
、
個
々
の
絶
対
権
の
中
に
根
拠
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
将

来
の
不
作
為
を
求
め
る
請
求
権
は
「
特
別
の
規
定
な
し
に
は
訴
で
主
張
さ
れ

ハ
E
V

え
な
い
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

不
法
行
為
法
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
八
二
三
条
一
項
に
お
い

て
、
生
命
、
健
康
、
自
由
、
所
有
権
、
及
び
、
「
そ
の
他
の
権
利
」
へ
の
違

法
な
侵
害
に
損
害
賠
償
義
務
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
条
項
は
絶
対

《

av】

権
を
中
心
と
し
、
且
つ
そ
の
後
の
不
法
行
為
法
発
展
の
中
核
と
な
っ
た

F

草

内

7
v

案
に
あ
っ
た
名
誉
は
後
に
削
除
さ
れ
、
信
用
及
び
経
済
的
繁
栄
へ
の
侵
害
に

つ
い
て
は
、
八
二
四
条
で
特
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
八
二
三
条

二
項
は
保
護
法
違
反
を
、
八
二
六
条
は
良
俗
違
反
を
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
い

る
。
こ
こ
で
二
つ
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
こ
う
。
一
つ
は
列
挙
主
義
が
採
用

差止の訴に関する研究序説

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
理
由
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
-
般
条
項

に
よ
っ
て
は
、
被
害
者
と
し
て
誰
が
請
求
し
う
る
の
か
(
直
接
被
害
者
だ
け

で
な
く
間
接
被
害
者
も
可
能
な
の
か
〉
、
個
々
人
の
利
益
の
保
護
の
た
め
に

規
定
さ
れ
て
い
な
い
法
律
に
対
す
る
違
反
も
又
損
害
賠
償
を
義
務
づ
け
る
の

か
、
更
に
、
故
意
及
び
過
失
は
ど
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
は
裁
判
官
に

任
し
え
ず
、
し
た
が
っ
て
法
律
の
中
に
明
確
な
客
観
的
基
準
を
設
け
る
の
が

(
8
}
 

よ
い
、
と
さ
れ
た
。
こ
の
具
体
化
の
一
つ
の
形
態
が
八
二
三
条
一
項
な
の
で

あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
こ
の
一
項
の
果
す
役
割
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
損

害
賠
償
義
務
が
八
二
三
条
一
項
で
一
定
の
権
利
及
び
法
益
に
結
び
つ
け
ら
れ

た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
々
人
の
権
利
閤
河
2
z
m
r
q
g
が
特
定
さ
れ
う

《
自
)

る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
特
定
し
て
い
れ
ば
、
違
法
性

判
断
は
明
白
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
第
一
草
案
七

O
四
条
二
項

(
名
誉
を
除
け
ば
現
行
の
八
二
三
条
一
項
と
一
致
す
る
)
に
つ
い
て
理
由
書
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
「
他
人
に
属
し
て
い
る
絶
対
権
の
侵
害
は
疑
い
も
な
く
違

法
で
あ
る
〕
と
い
う
妻
易
か
ら
も
理
解
出
来
る
。

」
こ
で
と
り
あ
げ
た
権
利
・
絶
対
権
に
つ
い
て
の
事
柄
(
違
法
性
判
断
の

明
白
性
、
権
利
圏
の
特
定
〉
は
、
後
年
の
不
法
行
為
法
の
変
容
に
よ
り
そ
の

持
つ
本
来
の
意
味
を
失
う
に
い
た
る
。
本
稿
は
こ
の
事
情
を
不
作
為
の
訴
と

の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
で
述
べ
た
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
ま
と
め
て
お
こ
う
。
不
法
行
為
法
が
絶

対
権
を
中
心
と
し
て
き
た
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
、
叉
そ
の
限
り
に
お
い
て

ω
門
氏
。
ロ
荷
主
2
3
と
の
関
連
を
予
想
さ
せ
る
。

そ
の
際
、
権
利
・
絶
対
権

と
直
接
結
び
つ
い
て
い
た
違
法
性
と
い
う
価
値
判
断
が
再
検
討
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
一
般
的
不
作
為
の
訴
に
よ
り
、
法
律
上
保
護
さ
れ
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料

て
い
る
単
な
る
利
益
(
法
益
〉
に
も
不
作
為
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
に
い
た

資

っ
た
と
い
う
事
実
は
、
ま
さ
に
こ
の
限
界
が
破
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

不
法
行
為
法
に
お
け
る
最
近
の
変
容
を
動
態
的
な
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、

「
静
か
な
体
系
」
の
中
の
変
化
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

(
1〉
物
権
に
つ
い
て
は
、
占
有
権
(
八
六
二
条
一
項
〉
、
地
役
権
(
一

O
二
七
条
〉
、
用
益
権
(
一

O
六
五
条
)
、
抵
当
権
(
一
一
一
一
一
四
条

一
司
君
、
質
権
(
一
二
二
七
条
)
な
ど
が
あ
る
。
な
お
民
法
一
二
条

は
氏
名
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

(
2
〉
こ
の
規
定
が
後
に
、
名
誉
あ
る
い
は
信
用
な
ど
の
保
護
の
た
め
に

類
推
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
民
法
典
成
立
前
後
の
人
格
権
の
保
護
と

R

5

5四
202ω

に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
説
も
あ
る
。
イ
エ

l

リ
ン
グ
は
、
ロ
1
7
法
以
来
の
不
法
行
為
訴
権
で
あ
る

R
ロD
5

1

Y
5
5
を
、
人
そ
れ
自
身
を
保
護
す
る
与

mgzoH口
百
円
出
と
、

人
の
持
っ
て
い
る
具
体
的
権
利
を
通
し
て
人
を
保
護
す
る
宮
口

rEm

F
吉
岡
田
と
に
わ
け
る
。
そ
し
て
後
者
が
従
来
殆
ん
ど
評
価
さ
れ
な

か
っ
た
の
は
、

R
U
G
Z閲
兵
2
E
の
よ
う
な
財
産
上
の
訴
、
が
、
是
認

さ
れ
な
い
方
法
で
、
本
来
宮
口
町
内
R
F
Yロ
ゅ
に
含
ま
れ
る
機
能
を

行
使
し
て
き
た
か
ら
だ
と
い
う
。
民
法
典
の
立
法
者
は
、
こ
の
拡
大

を
承
認
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は

妥
当

E
B
m
2
2
Z
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
両
方
の

『
]
ロ
コ
g
r
g胃
共
、
元
来
刑
法
典
に
任
せ
ら
れ
る
べ
き
名
誉
の
保

護
と
さ
れ
た
の
で
、
民
法
典
か
ら
姿
を
消
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
門
町
・

ω円
y
q
}
M
E
m
-
N日
。
gnFFお
号
吋
旬
日
ω出口
-FnrrE件

F
g

一回・

]ωYHYEHM牛
耳
Y
〉
門
司
一
印
∞
・

ω
・印
O
吋

〔

(
3
)
旧
不
正
競
業
法
に
つ
い
て
は
、
有
馬
忠
三
郎
「
不
正
競
業
論
」
一

九
一
一
一
頁
以
下
。
後
の
不
正
競
争
防
止
法
。
2
2
N
円四
2
5
-
E
H
2
3

者
2
任

2
3
H
r
m
(
↓u
o
u
-
m
・
3
は
一
般
条
項
を
持
っ
て
い
る
。
ラ

イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決

C
U
D
-
-
A
・
二
-
M
N
O
N
K
お
・
二
品
・
)
に
も
類

似
の
表
現
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
列
挙
主
義
の
間
隙
を

埋
め
る
と
い
う
実
際
的
必
要
性
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。

(
4
)

フ
ラ
ン
ス
法
は
、
民
法
典
に
不
作
為
の
訴
に
関
す
る
特
別
の
規
定

を
持
っ
て
い
な
い
が
、
判
例
は
古
く
か
ら
人
格
権
に
こ
れ
を
認
め
て

い
る
。
巴
R
r
R
7
2・
C
ロ
符
ユ
ω協ロロ
mmEω
間

P
-
u
c
m
.
ω
.
主
一
「

お
同
町
・
ス
イ
ス
法
で
は
、
氏
名
権
に
つ
い
て
し
か
明
示
の
規
定
は
な

い
。
し
か
し
、
一
般
に
、
人
格
的
関
係
へ
の
侵
害
(
二
八
条
)
に
対

し
て
不
作
為
の
訴
が
与
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

何
回

m
m
F
関
G
E
g
g
g『
Nロ『

ω円
門
戸
当
日
目
ユ
潟
町
。
ロ

N
2巳
岡
田

2
N
F戸
ny-

-u
二・

ω
・
二
印
戸
人
格
権
は
、
排
他
権
開
長
一
5
2
H
R
r
y
〉ロ
mi

印

n
r
F
E
C口問
ω
H
R
E
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
不
作
為
の
訴
の
法
的
保

護
手
段
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る
。

(ω
・↓
O
M

・)

(
5
)
室
戸
1
2
戸
ω
-
M
ω
∞
-nm-

∞-
N

一∞・

(
6
)

民
法
典
の
立
法
者
は
、
権
利
及
び
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
法
益

へ
の
侵
害
を
先
頭
に
立
て
て
考
え
て
い
た
。
こ
の
点
は
留
意
す
べ
き
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で
あ
る
o

ち
な
み
に
、
不
法
行
為
法
の
第
一
草
案
は
、
七

O
四
条
一

項
に
お
い
て
、
ま
ず
禁
止
法
規
違
反
を
規
定
し
、
そ
れ
に
権
利
侵
害

を
等
置
さ
せ
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
に
よ

れ
ば
、
こ
の
考
え
は
、
具
体
的
容
態
規
範
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
ケ

メ
ラ
l
の
方
向
と
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
最
近
の
不
法
行
為
理
論

と
の
関
連
を
予
測
さ
せ
て
興
味
深
い
。
口
町
・
河
内
F
H
M
Y
m
H
含・

0
2
2
σ
i

』勾町内

2
0
河
内
向
笠
宮
間
∞

N
ω
}

切
の
切
・
』
N

一
山
町
一
切

ω・
吋
一

ω
『・

(
7
)

門町・(け
C
H
ロ
m
w
H
w
r
Eロ
田
町
「
己
N
E五
回
以
円
。
出
耳
円
r
f
↓回目
0

・
ω・
印
コ
・

(
8
)
ζ
戸

m
L
E

一∞-一

oa-

(
9
)
同
凶
作

E
V
R仕
切
知

m
・o・
ω

コω
・

(
叩
)
豆
ロ
包
吉
田
・
ω

A

O

印・

(2) 

判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
理
論

ωで
述
、
へ
た
と
こ
ろ
の
ド
イ
ツ
民
法
典
上
の
不
作
為
の
訴
に
関
す
る
原
則

は
、
民
法
典
成
立
後
ま
も
な
く
、
一
連
の
判
例
に
よ
り
破
ら
れ
る
に
い
た
っ

差止の訴に関する研究序説

た
。
そ
れ
は
、
流
行
病
Y
向。乱。

r
H
E
E
E
に
も
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
な

〈

2
〉

「
流
行
の
訴
訟
仏
日

Z
O一号
rz向。
ι
2
吋

ω
m
g」
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
理
論
を
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。
判
例
は
、
ま
ず
、

一
般
的
不
作
為
の
訴
を
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
理
由
づ
け
、
つ
ぎ
に
物
権

的
請
求
権
か
ら
の
類
推
を
認
め
、
最
後
の
段
階
で
、
権
利
保
護
の
必
要
性

(
刑
法
上
の
サ
ン
タ
シ
ョ
ン
が
許
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
も
不
作
為
の

訴
は
可
能
か
、
と
い
う
疑
問
)
に
よ
っ
て
こ
れ
を
制
限
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
制
限
は
ま
も
な
く
取
り
除
か
れ
た
。
権
利
・
絶
対
権
と
の
関
連
に
お
い
て

重
要
な
の
は
、
前
の
こ
つ
で
あ
る
。

最
初
の
有
名
な
判
決
は
附
仰
の
N

怠
・
ご
ム

C
U
E
-
ム
・
二
)
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
競
争
企
業
に
対
す
る
営
業
上
の
威
嚇
が
争
い
の
対
象
と
な
っ
た
。

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
被
告
の
容
態
が
八
二
三
条
あ
る
い
は
八
二
六
条
に
該
当
す
れ
ば
、
少
な

く
と
も
、
不
法
の
容
態
が
既
に
実
現
さ
れ
た
け
れ
ど
も
引
き
続
き
の
侵
害
が

憂
慮
さ
れ
る
場
合
に
は
、
開
始
さ
れ
た
加
害
の
継
続
あ
る
い
は
完
了
が
訴
に

ハ

sv

よ
り
予
防
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
民
法
二
四
九
条
の
原
則
が

利
用
し
え
な
い
と
し
て
も
、
不
作
為
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る
。
民
、
法
は
こ
の

請
求
権
を
個
々
に
、
特
別
に
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
法
典

の
分
野
に
対
し
て
、
こ
の
請
求
権
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

ぃ
。
こ
う
し
た
保
護
は
、
主
と
し
て
不
正
競
争
に
よ
る
営
業
へ
の
加
害
に
対

し
て
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
不
正
競
業
禁
止
法
が
成
立
し
て
い
る
が
、

こ
の
特
別
法
に
よ
っ
て
排
他
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
げ
ル
民
法

の
一
般
規
定
、
八
二
六
条
が
補
充
的
に
こ
の
空
白
を
埋
め
る
。
両
方
の
法
律

の
内
部
的
関
連
及
び
両
者
は
同
じ
様
な
目
的
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な

ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
不
正
競
争
に
よ
る
加
害
に
対
し
て
不
作
為
の
訴
を
保
証
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来千資

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
当
化
さ
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

内

sv

ωム
吋
・
剛
山
の
N
8
.
ω
忍
に
お
い
て
と
ら
れ
た
立
場
(
フ
ラ
ン
ス
法
地
帯
の
パ

l
デ
ン
に
あ
ら
わ
れ
た
判
例
)
は
、
既
に
一
般
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
二
八
二
条
に
お
け
る
よ
う
に
、
法
律
が

明
示
的
に
は
賠
償
義
務
の
み
を
規
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
実
際
に
は
、
向

岡山の
N

M印
.

時
に
不
作
為
の
た
め
の
義
務
の
表
現
を
も
含
ん
で
お
り
、
叉
、
法
律
が
あ
る

権
利
を
与
え
、
あ
る
義
務
を
課
し
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
た
め
の
請
求
権

す
な
わ
ち
適
当
な
場
合
に
は
、
義
務
者
を
訴
の
方
法
で
追
求
せ
し
め
う
る
不

作
為
請
求
権
を
与
え
る
可
能
性
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
の
ケ
l
ス
は
、
八
二
六
条
の
不
法
構
成
要
件
が
実
際
に
満
た
さ
れ
た
事

案
で
あ
る
。
不
作
為
請
求
権
を
認
め
る
理
論
構
成
と
し
て
、
権
利
を
与
え
る

こ
と
と
、
義
務
を
課
す
こ
と
が
同
じ
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
権
利
を
絶

対
権
と
考
え
れ
ば
、
絶
対
権
|
不
作
為
義
務
の
内
在
|
不
作
為
請
求
権
あ
る

い
は
不
作
為
の
訴
、
と
い
う
筋
道
は
、
論
理
的
に
は
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
こ
の
判
決
が
「
義
務
を
課
す
」
と
い
う
こ
と
か
ら
不
作
為
の
訴
を

導
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
損
害
賠
償
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
一
般

の
法
益
に
対
し
て
も
不
作
為
の
訴
を
認
め
た
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

本
判
決

は
、
物
権
的
請
求
権
の
問
題
は
明
示
的
に
留
保
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
「
営

業
を
お
こ
な
う
企
業
に
権
利
の
性
格
を
与
え
る
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
準
物

ら権
生的
ず不
る作
」為
との
し訴
て n

次 E
の戸
判 1i
決官
へ 2
~馬
車苦 r 
H同'"
渡

穴し?
を 03
ペコ
く fi
dフ句E包

て利
いの
る吉絶
。)対

的
性
格
カミ

H
N
C
N
S
-
∞
(
}
巴
口
印
・
-
・
印
〉
は
、
初
め
て
物
権
的
請
求
権
の
類
推
適
用

を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

事
案
は
こ
う
で
あ
る
。
原
告
の
信
用
を
お
び
や
か
し
、
営
業
の
不
利
益
を

生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
内
容
を
持
つ
本
が
被
告
に
よ
り
編
集
さ
れ
出
版
さ
れ

た
。
原
告
は
こ
の
流
布
が
禁
止
さ
れ
る
よ
う
仮
処
分
を
求
め
た
(
民
法
八
二

四
条
二
項
の
適
用
例
〉
。

「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
権
利
巾

5
5
=

。23。間
g
n
E
R
E

P
叩
円
宮
へ
の
客
観
的
に
違
法
な
侵
害
も
、
引
き
続
き
の
侵
害
が
可
能
で
あ
る

場
合
に
は
、
不
作
為
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
。
こ
の
訴
に
お
い
て
は
、
過
失

も
、
正
当
利
益
の
保
護
も
考
慮
さ
れ
な
く
て
よ
い
。
過
失
が
あ
る
場
合
に
の

み
損
害
賠
償
義
務
が
存
在
す
る
の
は
、
衡
平

E
z
m
r
E
の
要
求
に
基
づ
く

の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
客
観
的
に
違
法
な
侵
害
の
繰
り
返
し
に
対
し
て

も
保
護
を
与
え
る
の
は
正
義
の
命
令

C
8
2
仏

q
C
2
R
E高
官
=
に
よ

る
。
こ
の
考
え
の
法
律
的
根
拠
は
民
法
一
二
条
、
八
六
二
条
で
あ
る
。
」

こ
の
判
決
は
、
法
益
に
対
す
る
違
法
な
侵
害
が
あ
れ
ば
、
侵
害
継
続
の
お

そ
れ
が
あ
る
か
ぎ
り
、
準
物
権
的
請
求
権

ω
2
5
官
2
5。官

S
E
の
保
護

が
与
え
ら
れ
る
と
い
っ
て
い
る
。
判
旨
は
別
に
、
信
用
、
営
業
、
繁
栄
を
特
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別
に
侵
害
可
能
な
、
法
律
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
法
益
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し

て
以
後
の
一
般
的
不
作
為
の
訴
は
基
本
的
に
は
こ
の
判
決
が
の
べ
た
理
論
に

依
拠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
理
論
の
適
用
範
囲
は
、
列
。
N
S
-
・
8
印
公
UM--N・

一
3
の
判
決
が
、
侵
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
も
不
作
為
の
訴
を
肯
定
し

た
こ
と
に
よ
り
一
歩
拡
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
予
防
的
不
作
為
の

訴
が
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
妨
害
除
去
誇
求
権
は
既
に
侵
害
が
発

生
し
た
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
重
要
な
差
異
、
が
生
じ

た
こ
と
に
な
り
、
反
面
、
民
法
典
に
お
け
る
解
釈
上
の
困
難
を
生
ん
だ
こ
と
に

(
8
a
v
 

も
な
る
。
こ
の
問
題
は
更
に
違
法
性
の
分
野
に
も
波
及
す
る
。
こ
こ
で
は
こ

ハ
8
b
)

れ
を
指
摘
す
る
こ
と
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

判
例
法
上
の
つ
ぎ
の
展
開
は
こ
れ
と
は
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
予
防
的
不
作
為
の
訴
が
判
例
上
一
般
に
認
め
ら

差止の訴に関する研究序説

れ
た
後
に
、
権
利
保
護
の
必
要
性
と
い
う
要
件
を
持
ち
出
し
て
、
こ
の
訴
に

制
限
を
加
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
結
局
、

moN
二
m
-
-
2
2
U
M
叶
・

(
9〉

N
.
5
)
の
判
決
に
よ
り
こ
の
要
件
は
取
り
除
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

」
の
判
決
の
後
は
、
予
防
的
不
作
為
の
訴
は
判
例
上
確
固
た
る
地
位
を
占

め
て
現
在
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
も
は
や
理
論
的
に
は
、
繰
り
返
し
の
危
険

の
内
容
と
い
っ
た
細
か
な
技
術
的
問
題
が
具
体
化
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
も

っ
と
も
不
作
為
の
訴
そ
の
も
の
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
勿
論
の
こ
と
、
多

少
の
曲
折
は
存
在
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
現
在
の
諸
判
例
は
、

一O
O

四
条
の
類
推
適
用
.c 
ロω 

ロ。
σ。
ω 
S 
吋

再
r 
(1) 

d 
ロ
伶

凶

自
己
ロ
σQ 
ω 
宵a

'" (JQ 巾

を
お

tt. 

っ
て
い
る
が
、
理
論
上
の
迷
い
を
見
せ
た
も
の
と
し
て
列
。
N

コ
・
同
一
寸

(
-
2
ア
∞
-

N
∞
)
の
判
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
事
案
は
ご
う
で
あ
る
。
命

令
(
関
ω仲
間
同
一
-
〈
巾
円
。
丘
ロ
戸
口
問
)
に
よ
れ
ば
、
薬
局
に
お
い
て
の
み
販
売
が
許

さ
れ
て
い
る
商
品
を
被
告
が
販
売
し
た
の
で
、
薬
局
の
経
営
者
た
る
原
告

が
、
自
分
の
営
業
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
作
為
を
請
求
し

た
。
判
旨
は
、
ま
ず
「
不
法
行
為
の
不
作
為
の
た
め
の
訴
は
、
民
法
に
よ
れ

ば
、
絶
対
権
へ
の
違
法
な
妨
害
の
除
去
の
た
め
に
の
み
与
え
ら
れ
る
。
(
実

定
法
上
の
い
く
つ
か
の
規
定
を
根
拠
と
す
る
)
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
八
一
一
一
一
一

条
一
項
に
お
い
て
、
所
有
権
及
び
そ
の
他
の
権
利
の
中
で
、
違
法
な
侵
害
に

対
し
て
保
護
さ
れ
る
も
の
、
と
さ
れ
て
い
る
権
利
で
あ
る
」
と
い
い
、
判
例

法
上
の
い
わ
ゆ
る
組
織
し
て
営
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
企
業
仏
司

E
ロl

四
日
正
詰
R

E仏
印

E
m
g
r需
の
伶
君
。
同

ForoE与
も
叉
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と

す
る
。
但
し
こ
の
事
案
の
事
実
関
係
か
ら
は
営
業
権
の
侵
害
は
見
ら
れ
な

ぃ
。
そ
こ
で
、
判
旨
は
別
の
観
点
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
一
般
的
な
権
利
圏
へ
の
侵
害
の
不
作
為
を
求
め
る
訴
!
民
法
自
身
は
こ

れ
に
つ
い
て
何
も
い
っ
て
い
な
い
ー
は
、
被
告
の
先
行
す
る
不
法
行
為
に
よ
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来十

っ
て
原
告
側
を
継
続
的
に
加
害
す
る
状
態
が
生
み
出
さ
れ
た
場
合
に
許
さ
れ

る
(
こ
の
状
態
は
引
き
続
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
妨
害
の
不
作
為
を
も
と
め
る

資

強
制
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
)
。

し
た
が
っ
て
不
作
為
は
、
二
四
九
条
が
意

味
す
る
と
こ
ろ
の
以
前
の
状
態
の
回
復
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
過
去
の
侵

害
の
繰
り
返
し
が
本
当
に
心
配
さ
れ
、
且
つ
、
そ
の
侵
害
が
不
法
行
為
の
完

全
な
主
観
的
客
観
的
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」

こ
の
判
決
に
お
い
て
は
、
結
局
、
刑
法
上
の
サ
ン
タ
シ
ョ
ン
が
与
え
ら
れ

る
の
で
権
利
保
護
の
必
要
が
な
い
、
と
い
う
理
由
で
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
判
決
の
推
論
を
た
ど
れ
ば
、
不
作
為
の
訴
に
と
っ
て
重
要
と

思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
論
点
、
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
こ
れ
を
判
旨
の
内

容
に
そ
っ
て
整
理
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

lイ)

判
旨
に
よ
れ
ば
絶
対
権
(
「
そ
の
他
の
権
利
」
も
含
ま
れ
る
)
へ
の

侵
害
に
対
し
て
は
、
予
防
請
求
権
を
規
定
す
る
実
定
法
規
が
直
接
あ
て
は
ま

る
。
そ
れ
以
外
の
一
般
の
権
利
圏
へ
の
侵
害
の
場
合
に
は
、
不
法
行
為
が
先

行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
判
旨
は
後
者
を
不
法
行
為
の
効
果
と

み
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
判
旨
か
ら
は
、
絶
対
権
侵
害
に
お
い
て
も
、
不
作

為
の
訴
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
現
実
に
(
主
観
的
要
件
を
満
た
し
て
い

る
〉
不
法
行
為
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
う
け
と
ら
れ
る
よ

う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
点
は
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

と
私
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
判
例
が
確
立
し
た
準
物
権
的
請
求
権
と
い
う

の
は
観
念
的
に
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
法

益
に
対
し
て
客
観
的
に
違
法
な
侵
害
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
き
に
も
、
不

作
為
の
請
求
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
こ
の
判
旨
に
は
不
作
為
請
求
権
を
除
去
請
求
権
の
一
内
容
と
す
る
よ

う
な
考
え
方
が
見
出
さ
れ
う
る
。

同
し
た
が
っ
て
こ
の
判
決
は
、
不
作
為
に
予
防
的
で
は
な
く
回
復
的
効

果
を
期
待
し
て
い
る
。
(
し
か
し
今
日
、
一
般
的
に
、
不
作
為
の
訴
が
機
能
し

て
い
る
の
は
、
予
防
と
し
て
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
任
命
き
号

2
四

g
母

C
三
2
g
gロ
ロ
四

ωEmw問命。〉

ド
イ
ツ
法
で
は
、
不
法
行
為
の
効
果
は
原
状
回
復
を
原
則
と
す
る
。
回
復

的
不
作
為
の
訴
は
そ
の
一
適
用
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
と
は
違
っ
た
機
能
を

持
つ
予
防
的
不
作
為
の
訴
が
わ
れ
わ
れ
の
関
心
事
な
の
で
あ
る
。
絶
対
権
の

場
合
に
は
白
口
巳
D

ロ
巾
間
同

H
2
5
の
法
理
、
が
あ
て
は
ま
る
、
が
、
単
な
る
法
益
の

場
合
の
理
論
構
成
が
難
し
い
。
現
在
は
、
こ
れ
ら
を
も

R
5
5
mえ
0
5

に
関
連
さ
せ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
類
推
と
い
う
法
適
用
が
確
立
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
、
不
法
行
為
法
の
色
彩
を
な
か
な
か
払

(
日
)

拭
し
切
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
以
上
の
こ
と
か
ら
理
解
出
来
よ
う
。

開

ωω2・
ω
n
y
c
-
P
R
E
-
-
u
g
.
N
〉
え
7
.

∞.UN吋
止
に
判
例
、
が
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差止の訴に関する研究序説

列
挙
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
エ
ツ
サ

l
の
新
版
(
回
一

ug-ω
・

ム
町
田
去
し
に
は
判
例
が
全
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

(
2
)
虫
色
・
〈
D
口《凶作円

C
E
2一岱自己口問
ω
E
ω
m
P
5島
田
口
口
《
山
内
耳
目
】

。。
σ百
円
ハ
同
命
門
戸
何
百
円
}
釦
口
町
件
。
口
出
Eι
一ロロ
m
g
-
』
『
司
』
吋
0

・
ω・
ωミ

に
よ
れ
ば
レ

l
マ
ン
は
そ
の
よ
う
に
表
現
し
た
と
い
わ
れ
る
。

(
3
)

山
田
・
米
栖
「
損
害
賠
償
の
範
囲
及
び
方
法
に
関
す
る
日
独
同
法

の
比
較
研
究
」
我
妻
還
暦
記
念
論
文
集
二

O
O頁
以
下
参
照
。

(
4
)
不
正
競
争
防
止
法
と
一
般
条
項
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

国
止
命
H
d
g
p
ロ
吊
明
，

o
Z
R
Y
2
H
R
仏

E
N
5
r
m口
F
E
C
U
一
∞
』
ω『円
l

ycEι21円
}
一
∞
一

0.ω.
一一
ωu.

(
5
)
刷仰の
N

N
印

ω
当

(
S
u
m
-
ω

白
)
被
告
が
、
原
告
の
工
場
で
製
造

さ
れ
て
い
な
い
靴
製
品
を
、
原
告
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
商
品
と
し
て

販
売
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
営
業
上
の
名
声
、
か
侵
害
さ
れ
た
も
の
と

し
て
原
告
が
不
作
為
を
求
め
た
。
問
。
N
8・
ω吋
巴
(
一
∞
句
・
一
・

5

被
告
が
市
街
に
Mm
家
を
持
ち
売
春
営
業
を
行
な
っ
た
こ
と
に
対
し

て
、
隣
地
の
所
有
者
が
、
営
業
の
停
止
を
求
め
て
訴
を
提
起
し
た
。

判
旨
は
「
本
来
の
所
有
権
訴
訟

R
5
5
m
2
2
E
は
あ
て
は
ま
ら

な
い
が
、
不
法
行
為
の
観
点
か
ら
不
作
為
請
求
権
は
許
さ
れ
る
」
と

す
る
。
な
お

C
2
5
g
p
Cロ符円
}ω
盟
C
E
m
z
g司
E
n
}
M
E
M
E
-

2
z
c
z
g
E
E《凶一
E
M
m
g
-
ロ]
N
W

↓∞
2
・∞
-
m
一
吋
・
は
、
こ
れ
ら
の

諸
判
例
は
営
業
上
の
特
殊
な
関
係
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
、
一
般
に

は
通
用
し
な
い
と
い
う
。

(
6
)
H
N
O
N
u
f
N
町
田
(
一
∞
-
吋
二
・
印
)
に
よ
れ
ば
、
本
件
で
は
継
続

的
侵
害
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
回
復
的
不
作
為
の
訴
の
一
適
用

だ
と
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
不
法
行
為
の
効
果
と
す
る
こ
と
も
、

ド
イ
ツ
法
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
問
題
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
7
)

本
件
に
お
い
て
は
名
誉
及
び
信
用
段
損
の
主
張
に
お
け
る
一
正
当
利

益
の
保
護
が
ひ
と
つ
の
焦
点
で
あ
っ
た
。

ム
な
お
回
R
5一F
U
5
N
M丘
一
月
円
宮
一
円
「
伶
切
符
rmロ札一口口問

ι号
。
FHHH

E
ι
T
a
M
2
2
3
3
ι
g
云
三
巴
5
m
p
ι
E
N
Z
H
者
各
円
5
7
5
1

戸
口
問
寸
耳
丹
r
c
m
H
2
H口
芯
耳
目
。
ロ
ハ
】
弓
ロ
g
w
。門戸内
7
2
2
・
ω・
ぉ
コ
『
回

参
照
。

(
8
a
〉
一

O
O四
条
の
条
文
か
ら
は
、
侵
害
が
差
し
迫
っ
た
に
す
ぎ
な

い
場
合
も
許
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
は
、
当
然
に
は
生
れ
な
レ
。
し
か

し
今
日
の
物
権
法
教
科
書
は
こ
れ
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
ラ

レ
ン
ツ
は
、
妨
害
除
去
請
求
権
は
既
に
発
生
し
た
侵
害
を
要
件
と
す

る
の
で
不
法
行
為
の
弱
め
ら
れ
た
効
果
(
過
失
が
な
い
場
合
の
効
果
)

と
す
れ
ば
よ
い
が
、
不
作
為
請
求
権
は
こ
の
要
件
を
必
要
と
し
な
い

の
で
、
実
体
法
上
の
理
由
づ
け
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
。
「
ω
耳
目
岨

ω。
E
一P
R
Z
?
-
u
g
.
U
〉丘一・

4ω.
ム∞。

(
8
b
)

最
近
の
行
為
違
法
論
に
よ
れ
ば
、
結
果
で
は
な
く
容
態
に
よ
っ

て
違
法
性
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
。
侵
害
の
威
嚇
は
一
つ
の
容
態
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
正
当
防
衛
、
予
防
請
求
権
(
除
去

請
求
権
で
は
な
い
て
損
害
賠
償
請
求
権
等
の
諸
要
件
を
違
法
性
と

い
う
観
点
か
ら
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
い
う
立
場
が
生
れ
て
く

る。
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料

(
9
)
円『
-

H

仰の
N

コ-
M

↓吋

(
-
u
二
・
∞
-

M

∞
)
町
一
列
。
N
∞
M

・
印
由
(
一
回
一

ω
・

ω
・

5
)
U
〉
}
『
円
丘
一

mc埠
2
7
m
f
d
E
2
F
E戸口問的
Eω
問
符
ロ
ロ
〔
ご
い
『
『

g円

l

-
F

円
roω
可
え
ωロ仏

3
7ロロ
m
-
F
3司
自
問

2
N
E同
R
『
江
町
同
一
回
一

ωω
・
∞
∞
由
民
-

u
dロ件。ユ
ω田
口
口
問

m
r
u
m
p
ミ
r
z
t
n
z
e
z
p
=
ι
S
Y
C
E
m
ロロ仏

巧
昂
母

Hr--E町田問。
p
y
T
』
巧
-
一
回
一
デ

ω・
一
口
印
由
民
・
こ
こ
に
あ
げ

た
問
。
N

コm
-
5
一
の
判
旨
は
、
権
利
保
護
の
必
要
性
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
実
際
的
に
考
え
て
も
、
刑
罰
が
行

為
者
に
及
ぼ
す
効
果
は
、
有
罪
判
決
及
び
執
行
の
後
に
初
め
て
生

じ
、
し
ば
し
ば
長
時
間
経
過
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
の
間
に
、
被
害
者

の
経
済
的
存
在
を
お
び
や
か
す
よ
う
な
名
誉
侵
害
に
対
し
て
仮
処
分

(
不
作
為
請
求
権
を
基
礎
と
す
る
〉
の
よ
う
な
市
民
法
上
の
保
護
が

与
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
よ
り
効
果
的
で
且
つ
よ
り
早

い
効
果
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。
又
刑
事
訴
訟
は
過
失
を
必
要
と

し
、
有
罪
判
決
に
な
る
か
ど
う
か
は
侵
害
行
為
の
着
手
の
際
は
見
通

し
え
な
い
。
可
罰
的
行
為
の
外
部
的
事
実
及
び
く
り
返
し
の
危
険
の

み
が
即
座
に
認
識
出
来
る
し
、
不
作
為
の
訴
と
し
て
は
こ
の
要
件
が

備
わ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
」

(
叩
)
円
『
-
H
W
O
N
竺
・

M
m
m
(
一
∞
一
吋
・
二
・
印
〉

(
け
)
も
っ
と
も
現
在
の
ド
イ
ツ
民
法
教
科
書
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど

不
法
行
為
の
と
こ
ろ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

資

〔

1
a
v

学
説
の
動
向

判
例
上
生
み
出
さ
れ
た
一
般
的
不
作
為
の
訴
に
つ
い
て
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
学
説
は
後
か
ら
こ
れ
を
追
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
不
法
行
為
法

が
動
態
的
に
変
化
す
る
以
前
の
戦
前
の
学
説
に
つ
い
て
の
べ
て
お
こ
う
。

本
来
の
物
権
的
請
求
権
に
お
い
て
は
、
要
件
と
し
て
は
、
客
観
的
に
違
法

な
侵
害
が
あ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
る
。
し
か
も
侵
害
が
差
し
迫
っ
た
に
す
ぎ
な

(
1
b
)
 

い
と
き
に
も
、
予
防
的
に
反
発
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を

持
っ
た
請
求
権
は
、
本
来
内
在
的
に
反
発
力
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る

絶
対
権
に
の
み
国
有
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
一
応
は
考
え
ら

れ
よ
う
。
実
際
的
に
も
、
明
確
で
特
定
可
能
な
内
容
を
持
っ
た
法
益
へ
の
侵

害
に
対
し
て
の
み
差
止
の
サ
ン
タ
シ
ョ
ソ
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、

相
手
方
は
不
測
の
不
利
益
を
こ
う
む
る
こ
と
に
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
陵
史

こ 的
とに
はも

そ
L 乃て

zf 
り""ヲ
に請r求
三権

7J~ 

t笠
な惜
m の

苫整
を高
官性

'~ ~雪

E量
れ υ
ザ イコ

't け

「ら
損・れ
害・て
が き
発 た

生
し
な
く
と
も
、
違
法
な
容
態
そ
れ
自
体
が
既
に
あ
る
人
を
侵
害
す
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
以
前
に
、
侵
害
さ
れ
る
べ
き
支
配
関
係
云

R
Z
Z
S
E問、が

(
2〉

存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
は
こ
の
こ
と
を
別
の
形

で
表
現
し
た
こ
と
に
な
る
と
も
説
明
出
来
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
絶
対

権
で
あ
れ
、
権
利
と
い
う
術
語
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
は
こ
の
支
配
関
係
を
意
味

し
て
い
る
と
も
い
っ
て
よ
い
。
一
般
的
不
作
為
の
訴
が
判
例
に
よ
っ
て
認
め

〈

3
〉

ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
当
時
、
人
格
権
T
L
H
J
A
含
巳
HOnZ
に
よ
っ
て
不
作
為
の
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訴
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
試
み
は
、
こ
の
方
向
に
そ
っ
た
一
つ
の
解
決
方

法
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
つ
ど
、
新
し
い
権
利
を
生
み
出
し
さ
え
す

れ
ば
、
権
利
と
法
益
を
峻
別
し
て
い
る
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
の
体
系
が
破
壊

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
不
作
為
の
訴
を
保
証
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

戦
前
に
お
け
る
一
般
的
不
作
為
の
訴
に
関
す
る
概
念
法
学
的
な
争
い
の
中

心
は
、
こ
の
点
に
つ
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
学
説
を
要
約
す
れ
ば
、

つ
ぎ
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
山
来
よ
う
。
川
も
っ
と
も
広
く
訴
を
認
め
よ

う
と
す
る
も
の
。
そ
も
そ
も
、
権
利
も
法
益
も
、
同
じ
よ
う
に
法
律
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
区
別
は
無
意
味
で
あ
る

と
す
る
立
場
。
同
不
作
為
の
訴
は
絶
対
権
へ
の
侵
害
に
対
し
て
の
み
与
え
ら

れ
る
と
す
る
立
場
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
名
誉
あ
る
い
は
信
用
毅
損
の
主
張

差止の訴に関する研究序説

に
対
し
て
不
作
為
の
訴
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
法
益
が
絶
対

A
5
)
 

権
に
ま
で
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
川
不
法
行
為
の
原

状
回
復
の
一
態
様
と
し
て
不
作
為
の
訴
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
立
場
。
こ
の

説
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
予
防
的
不
作
為
の
訴
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な

る

こ
れ
ら
の
諸
学
説
が
、
未
解
決
の
ま
ま
並
列
し
て
い
る
の
が
過
去
の
現
実

の
姿
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
代
表
的
な
も
の
だ
け
を
と
り
あ
げ

て
お
こ
う
。

(
6
)
 

エ
ル
ツ
パ
ッ
ハ

l
H
w
-
R
r
h凶円
721

エ
ル
ツ
バ
ッ
ハ

l
は
不
作
為
の
訴
の
問
題
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
基
礎
的

な
仕
事
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
依
拠
す
る
所
は
、
権
利
に
対
す
る

A
8
)
 

把
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
通
常
、
絶
対
権
と
区
別
し
て
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ

の
法
益
を
も
含
め
て
、
権
利
と
構
成
す
る
。
こ
の
考
え
方
を
土
台
と
し
て
、

「
私
権
の
侵
害
が
発
生
し
、
加
害
者
の
将
来
の
権
利
侵
害
が
憂
慮
さ
れ
う
る

場
合
に
は
、
常
に
一
般
的
不
作
為
の
訴
が
与
え
ら
れ
計
一
」
と
い
う
一
般
原
則

が
法
律
の
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
個
別
的
不
作
為
の
訴
の
中
に
、
既
に
、
存

在
す
る
と
考
え
る

(
C
E
2
F自
己
口
四
件
一

ω間
P
E
S
-
ω
目

U
S。
こ
の
類
推

論
は
、
歴
史
的
社
会
的
発
展
か
ら
考
え
て
当
然
に
妥
当
で
あ
る
と
し

(ω
・

あ
ら
ゆ
る
法
律
は
出
来
る
限
り
合
理
的
に
解
釈
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
も
い
う

3
・
宏
ご
。
エ
ル
ツ
パ
ツ
ハ

l
の
権
利

∞

回

『
a

)

、
更
に
、

論
は
、
ィ
ェ

l
リ
ン
グ
の
理
論
(
権
利
は
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
で
あ
る
)

に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
れ
ら
を
合
せ
考
え
る
と
、

エ
ル
ツ
パ
ツ

ハ
ー
は
き
わ
め
て
実
践
的
意
図
を
持
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
エ

ル
ツ
バ
ッ
ハ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
規
が
、
あ
る
人
の
た
め
に
他
人
を
拘
束
し
て

い
る
と
い
う
事
実
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
権
利
と
名
づ
け
る
も
の
で
あ
る
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料

(
ω
-
2・1
こ
の
権
利
は
、
拘
束
的
側
面
舎
内

2
ロ
R
Y
Eロ
r
g舟

ω
2
0

と
保
証
的
側
面
《
常
間
作
者

pz-220口
合

ω
2芯
を
も
っ
て
お
り
、
前
者
は

資

請
求
権
〉
ロ

ω胃
5
r
で
あ
り
、
後
者
は
法
益
月
2Zω
間
口
円
で
あ
る

3
・

一O
印
・
)
。
不
法
行
為
法
等
に
お
い
て
は
、
こ
の
権
利
が
間
接
に
承
認
さ
れ
て

い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
柿
ド
更
に
、
個
々
人
の
た
め
に
あ
る
行
為
に
刑
罰
を

課
し
て
い
る
刑
法
規
範
に
よ
っ
て
も
私
権
が
発
生
し
う
る
場
合
が
あ
る

3
・

ご
ω

『

C
。
こ
う
し
た
諸
権
利
は
、
個
別
的
権
能
回
足
。
-rqREH宮
口

m
g

と
全
体
権
の
自
白
百
可
再

rz
に
分
け
ら
れ
、
更
に
後
者
は
排
他
権
(
絶
対
権
)

と
債
権
(
相
対
権
)
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
立
場
に
立
っ
て
、
エ
ル
ツ

パ
ヅ
ハ

l
は
、
多
く
の
排
他
権
を
宵
定
し
て
い
る
反
面

3
・
一
宮
ご
、
そ

れ
が
怒
意
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
も
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
人

格
権
の
状
況
に
つ
い
て
も
、

「
法
律
あ
る
い
は
慣
習
法
上
の
何
ら
の
根
拠
な

し
に
、
制
限
の
な
い
肖
像
権
、
多
数
の
類
似
の
人
格
権
円
ロ
岳

5
E与
2
r
s

が
つ
く
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
非
難
も
す
る

Q
-
一日目・)。

不
作
為
請
求
権
に
つ
い
て
い
え
ば
、
エ
ル
ツ
パ
ツ
ハ

l
は
、
私
権
に
は
特

別
の
性
質
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
不
作
為
請
求
権
(
義
務
者
が
何
か
を
不
作

為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
個
別
的
権
能
)
が
対
応
す
る
、
と
考
え
、

更
に
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
の
不
作
為
請
求
権
に
不
作
為
の
訴
が

相
応
し
、
そ
こ
で
は
私
権
に
つ
い
て
一
般
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま

あ
て
は
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
規
が
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
、
他
人
に
不

作
為
を
義
務
づ
け
て
い
る
場
合
は
、
ど
こ
で
も
、
不
作
為
請
求
権
が
与
え
ら

れ
る
。
又
こ
の
請
求
権
は
、
多
く
の
包
括
的
な
全
体
権
の
構
成
要
素
で
あ
る

が
、
(
こ
こ
で
も
そ
れ
は
)
怒
意
的
に
承
認
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

3
一ω
0

・)。

以
上
の
よ
う
に
、
ェ
ル
ツ
パ
ツ
ハ

l
の
特
色
は
、
権
利
概
念
を
広
く
理
解

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
作
為
の
訴
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
体

的
に
、
実
利
的
な
要
素
が
強
く
出
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

E 

(
日
)

エ
ル
ト
マ
ン

O
司
H
H
U
E
E

エ
ル
ト
マ
ン
は
エ
ル
ツ
パ
ツ
ハ
!
の
権
利
論
を
価
値
の
多
い
仕
事
と
評
価

し
な
が
ら
も
、
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
の
体
系
と
一
致
し
な
レ
と
し
て
反
論

し
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
権
利
と
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
と
を

同
一
視
す
る
こ
と
は
、
実
質
的
契
機
的
戸
Z
Z
E
E
-
2
宮
自
再
三
を
明
白
に

誇
張
し
、
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
方
法
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
ド
イ

ツ
民
法
典
は
、
こ
う
し
た
水
準
化
の
立
場
を
と
っ
て
い
な
い
。
八
二
三
条
で

一
項
と
二
項
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

る。
し
か
し
、
仮
に
、
営
業
権
、
人
格
権
(
特
に
、
生
命
・
身
体
・
健
康
・
自

由
の
絶
対
権
)
を
絶
対
権
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
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に
は
一

O
O四
条
が
適
用
さ
れ
う
る
。
そ
れ
は
、
絶
対
権
へ
の
侵
害
が
切
迫

し
、
引
き
続
き
の
侵
害
が
憂
慮
さ
れ
う
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
請
求
権
は
そ

の
侵
害
が
不
法
行
為
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
排
他
権
で
あ
る
が

た
め
に
与
え
ら
れ
る
。
権
利
を
与
え
る
こ
と
と
義
務
を
課
す
こ
と
が
同
じ
価

値
を
有
す
る
と
い
う
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
理
論
は
エ
ル
ツ
パ
ツ
ハ

l
の
理
論

l

あ
る
人
に
与
え
ら
れ
た
法
規
範
は
彼
に
直
ち
に
権
利
を
与
え
る
ー
に
よ
っ
て

の
み
支
持
さ
れ
う
る
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
義
務
に
相
対
す
る
も
の
は

法
規
の
み
で
あ
る
。
こ
の
法
規
に
よ
っ
て
利
益
を
享
受
す
る
も
の
は
、
こ
の

法
規
に
基
+
つ
い
て
は
不
作
為
請
求
機
を
基
礎
づ
け
え
な
い
。
不
作
為
請
求
権

を
基
礎
づ
け
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
権
利

2
=
E
Z内
庁
間
〈

E
H
N
2
E
が、

こ
の
義
務
に
、
対
応
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
単
な
る
法
規
範
に
よ
っ
て
引

ハ
げ
)

き
出
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。

但
し
、
過
失
が
あ
れ
ば
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
賠
償
請
求
権
の
特
別
の
現

差止の訴に関する研究序説

象
形
態
と
し
て
、
原
状
回
復
の
原
理
か
ら
不
作
為
請
求
権
が
生
じ
る
こ
と
が

にあ
ある
Tこ。

る白不

す z
な さ
われ
f:，る
I¥YL¥  

三き
別行
樫為
宅/1¥
1J 
1，:も現

3 在
::r' 

呂存
ξ? 在

57 し
U て
E L 、
司る
E 場
ロ メ込
0...ロ
r が
ロ ラー

問 」

E れ

(
自
由
の
奪
取
、
娼
家
営
業
に
よ
る
隣
人
の
妨
害
な
ど
)
及
び
、
多
数
の
物

理
的
行
為
が
、
統
一
的
な
計
画
と
目
的
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
唯
一
の
不
法
権
成
要
件
を
実
現
す
る
場
合
(
他
人
の
土
地
の
慣
習
的

往
来
、
新
聞
広
告
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
の
信
用
を
お
び
や
か
す

こ
と
な
ど
)
が
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
不
安
、
不
穏
の
状
態

は
、
し
ば
し
ば
、
損
害
と
見
な
さ
れ
う
る
の
で
、
そ
の
状
態
を
除
去
す
る
た

め
に
は
、
不
作
為
は
適
当
で
あ
る
。

こ
の
不
作
為
請
求
権
だ
け
で
は
、
保
護
の
空
白
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
今
尚
、
あ
ま
り
に
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
人
格
権

に
、
よ
り
強
い
顧
慮
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
が

出
来
る
。

以
上
に
の
べ
た
エ
ル
ト
マ
ン
の
説
は
、
合
目
的
的
考
慮
の
強
か
っ
た
エ
ル

ツ
パ
ツ
ハ

l
に
比
較
し
て
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
正
当
化
に
意
を
払
っ
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
不
作
為
請
求
権
H
絶

対
権
と
い
う
ド
グ
マ
に
固
執
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
、
そ
の
ド
グ
マ
を
利
用

し
、
絶
対
権
の
種
類
を
ふ
や
し
う
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
発
展
の
余
地
を
残
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
エ
ル
ト
マ
ン
の
特
色
が

あ
る
。エ

ル
ト
マ
ン
の
理
論
に
は
二
つ
の
考
え
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一

方
に
お
い
て
不
作
為
の
訴
は
、
損
害
賠
償
の
原
状
回
復
の
一
効
果
で
あ
る
と

よ説
つい
てた
目 r¥
進 債
さ 権
せ 法
ら 的
れ 立
て場

'" ¥20 '--; 
モ否こ

町〉

方
IrD 
t主
レ
ツ

サ

冨
R
E
H
h
a
ヨ
に
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料

他
方
、
ェ
ル
ト
マ
ン
が
示
唆
し
た
絶
対
権
か
ら
の
不
作
為
の
訴
に
力
点
を

お
い
て
い
る
の
は
マ
ン
ハ
ル
ト
冨

E
E吋
含
で
あ
り
、
将
来
の
不
作
為
を

「
立
法
上
及
び
裁
判
上
」
、
絶
対
権
の
保
護
の
た
め
に
与
え

資

求
め
る
訴
は
、

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
惟
史
的
に
も
証
明
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
一
般
法
規
は
物
権
、
氏
名
権
、
商
号
権
、
営
業
上

の
排
他
権
、
及
び
精
神
的
所
有
権
の
八
王
分
野
に
及
ぶ
と
す
る
。
マ
ン
ハ
ル
ト

も
、
裁
判
に
よ
る
法
創
造
は
怠
識
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
ベ
た
諸
見
解
に
よ
っ
て
、

一
般
的
不
作
為
の
訴
に
関
す
る
問

題
の
所
在
は
最
小
限
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
う
。
最
後
に
レ
l

マ
ン
を
と
り

あ
げ
て
お
く
。
レ

i
マ
ン
の
説
は
、
結
果
的
に
は
、
エ
ル
ツ
パ
ツ
ハ

l
、
ェ

ル
ト
マ
ン
の
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
巧
み
に
総
合
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と

い
え
る
。

岡
山

(
制
)

レ
l
マ
ン

FAWFSω
ロロ

レ
l
マ
ン
は
、
実
体
的
に
は
、
給
付
の
対
象
と
し
て
の
不
作
為

C
2
2
1
 

一知器戸口問。一
m
F
0
5
2ロ
聞
と
い
う
側
面
か
ら
問
題
に
接
近
す
る
。
レ
l

マ
ン
の

理
論
を
以
下
に
要
約
し
て
お
こ
う
。
レ

l
マ
ン
に
よ
れ
ば
給
付
義
務
は
単
に

債
権
法
だ
け
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
。
法
律
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
あ

ら
ゆ
る
容
態
〈

2
z
r
g
は
給
付
義
務
の
対
象
と
な
り
う
る
。
こ
の
容
態

を
事
実
上
遵
守
す
る
こ
と
が
給
付
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
絶
対
的
規
範
(
禁

止
)
に
よ
り
命
令
さ
れ
る
不
作
為
も
叉
給
付
義
務
の
対
象
と
な
る
(
り
庁

C
R
2
-
2
2口
同
省
丘
町

Z
H
H吋
困
問
問
問
。
同
一
円
}
戸
内
口
問
R
Y
F

一ucm-ω
・
包
・
)
。

一
方
、
権
利

Eσ
守}内

5
2
H
N
R
E
は
主
体
性

ωロ
ゲ
]
尖

5
5
H
に
よ
っ

て
説
明
出
来
る
。
規
範
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
共
通
意
思
、
あ
る
い
は
規

範
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
て
い
る
利
益
が
、
利
益
を
受
け
る
権
利
仲
間
の
主
体

性
と
密
接
に
結
び
つ
く
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
権
利
の
概
念
が
生
じ
る
。
そ

れ
は
給
付
の
要
求
可
能
性
〈

Z
g
m
g
E
5
2
で
あ
り
、
単
に
法
的
に
有

ハ
部
〉

利
な
地
位
の
す
べ
て
が
権
利
な
の
で
は
な
い

3
・
弓
・
)
。
そ
し
て
、
請
求

権
は
給
付
を
要
求
出
来
る
権
利
で
あ
る
。

υコ

c:o 
U 

絶
対債
権権
μ 引通

G 'G 
しノ の
不ア
f乍ノ、
世{乍

謡重

量5
5佐
ぃ 問
て題
t士、カ1
どな
う L、
かと

3 し
ーて
E3 も

と
こ
ろ
で
、

見
)
。
レ

1
7
ン
に
よ
れ
ば
、
物
権
即
ち
絶
対
権
の
よ
う
な
排
他
権
に
は
、

単
に
、
自
由
に
行
為
出
来
る
と
い
う
許
可
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら

ず
、
は
じ
め
か
ら
あ
ら
ゆ
る
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
妨
害
禁
止

2
2
5明
T

5
5
2
8
が
存
在
す
る
。
所
有
権
の
よ
う
な
承
認
さ
れ
た
絶
対
権
に
お
い

て
は
、
権
利
者
は
、
個
々
の
第
三
者
の
消
極
的
義
務
を
不
作
為
の
訴
に
よ
っ

て
主
張
出
来
る
。
し
た
が
っ
て
絶
対
権
の
中
に
は
、
個
々
の
第
三
者
に
対
す

る
消
極
的
請
求
権
の
総
体
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
義
務
を
負
わ
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さ
れ
た
個
々
の
第
三
者
に
対
す
る
権
利
者
の
関
係
は
、
彼
か
ら
不
作
為
を
要

求
し
う
る
権
利
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る

3

5
∞
-
Y
こ
の
こ
と
を
請
求
権

概
念
を
用
い
て
説
明
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
す
る
唯
一
の
請
求
権
包
ロ

2
ロN
M
m
耳
〉
器
官
民
円
ゲ
向
。
同

2
』色
2
5
gロ
と
い
う
考
え
方
は
不
可
能
で
あ

る
。
ギ
l
ル
ケ
の
こ
と
ば
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
権
利
者
、
が
持
っ
て
い
る
区
切

ら
れ
た
支
配
領
域
玄

R
F
H
F
5与
に
達
し
た
者
の
み
が
義
務
を
負
う
。
す

な
わ
ち
、
請
求
権
の
相
手
方
は
、
こ
の
支
配
領
域
を
侵
害
す
る
事
実
上
の
可

能
性
が
発
生
す
る
と
同
時
に
特
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
排
他

的
権
能
を
有
す
る
者
は
、
請
求
権
の
相
手
方
に
、
彼
の
義
務
を
履
行
す
る
よ

う
に
要
求
し
、
彼
の
違
法
行
為
を
阻
止
し
う
る
と
い
う
こ
と
も
奇
異
で
は
な

い

(ω
・}{〕凶『.)。

以
上
の
よ
う
な
理
論
的
前
提
が
あ
る
に
せ
よ
、
実
際
に
は
、
絶
対
的
な
禁

止
に
基
づ
い
た
不
作
為
請
求
権
は
個
々
に
特
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ

釜止の訴に関する研究序説

な
い
。
す
な
わ
ち

利
益
を
受
け
る
人
の
意
思
に
応
じ
た
貫
徹
性

0
5
n
r
l

自
門

N
E同
r
E
は
全
く
特
定
の
妨
害
禁
止
の
特
別
の
性
質
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
(
例
え
ば
一
一
一
条
、
一

O
O四
条
)
。
普
通
法
に
お
い

て
は
、
絶
対
権
の
標
準
は
、

R
H
5
5問主
2
5
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
物
権

と
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、
学
説
は
、
既
に
、
人
格
権
を
展
開
し
つ
つ
あ

り
、
こ
れ
は
当
時
の
取
引
社
会
の
発
展
に
応
じ
て
、
個
人
の
人
格
の
活
動
の

た
め
の
自
由
な
領
域
を
法
律
的
に
保
護
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
に
由
来
す

る
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ

1
7
法
と
の
密
接
な
関
連
を
破
る
こ
と
な
し
に
、
し

か
も
、
ロ

1
7
法
を
こ
え
て
絶
対
権
の
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
の
理
論
的
な

(
幻
)
(
羽
)

道
が
開
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る

3
・
ご
山
町
・
)
。
特
に
こ
の
方
法
に
よ
っ

て
、
八
二
六
条
に
基
づ
く
不
作
為
請
求
権
が
制
限
さ
れ
た
範
囲
で
認
め
ら
れ

る
。
こ
こ
に
は
一
般
的
排
他
権

2
ロ
島
常
B
Eロ
E
〉
g
m
n
r
r
F
Z
Z
が
あ

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
禁
止
規
範
は
各
々
の
特
別
の
禁
止
〈
q
r
o丹

に
よ
っ
て
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
る
法
的
保
護
の
拡
大
の
補
充
を
意
味
し
て
い

る
。
営
業
者
は
不
正
競
業
禁
比
法
に
よ
っ
て
、
自
由
な
営
業
の
た
め
の
既

得
権
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
、
そ
こ
に
は
不
作
為
の
訴
を
認

め
う
る
。
氏
名
権
に
つ
い
て
も
、

一
定
の
個
別
的
に
明
示
さ
れ
た
人
格
権
、

た
と
え
ば
、
貴
族
の
称
号
〉
常
一
凹
官
立
野
忠
と
か
、
仮
名
目

σ
E
S百
】
に

つ
い
て
は
同
様
に
取
り
扱
っ
て
よ
い
〈
ω
一
町
内
・
)
。
一
般
的
人
格
権
も
絶

対
権
と
考
え
る
こ
と
が
出
純
一
。
。
八
二
三
条
に
い
う
「
生
命
、
身
体
、
健
康
、

自
由
」
と
い
っ
た
法
益
の
保
護
に
よ
り
、
実
際
は
唯
一
の
利
益
(
一
般
的
人

格
権
〉
が
、
そ
の
他
の
承
認
さ
れ
た
権
利
と
対
等
な
形
で
保
護
さ
れ
て
い
る

と
い
〉
え
る
。
こ
う
し
て
、

一
旦
、
一
般
的
人
格
権
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ

ば
、
更
に
進
ん
で
、
名
誉
権
問

R
E
E『
仏
耳
目
μ

同
町
も
承
認
さ
れ
て
よ

ぃ
。
勿
論
、
具
体
的
に
定
め
ら
れ
た
個
別
的
人
格
権
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
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料

い
が
、
類
推
の
方
法
に
よ
り
、
一
般
的
人
格
権
の
一
内
容
と
考
え
る
こ
と
が

許
さ
れ
る

3
・
-
M
∞
と
。

資

八
二
三
条
一
項
は
、
私
権
を
排
他
的
に
列
挙
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
、
そ
の
類
推
適
用
が
怒
意
的
に
行
な
わ

れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
名
誉
に
つ
い
て
こ
の
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
既
に
氏
名
権
及
び
不
正
競
争
防
止
法
の
中
で
独
自
の
地
位
が

与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
か
ら
判
断
す
れ
ば
八
二
三
条
一
項
の

一
般
的
人
格
権
に
名
誉
を
含
め
る
の
は
決
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な

い

(ω
・一一山
O

)

。

こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
不
法
行
為
か
ら
の
不
作
為
請
求

権
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
利
益
領
域
へ
の
客
観
的
に
違
法
な
行
為

P
l

d
2
L
2
Eロ
仏
一
巳
ロ
聞
が
あ
れ
ば
よ
い
。

反
対
に
、

「
不
法
行
為
か
ら
の
不
作
為
の
訴
(
現
実
の
不
法
行
為
|
主
観

的
要
件
を
満
た
し
た

i
を
原
因
と
す
る
)
」
と
し
て
は
、
不
作
為
が
、
原
状

回
復
に
よ
る
損
害
除
去
に
役
立
ち
う
る
と
思
わ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
認
め

ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い

3
・
N
N
ω

・)。

両
者
の
実
践
的
な
差
異
は
、
将
来
に
差
し
迫
っ
て
は
い
る
が
、
現
在
の
と

」
ろ
は
、
単
に
威
嚇
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
違
反
行
為
の
場
合
に
あ
ら
わ
れ

る
。
そ
こ
で
は
、
前
も
っ
て
存
在
す
る
行
為
の
禁
止
す

5
2
間
色
窓
口
L
g

〈
司
r
o叶

L
2
目
白
ロ
《
山
一
戸
口
聞
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
既
に
存
在
し
て
い
る
不
作

為
を
求
め
る
権
利
(
絶
対
的
私
権
)
か
ら
の
み
、
不
作
為
の
訴
が
成
立
す
る

(ω
・
M
M
印・)。

全
般
的
に
、
レ

i
マ
ン
は
、
実
定
法
に
忠
実
に
、
し
か
も
実
定
法
を
慎
重

に
の
り
こ
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
発
生
原

因
を
異
に
す
る
こ
つ
の
不
作
為
の
訴
を
、
明
確
に
区
別
し
た
こ
と
は
注
目
さ

れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

N 

判
例
が
集
積
さ
れ
た
後
に
生
れ
た
学
説

こ
れ
ま
で
は
、
不
作
為
の
訴
に
つ
い
て
の
純
理
論
的
な
学
説
を
紹
介
し
て

き
た
。
他
方
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
上
で
判
例
の
発
展
の
中
か
ら
何

を
引
き
出
す
べ
き
か
、
と
い
う
試
み
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
向
を
若

千
説
明
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
フ
ラ
l
ト
ヨ
邑
(
裁
判
官
)
は
、
不
作
為
の
訴
の
発
展
に
積
極

的
な
意
義
を
認
め
つ
つ
も
、
準
物
権
的
不
作
為
の
訴
』
C
E
g
a
ω
S
2
R
Z

同一
ω
問
。
の
み
が
、
判
例
に
よ
る
新
し
い
創
造
で
あ
る
と
い
う
。
ブ
ラ
l
ト
に

は
特
別
の
理
論
は
な
い
け
れ
ど
も
、
問
題
点
を
整
理
す
る
に
は
役
立
つ
で
あ

ろ
う
。
フ
ラ
1

ト
に
よ
れ
ば
一
般
的
不
作
為
の
訴
と
い
っ
て
も
、
判
例
は
そ

の
妥
当
範
聞
に
区
切
り
を
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
絶
対
権
(
不
作
為
の
訴
の

積
極
的
規
定
が
存
在
し
な
い
)
と
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る

北法21(1.130)130



法
益
で
あ
っ
て
、
後
者
こ
そ
が
焦
眉
の
関
心
の
対
象
な
の
で
あ

r。
フ
ラ
l

ト
は
こ
の
類
推

l
準
物
権
的
請
求
権

l
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
。
「
不
作
為
義
務
の
相
対
概
念
は
禁
止
で
あ
る
。
私
的
利
益
の
保
護
に
は

二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
権
利
回
己
主
兵

2
5
m
2
7円
。
を
創
造
す
る

こ
と
で
あ
る
。
権
利
に
は
、
そ
れ
自
体
に
妨
害
禁
止
が
内
在
し
て
お
り
、
そ

こ
か
ら
不
作
為
請
求
権
が
流
山
す
る
。
他
の
方
法
は
、
そ
の
他
の
利
益
(
法

益
)
へ
の
侵
害
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
損
害

賠
償
義
務
を
定
め
る
こ
と
は
、
加
害
行
為
の
禁
止
を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の

禁
止
か
ら
不
作
為
義
務
、
か
発
生
す
る
が
、
こ
れ
に
不
作
為
請
求
権

I
自
分
自

身
で
不
作
為
を
要
求
出
来
る
権
能

i
が
相
応
し
て
い
る
か
、
ど
う
か
は
問
題

が
あ
る
。
妨
害
禁
止
を
そ
れ
白
'
身
の
中
に
含
ん
で
い
る
権
利
が
存
在
し
な
い

か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
請
求
権
の
直
接
の
基
礎
は
与
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
判
例
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
裁
判
所
に
よ
る
法
形
成
は
、
不
法
行
為

差止の訴に関する研究序説

法
の
中
に
存
在
す
る
権
利
以
外
の
絶
対
的
禁
止
を
、
不
作
為
請
求
権
の
十
分

な
基
礎
と
み
な
す
と
い
う
ニ
と
で
あ
っ
た
。
」
更
に
つ
づ
け
て
、
プ
ラ

l
ト

は
こ
の
法
益
の
中
で
重
要
な
の
は
、
人
格
の
自
由
な
活
動
と
い
う
共
通
の
視

点
で
考
え
ら
れ
る
利
益
(
名
誉
も
含
ま
れ
る
〉
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

他
の
諸
学
者
と
同
じ
よ
う
に
、
フ
ラ
l
ト
自
身
も
、
こ
れ
ら
の
利
益
を
人
格

権
、
あ
る
い
は
一
般
的
人
裕
権
の
流
出
物
と
考
え
う
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く

(
M
M
)
 

と
も
、
ド
グ
マ
テ
ィ
l
F
な
疑
問
は
解
決
さ
れ
る
と
す
る
。
全
般
的
に
は
、

ハM
M

V

ブ
ラ
l
ト
は
不
作
為
の
訴
に
肯
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
新
し
い
法
思
想
は
徐
々
に
し
か
成
熟
し
な
い
し
、
叉
、
そ
れ
は
創
造
的
な

法
律
家
の
精
神
か
ら
生
れ
る
。
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
詳
細
な
判
例
分
析
を
行
な
い
な
が
ら
、
プ
ラ

1
ト
と
は
反
対

に
不
作
為
の
訴
に
消
極
的
な
の
は
ザ
リ
ン
ガ

l
F
5
m
m
H
(法
顧
問
官

]
5
5
3
H〉
で
あ
る
。
ザ
リ
ン
ガ

l
に
こ
の
態
度
を
と
ら
せ
た
の
は
不
作
為

(
制
)

の
訴
の
氾
濫
に
対
す
る
お
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
民
法
に
お
い
て

は
、
権
利
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
権
利
に
対
し
て
一
定
の
関
係
に

お
い
て
等
し
く
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
法
益
と
い
う
概
念
は
知
ら
れ
て
い
な

〈
拘
〕い

」
と
い
う
の
が
ザ
リ
ン
ガ
l
の
立
論
で
あ
る
。
特
に
、
八
二
四
条
で
保
護

さ
れ
て
い
る
信
用
、
繁
栄
、
営
業
に
つ
い
て
は
独
特
の
見
方
を
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
経
済
活
動
を
妨
害
さ
れ
な
い
た
め
の
権
能
は
、
そ
れ
自
体
公
の
保

護
に
の
み
服
す
る
政
治
的
基
本
権
問
邑
見
書
V
2
の
ロ
5
ι
H
2
Z
で
あ
る
。
こ

の
国
民
の
権
利
に
は
、
八
二
四
条
に
よ
っ
て
わ
ず
か
に
一
定
の
私
法
的
効
果

が
、
し
か
も
不
法
行
為
と
い
う
構
成
要
件
の
形
で
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い

と
す
る
。

し
か
し
、
ザ
リ
ン
ガ
ー
も
実
務
家
で
あ
っ
て
、
実
践
的
側
簡
の
注
意
を
怠

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ザ
リ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
不
作
為
の
訴
に
よ
っ
て
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料

(
現
実
に
)
も
っ
と
も
多
く
保
護
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
名
誉
段

損
、
経
済
的
加
害
を
及
ぼ
す
悪
評

Z
R
7
3母
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ

で
は
、
特
別
に
権
利
保
護
の
必
要
性
列
目

rgnERraREω
に
意
が
払

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
悪
評
は
正
当
利
益
の
保
護
の
た
め

に
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
救
済
の
な
い
状
態
が
現

わ
れ
る
。
そ
の
際
、
被
害
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
主
張
の
不
真
実
を
、
裁
判

資

所
の
手
続
で
確
認
せ
し
め
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
被
害

者
に
と
っ
て
は
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
確
認
の
訴
は
、
民
法

内
回
)

か
ら
は
理
由
づ
け
ら
れ
な
い
の
で
立
法
の
必
要
が
あ
る
と
い
う
。

V 

ま
と
め

ド
イ
ツ
法
で
は
、
不
作
為
請
求
権
は
、
各
種
の
物
権
、
そ
の
他
の
絶
対
権

に
個
別
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
請
求
権
は
客
観
的
に
違

法
な
侵
害
が
あ
れ
ば
発
生
す
る
。
一
般
的
不
作
為
請
求
権
に
お
け
る
巳
ア

問
。

B
2ロ
と
は
、
保
護
範
囲
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
こ
の
範
囲
を
不
法
行

為
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
と
理
解
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
更
に

広
く
、
法
規
一
般
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
と
考
え
る
か
の
差
異
が

あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
不
作
為
請
求
権
(
た
と
え
ば
、

名
誉
、
信
用
な
ど
の
侵
害
の
場
合
)
は
不
法
行
為
か
ら
発
生
す
る
の
か
、
あ

る
い
は
物
権
的
請
求
権
か
ら
の
類
推
に
よ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
は
、

性
質
の
異
な
る
も
の
を
比
較
し
て
い
る
と
い
っ
て
同
い
。
不
法
行
為
(
過
失

の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
〉
か
ら
の
不
作
為
請
求
権
と
し
て
は
、
損
害
賠
償
の

効
果
と
し
て
の
原
状
回
復
を
求
め
る
不
作
為
の
訴
が
考
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い
こ
と
に
な
る
。

不
作
為
諸
問
求
権
は
絶
対
権
(
権
利
)
に
内
在
的
な
も
の
と
し
て
考
え
て
、

こ
の
前
提
を
く
ず
さ
な
い
立
場
は
そ
れ
な
り
に
筋
は
通
っ
て
い
る
。

は
、
抽
象
化
し
て
い
え
ば
、
明
確
で
特
定
さ
れ
た
支
配
関
係
が
存
在
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
問
題
は
そ
の
支
配

関
係
の
実
質
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
質
を
表
現
す
る
こ
と
ば
は
何
で
あ
っ

て
も
か
ま
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
権
利
概
念

(宮

S
Z
5
5
7
1

ロ
ロ
巴
を
土
台
と
し
て
不
作
為
の
訴
を
広
く
承
認
し
よ
う
と
し
た
エ
ル
ツ
パ

ツハ

l
の
主
張
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
は
正
し
か
っ
た
と
評
価
す
る
こ

(
叫
)

と
も
出
来
る
。
そ
の
上
、
エ
ル
ツ
パ
ッ
ハ
1
自
身
も
こ
れ
を
無
制
限
に
認
め

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

他
方
、
絶
対
権
論
者
も
、
新
し
い
権
利
・
絶
対
権
が
判
例
、
あ
る
い
は
立

法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
う
る
余
地
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
は
不
作

為
の
訴
を
許
そ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
い
ず
れ
の
説
を
と
る

に
し
て
も
、

ご
定
の
範
囲
」
に
お
い
て
訴
を
認
め
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
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て
は
、
あ
ま
り
差
異
が
な
い
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
が
確

立
し
た
と
さ
れ
る
一
般
的
不
作
為
の
訴
|
エ
ン
ネ
ツ
ケ
ル
ス
の
公
式
に
よ
れ

ば
、
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
利
益
へ
の
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
に
違
法
な
侵

害
も
、
引
き
続
き
の
侵
害
の
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
、
不
作
為
の
訴
を
正
当
化
す

る
ー
は
、
理
論
的
に
は
多
く
の
反
対
を
う
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来

る。
こ
の
争
い
の
主
た
る
点
は
舌
一
同
う
ま
で
も
な
く
、
権
利
と
法
益
の
峻
別
が
無

視
さ
れ
、
不
法
行
為
法
の
体
系
が
破
壊
さ
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
お
そ
れ
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
頑
に
、
ド

イ
ツ
不
法
行
為
法
の
ド
グ
マ
に
と
ら
わ
れ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
問
題
は
決
し
て

解
決
さ
れ
な
い
し
、
又
解
決
し
て
も
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
新
し
い
ド

グ
マ
を
生
み
だ
す
だ
け
で
あ
る
。
私
は
、
権
利
と
法
益
が
不
法
行
為
法
で
区

別
さ
れ
た
目
的
を
も
う
一
度
遡
っ
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

差止の訴に関する研究序説

利
・
絶
対
権
に
は
本
来
不
作
為
義
務
が
内
在
し
て
い
る
、
と
い
う
問
題
を
一

応
度
外
視
す
れ
尚
一
そ
こ
に
は
、
権
利
・
絶
対
権
に
お
い
て
は
、
侵
害
の
違

法
判
断
が
明
確
に
行
な
わ
れ
る
か
ら
、
侵
害
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
違
法
と
評

価
し
よ
う
と
い
う
考
え
が
存
在
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
違
法
の
判
断
が
よ
り

簡
単
に
、
よ
り
明
確
に
解
決
さ
れ
る
と
い
う
点
に
そ
の
区
別
の
意
義
が
あ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
現
実
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
最
近
の
行
為
違
法
論
の
導
入
に
よ
っ

て
、
違
法
の
判
断
に
は
実
質
的
要
素
が
加
味
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
考
え

が
、
直
裁
に
貫
徹
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
違
法
評
価
の
側
面

に
お
い
て
は
、
権
利
と
法
益
を
区
別
す
る
意
味
は
殆
ん
ど
な
く
な
る
で
あ
ろ

ぅ
。
こ
の
問
題
は
後
に
総
合
的
に
述
べ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
一
応
指
摘
す

る
に
と
ど
め
て
お
く
。

つ
ぎ
に
も
う
一
つ
両
者
の
区
別
は
、
保
護
範
囲
の
広
狭
の
面
で
(
そ
れ
は

必
然
的
に
違
法
性
と
相
互
関
連
を
有
す
る
け
れ
ど
も
)
意
味
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
最
近
の
判
例

を
整
理
し
て
み
よ
う
。

権

(
1
a
)

ラ
レ
ン
ツ
の
債
務
法
教
科
書

(
C
5ロ
N-ω
円
宮
一
舟
丹
宮
?

呂田∞
-

U

〉ロコ・

ω・
毛
田
・
)
に
よ
れ
ば
文
献
と
し
て
U
ω
回
。
耳
、

。
司
有
印
H
B
R
F
己
N

ロロ
ι

岡
山
内
叩

n
E自
ua件。
5
・
一
回
全

umo再
三
}
冨

f
o自

己ロ件。円
-mmmg間的
r
F同
P

呂
志
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
参
照

し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

(
1
b
〉
後
者
が
物
権
的
請
求
権
に
固
有
の
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
、
争
い
が
あ
ろ
う
。
わ
が
国
で
は
む
し
ろ
当
然
と
さ
れ
て
い
る
。

舟
橋
「
物
権
法
」
四
九
頁
参
照
。

(
2
)
γ
g
r
s
r
p
dロ件。ュ
B
E
D問
mrF同
0

・一回一
?
ω
・
呂
田
・

MMqma口町
n
r
r
2
5
2
Z
と
同
旨
。
ギ

1
ル
ケ
は
、
こ
ち
ら
の
方

(
3〉
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料

が
、
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
。
。
H
O
H

『
・
。

2
5
7
2
可コ

S
可
丹

Z

7
・ω

吋

O

M

F

人
格
権
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
・
松
田
前

掲
書
一
七
八
頁
以
下
参
照
。

(
4
)
F
2・
0
2
dロ
門
司
『
一
回
出
国
ロ
ロ
四
回
白
宮
司
馬
「
白
ロ
ω
舟
ロ
務
∞
Mω

ロ・

切
の
回•. 

0
門
戸

nyc同
ム

11.ω.
印
口
〔
}
同
.

(
5
)
請
求
権
理
論
か
ら
不
作
為
の
訴
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
一
連
の
説

は
同
の
立
場
と
関
連
し
て
い
る
。
請
求
権
論
者
は
、
絶
対
権
に
は
、

万
人
に
課
せ
ら
れ
た
不
作
為
義
務
が
内
在
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の

不
作
為
義
務
に
対
応
し
て
不
作
為
請
求
権
、
す
な
わ
ち
不
作
為
の
訴

が
与
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
単
な
る
法
益
に
は
許
さ
れ
る
は
ず
は
な

い
と
す
る
。

(
6
〉
何
一
件
N
E
n
r
R
-
ロ
5
C
E
2
g
n
E
M
m
ω
r
g
m
p
一∞
om-

(
7〉
国

a
g
d
g
=
-
P内

W

・O
・
ω・
ζ
0
・

(
8
)

エ
ル
ツ
パ
ヅ
ハ

l
の
権
利
論
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
は
、
末
川

「
権
利
侵
害
論
」
一
二
版
二
七
七
頁
以
下
が
よ
い
。

(
9
)

エ
ル
ツ
パ
ツ
ハ
l
は
不
作
為
の
訴
の
要
件
と
し
て
、
一
旦
権
利
侵

害
が
発
生
し
た
こ
と
を
あ
げ
て
お
り
、
侵
害
が
差
し
迫
っ
た
場
合
に

つ
い
て
は
何
も
答
え
て
い
な
い

o
n〔
巴
門
N
E
n
Z門司

P
P
0・
ω

一一凶印同『・

ω.
一町田町同.

(
叩
〉
円
『
-
E
s
g
n
F
2・
ω凶

()ω
・
8
・
ω・
8

R
民
法
典
が
一
部
の

み
に
不
作
為
の
訴
を
明
示
し
た
理
由
と
し
て
、
川
起
草
者
は
権
利
を

保
証
す
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
損
害
賠

償
法
な
ど
で
間
接
に
権
利
を
承
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
こ
れ
ら

資

の
権
利
の
保
護
の
た
め
に
不
作
為
の
訴
を
与
え
る
こ
と
を
考
え
つ
か

な
か
っ
た
。
同
意
識
し
て
権
利
を
与
え
た
と
こ
ろ
で
も
、
不
作
為
の

訴
の
保
証
に
際
し
て
は
全
く
普
通
法
に
従
っ
た

3
・一

M
C
C。

(
日
)
。
。
同
片
岡
出
血
ロ
ロ
w
d
Z
R
F
g
Eロ
同
凹
吉
田
官
民
r
g
m
g
R
-
E
Z
E

国
自
己
-cロ
m
g・
ロ
』

N
-
u
E
.
∞-
m
-
∞.

(
口
)
損
害
賠
償
を
定
め
た
規
定
を
二
次
規
定
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
一
次

規
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
』
ω
8
g
o
r
p
p
P
0・
ω・
s
m
F
は
こ

れ
に
反
対
。
損
害
賠
償
義
務
は
加
害
状
態
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
一
次
規
定
と
二
次
規
定
は
当
然
に
は
結
び
つ
か
な

い
、
と
す
る
。

(
日
)
エ
ル
ツ
パ
ア
ハ
ー
が
例
一
不
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
、
人
格
的
利

益
を
享
受
さ
せ
る
人
格
権
、
物
権
、
氏
名
権
、
特
許
権
の
よ
う
な
非

有
形
的
利
益
の
た
め
の
権
利
、
営
業
者
が
販
売
関
係
に
つ
い
て
持
っ

て
い
る
よ
う
な
人
的
関
係
に
関
す
る
権
利
円
宮
河
内
円
F
5
2
2ロ
2

ヨ『
ω
E
r
n
y
S
F
s
r
g問
、
更
に
、
包
括
的
な
内
容
を
有
す
る
任
命

列
R
r符
吉
宮
口
問
口
。
t
g門
町
内
需
ロ
で
あ
る
。

(
け
門
〉
リ
l
デ
ィ
ン
グ
ケ

1
ス
と
な
っ
た
問
。
N

A
∞
.
コ
ム
は
「
法
律
、
が

あ
る
権
利
を
与
え
、
あ
る
義
務
を
課
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
法
律

は
、
請
求
権
を
訴
の
方
法
で
追
求
す
る
可
能
性
を
も
叉
保
証
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
エ
ル
ツ
パ
ヅ
ハ
ー
は
、

給
付
と
し
て
の
不
作
為
の
本
質
か
ら
こ
れ
に
反
論
す
る
。
請
求
権
が

訴
権
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
必
然
的
な
こ
と

で
は
な
く
、
満
期
の
給
付
の
た
め
の
請
求
権
〉
号
宮

5
7
E『
2
5
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EE一口巨一rト荷悶腎命

HFEhh命

作
為
の
訴
は
満
期
の
給
付
を
対
象
と
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
原
則

は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
民
法
典
が
多
く
の
個
別
的
規
則
に
よ
っ
て
不

作
為
の
訴
を
保
証
し
て
い
る
の
は
こ
の
理
由
に
よ
る

3-
宝
民
)
。

と
こ
ろ
で
、
不
作
為
の
訴
の
訴
訟
法
的
な
接
近
の
例
と
し
て
国
内
一
一
ー

さ向、

ω
ヨ
g
日

ι
2
ロ
E
g
n
y
g
N
H
i
s
s
N
m
F
2
Z
ケ
一
回
↓
ド

ω-

M
E
R
-
が
、
よ
く
ひ
き
あ
い
に
出
さ
れ
る
。
ヘ
ル
ヴ
ィ
ッ
ヒ
は
こ

の
訴
を
ド
イ
ツ
民
訴
法
二
五
九
条
(
将
来
の
給
付
の
訴
)
の
一
一
例
と

し
て
い
る
。
エ
ル
ツ
パ
ツ
ハ

i
は
、
こ
れ
に
対
し
て
も
次
の
理
由
で

反
対
し
て
い
る
。

ω二
五
九
条
は
、
既
に
他
方
で
、
満
期
の
給
付
の

訴

E
5
E
ω
湾

E
h
品目

E
Z
H問何回、
2
2
5開
が
保
証
さ
れ
て
い
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
将
来
の
給
付
の
訴
を
与
え
る
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
、
満
期
の
不
作
為
の
た
め
の
訴

2
5
E白
聞
の
位
三
品
目
。

Z
E向。

c
z
E
B
ω
ロ
ロ
聞
は
存
在
し
な
い
。

ω二
五
九
条
は
、
発
生

し
た
権
利
侵
害
の
除
去
の
た
め
に
の
み
与
え
ら
れ
る
。
侵
害
の
除
去

が
侵
害
の
発
生
後
直
接
に
生
じ
る
よ
う
に
、
強
制
執
行
の
要
判
を
定

め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
不
作
為
の
訴
は
、
常
に
、
急
迫
の
権
利
侵

害
の
予
防
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
先
行
す
る
権
利
侵
害
に
よ
っ
て

初
め
て
提
起
さ
れ
る
と
き
に
も
、
効
果
を
除
去
す
る
と
い
う
よ
り

は
予
紡
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る

3
・
8
コ
〉
。
な
お
、
不
作

為
の
訴
は
給
付
の
訴
で
あ
り

(ω
・
N

一
切
し
、
又
、
予
防
的
性
格
を
持

っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
状
回
復
を
求
め
る
損
害
賠
償
の
訴
と
は

根
本
的
に
異
な
る

3
・
N
G
)。

(日〉

0
2片

gmgpmymw・
c・
ω・
豆
町
内
向
・

(
日
)
エ
ル
ツ
バ
ッ
ハ

l
の
説
は
、
権
利
を
与
え
る
契
約
と
第
三
者
の
た

め
に
資
格
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
契
約
(
遺
言
に
よ
る
負
担
の
受
益

者
の
地
位
も
同
じ
〉
と
の
対
立
を
認
め
る
民
法
の
理
論
と
も
一
致
し

な
い
と
い
う
。
そ
の
他
の
諸
学
者
も
、
ま
ず
、
こ
の
こ
と
を
理
由
と

し
て
、
エ
ル
ツ
パ
ツ
ハ
l
に
反
論
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
ェ

ル
ツ
パ
ヅ
ハ
!
の
見
解
を
誤
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
回
ゅ

う
。
エ
ル
ツ
パ
ヅ
ハ

l
自
身
は
「
こ
れ
ら
は
、
法
規
に
よ
っ
て
拘
束

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
権
利
の
付
随
効

Z
吾
作
口
者
同
日
守

口
口
町
ヨ
〈

g
m
2
r
g
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
な
お
、
八
二
三
条
で
一
項
と
二
項
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
エ
ル
ト
マ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
あ
る
利
益

が
、
刑
法
な
ど
に
よ
る
保
護
を
通
し
て
権
利
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
と

す
れ
ば
(
エ
ル
ツ
パ
ヅ
ハ

l
v
二
項
の
規
定
は
不
必
要
に
な
る
。
更

に
二
項
な
ど
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
利
益
は
、
直
ち
に
権
利
と
な
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
侵
害
に
賠
償
義
務
を
負
わ
せ
る
諸
規
定
に
よ

っ
て
初
め
て
権
利
に
高
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
う
け
と
っ
て
も
、

法
律
の
基
本
と
一
致
し
な
い
。
ぇ

C
2
g
d
g
p
p
m
。・

ω'
町一田町・

(
行

)
o
q
Z己
ω口同
y
p
ω
・0
.
ω
.
m
N
f

〈

mm)

こ
の
よ
う
に
不
作
為
請
求
権
が
適
当
と
思
わ
れ
る
ケ

l
ス
を
含
め

て
、
行
為
の
態
様
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
他
の
二
つ
は
、
川
(
繰

り
返
し
の
危
険
が
心
配
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
)
X
が
Y
の
物
を
侵
害

し
た
よ
う
に
、
不
作
為
さ
れ
る
べ
き
不
法
行
為
が
既
に
完
結
さ
れ
て
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業ト

い
る
と
き
は
、
不
作
為
の
訴
は
賠
償
の
た
め
に
十
分
で
な
い
の
み
な

ら
ず
、
全
体
と
し
て
不
適
当
。

ω言
葉
あ
る
い
は
流
布
さ
れ
た
も
の

が
、
(
将
来
の
)
行
為
そ
の
も
の
を
期
待
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
に

は
、
行
為
は
将
来
に
関
係
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
少
な
く
と

も
、
未
だ
経
済
的
に
測
定
可
能
な
損
害
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
こ

こ
で
は
、
せ
い
ぜ
い
絶
対
権
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
不
作

為
請
求
権
が
予
防
の
手
段
と
し
て
許
さ
れ
る
。

C
2
5
2
F
P
P
0
.

ω
町一
N
N

・

(
川
口
〉
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
人
格
権
に
つ
い
て
肯
定
的
立
場
を
と
っ
て
い
る

ょ
う
で
あ
る
、
が
、
実
際
に
は
、
そ
の
内
容
は
狭
い
も
の
で
あ
っ
た
。

エ
ル
ツ
パ
ツ
ハ
ー
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

る
。
「
物
の
利
用
、
氏
名
、
商
号
、
著
作
品
、
発
見
と
い
っ
た
低
次

の
利
益

E
Z向
g
三
5
R
Q
5円
の
た
め
に
、
不
作
為
の
訴
が
与

え
ら
れ
、
名
誉
、
信
用
、
身
体
的
不
可
侵
性
、
自
由
、
生
命
と
い
っ

た
最
も
価
値
の
多
い
利
益
己
F
2
2
2
0一一
ω
Z
O
E
2
に
認
め
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。
」

開

-HNZ口
r
q
-
P
P
0・
ω
一ωω
・
な
お
、
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
名
誉
、
信

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
法
益
で
あ
る
と
し
て
、
訴
を
認

め
て
い
な
い
。

(
叩

)
F
F
2
5
F
g自
F
U
E
C
R
2
V
Eロロ問
ω
r
r
m命
ゲ

2
ロロ
2
一E
Z
E

民
自
色
口
口
問
・
即
日
間
〉
・

ω
∞
・
レ
ツ
サ
l
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い

る
。
不
作
為
義
務
に
よ
り
、
被
害
者
の
不
穏
、
不
安
の
状
態
が
除
去

さ
れ
、
被
害
者
は
法
的
安
定
の
感
情
を
取
り
戻
す
こ
と
が
出
来
る
。

資

こ
の
不
安
な
状
態
は
、
単
な
る
不
法
行
為
の
事
実
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
加
害
者
の
威
嚇
的
な
容
態
か
ら
生

み
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
威
嚇
は
既
に
侵
害
そ
の
も

の
で
あ
る
。
こ
の
威
嚇
が
本
気

F
g忌円
r
r呂
で
行
な
わ
れ
れ
ば

訴
は
許
さ
れ
て
よ
い

3
・
二
一
号
)
。
威
嚇
、
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ

う
な
場
合
に
は
、
権
利
関
係
の
存
在
が
争
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら

確
認
の
訴
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
尚
更
不
作
為
の
訴
が
必
要
で

あ
る

(ω

一
室
)
。

(
引
)
な
お
、
ェ
ル
ツ
パ
ツ
ハ
!
の
見
解
に
対
し
て
は
、
原
則
と
し
て
妥

当
で
あ
る
と
-
評
価
し
な
が
ら
も
、
他
の
論
者
と
同
じ
よ
う
に
、
民
法

体
系
と
一
致
し
な
い
た
め
に
う
け
い
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
。

F
2月
刊
-

Pω
・0
.
ω
.
5印
民

(
辺
〕
冨
g
r
R舎
-
U
R
C
2
2
F
Eロロ
m
Eロ
ω司同ロ円
r
g
H
《凶作口同『目。一己窓口

剛
山

R
r
Rロ・

0
]
N
↓由口
ω
∞
全
白
『
戸
マ
ン
ハ
ル
ト
の
論
拠
を
説
明
し

て
お
こ
う
。
法
体
系
の
中
に
は
、
あ
る
一
般
的
な
法
原
理
が
そ
れ
自

体
前
以
っ
て
一
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
制
度
に
お
い

て
特
別
の
規
定
が
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
の

潜
在
的
原
則
を
法
典
及
び
裁
判
の
中
に
見
つ
け
出
す
こ
と
が
、
学
問

の
任
務
で
あ
る
。
将
来
の
妨
害
の
不
作
為
を
求
め
る
訴
が
許
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
従
来
は
っ
き
り
と
言
及
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
車
ら
ゆ
る
絶
対
権
に
と
っ

て
共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
請
求
権
は
、

実
践
及
び
立
法
の
中
で
形
成
さ
れ
た
一
つ
の
法
形
態
と
し
て
、
叉
、
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あ
ら
ゆ
る
絶
対
権
に
あ
て
は
ま
る
一
般
的
法
原
理
と
し
て
、
法
律
学

の
中
に
市
民
権
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
レ
。

(
お
)
そ
の
他
プ
ル
ト
、
明
乙
《
y
d
p
$
2
2
n
z
g
N
E
H
E
m
S
H
E
E
r
-

。Enr
cけ
ミ
・

ω・ω
吋

ω
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
不
作
為
の
訴
が

た
と
え
八
二
六
条
に
言
及
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
損
害
賠
償
の
訴
と

謹
ん
で
、
不
作
為
の
訴
も
、
違
法
な
侵
害
の
予
防
の
た
め
に
許
さ
れ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
は
権
利
侵
害
の
本
質
、
不
法
行
為
の
性

格
か
ら
生
ず
る
。
し
か
し
過
失
の
容
態
で
は
な
く
、
客
観
的
に
違
法

な
状
態
、
あ
る
い
は
違
法
の
継
続
、
侵
害
の
継
続
の
心
配
が
あ
れ
ば

よ
い
。
」
フ
ル
ト
は
、
不
法
行
為
即
権
利
侵
害
と
す
る
の
で
あ
ろ
う

ふ

μ

(
M
m
)

戸内山
ygω
ロ
P

ロ日

C
5
2
F
Eロロ四回司
2FnF門
戸
同
出
回
民
間
2
r
n
y
g

閉
山

2
Z
-
一u
o
m

レ
1
マ
ン
は
奥
田
「
ド
イ
ツ
民
法
の
請
求
権
概
念

に
つ
い
て
は
リ
」
論
叢
六
四
巻
六
号
三
九
頁
以
下
に
も
紹
介
さ
れ
て
い

る。

(
お
)
レ
l

マ
ン
は
、
給
付
と
し
て
の
不
作
為
義
務
を
E
ロ
ヨ
巴
需

戸ピぬ
EE門

5
悶
と
《
含
凶
佐
岱
E戸5何2円E口
ι舟巾戸『何

2
ロ『耳勾
gH=王丹己岳-z戸
口
§
『
な
も
の
と

σE伊

5口N
持邑σ己一Fロ
伶
戸
α2ω2叶ECEロ
閃
を
重
ね
合
わ
せ
た
に

す
ぎ
な
い
も
の
(
た
と
え
ば
道
路
の
習
慣
的
往
来
〉
と
に
分
け
る
。

]vω
円8凸
σ宮凶sqr宮口
唱
ピ
ロ
R
H
E
a
g
m
ω
r
g向
P
ω
・
ω
『
〔
は
、
不
作
為
の
形

態
に
は
、
そ
の
他

z
a
2
r
z
g仏
な
も
の
が
あ
り
、
ロ
2
2
1

5
8ユE
Eロ
聞
の
み
が
不
作
為
の
訴
の
対
象
に
な
る
と
レ
ぅ
。

い
わ
ゆ
る
八
二
三
条
一
項
と
二
項
の
区
別
を
き
し
て
い
る
。

(
お
)

(幻

)
F
E
-
p
p
c・
ω・印
0
0

も
同
旨
。
し
た
が
っ
て
、
時
代
の
社
会

的
実
践
的
要
求
に
応
じ
て
不
作
為
の
訴
が
必
要
と
感
じ
ら
れ
る
な
ら

ば
、
従
来
の
実
定
法
の
類
推
適
用
に
よ
り

H
E
E
L
S一H
R
E
が
保

護
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

(
お
)
理
論
的
に
は
、
そ
の
よ
う
に
い
え
る
と
し
て
も
、
当
面
現
実
に
と

ら
れ
た
処
置
は
、
立
法
に
よ
っ
て
ヶ
l
ス
毎
に
、
特
定
の
個
人
的
利

益
に
訴
の
保
護
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ω営
業
生
活
の

あ
る
場
合
に
、
保
護
さ
れ
る
地
位
の
法
律
的
性
格
に
つ
い
て
、
明
白

な
説
明
を
与
え
る
こ
と
な
し
に
、
不
作
為
の
訴
を
規
定
し
た
(
不
正

競
争
法
に
お
い
て
は
、
不
作
為
請
求
権
の
基
礎
は
、
企
業
に
お
け
る

ゲ
告
ぐ
正
E
Z
n
r
円
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
な
い
〉
。
こ
こ
で
は
、

「
独
立
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
営
業
」
を
既
得
権
活
C
E
2
1

4
2
r
g
g
河

2
E
と
考
え
れ
ば
、
理
由
づ
け
が
出
来
る
。

ω他

方
、
営
業
立
法
に
よ
り
、
新
し
い
排
他
権
を
つ
く
る
と
い
う
方
法
が

と
ら
れ
た
(
商
標
権
な
ど
)
。
こ
こ
で
は
、
保
護
さ
れ
た
独
占
権

ζ
8
0
司
D-znZ
の
法
的
性
格
の
必
然
な
結
果
と
し
て
、
不
作
為
請

求
権
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
た

3
・
-
N

↓)。

(
羽
)
レ

1
7
ン
は
、
人
格
の
一
般
的
権
利
丘
一
常
ヨ
2
5
ω
H
N
2
Z
ι
2

同

ν
2
5ロ
znrrEけ
と
個
々
の
人
格
権
回
口
去
三
合
主
円
。
円
宮
に
分
け
て
い

る
。
前
者
は
「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
人
格
句
司
自
ロ
の
享
受
、
及
び
人

格
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
の
享
受
、
す
な
わ
ち
、
生
命
、

身
体
、
自
由
、
名
誉
、
信
用
を
与
え
る
も
の
」
で
あ
り
、
今
日
の
い

わ
ゆ
る
一
般
的
人
格
権
よ
り
は
そ
の
範
囲
が
狭
い
。
後
者
は
、
人
格
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米ト

と
密
接
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
一
定
の
精
神
的
、
外
部
的
法
益
、
た

と
え
ば
、
名
前
、
商
号
、
及
び
著
作
品
、
音
楽
作
品
の
よ
う
な
精
神

的
創
造
物
で
あ
る

3
・
-
N
0
・)。

(
初
)
虫
色
・
〈
。
ロ
含
円

C
ロ門
R
F
Eロロ
m
m
r
z
m
p
g
m
r
g
oロ
ι刊号

HB

。
5
E
ι
2
5
2
2
Z
S
国
自
己
ロ
ロ
m
g
-
』
7
2】吋
0

・
ω
・
ω印
U・

(

引

出

)

司

F
L
-
m
w
p
O
ω
・
ω宝
町
・

(
幻
)
も
っ
と
も
、
プ
ラ
l
ト
自
身
は
人
格
権
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
あ

る
。
「
人
格
権
の
学
説
は
価
値
の
多
い
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
法
の
形
成
物
列
RZω
向。
r
E
O

は
未
だ
、
法
の
実
際
上
の
適
用
に
必
要
な
特
定
性
を
欠
い
て
い
る
」

と
い
う
0
2邑甲

ω
P
O
ω
ω
g
・

(
お
)
明
一

ω門「

ωω
・
0
ω
.
ω
吋

U
R
.

(MM
〉

ωと
5
悶

2
・
0
5
C口
百
円
宮
田
口
四
日
乞
ω向
。
ロ
mnr
《
目
白
河

2
r仲間宮
R
Y
i

ロロ問

L
g
m
E
n
y
a耳目円
Z
・
。
E
n
7
2
2
w
ω
M∞
ω
参
照
。
ザ
リ
ン

ガ
i
は
次
の
よ
う
な
留
保
は
し
て
い
る
。
民
法
は
一
般
的
な
予
防
請

求
権
島
常
5
2ロ
月
〉
『
耳
各
E
E胃
5
7
を
知
ら
な
い
。
個
別
的
に

規
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
同
種
類
の
権
利
札
E
n
y
I

R
C問。

m
R
r
z
(
た
と
え
ば
特
許
権
、
商
標
権
)
へ
の
類
推
適
用
は

排
斥
さ
れ
な
い

3
・
Mmプ)。

(お
)
ω
ω
]
5加
戸
。

ω・0
・
ω・
M
g
-

(お
)
ω
と
5
m
p
p
P
0・∞
-Nmu
・

(幻
)
ω
巳
5
問。『
-
p
p
C・
ω
・
町
田
町
『
・

(お〉

ω己
Emσ
ア

ω
L・
c・
ω
E
N
g
・

(ぬ〉

資

ザ
リ
ン
ガ
l
は
、
こ
の
混
乱
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
』
E
m
H
l

口
ω
m
2
2
2
Z
C
E
2
-
g
m
C口問
ωrumゅ
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益

の
限
界
づ
け
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、

不
作
為
の
訴
の
適
用
範
囲
は
、
理
論
的
に
は
完
全
に
、
不
法
行
為
か

ら
の
不
作
為
の
訴
(
岡
山
の
N

お
・
二
ち
と
一
致
す
る
に
い
た
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
債
務
法
的
な
不
作
為
の
訴
が
、
過
失

ω円E
E
1

5
0目
。
口
同
を
要
件
と
し
な
い

ρ
E巴
に
よ
っ
て
交
代
さ
せ
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
雪
印
巴
は
実
際
に
は
』

E
巴
内
庄
野
氏
自

Z

C
E
q
v
gロロ問
ωrzm命
で
は
な
い
か
の
問
題
が
生
じ
た
。
円
『

ωω-gmq-ω
・州
w・
c・∞
-
M吋O
『・

(
州
制
)
守
口
orωcrロ・

ω
P
0
・
ω・
二
ア

(
引
)
特
に
、
立
法
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、

H
L
F

ω・ω
0・
ω・
印
口
吋
戸
な
お
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
も
、
不
作
為
請
求
権
は
絶

対
権
か
ら
生
れ
る
と
し
て
、
各
種
の
権
利
を
個
別
的
に
検
討
し
て
い

る
。
』
R
o
r
g
y
p
p
P
0・
ω
玉
-
ぼ
・
名
誉
権
は
認
め
て
い
る
。

(必
)
F
S
H
r
E
n
y
-
-
〉
Z
N
一U
M
M
-
印
iミ
・
〉
丘
一
二
∞
-
B
U
R
-

(
刊
日
)
明
一
一
一
一
周
し
て
い
る
の
は
、

v
gロ
r
R含
・
回
2
0ロ門戸
2
2
ω
円
r三
島
問
宮

(
吉
田
の
P
3
2
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。

判
例
に
多
く
現
わ
れ
る
の
は
侮
辱
的
主
張
で
あ
る
。
こ
の
保
護
の
た

め
に
は
、
一
般
的
不
作
為
の
訴
を
確
立
す
る
こ
と
よ
り
も
、
被
悔
厚

者
が
、
絶
対
的
な
人
格
権
か
ら
の
請
求
権
を
持
つ
こ
と
(
レ
オ
ン
ハ

ル
ト
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
〉
、
あ
る
い
は
名
誉
乍
ら
の
絶
対
的
請
求

権
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
、
確
実
に
よ
り
正
し
い

3
・
E
M
-
-
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(
判
)
理
論
的
に
は
と
に
か
く
、
判
例
法
上
は
名
誉
な
ど
の
一
般
の
諸
法

益
に
不
作
為
の
訴
の
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
篠
定

さ
れ
た
判
例
法
(
法
の
形
成
)
と
し
て
前
提
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
ド
グ

マ
を
云
々
す
る
の
は
、
す
く
な
く
と
も
実
践
上
は
あ
ま
り
意
味
が
な

い
。
そ
れ
よ
り
も
、
権
利
、
あ
る
い
は
法
益
と
い
っ
た
諸
概
念
が
不

作
為
の
訴
に
と
っ
て
(
あ
る
い
は
、
訴
と
は
関
係
な
く
、
権
利
一
般

と
し
て
)
如
何
な
る
機
能
を
果
し
て
い
る
か
、
と
問
う
こ
と
こ
そ
肝

要
と
思
う
。

(
特
)
本
稿
件
川
参
照
。

(4) 

判
例
の
展
開
と
営
業
権
及
び
一
般
的
人
格
権

-
権
利
に
よ
っ
て
統
一
出
来
る
か
|

こ
こ
で
は
、
名
誉
及
び
信
用
段
損
の
主
張
に
対
す
る
保
護
(
現
実
に
不
作

為
の
訴
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
法
益
の
大
半
は
こ
れ
ら
が
占
め
て
い
る
)
を

と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
が
営
業
権
及
び
一
般
的
人
格
権
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係

差止の訴に関する研究序説

に
立
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
よ
う
。
営
業
権
は
、
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
た
権

利
で
あ
る
が
、
戦
後
、
そ
の
内
容
は
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
人
格
権
に

つ
い
て
は
、
周
知
の
如
く
、
連
邦
裁
判
所
の
判
例
が
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
最
近
の
判
例
も
、
名
誉
及
び
信
用
段
損
の
事
例
を
、
営
業
r件
及
び

一
般
的
人
格
権
侵
害
の
一
適
用
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。

そ
こ
で
、

一
般
的
不
作
為
の
訴
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
保
護
範

聞
の
鉱
大
と
明
確
化
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
一
応
は
推
察
さ

れ
う
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
法
的
性
質
の
内
容
が
今
日
尚
論
者
に

よ
っ
て
争
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
問
題
は
簡
単
で
は
な
い
。
そ

こ
で
、
一
般
に
、
法
益
と
権
利
と
の
関
係
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
不
作

為
の
訴
に
あ
ら
わ
れ
た
丙
者
の
関
連
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

-
判
例
の
展
開
と
そ
の
意
義

名
誉
)
及
び
信
用
(
経
済
的
名
声
)
鼓
損
の
主
張
は
、
決
し
て
不
動
の
内
容

を
持
ち
え
な
い
と
い
う
点
で
は
共
通
性
を
持
つ
が
、
両
者
共
事
実
の
主
張

3
5
n
r
g
g
Z己主
g
m
g
及
び
価
値
判
断
巧

EF】
『

E
F
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
の
実
定
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
態
様
か
ら
便
冗
的

に
、
更
に
こ
れ
を
分
け
れ
ば
、
①
不
真
実
あ
る
い
は
、
証
明
し
え
な
い
事
実

の
主
張
に
対
す
る
保
護
、
②
価
値
判
断
及
び
真
実
の
事
実
の
主
張
に
対
す
る

保
護
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
表
現
が
何
ら
か
の

(
2
)
 

特
別
の
理
由
に
よ
り
濫
用
と
思
わ
れ
る
場
合
に
の
み
違
法
}ζ

な
る
。
こ
れ
ら

の
主
張
に
対
し
て
は
、
早
く
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
定
法
を
根
拠
と
し
て

不
作
為
の
訴
の
保
護
が
判
例
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
レ
る
。
つ
ま
り
、
絶
対
権

以
外
の
法
益
へ
も
個
別
的
に
予
防
的
保
護
が
拡
大
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ

る
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キキ

さ
て
、
社
会
生
活
が
多
様
化
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
も
保

護
を
必
要
と
す
る
法
益
の
範
囲
及
び
保
護
の
態
様
が
拡
大
さ
れ
る
必
要
が
生

資

じ
て
き
た
。
こ
れ
は
営
業
権
の
内
容
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
(
間
接
侵
害
に
対

す
る
保
護
が
認
め
ら
れ
た
)
と
一
般
的
人
格
権
を
承
認
す
る
こ
と
と
に
よ
っ

て
達
成
さ
れ
て
い
る
。
不
作
為
の
訴
と
の
関
連
に
お
い
て
こ
の
傾
向
の
持
つ

諸
問
題
を
、
特
に
営
業
権
を
取
り
あ
げ
て
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

営
業
権
の
保
護
に
関
す
る
不
作
為
の
訴
に
つ
い
て
の
最
近
の
判
例
は
、
レ

く
つ
か
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
出
来
、
そ
こ
か
ら
法
適
用
に
お
け
る
諸
特
徴

を
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
法
な
附
商
品

〈

3

)

(

4

v

テ
ス
ト
刷
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
煽
動
川
保
護
法
規
違
反
の
警
告
に
対
す
る
不
作
為

の
保
護
な
ど
で
あ
る
。

こ
う
し
た
諸
判
例
の
中
で
、
営
業
権
の
拡
大
の
た
め
に
重
要
な
影
響
を
与

九
た
の
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
取
り
扱
っ
た
切
の
出
N
ω
-
N
3
今
回

2
・

5
・

N
m
)

の
判
決
で
あ
る
。

〔
事
実
〕
原
告
は
婦
人
雑
誌
「
C
」
を
発
行
し
て
い
る
。
被
告
は
週
刊
の

教
会
誌
の
出
版
者
で
あ
る
。
被
告
が
発
行
す
る
教
会
誌
の
付
録
の
中
に
、

「
C
」
は
反
良
俗
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
内
容
の
批
評
が
載
せ
ら
れ
て
い

た
。
原
告
は
、
こ
の
主
張
の
不
作
為
及
び
撤
回
の
請
求
並
び
に
損
害
賠
償
金

請
求
し
た
。
事
実
審
に
於
て
は
棄
却
さ
れ
た
が
、
連
邦
裁
判
所
は
破
棄
差
戻

し
た
。〔

理
由
〕
本
件
で
は
、
原
告
の
一
般
的
態
度
及
び
営
業
活
動
に
お
け
る
道

徳
的
評
価
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
吟
味
可
能
な
事
実
で
は
な
く
、

価
値
判
断
巧
q
E
1
2
F
で
あ
る
。
侮
辱
構
成
要
件
は
満
た
さ
な
い
と
し
て

も
、
営
業
を
行
な
う
企
業
の
諸
関
係
、
生
産
物
な
ど
の
評
価
を
下
げ
、
企
業

の
自
由
な
発
展
を
妨
害
す
る
よ
う
な
表
現
は
、
八
二
三
条
一
一
項
の
直
接
の
侵

害
と
な
り
う
る
。
従
来
は
、
企
業
の
存
立
回
g
g
E
に
対
す
る
直
接
の
侵

害
の
み
が
保
護
の
対
象
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
既
に
不
正
競
争
の

分
野
で
企
業
の
領
域

F
s
n
y
へ
の
直
接
の
侵
害
に
ま
で
保
護
が
拡
大
さ
れ

た
よ
う
に
、
営
業
権
も
又
、
個
々
の
現
象
形
態
開
門
円

Z
5
5由
民

2
E
g
(全

体
の
営
業
活
動
圏
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
)
に
お
い
て
、
直
接
の
妨
害
か
ら
保

護
さ
れ
る
。
営
業
妨
害
の
価
値
判
断
は
、
内
容
、
形
式
、
付
随
事
情
か
ら
判

断
し
て
正
当
利
益
の
保
護
の
た
め
に
客
観
的
に
必
要
な
場
合
に
の
み
違
法
性

が
な
く
な
る
。
利
益
較
量
の
原
則
の
限
界
内
で
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
に
こ
の

こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
他
人
の
法
益
へ
の
侵
害
に
よ
っ
て
の
み
正
当
利
設
を

保
護
し
う
る
者
は
、
最
も
小
さ
い
権
利
行
使
の
害
悪
【
凶
器

E
2
5
R
初
日
宮
ω
l

zz-最
も
ゆ
る
や
か
な
手
段
仏
日
住
吉

g号
件
。
冨
H
2
止
を
選
択
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
法
益
へ
の
侵
害
に
不
可
避
な
そ
の
重
さ
、
範
囲
に
つ
い
て
の

錯
誤
は
そ
れ
が
赦
し
号
る
も
の
で
あ
れ
ば
責
任

3
n
E
E
)
す
な
わ
ち
損
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害
賠
償
責
任
の
み
は
排
除
す
る
が
侵
害
の
客
観
的
な
違
法
性
を
排
除
し
な

い
(
こ
れ
は
、

不
作
為
請
求
権
が
認
め
ら
れ
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
筆

者)。本
件
は
次
の
諸
点
に
お
い
て
意
義
が
あ
る
。
川
八
二
六
条
(
良
俗
違
反
)

に
該
当
し
な
く
と
も
、

「
営
業
権
」
の
侵
害
と
い
う
こ
と
で
保
護
さ
れ
う
る

こ
と
が
あ
る
。
同
両
当
事
者
は
営
業
上
の
競
争
関
係
に
立
っ
て
い
る
必
要
は

な
い
。
川
営
業
は
販
売
関
係
と
い
っ
た
個
々
の
現
象
形
態
に
お
い
て
も
叉
保

護
さ
れ
る
(
前
記
商
品
テ
ス
ト
の
事
例
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
)
。
同
利
益
較

(
8〉

量
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
従
来
も
っ
ぱ
ら
八
二
六
条
の
良
俗
違
反
の
観

点
か
ら
の
み
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
ボ
イ
コ
ッ
ト
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、

良
俗
違
反
を
理
由
づ
け
る
特
別
の
事
情
が
加
わ
っ
た
も
の
の
み
が
違
法
と
さ

(
9
)
 

れ
た
。
し
か
し
戦
後
の
社
会
情
勢
の
激
し
い
変
化
に
よ
り
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
が

差止の訴に関する研究序説

多
様
な
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
違
法
性
判
断
の

た
め
に
は
、
良
俗
違
反
と
は
別
の
観
点
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
v

こ
う
し
た

背
景
の
下
に
前
記
の
判
決
が
出
た
わ
け
で
あ
る
。

ニ
ッ
パ

l
ダ
イ
に
よ
れ

ば
、
こ
の
変
遷
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。
社
会
的
に
相
当
な
行
為
で
な
い
か

ぎ
り
、
あ
る
い
は
加
害
者
に
正
当
化
事
由
が
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
、
原
則
と

し
て
企
業
へ
の
直
接
の
侵
害
そ
れ
自
体
が
違
法
と
な
り
、
個
々
に
良
俗
違
反

を
証
明
す
る
必
要
は
な
い
。
更
に
、
八
二
六
条
は
、
他
の
責
任
構
成
要
件
が

存
在
し
な
い
場
合
に
の
み
用
い
ら
れ
る
た
め
に

の
侵
害
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
条
項
の
適
用
は
八
二
三
条
の

営
業
権
に
後
退
す
る
w

こ
の
よ
う
に
、
判
例
の
変
更
に
よ
る
営
業
権
の
保
護

(
補
充
的
適
用
)
、

企
業
へ

の
拡
大
と
共
に
、
営
業
関
係
の
殆
ど
の
請
求
権
が
、
営
業
権
そ
の
も
の
に
よ

り
基
礎
づ
け
ら
れ
う
る
と
い
う
可
能
性
が
生
じ
る
に
い
た
句
協

一
般
的
人
格
権
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
こ
の
権
利
の
目
的

は
、
人
格
権
の
侵
害
に
慰
謝
料
を
認
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
思
出
N

日
目
・
印
日
(
一
∞
可
・
二
-
印
)
の
判
決
は
、
既
に
早
く
か
ら
こ
の
権
利
に
つ
い
て

も
不
作
為
請
求
権
が
成
立
し
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

「
人
格
権
侵
害
が
あ
れ
ば
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
失
効
し
て
も
、
民
法
二
四

二
条
八
信
義
誠
実
の
原
則
〉
の
範
囲
内
で
諸
事
情
を
考
慮
の
う
え
将
来
に
対

し
て
不
作
為
請
求
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

更
に
、
思
出
N
ω
0
・
ご
-
回
目
白

ω
・

-
6
の
判
決
は
氏
名
権
侵
害
を
、

切
の
民
N
ω
-
・
ω
O
∞(一
g
u
-
-
M
M
M
)

の
判
決
は
名
誉
侵
害
を
、
そ
れ
ぞ
れ

一
般
的
人
格
権
へ
の
侵
害
と
認
め
、

「
民
法
一
二
条
、
八
六
二
条
、
一

O
O四

条
を
準
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
格
権
へ
の
将
来
の
侵
害
に
対
す
る
予
防
を

請
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

そ
の
他
、
人
格
権
侵
害
に
対
す
る
救
済
と
し
て
は
、
特
別
の
検
討
を
要
す
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料

「
婚
姻
妨
害
の
不
作
為
を
求
め
る
訴
γ
が
あ
り
、
更
に
、

妨
害
除
去
請
求
権
の
類
推
げ
一
態
様
と
し
て
、
名
誉
侵
害
の
撤
回
三
官
ヨ
『

る
も
の
と
し
て
、

資

を
求
め
る
訴
が
類
型
化
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
要
約
し
て
お
こ
う
。

ω不
作
為
の
訴
の
事
例
は
い
く
つ
か
の
分
野
に
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ

の
事
実
は
、
そ
の
分
野
で
実
際
上
の
要
求
が
強
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る

と
共
に
、
不
作
為
の
訴
の
適
用
に
お
い
て
は
濫
用
の
弊
害
を
き
け
る
と
い
う

考
慮
、
が
働
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
判
不
作
為
の

訴
は
営
業
権
及
び
一
般
的
人
格
権
に
統
合
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
保
護
が
拡
大
さ
れ
、
且
つ
、
一
般
的
不
作
為
の
訴
の
体
系
上
の
説

明
が
容
易
に
な
っ
た
(
法
爺
が
権
利
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
り
〉
と
、
単
純

に
理
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
権
利
の
法
的
性
質

に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
営
業
権
を
中
心
に
こ
の
問
題
を

と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

H 

権
利
に
よ
っ
て
統
一
出
来
る
か
。

lイ1

営
業
権

営
業
に
関
す
る
諸
法
益
は
、
も
と
も
と
、
八
二
三
条

項
、
八
二
四
条
、
八
二
六
条
及
び
不
正
競
争
防
止
法
な
ど
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
て
い
た
が
、
や
が
て
保
護
法
違
反
の
警
告
の
事
例
を
契
機
と
し
て
営
業
権

《

凶

器

削

N
2
7
H
E
H
M
2口
問
。
円
片

Z
2
2
己
丘

E
ω
m
a
F
Z
E
の
命
者

2
g
r
z江
崎
山
『
が

承
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
当
初
は
企
業
の
存
立
∞

g
g
z
L
仏

2
F
E
S
へ

の
直
接
の
侵
害
に
対
し
て
し
か
保
護
が
子
え
ら
れ
な
か
っ
た
寸
宮
田

ω
-
M
g
の
判
決
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
は
前
記
の
通
り

で
あ
る
。
こ
の
方
向
は
一
般
前
人
格
権
の
発
展
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
し
て

単
純
に
賛
成
す
る
立
場
も
あ
る
が
、
そ
の
権
利
の
内
容
に
着
目
す
れ
ば
営
業

権
に
対
す
る
考
え
方
は
次
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ

ち、

ω営
業
権
を
変
質
し
た
絶
対
権
と
考
え
、
あ
く
ま
で
、
八
一
一
一
一
一
条
一
項

の
「
そ
の
他
の
権
利
」
の
枠
内
で
処
現
し
よ
う
と
す
る
説
、

ω権
利
の
問
題

と
一
応
切
り
離
し
て
、
新
し
く
一
般
条
項
を
定
立
し
て
保
護
を
与
え
よ
う
と

す
る
説
、
肋
伝
統
的
な
立
場
に
依
拠
し
て
、
原
則
と
し
て
営
業
権
を
否
定
す

る
説
な
ど
が
あ
る
。

ωの
立
場
と
し
て
ニ
ソ
パ

l
ダ
イ
の
考
え
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

ニ
ッ
パ

l

ダ
イ
に
よ
れ
ば
、
絶
対
権
の
闘
有
性
は
、
相
対
権
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
人
」
丘
q
B
E
E
に
対
し
て
効
果
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
正
当
防
衛
、
緊
急
避
難
、
同
意
が
存
在
し

な
い
場
合
に
は

一
般
的
に
問
自
白
色
、
す
な
わ
ち
考
え
ら
れ
う
る
あ
ら
ゆ

る
侵
害
行
為
に
対
し
て
包
括
的
に
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は

な
い
。
所
有
権
で
す
ら
内
容
的
に
制
限
の
あ
る
権
利
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
こ
と
は
、
当
然
に
人
格
権
、
営
業
権
に
あ
て
は
ま
る
w

こ
れ
ら
の
権
利
は
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そ
の
中
に
限
界
を
持
っ
て
い
る
。
不
確
定
な
法
律
概
念
を
用
い
る
こ
と
は
不

可
欠
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
八
二
三
条
一
項
の
権
利
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
社
会
的
相
当
性
の
理
論
が
あ
て
は
ま
り
、
営
業
の
自
由
。

2
司司宮内

5
宮
町

と
か
、
競
争

F
2
2
5問
2
2手
何
者
R
r
と
い
っ
た
利
益
の
較
量
が
大
切
で

あ
る
と
す
る
。
但
し
、
ニ
ツ
パ

1
ダ
イ
自
身
は
、
自
由
な
経
済
活
動
の
た
め

の
権
利
は
、
実
際
に
は
、
一
般
的
人
格
権
の
流
出
物
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。

ωの
立
場
は
レ
l
マ
ン
、
ラ
レ
ン
ッ
、
ケ
メ
ラ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
る
。
ま
ず
、
レ

1
7
ン
は
、
伝
統
的
な
権
利
概
念
に
依
拠
し
つ
つ
、
保
護

の
拡
大
を
図
ろ
う
と
す
る
。
レ

1
7
ン
に
よ
れ
ば
、
営
業
権
は
所
有
権
の
如

き
歴
史
的
絶
対
権
で
は
な
い
。
そ
の
侵
害
が
違
法
で
あ
る
か
ど
う
か
は
実
質

的
に
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
競
争
関
係
内
の
行
為
に
つ
い
て
は
、

既
に
価
値
尺
度
が
確
立
し
て
い
る
が
、
競
争
関
係
以
外
で
は
未
だ
そ
の
尺
度

は
確
立
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の
実
質
的
吟
味
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば

差止の訴に関する研究序説

な
ら
な
い
。
こ
の
分
野
を
完
全
に
保
護
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

八
二
三
条
一

項
か
ら
営
業
権
を
排
斥
し
、

一
般
条
項
を
立
法
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が

立
法
さ
れ
る
以
前
に
八
二
三
条
一
一
慌
の
枠
内
で
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
利

益
較
量
が
必
要
で
あ
る
v

と
こ
ろ
で
営
業
権
を
「
そ
の
他
の
権
利
」
と
等
置

さ
ぜ
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
侵
害
は
原
則
と
し
て
是
認
さ
れ
な
い
と
い
う
立

場
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
権
利
を
八
二
三
条

一
項
に
編
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
、
法
律
学
に
と
っ
て
例
外
的
な
正

当
化
事
由

l
営
業
権
へ
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
ー
を
詳
細
に
発
展
さ
せ
る
と

い
う
使
命
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
刑
法
一
九
三
条
の
正

当
化
事
由
、
民
法
八
二
六
条
な
ど
を
通
じ
て
発
展
し
て
き
た
原
則
が
採
用
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
法
的
安
定
性
の
面
か
ら
い
っ
て
も
、

あ
ら
ゆ
る
侵
害
の
違
法
性
を
、
容
易
に
確
認
さ
れ
る
事
実
に
代
っ
て
、
社
会

的
価
値
判
断
(
ニ
ツ
パ

l
ダ
イ
の
社
会
的
相
当
性
)
に
依
存
せ
し
め
る
こ
と

(
剖
)

は
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
疑
問
、
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
伝
統
的
な
権
利
侵
害
H
違
法
性
の
ド
グ
マ
は
、
権
利
の
対
象

が
明
確
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
ラ
レ
ン
ツ
は
こ
こ
に
注
目
し
、
こ
の

権
利
列
。
門
町
民
俗
自
の
命
者

q
Z
Z
5
0
5
の
承
認
に
よ
っ
て
何
が
保
護
さ
れ

る
べ
き
な
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
営
利

活
動
、
職
業
活
動
そ
れ
自
身
で
は
な
く
、
組
織
さ
れ
た
企
業
の
妨
げ
ら
れ
な

い
活
動
の
み
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
人
格
的
価
値
は
財
産
的
価

値
ほ
ど
前
面
に
は
出
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
は
人
格
権
で
は
な
く
、
企
業
に
関

す
る
所
有
権
類
似
の
権
利
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
原
則
と
し
て
企
業
の

活
動
を
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
排
他
的
効
力
を
持
つ
絶
対
権
を
導
き
出
す
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て

も
満
足
出
来
る
限
界
づ
け
が
成
功
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
権
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料

利
が
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
装
い
は
し
て
い
る
が
、
実
は
相
当
な
程
度
判

資

例
に
任
さ
れ
て
い
る
一
般
条
項
が
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

(
問
)

う
疑
い
が
残
る
、
と
ラ
レ
ン
ツ
は
説
く
。
そ
し
て
、

ラ
レ
ン
ツ
か
ら
は
、
こ

の
限
界
づ
け
の
難
か
し
さ
を
考
え
て
、
問
題
を
類
型
的
に
処
理
し
よ
う
と
す

る
態
度
が
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
を
推
し
進
め
て
い
る
の
が
ケ
メ

ラ
ー
で
あ
ろ
う
。

ケ
メ
ラ
1
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
営
業
権
は
確
固
と
し
た
慣
習
法

上
の
力
を
獲
得
し
た
が
、
真
正
の
絶
対
権
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ

に
は
、
士
支
又
配
権
の
積
極
的
な
核
心
を
形
成
す
る
割
当
内
容

NP巳毛5伶

悶腎巾
§y宮ω巳
-r同
が
欠
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
絶
対
権
の
創
造
で
は
な
く
、
一
般
条

項
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
補
充
性
の
原
則
が
あ
て
は
ま
る
。
一

般
条
項
が
満
た
さ
れ
る
た
め
に
は
、
あ
る
容
態
が
実
質
的
に
吟
味
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
出
ド
そ
れ
は
評
価
づ
け
の
問
題
で
あ
る
w

そ
れ
を
詳
細
に
具

体
化
す
る
た
め
に
は
、
新
し
い
容
態
規
範
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
そ
の
た
め
に
は
利
益
較
量
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
規
範
を
理
解
す
る
た

め
に
は
、
カ
ズ
イ
ス
チ
ッ
ク
に
事
例
を
分
類

E-開
門
戸
屯
司
め
す
る
の
が
よ
山
。

最
後
に
仰
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
絶
対
権
は
特
定
さ
れ
た
範
囲
及
び
射
程
距

離
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
界
づ
け
は
抽
象
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
利
益
較
量
の
原
則
は
絶
対
権
に
は
親
し
ま
な
い
。
名
誉
と
か
経
済
的

名
声
は
、
自
分
の
力
で
処
理
し
行
る
も
の
で
は
な
く
、
他
人
の
自
由
な
意
見

の
表
明
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
的
営
業
権
の
対
象
と

は
な
り
え
な
レ
。
企
業
の
具
体
的
目
的
、
す
な
わ
ち
生
産
あ
る
い
は
供
給
そ

の
も
の
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
の
み
絶
対
的
営
業
権
を
考
え
る
こ
と
が
出
来

る
。
そ
れ
は
十
分
に
特
定
さ
れ
う
る
。

こ
の
よ
う
に
、
営
業
に
関
す
る
諸
法
益
の
法
的
保
護
の
技
術
的
態
様
は
基

本
的
に
は
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
学
説
、
が
分
か
れ
て
い
る
の
は
、

営
業
に
つ
い
て
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
対
象
が
多
様
で
、
一
義
的
に
決
定
出
来

な
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
具

体
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
対
象
の
内
容
を
個
別
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
権
利
の
性
質
を
論
じ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
方
法
論
が
生
れ
る
。
そ
こ
で
今

少
し
こ
の
方
向
に
そ
っ
て
営
業
権
を
検
討
し
て
お
く
。

ま
ず
ブ

l
プ
マ
ン
の
考
え
を
と
り
あ
げ
る
。
フ
ー
プ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
企

業
は
そ
の
構
成
要
素
が
多
様
で
あ
り
、
統
一
的
な
法
対
象
と
み
な
す
こ
と
は

出
来
な

JT
従
っ
て
、
企
業
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
保
護
に
値
す
る
諸
利
益

に
つ
い
て
、
唯
一
の
統
一
的
な
権
利
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
の
構
成
要
素
は
著
作
権

C
H
Y
S
2
2
n
Z
の
そ
れ
に
応
じ
て
分
け
る
こ
と

が
出
来
る
。
ま
ず
、
個
々
の
所
有
権
、
債
権
等
の
諸
権
利
が
あ
る
。
つ
ぎ
に

そ
の
他
の
諸
利
益
と
し
て

ω営
業
活
動
の
た
め
の
人
格
的
利
益

L
E
F
T
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田
町
己
江
戸
『
昨

E『
悶
何
者
伶

Hr--円

r
F
S民間
口
口
町

ω精
神
的
財
産
の

2
8
m
m
E

(
幻
)

で
あ
る
と
こ
ろ
の
企
業
全
体
に
つ
い
て
の
利
益
、
が
考
え
ら
れ
る
。
フ
ー
プ

マ
ン
は
こ
の
前
提
に
立
っ
て
、
取
引
に
お
け
る
企
業
と
保
護
の
対
象
と
し
て

の
企
業
に
考
察
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
保
護
の
態
様
の
面
に
お
い
て

は
、
絶
対
的
な
企
業
権
を
考
え
る
余
地
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
と
こ
ろ

で
、
プ

l
プ
マ
ン
は
絶
対
権
に
、
法
的
安
定
性
の
効
果
を
期
待
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
従
来
企
業
に
関
す
る
法
益
の
保
護
は
、
不
正
競
争
法
一
条
や
、

民
法
八
二
六
条
の
一
般
条
項
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
良

俗
違
反
と
い
う
完
全
に
資
格
化
さ
れ
ず
、
叉
識
別
も
さ
れ
え
な
い
非
難
を
加

害
者
に
負
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
は
、
限
界
を
如
何
に
ひ
く
か

と
い
う
困
難
な
問
題
が
生
じ
、
裁
判
官
は
な
か
な
か
一
致
し
た
結
論
を
生
み

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
則
と
し
て
尊
敬
と
保
護
に
値
す
る
よ
う
な
諸
利

益
を
作
り
出
し
て
、
絶
対
権
を
承
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
れ

差止の訴に関する研究序説

ば
、
人
々
は
、
他
人
の
い
か
な
る
権
利
が
保
護
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と

が
出
来
、
叉
自
己
の
侵
害
が
優
勢
な
利
益
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
て
い
る
か
ど

自
制
》

う
か
を
慎
重
に
吟
味
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絶
対
権
は
十
分
に

限
界
づ
け
ら
れ
う
る
。
何
故
な
ら
、
人
間
に
と
っ
て
は
有
形
的
な
財
産
の
み

な
ら
ず
、
そ
う
し
た
も
の
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
精
神
的
内
容
も
又
認

識
出
来
る
か
ら
。
企
業
も
個
々
の
現
象
形
態
に
お
い
て
こ
の
認
識
可
能
性
を

持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
企
業
は
そ
の
総
て
の
現
象
形
態
に
お
い
て
八
二

三
条
一
項
の
「
そ
の
他
の
権
利
」
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
が
、

文
化
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
価
値
及
び
利
益
秩
序
の
枠
内
」
で
の
み
保
護
さ

「我
A

の

れ
る
。
叉
、
権
利
は
人
と
人
と
の
関
係
で
あ
り
自
ら
社
会
秩
序
に
よ
り
限
界

づ
け
ら
れ
て
お
り
、
完
全
な
無
制
限
な
保
護
を
享
受
す
る
権
利
は
あ
り
え
な

(
叫
〉

t
L
V
 

と
こ
ろ
で
、
企
業
を
権
成
す
る
諸
利
益
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
フ
l
プ
マ

γ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
企
業
に
と
っ
て
も
っ
と
も
本

質
的
な
も
の
は
、
先
の

ωω
の
利
益
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
絶
対

権
と
い
え
る
。
企
業
へ
の
侵
害
は
通
常
こ
の
両
者
を
共
に
侵
害
す
る
。
企
業

を
構
成
す
る
個
々
の
財
産
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
質
的
な
物
質
的
、
人
間
的

基
礎
が
侵
害
さ
れ
、
即
座
に
補
充
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
の
み
企
業
自

身
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

フ
ー
プ
マ

γ
は
こ
の
よ
う
に
、
企
業
の
構
成
要
素
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
権
利
の
内
容
と
そ
の
性
質
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
別
の
角av 

度
か
ら
い
え
ば
、
権
利
の
対
象
を
は
っ
き
り
と
決
定
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
方
法
を
論
理
的
に
徹
底
さ
せ
た
の
が
、
ボ
ル
フ
で
あ
る
。
ボ
ル
フ
に
よ

れ
ば
、
絶
対
権
は
あ
る
ひ
と
つ
の
対
象
物
を
持
っ
て
い
る
。
営
業
権
の
対
象

と
し
て
は
、
一
応
、

「
企
業

F
E
a
u」
及
び

「
企
業
所
有
者
の
営
業
活
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料

動
」
が
考
え
ら
れ
う
引
ド
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
種
々
の
対
象
物

資

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
総
体
の
伶
E
B任
主
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
存
在
物

2
ロ

ω
2
2仏
2
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
絶
対
的
な
企
業
権
と
い
う
も
の
は

あ
り
え
な
川
w

そ
こ
で
、
営
業
権
の
対
象
と
し
て
可
能
な
の
は
、
た
だ
決
定

の
自
由
の
た
め
の
人
格
権
何
E
R
r
E
Eロ
四
位

H
E
r
-同
の
み
で
あ
る
。
結
果

的
に
は
、
ポ
ル
ブ
は
、
前
記
仰
の
立
場
を
極
端
な
形
で
貫
い
た
、
と
い
え
よ

o
 

a叶ノ
(ロ)

一
般
的
人
格
権

基
本
的
に
は
、
営
業
権
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

積
極
的
に
一
般
的
人
格
権
を
支
持
す
る
学
者
は
、
こ
れ
を
包
括
的
な
も
の
と

し
て
理
解
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
利
益
を
詳
細
に
分
析
す
る
。
も
っ

と
も
、
こ
れ
と
は
異
な
り
、
内
容
が
不
明
確
な
諸
法
益
の
み
を
含
ん
だ
も
の

と
し
て
、
一
般
的
人
格
権
を
意
義
づ
け
よ
う
と
す
る
立
場
も
あ
る
w

そ
の
権

利
性
に
つ
い
て
は
、
内
容
が
不
明
確
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
営
業
権
に
つ
い

て
と
同
じ
よ
う
な
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
包
括
的
な

概
念
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。

閉
山

ま
と
め

以
上
の
べ
た
こ
と
は
次
の
よ
う
に
要
約
出
来
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
既
に
一

般
的
不
作
為
の
訴
が
判
例
上
肯
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
し

た
。
そ
れ
は
、
結
果
的
に
は
、
法
益
が
権
利
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
法
益
が
営
業
権
、
あ
る
い
は
一
般
的
人
格

権
と
い
か
な
る
関
係
に
立
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
諸

法
益
は
こ
れ
ら
の
権
利
に
統
一
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
但
し
、
単
純
に
、
包
括
的

な
機
能
を
果
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
社
会
の

進
展
に
つ
れ
保
護
を
必
要
と
す
る
利
益
は
増
加
し
て
お
り
、
且
つ
保
護
の
態

様
は
強
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
八
二
三
条
一
項

は
一
定
の
役
割
を
果
し
て
き
た
。

そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
権
利
は
、
次
の
よ
う
な
特
色
を
持
つ
。

ω単
純
な

概
念
で
あ
る
(
し
た
が
っ
て
問
題
が
一
義
的
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い〉。

ω対
象
が
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ωそ
の
範
囲
で
は
、
原
則
と

し
て
あ
ら
ゆ
る
侵
害
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
。

ω対
象
が
明
確
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
加
害
者
の
利
益
に
も
な
る
。
同
利
益
較
量
が
行
な
わ
れ
る
と
い

っ
て
も
無
制
限
に
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
あ
る
行
為
の
違
法

性
判
断
が
全
く
実
質
的
に
旦
つ
ケ
l
ス
毎
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
権
利
の
持
つ
機
能
を
完
全
に
失
な
わ
し
め
る
こ
と
に

な
る
。
似
体
系
的
に
は
、
法
益
を
権
利
と
し
て
構
成
す
れ
ば
不
作
為
請
求
権

の
理
由
づ
け
が
容
易
に
な
る
。
権
利
は
こ
う
し
た
特
色
を
持
っ
て
い
る
の

で
、
八
二
三
条
一
項
の
枠
内
で
の
み
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
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的

一
定
の
限
度
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
権
利
と
い
う
構
成
を
放
棄
し

て、

一
般
条
項
を
立
法
し
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
す
ぐ
れ
た
一
示
唆
で

も
あ
る
。

結
局
残
る
の
は
、
諸
法
益
を
い
か
な
る
形
で
保
護
す
る
の
が
最
適
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
保
護
を
必
要
と
す
る
対
象
が
明
白
で
あ
り
、
社
会
的
承

認
を
受
け
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
法
益
を
権
利
に
含
ま
せ
て
も
よ
い
。
そ
の
か

ぎ
り
で
、
権
利
は
多
く
の
法
益
を
包
含
し
う
る
。
但
し
、
法
益
は
単
独
で

も
、
前
記
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
か
ぎ
り
、
権
利
が
享
受
し
た
と
同
じ
よ

う
な
保
護
を
、
享
受
し
う
る
と
考
え
た
い
。
こ
れ
ら
の
法
益
の
主
た
る
役
割

は
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
利
益
較
量
の
際
に
、
特
に
重
視
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
強
い
保
護
を
必
要
と
す
る
法
益
が
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
れ
出
v

権
利
と
法
益
の
差
異
は
、
量
的
な

も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
範
囲
の
問
題
)
。
こ
れ
は
、
権
利

差止の訴に関する研究序説

の
一
つ
の
機
能
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
前
提
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
違
法
性
評
価
の

問
題
と
関
連
す
る
。
そ
こ
で
最
後
に
行
為
違
法
論
と
結
び
つ
け
て
、
不
作
為

の
訴
と
権
利
の
問
題
を
総
合
的
に
検
討
し
よ
う
。
そ
の
前
に
、

一
応
、
不
作

為
の
訴
に
関
す
る
戦
後
の
学
説
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
一
般
的
人
格
権
及
び

営
業
権
の
発
展
を
知
っ
て
お
り
(
こ
れ
ら
を
単
純
に
八
二
三
条
一
項
の
権
利

と
理
解
す
れ
ば
、
一

O
O四
条
と
の
関
連
づ
け
は
、
概
念
的
に
は
、
き
わ
め

て
容
易
に
説
明
出
来
る
)
且
つ
、
行
為
違
法
論
の
動
向
を
も
熟
知
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
学
者
は
、
不
作
為
の
訴
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
1
)

名
誉
は
個
別
人
格
権
時
代
に
お
い
て
も
、
八
二
六
条
違
反
(
良
俗

違
反
〉
の
場
合
に
保
護
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
「
不
作
為
」

の
保
護
は
既
に
列
。
N

一
s
-
g
(↓由主

-
0
.
3
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
て
い
る
。
斎
藤
「
人
格
権
法
の
発
展
に
関
す
る
一
考
察
」
論
叢

七
八
巻
五
号
七
六
頁
以
下
参
照
。

(
2
)
何

5
2
国
巳
-P
ロ
月

ω
n
r
三
N

仏
角
川
同
問

umwHmE
ロ
-F円
}
凶
作
口
何

r
B
戸
口
【
円

《
由
自
宅
肖
gnHMmwた
-Hnyoロ
河
口
問
E
H
B
H
ν

ロ〈
mw可
R
E
-
-
U印
吋

w
ω
-
N
∞ロ・

①
に
つ
い
て
は
刑
法
一
八
六
条
の
悪
評

F
F
Z
R
Z
aぺ
民
法
八

二
四
条
を
根
拠
と
す
る
信
用
鼓
損
の
主
張
が
あ
る
。
問
。
N

二印・

3

C
U
N
白・一
M-
一
四
)
・
問
。
N
-
N
A
-
N
印ω
(
一U
M
U
・印・

5
〉
・
仰
の
N

m
D
ふ
(
一
回
O

印・

-
-
m
)
。
②
と
し
て
は
刑
法
一
八
五
条
に
よ
る
侮
辱

穴

S
ロ
宮
口
問
、
民
法
八
二
六
条
に
よ
る
暴
露

E
O
P
E
-
E聞
と
か
名

誉
毅
損
国
司
急
措
ロ
ロ
ロ
聞
と
か
が
類
型
化
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
列
。
N

二印・

A
-
m
(
一回虫・

-
-
-
3。
尚
脱
稿
後
出
色
。
の
新
版
三
回
目
白
N

〉
口
出
・
〉
に
接
し
た
。
そ
こ
で
は
、
人
格
、
名
誉
、
経
済
的
名
声
に

つ
い
て
は
、
真
実
性
及
び
利
益
較
量
の
二
つ
が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
純
粋
の
価
値
判
断
巧
司
Z
ユ
色
町
は
原
則
と
し

て
適
法
と
さ
れ
る
。
基
本
的
に
は
旧
版
と
変
っ
て
い
な
い
の
で
、
殺
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料

述
の
構
成
上
、
こ
こ
で
は
旧
版
を
引
用
す
る
。

以
上
の
諸
利
益
に
つ
い
て
の
不
作
為
の
訴
の
「
現
実
の
適
用
問
題
」

に
つ
い
て
は
新
版
三
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
3
)

日
本
で
は
最
近
、
各
種
の
商
品
テ
ス
ト
の
事
例
が
新
聞
紙
上
を
賑

わ
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
一
歩
進
ん
で
、
違
法
な
商
品
テ
ス
ト

に
対
す
る
生
産
者
か
ら
の
不
作
為
請
求
権
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。

。E
ω
E仲間
2
3
2
ア

ω0.zt司
昌
宏

.
ω
.
舎
0
5
2
r

-U2・吋
-Mω-Z』
ヨ

-uE-ω
・

5
2
は
自
動
車
テ
ス
ト
の
事
例
o

o
E
U
ω
Z
3官
1
5
8・
二

-Mω
・』

N
石
町
ア

ω・
ω∞
0・
は
秤
の
品

質
改
良
に
つ
い
て
の
批
評
の
事
例
。
商
品
テ
ス
ト
の
法
律
的
観
点
に

つ
い
て
は

E
F
L
4
5
3氏
自
己

5
0
3等
5
8母

5
3
1

吋

2
2
5
L
P
の
河
口

N
g
H
Z耳
N
C
E
B
m
E
F
Z』
者
一
回
目

N・
ω・

一
コ
コ
〔
ヘ
レ
に
よ
れ
ば
、
不
作
為
請
求
権
の
根
拠
は
次
の
よ
う
に

な
る
。
不
真
実
な
事
実
の
主
張
に
お
い
て
は
、
八
二
四
条
が
適
用
さ

れ
、
価
値
判
断
及
び
事
実
の
主
張
(
事
実
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
そ

の
真
実
あ
る
い
は
不
真
実
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
し
に
〉
が
と
り
あ

げ
ら
れ
て
い
れ
ば
、
八
二
三
条
の
営
業
権
の
侵
害
と
な
る
。
良
俗
違

反
の
要
件
を
満
た
せ
ば
八
二
六
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
て
理
論
的
に
は
、
従
来
通
り
、
不
法
行
為
法
の
各
規
定
が
満
た

さ
れ
れ
ば
、
不
作
為
請
求
権
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

絶
対
権
と
し
て
の
営
業
権
に
よ
り
、
そ
の
保
護
が
鉱
大
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
。
な
お
、
特
殊
な
問
題
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
回
生

Rr-

N
R
F
o
r
-
2
5
r
雪
巧
R
3
5
3
r
r
g
g
t弓
3
5
ω

同

資

Z』
巧

-U2・
ω-U∞
由
民
・
こ
の
論
文
へ
の
反
論
と
し
て
、

ω
n
z
z

〈
均
四
一
丘
町
甲
岡
市
昆
司
者
向
。
ロ

E
同
ロ
ロ
ι
m
R
Z
ω
5
2ロ
m
a
n
Z
2
3

E
ロ
L
E
ω
m
s
z
g
p苦
手
Z
E
P
石
毛
呂
田
ω・
ω-
一∞

O
二四.

叉
、
ヘ
レ
の
新
版
一
一
一
七
頁
以
下
参
照
。

(
4
)
商
標
権
な
ど
の
保
護
法
が
違
法
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
警
告
す
る

こ
と
に
よ
り
正
当
な
権
利
者
に
不
測
の
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
種
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
不
作
為
の
訴
が
許
さ

れ
て
い
る
。
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
貝
い
V

一回

N
玄

-
N
g
C
U
E
-吋・

5
)。
こ
の
訴
は
、
営
業
権
へ
の
過
失
に
よ
る
侵
害
を
理
由
と
し
て

提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
法
適
用
の
直
接
の
根
拠
を

示
し
て
は
い
な
い
が
(
八
二
三
了
八
二
六
、
一

O
O四
条
を
列
挙
す

る
の
み
)
、
こ
れ
は
企
業
の
存
立

Fω
宮
ロ
品
に
対
す
る
侵
害
、
す
な

わ
ち
営
業
権
へ
の
直
接
の
侵
害
の
事
例
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

思国
N
M∞
-NOω(]由印∞・

5
・
3
は
、
保
護
法
違
反
の
警
告
に

基
づ
く
不
作
為
の
訴
が
両
当
事
者
か
ら
提
起
さ
れ
請
求
が
交
錯
し
た

特
殊
な
事
例
で
あ
る
。

(

5

)

今
日
で
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
単
に
労
働
運
動
の
手
段
と
し
て
で
は

な
く
、
営
業
上
、
政
治
上
、
宗
教
上
の
諸
白
的
達
成
の
た
め
の
有
効

な
手
段
と
な
っ
て
い
る
。

0
2
?
F
F
a日
y
H
J
r同
・
〈
.
の
白
Hug-

d
ぐ

g
r
d
Z同
Z
B
E
-
-
u
E
ω
・

-UMR
は、

F
N
E
2
回
ロ
ユ
02

と

巧

E
H
E
r
-
5
2
F再
02
と
に
分
け
て
い
る
。

(
6
)
 

(
7〉

問。N
一ON-NMω
〈一UN--m-N〉

列。N
G∞・

ω吋吋

(-uω
∞
二
-
一
回
)
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差止の訴に関する研究序説

(
B
)
真
実
の
事
実
の
主
張
及
び
流
布
が
利
益
較
量
の
原
則
に
よ
り
違
法

に
さ
れ
た
例
と
し
て
思
出
N

∞
・
玄

N
2
5・二・
80
但
し
本

件
は
損
害
賠
償
請
求
事
件
で
あ
る
。
そ
の
後
の
営
業
権
の
判
例
に
よ

る
展
開
に
つ
い
て
は
、
白
色
-
F
O
R
ω
n
r口同
N円

円

O
H
F
H田町出
EnV}37

-
u
g
u
N
〉
E
2・
ω・
町
三
・
尚
本
文
で
紹
介
し
た
判
例
が
述
べ
る
ル
ー

ル
に
対
し
て
出
色
。
は
疑
問
を
持
っ
て
い
る

3
・
四
∞
と
。

(
9
)
Z
H署内円
L
q
-
∞
a
r
C
2
E
E
r
a
o
沼
旦
ロ
ロ
ロ
開
E
C由。門戸ロ
me

ロ
〈
切
二
u
g
・
ω'
念
日
・
代
表
的
な
判
例
と
し
て
"
の
N
ζ
0
・
kpNω

ハ一∞ωω
・出
-
M
-
〉

(問〉

F--0・
F
ユ0
3
5
ι
Z
3
5開
ωEs--gt司
-uFω
・
手
記
・

(日〉

Z
G旬。
E
q
w
p
P
0・
ω・
品
品
目
・
同
一
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
も

表
現
出
来
る
。
営
業
権
へ
の
侵
害
は
せ
い
ぜ
い
正
当
利
益
の
保
護
に

よ
っ
て
違
法
性
が
排
除
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
判
断
は
利
益
較

量
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
が
、
八
二
六
条
に
お
い
て
は
、
良
俗
違
反
の

非
難
に
よ
り
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
目
的
の
た
め
に
行
な
わ
れ
、
営

業
権
に
お
い
て
は
、
違
法
性
を
排
除
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る

3
・

ム印
O

C
。
但
し
、
切
の
E
N
ω
∞
-
N
O
Q
(
-
S
N
・
-
ア
己
の
判
決
は

損
害
賠
償
事
件
で
あ
る
が
、
営
業
権
へ
の
侵
害
を
理
由
と
す
る
責
任

は
二
次
的
性
格

E
一g包
含
足
。

z
s
E
2
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
と

す
る
。

(ロ)
そ
の
他
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
事
例
で
不
作
為
請
求
が
認
め
ら
れ
た
も
の

と
し
て
、
。
Hlc
国防
g
E
a
s
m
N
・
N・日印唱

Z
』巧
mN・
ω
・
2
7

0
Fの
り
医
師
伶
5
0民
一
∞
印
ω・
ω・
ω・
窓
口
何
回
・

ω・
ω
8・

(
日
)
営
業
権
が
全
く
承
認
さ
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は
判
例
に
よ
る
範
囲

に
お
い
て
し
か
承
認
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
一
般
的
人
格
権
が
そ
の

経
済
的
側
面
に
お
い
て
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
対
す
る
保
護
と
な
り
う
る
と

い
う
見
方
も
あ
る
o
F
o
F
Eロ
p
ζ
口
問
印
N・
ω-NU吋
参
照
。
な

お
、
ヘ
レ
は
、
営
業
権
に
よ
る
包
括
的
な
保
護
を
一
応
は
肯
定
し
て

い
る
が
、
そ
れ
が
必
子
し
も
当
該
利
益
の
保
護
の
拡
大
に
は
役
立
た

な
い
と
い
う
。
出
色
Z
・
0
2
ω
h
y百件
N
L
R
F
H
ω
出口
Z
n
r
F
E
-
-
u
g
-

M
K
F一己

P
ω
・呂町向・

(
川
内
〉
一
般
的
人
格
権
に
対
す
る
最
近
の
判
例
は
、

(
U
2
5
5
2
F

ロ
2
H》
ロ
ぐ
呉
HRVHZnr。旬。門的出回
-FnrwmwHZRYEN
口
o
n
r
u
g同mnr自
己

m
R
F
F
F
m耳
目
肖
・
『
-
p
t
N
Sロ
呂
志
巳
・

ω・
町
民
参
照
。

(

江

川

〉

関

一

G
号
。
ア
〉
=
間
四
日

E
D
E
F
E
E
-
F
n
r
r
E
E
H
R
r
E【
山
口
ロ
5
7

F
8
5何回同
R
Z
W
Z』巧
-um印
ω
・
5ω
二
円
参
照
。
こ
こ
で
は
不
法

行
為
の
諸
規
定
か
ら
で
は
な
く
、
絶
対
権
と
し
て
の
一
般
的
人
務
権

か
ら
の
不
作
為
請
求
権
を
認
め
て
い
る
。
但
し
判
例
の
発
展
に
よ
り

限
界
づ
け
が
慎
重
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
留
保
も
し

て
い
る
。

ハ
日
〉
一
般
的
不
作
為
の
訴
の
要
件
と
し
て
は
、
通
常
、
侵
害
の
客
観
的

違
法
性
、
侵
害
が
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
、
繰
り
返
し
の
危
険
な
ど

が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な

い
。
具
体
的
妥
当
性
を
も
た
せ
る
た
め
に
、
新
し
い
要
件
を
追
加
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
げ
〉
こ
の
問
題
は
、
比
較
法
上
あ
る
い
は
歴
史
的
に
も
興
味
の
あ
る
素
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料

材
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
主
と
し
て
、
婚
姻
関
係
上
の
義
務
は
相

手
方
に
強
制
執
行
出
来
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
不
作
為
の
訴
が
成

立
し
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
共
同
生
活
へ
の
妨
害
の
み
が

争
い
の
焦
点
と
な
り
、
住
居
の
平
穏
と
か
、
家
政

E
5
5
Z
R
E
P
R

F
O
Z
E
Eロ
ヨ
が
争
わ
れ
て
い
な
い
事
件
で
は
、
判
例
学
説
共
こ
れ

を
拒
否
し
て
き
た
。
切
の
出
N
m
・
8
丈
一
回
印
M-
白

-Nm〉
U

切の
E
3
8
・

二
-
M
(明
ω
g
M
N
N
3
8
・
印
口
〉
は
こ
の
基
本
的
態
度
に
立
ち
な
、
が
ら

僅
か
な
前
進
を
示
し
て
い
る
。
後
者
で
は
、
家
政
を
奪
っ
た
家
政
婦

に
対
す
る
妻
か
ら
の
不
作
為
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
下
級
審

で
は
、
学
説
の
影
響
を
う
け
て
、
広
く
不
作
為
請
求
権
を
承
認
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

C
Fの
の
色
町
一
由
主
・
品
・
∞
・
司
自
民
N

Z
宝

ω・
8
0
・
文
献
に
つ
い
て
は
司
谷
口
2
5・
N日
U
C問
g
m
H
F
r
ι
g

b
g
m
c
m
g
m。
nys--
〉
円
】
二
四
0・
ω-M吋
印
民
・
参
照
。
ち
な
み
に
、

こ
の
問
題
は
、
中
世
後
期
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
そ
の
起
源
を
も
っ
て
お

り
、
叉
現
代
で
も
フ
ラ
ン
ス
法
が
最
も
顕
著
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

回
G
O
Y
S
F
巴
5
5
2口問凹
r
g
m
p
F
g
m
N
一回目印

w
ω
-
Z『
・
参
照
。

(
刊
ゆ
)
不
作
為
誇
求
権
と
同
様
官
官
5aω
ぎ
ロ
回

n
Z

凶
作
曲

E
C口問日
r
g問。

(
準
妨
害
排
除
請
求
権
)
も
古
く
か
ら
判
例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い

る
。
一
般
的
人
格
権
侵
害
と
し
て
は
、
思
E
N
M吋
-
M∞
士
一
∞
印
∞
・

印・

N
O
)
。
こ
こ
で
は
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
秘
密
録
音
に
対
し
て
、

人
格
権
侵
害
を
理
由
と
す
る
テ
l
プ
の
抹
消
請
求
が
容
認
さ
れ
て
い

る
。
保
護
法
益
の
簡
で
は
両
請
求
権
に
は
差
異
が
な
い
。
し
か
し
、

撤
回
は
場
合
に
よ
っ
て
は
法
的
強
制
を
伴
う
か
ら
、
主
張
の
真
実
性

資

に
つ
い
て
の
立
証
責
任
は
原
告
側
に
あ
り
、
こ
の
点
で
は
不
作
為
の

訴
と
異
な
る
と
さ
れ
る
貝
U
出
N
匂
・
お
吋

(-umM-
∞
・
印
)
。
同
主

旨
の
も
の
と
し
て
、
因
。
出

E
E
・回
-
N
O
(
Z
』巧

-U2
・
ω・
3
8
)

「一

O
O四
条
に
よ
り
名
誉
侵
害
の
救
済
は
可
能
で
あ
る
が
、
批
判

的
表
現
の
取
り
下
げ
は
要
求
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
(
民
訴
八
八
八

条
と
の
関
連
)
。
あ
る
評
価
が
一
面
的
で
あ
り
、
あ
る
い
は
根
拠
が

な
く
、
こ
の
評
価
を
維
持
す
る
こ
と
は
当
該
者
に
と
っ
て
違
法
な
加

害
を
示
す
よ
う
な
と
き
で
す
ら
、
そ
の
評
価
の
撤
回
は
要
求
し
え
な

い
。
当
該
者
は
不
作
為
あ
る
い
は
損
害
賠
償
を
主
張
す
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
、
妨
害
排
除
請
求
権
の
拒
絶
に
よ
り
保
護
が
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
」
。
こ
の
よ
う
に
、
撤
回
に
お
い
て
は
、
そ
の
執

行
の
段
階
で
、
当
事
者
の
意
思
に
反
す
る
法
的
強
制
を
伴
う
可
能
性

が
あ
る
た
め
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
被
害
者
に
対
し

て
の
み
な
さ
れ
た
主
張
に
つ
い
て
は
撤
回
を
請
求
出
来
な
い
切
の
国
N

-
0
・
一
ロ
ム
(
一
回
目
ω
-
m
-

コ
)
。
両
請
求
権
は
、
原
則
と
し
て
並
立
し

う
る

H
N
O
N
-
ぉ
・
二
品
(
一
∞
8
・
自
・
印
)
。

(ω〉

H
W
5
2
3
2
ω
l
H
h
r
g
g
p
ω
門
町
三
骨
R
E
-
-
u
g
-
∞
-o
二

参

照。

(
却
)
コ

l
イ
ン
グ
は
人
格
権
と
関
連
さ
せ
て
い
な
い
。
コ

l
イ
ン
グ
は
、

名
誉
侵
害
に
つ
い
て
は
、
ア
ク
チ
オ
法
〉
2
5
5
R
R
T
の
領
域
に

於
て
創
造
的
判
例
が
生
じ
た
、
と
い
う
。

h
o
F
a
-
肘巴}

民口《
ι凶

H句ν円口m巾虫川ばmω凶出m『命虫《円川
}y戸丹ア
w-um0・
ω・吋・

問。N
印∞

.MA.(-uoA・
N

.

N

d
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(包

)
F
m
gロ
ι
へ
の
直
接
の
侵
害
と
い
う
条
件
を
広
三
解
釈
す
る
こ
と

に
よ
り
、
保
護
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
冨
口
問
石
印
ド

ω
M
S
戸
の
判
決
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
侵
害
が
単
に
、
他
人
の

営
業
の
利
得
に
対
し
て
不
利
益
な
効
果
を
も
た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
場

合
は
、
未
だ
営
業
権
に
対
す
る
侵
害
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
本

件
に
は
切
g
g
E
に
対
す
る
直
接
の
侵
害
が
あ
る
。
物
理
的
強
制

で
な
く
て
も
心
理
的
な
影
響
で
も
よ
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(お〉

E
2
5
w
】

N
右
足
"
ω
-
N
N
U・

(
剖
)
何
ロ
ロ
丹
2
2
ω
l
Z
G同括払

a-
〉
口
問
。
自
作
5
2
叶
巴
ご

U印デ

ω・
お
ω
『・

(
お
)
何
ロ
ロ
円
門
司
E
i
Z官官。

a
q咽

P
P
0・
ω・
お
∞
・

(
お
)
何
ロ
ロ
耳
円
2
5
1
Z
H司
阿
国
三

muご

ω・
ω

0・
ω・
∞
日
・

(
幻
〉
こ
の
こ
と
は
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
態
様
、
し
た
が
っ
て
違
法
性
の

基
準
が
明
確
な
こ
と
を
意
味
す
る
。

(お
)
F
m
r
s
g
=
"
窓
口
問
一
回
印
ド

ω
-
M
U吋同・

(
刊
日

)
M
W
5
2
2
2
ω
l
Z
7
5
g
p
ω
口
E
5
3
n
r・
-
U
8・
ω・
宏
之
・
詳
細

な
正
当
化
事
由
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
下
の
理
由
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
判
例
が
侵
害
を
是
認
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
正

確
な
実
質
的
吟
味
を
怠
り
、
正
当
化
事
由
を
も
十
分
に
吟
味
す
る
こ

と
な
し
に
、
事
実
上
の
侵
害
の
違
法
性
を
形
式
的
に
確
認
す
る
だ

け
で
広
汎
な
一
般
的
権
利
保
護
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
規
範
詐
取

z
a
g
g耳切
n
z
a
n
r
E聞
を
招
く
と
さ
れ
る
。

F
E
g
p
ω
n
r己仏
Hon-戸同国
w
一回目∞
-
U
〉丘一
-wω
・
ANm
同・

(U25HHMぬ
円
。
ァ
明
ゆ
え
ω円
『
・
』
H
，同

-
m
w
-
P
0・
ω・∞
U・

31 30 
、ーノ ¥ーノ

(
位

)
(
U
2
S
E
R
a・
m
-
m・
o・
ω
・
呂
町
・

(
お
)
の
倍
。
g
g将
司
u
p

州

W

・
O
-
ω
-
u
u
・

(

山

門

)

向

日

B
B耳
司
-
P
P
0・
ω
-
S
た
と
え
ば
、
保
護
法
違
反
の
警

告
、
名
誉
を
致
損
す
る
よ
う
な
価
値
判
断
、
不
必
要
な
形
式
に
よ
っ

て
流
布
さ
れ
た
真
実
の
主
張
、
経
済
及
び
意
見
闘
争
の
た
め
の
ボ
イ

コ
ッ
ト
、
違
法
な
ス
ト
ラ
イ
キ
、
不
正
競
争
法
に
よ
っ
て
作
り
出
さ

れ
た
保
護
規
範
な
ど
。

(
お
)
出
。
一
-
0

・
ωω

。
-LU印吋・

ω-aH同
・
法
の
適
用
、
が
営
業
権
に
基
づ

く
か
、
八
二
六
条
に
依
る
か
は
、
重
要
な
実
際
的
意
味
を
有
す
る
。

前
者
に
よ
れ
ば
、
正
当
利
諮
の
保
護
の
立
証
責
任
は
被
告
が
負
い
、
後

者
で
は
原
告
が
負
う
。
名
誉
及
び
経
済
的
名
声
を
営
業
権
に
関
連
さ

せ
れ
ば
、
表
現
の
自
由
の
重
大
な
制
限
に
な
る

3
・
宝
)
。
こ
こ
で

は
、
営
業
権
に
対
す
る
考
え
方
の
一
つ
と
し
て
、
へ
レ
の
旧
説
を
そ

の
ま
ま
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
脱
稿
後
接
し
た
新
版
で
は
、
営
業

権

U
E
剛
山

R
Z
ω
B
C
E
2
5
r
s
g
に
一
定
の
包
括
的
な
役
割

〉口町『山口町
ω冨
号

E
S
E
を
認
め
て
は
い
る
が
、
こ
の
権
利
そ
の
も
の

に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
消
極
的
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
理
由
と
し

て
、
組
織
さ
れ
た
営
業
体
。
5
m
g
n
E耳
己
昆
吉
田
四
怠
宮
内
円
。
?

君
。
『
『
与
え
ロ
与
を
持
た
な
い
も
の
(
自
由
業
者
、
医
者
等
)
や
そ
の

他
の
市
民
と
の
均
衡
が
失
せ
ら
れ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
か

ら
、
人
格
権
に
よ
る
保
護
を
主
張
し
て
い
る
。
図
。
=
P
U
2
W
E
R

ι
2

】

UOHmんい口一戸口
y
r
a同一回目白

N
〉ロコ・

ω・〕
1
0

・
吋
∞
-

Z
E
r
g
g
p
U
S
M
N
R宮内凶
B
C
Z
R
5
F
E
E
-
N同
列
二
〕
1

・

(
お
)
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料

ω・
印
プ

(
釘
)
出
口
r
B
Eロ
-
P
P
0・
ω
-
a
l
g
-

(
お
)
出
CH】
gmwロロ
e
p
p
C
ω
・
3
・

(
臼
)
回
忌
自
由
ロ
ロ
・

ω
-
P
0・
ω・
ゴ
戸
こ
こ
で
い
う
絶
対
的
営
業
権
と

い
う
の
は
、
唯
一
の
統
一
的
な
権
利
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
保
護

さ
れ
る
べ
き
諸
法
益
の
外
延
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
(
筆
者
)
。

〈
川
刊
)
民
ロ
r
s
g
p
p
ω
・
0
ω
-
g
R・
賃
貸
さ
れ
た
企
業
に
お
い
て

は
、
賃
貸
人
は
仰
の
権
利
回
B
E
R
3鳥
否
問
『
R
Z
の
所
有
者
と

し
て
、
賃
借
入
は

ωの
HM2mfrnvroF
耳
2
Z
を
理
由
と
し
て
そ

れ
ぞ
れ
不
作
為
及
び
損
害
賠
償
を
請
求
出
来
る
。

(MU
も
っ
と
も
、
フ
1

プ
マ
ン
が
考
え
て
い
る
絶
対
的
営
業
権
は
、
抽

象
的
な
保
護
の
外
延
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
明
確
な
「
対
象
」
を

も
っ
た
「
権
利
」
で
は
な
い
〈
註
三
九
参
照
)
。
フ
l
プ
マ
ン
に
よ

れ
ば
、
権
利
を
承
認
す
る
た
め
に
は
、
法
的
対
象
、
す
な
わ
ち
目
的

物

Oσ
守
安
が
存
在
す
る
必
要
は
な
い
。
権
利
は
人
と
人
と
の
関
係

で
あ
り
、
あ
る
人
に
他
人
に
対
す
る
正
当
利
益
の
保
護
と
貫
徹
の
可

能
性
を
与
え
る

3

2
と
。

(
円
引

)HWBω
円
当
D
R
b
g
F
n
Z
ω
B
3
m
g
n
r
E自
己
ロ

EEω
開

a
E
g

0
2
q
q
r
o
r
2
2ぬ
}y
司
2同

ωny吋
・
『
・
司
】
号
N
4
0口
出
弓
宮
ア

ω・町田印同町・

判
例
に
よ
れ
ば
営
業
権
の
対
象
と
し
て
は
、
「
企
業
の
存
立
」
「
企
業

の
具
体
的
な
現
象
形
態
」
「
企
業
の
放
射
」
「
企
業
あ
る
い
は
企
業
家

の
活
動
圏
」
「
経
済
的
利
得
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ポ
ル
プ

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
中
で
言
語
上
及
び
論
理
上
、
営
業
権
の
対
象

資

と
し
て
一
応
耐
え
う
る
の
は
本
文
の
二
つ
の
み
で
あ
る
。

(
将
)
巧
o
-
F
P
P
0
・ω
-
m
ヨロ・

(
川
刊
〉
巧
口
一
戸

0・
P
0
.
ω
.
m
g
.
尚
へ
レ
も
同
旨
。
白
色
。
・

0
2
ω
岳
E
N

L2HVOH白
血
ロ

rnFro-f
呂
田
U

N

〉
己
戸

ω・
吋
∞
・

(
日
出
)
特
に
、
プ
l
プ
マ
ン
、
エ
ツ
パ

1
ダ
イ
。
五
十
嵐
・
松
田
・
前
掲

書
、
一
八
一
頁
以
下
参
照
。

(
叫
刊
)
柳
沢
ご
般
的
人
格
権
侵
害
の
法
的
構
成
」
日
本
法
学
二
八
巻
三

号
六

O
頁
一
以
下
。

(
灯
)
ケ
メ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
人
格
権
の
承
認
に
よ
っ
て
、
ド
イ

ツ
法
に
一
般
条
項
が
受
け
い
れ
ら
れ
た
(
巧
宮
内
出
g
m
g
-
∞
二
N

〉。

具
体
的
事
情
に
応
じ
て
、
注
意
深
く
利
益
較
量
を
な
す
こ
と
に
よ
っ

て
違
法
性
が
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

3
・
二
N
-
V
営
業
、

あ
る
い
は
人
格
に
関
す
る
一
般
条
項
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
は
、
ド

イ
ツ
法
は
-
般
的
構
成
要
件
を
持
つ
の
と
同
じ
結
果
を
も
た
ら
す

が
、
ド
イ
ツ
法
が
個
別
的
規
定
に
よ
り
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
依
然
と
し
て
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
必

然
的
に
、
具
体
的
ケ
l
ス
に
お
い
て
、
不
法
の
性
質
と
射
程
距
離
を

注
意
深
く
考
慮
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
持
つ

3
・
二
ω
-
Y
ラ
レ
ン

ツ
(
「
R
E
P
ω
口
E
E『再
Z

F

Z
呂
田
〉
5
2
・
〉
は
、
「
一
般
条
項

的
な
広
が
り
が
あ
り
、
且
つ
具
体
化
の
必
要
性
が
あ
る
の
で
、
そ
の

他
の
権
利
に
含
め
る
こ
と
に
は
重
大
な
懸
念
が
あ
る
」
と
考
え
る

3
・
士
印
・
)
。
し
か
し
、
結
局
は
判
例
の
方
向
を
認
め
実
質
的
な
利
益

較
量
の
基
準
を
く
わ
し
く
あ
げ
て
い
る

3
・
品
目

C
。
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(
M
W

〉
ド
イ
ツ
法
で
は
、
不
法
行
為
法
の
体
系
が
絶
対
権
を
中
心
と
し
て

構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
法
益
か
ら
権
利
へ
の
転
換
は
、
特
に
重
要

な
意
味
を
持
つ
。
こ
の
転
換
を
行
な
わ
し
め
る
要
因
を
「
社
会
典
型

的
明
向
性

ω
0
5
-
q吉
田
町
宮
。
民

Z
E
E
-
m
r
z
ι
g
H
N
R
F
Z
mロ
ぽ
」

と
す
る
立
場
が
あ
る

(
p
r
S
E
m
-
N日
U
c
m
g呂
r
ι
2
8
5丘
町
内
口

問

2
v
F
〉
口
司

ω・
N
B
R〉
。
社
会
典
型
的
に
明
白
で
あ
る
た
め
に

は
、
あ
る
物
の
中
に
具
現
化
さ
れ
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
当

該
の
法
益
が
保
護
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
れ
ば
よ
い

3
・

ω
2・
1
こ
う
し
た
標
準
は
、
権
利
へ
の
転
換
の
条
件
と
し
て

狭
く
考
え
な
く
と
も
、
一
般
に
あ
る
法
益
の
保
護
を
拡
大
す
る
理
由

(
た
と
え
ば
不
作
為
の
訴
)
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
よ
い
、
と
私
は
考

え
て
い
る
。

(
相
)
不
作
為
の
訴
を
め
ぐ
る
学
説
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
不
作

為
請
求
権
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
支
配
関
係
(
不
作
為
義
務
が
内

在
す
る
)
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
説
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
こ
と
ば
を
換
え
て
い
え
ば
、
論
理
的
前
提
と
し
て
強
い
保
護
を

必
要
と
す
る
法
益
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(5) 

戦
後
の
学
説

不
法
行
為
法
の
新
し
い
特
色
で
あ
る
一
般
的
人
格
権
あ
る
い
は
営
業
権

は
、
戦
後
の
不
作
為
の
訴
の
学
説
に
影
響
を
与
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
更

に
行
為
違
法
論
に
よ
り
左
右
さ
れ
て
い
る
か
。
学
説
は
、
一
般
的
不
作
為
の

訴
が
実
体
法
上
説
明
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
を
主
た
る
根
拠
と
し
て
四
つ
に
大

別
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
川
実
体
法
説
、
刷
訴
訟
法
説
、
川
中
間

説
、
同
権
利
の
問
題
と
は
一
応
離
れ
て
制
度
保
護

H
E
C
H
E
R
E
R
の
立
場

か
ら
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
特
別
説
、
と
い
っ
て
お
こ
う
。
不
作
為
請
求

権
を
権
利
と
関
連
さ
せ
て
体
系
づ
け
よ
う
と
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
説
が
分

れ
る
。げ)

実
体
法
説

実
体
的
な
不
作
為
請
求
権
を
積
極
的
に
認
め
、
個
別

的
類
推
開
5
N巾
FE--mz
を
肯
定
す
る
レ
!
?
ン
の
主
張
は
戦
前
と
変
わ
っ

ハ
2
v

て
い
な
い
。
ニ
ヅ
パ

l
F
イ
の
論
点
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
川
(
帰
納
的
考

察
〉
こ
の
点
は
ニ
ヅ
パ

l
ダ
イ
に
よ
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
従
来
は
八
二
三
条

二
恨
の
み
が
保
護
目
的

ωnF己
g
r守
宮
と
し
て
の
権
利
を
包
含
し
て
い
る

と
さ
れ
て
い
た
@
し
か
し
、
保
護
法
規
違
反
等
の
場
合
に
、
侵
害
の
お
そ
れ
に

対
し
て
も
不
作
為
の
訴
が
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
被
害
者
あ
る

い
は
被
威
嚇
者
は
、
侵
害
が
行
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
要
求
す
る
権
利
を
持
つ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
(
不
法
行
為
法
の
他
の
法
規
に
よ
っ

て
盟
主
。
r
E
!命
制

N
R
r
z
g同

C
E
m
H
E凹
EHM問
、
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
)
。

同
(
混
同
白
H
0
5
と

A
S
3ロ
σ
官
g
H
U
と
の
差
異
を
、
前
者
は
特
定
の
義
務
者

た
る
妨
害
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
殊
性
に
求
め
て
、
両
者
を
区
別

し
よ
う
と
す
る
説
明
に
対
し
て
)
ニ
ツ
パ

l
ダ
イ
は
両
者
共
、
侵
害
の
予
防
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料

に
役
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
不
作
為
請
求
権
は
潜
在
的
妨
害
者
に

向
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
面
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
す
る
。

資

一
般
的
人
格
権
士
一
ッ
パ
l
ダ
イ
は
肯
定
〉
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
特
に

言
及
し
て
い
な
い
が
、
ニ
ツ
パ
l
ダ
イ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
不
作
為
請
求
権
は

実
体
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
う
る
(
八
二
一
一
一
条
一
項
〉
こ
と
に
問
題
は
な
か
ろ

う
lロl

訴
訟
法
説

」
れ
は
民
法
学
者
の
中
で
は
ラ
レ
ン
ツ
に
よ
っ
て
唱

え
ら
れ
て
い
る
。
ラ
レ
ン
ツ
は
、
何
よ
り
も
法
秩
序
の
内
部
的
統
一
を
重
視

(
3〉

す
る
。
ま
ず
-
一
ツ
パ

l
ダ
イ
な
ど
の
説
に
対
し
て
、

i
権
利
と
法
益
の
区
別

が
無
視
さ
れ
る
、

H
U
権
利
と
請
求
権
を
同
一
視
す
る
理
論
は
、
ド
イ
ツ
法
に

/
¥
〈

4
u

は
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
、
と
反
論
し
て
い
る
。
更
に
、
不
作
為
請
求
権
を
基

礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
絶
対
権
と
結
び
つ
け
る
の
は
十
分
で
な
い
と
も
い
う

〔
実
定
法
は
、
八
二
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
四
つ
の
生
活
利
誌
の
み
を
絶

対
権
と
対
応
さ
せ
て
い
る
〉
。
と
こ
ろ
で
、
ラ
レ
ン
ツ
自
身
は
、
不
作
為
の
訴

の
実
際
的
意
義
は
こ
れ
を
否
定
せ
ず
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
実
体
的
に
も
、
「
予
防
的
不
作
為
の
訴
」
に
よ
っ
て
、
原
告
の
権
利
に
対

応
し
た
義
務
を
負
う
被
告
か
ら
の
「
給
付
」
が
要
求
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ

と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
急
迫
し
た
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
、
自
己
の
法
益

が
危
険
に
お
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
者
を
し
て
、
不
作
為
の
訴
に
よ
り
対

抗
さ
せ
る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
訴
は
権
利
の
貫
徹
を
目
指
し

て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
訴
訟
上
の
権
利
、
法
益
保
護
の
た
め
の
「
特
別
の

訴
訟
形
態
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
常
に
実
体
的
請
求
権
を
要
件
と
す
る
通

常
の
給
付
の
訴
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。
そ
こ
で
は
権
利
侵
害
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
、
は
問
題
で
は
な
い
。
法
益
が
お
び
や
か
さ
れ

(
C
E
2問
。

zrι1

g
m
)
、
し
た
が
っ
て
、
差
し
迫
っ
た
権
利
保
護
の
利
益

(
U
2
5円骨
5m-Mnz

剛
山
市

n
Z高
官
E
Z四
日
協
同
)
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
の
み
が
決
定
的
な

メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
。

ラ
レ
ン
ツ
は
、
一
般
的
人
格
権
、
営
業
権
に
対
し
て
は
、
積
極
的
な
承
認

を
た
め
ら
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ラ
レ
ン
ツ
の
訴
訟
法
説
と
も
関
連
し
ょ

ぅ
。
尚
エ
ツ
サ
i
も
ラ
レ
ン
ツ
と
同
じ
根
拠
に
基
づ
い
て
、

R
E昔
日
戸
l

口
町
間

2
2
5
に
つ
い
て
は
実
体
的
請
求
権
を
否
定
し
、
こ
れ
を
単
な
る
訴
訟
法

(6xev 

上
の
制
度
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
ラ
レ
ン
ツ
の
訴
訟
法
説
の
焦
点
を
拾
っ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
一
部

訟
法
説
に
お
い
て
も
一
般
的
予
防
的
不
作
為
の
訴
を
実
体
面
か
ら
完
全
に
切

り
離
す
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
訴
が
許
さ
れ
る
か
ど
う

か
の
判
断
(
ラ
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
権
利
保
護
の
利
益

U
8
5三ロロ

mrr

m
o
n
y
g
R
rロ
丹
江
口
同

2
2古
仏

g
C止
と
肖
ι
2
3
)
は
実
体
的
に
行
な
わ
れ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
し
、
何
よ
り
も
「
実
体
的
な
法
律
状
態
の
解
明
と
貫
徹
の
た

め
に
」
訴
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
ラ
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
「
人
格
の

自
由
な
発
展
の
た
め
の
基
本
権
へ
の
正
当
で
な
い
侵
害
は
、
こ
の
権
利
を
八

二
三
条
一
項
の
そ
の
他
の
権
利
に
含
め
な
い
と
き
に
も
客
観
的
に
違
法
と
み

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
十
分
な
権
利
保
護
の
必
要
性

(
H
N
2
y
g
n
}
E
E
H
E広
三
乙
が
あ
れ
ば
、
不
作
為
の
訴
が
与
え
ら
れ
る
」
。

こ
の
権
利
保
護
の
必
要
性
(
訴
の
根
拠
百
ω
問
。
問
E
E
)
を
評
価
す
る
際

に
は
、
違
法
性
の
判
断
も
一
つ
の
要
素
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
レ
ン
ツ
は

こ
の
点
で
は
絶
対
権
と
法
益
の
区
別
の
意
義
を
認
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち

「』

5
2
5間三
2
5
に
お
い
て
は
、
被
告
の
規
範
違
反
の
容
態
に
よ
っ
て
侵

害
が
差
し
迫
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方

Z
mえ
0
5
に
お
い
て
は
、

(
9
)
 

単
に
絶
対
権
へ
の
侵
害
が
差
し
迫
っ
て
い
る
だ
け
で
よ
い
」
と
い
う
。
以
上

の
こ
と
か
ら
、
不
作
為
請
求
権
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
よ
う
と
も
、
訴
の

差止の訴に関する研究序説

現
実
の
適
用
に
お
い
て
は
、
違
法
性
が
共
通
の
テ
1
マ
と
な
る
こ
と
が
わ
か

る
で
あ
ろ
う
。

ヤオ

』

Hl日
計
吋

MM仙

AHl日
MH吉一民

ケ
メ
ラ
l
は
、
不
作
為
の
訴
〉
『
者
各
H
E
釦
町
内
を
、
訴

訟
上
の
法
益
保
護
の
特
別
の
形
式
、
禁
止
の
訴
胃
C
Y
M
E
S
H
H
R
Z
E
ω
問
。
と

し
て
い
る
。
ケ
メ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
不
作
為
請
求
権
は
、
こ
の
訴
を
可
能
な

も
の
と
す
る
た
め
に
承
認
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
実
体
的
あ
る
い

は
訴
訟
的
不
作
為
請
求
権
の
概
念
に
固
執
す
る
か
否
か
は
、
単
な
る
術
語
上

の
問
題
で
あ
る
。
請
求
権
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
れ
ば
、
権
利
の

持
つ
機
能
を
過
度
に
評
価
す
る
必
要
も
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
ケ
メ
ラ
ー

は
、
人
格
あ
る
い
は
営
業
U
関
す
る
諸
法
施
を
一
般
条
項
に
よ
っ
て
保
護
し

よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
は
、
不
作
為
の
訴
に
お
い
て
も
貫
か
れ
て

い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
要
す
る
に
、
ケ
メ
ラ
l
は
、
不
法
行
為
法
の
中
心

概
念
は
権
利
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
に
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
、
が
っ

て
、
不
作
為
の
訴
の
発
展
に
よ
っ
て
、
権
利
を
、
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
地
位
に
迄
拡
大
す
る
(
ニ
ツ
パ

l
ダ
イ
)
理
由
は
な
い

(
U
)
 

と
説
い
て
い
る
。

lニ)

特
別
説

以
上
の
観
点
と
は
全
く
異
な
る
立
場
に
立
つ
説
、
が
あ

る
。
ひ
と
ま
ず
ラ
イ
ザ
1
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
ラ
イ
ザ
l
は
次
の
よ
う
に
い

ぅ
。
私
法
は
、
権
利
保
護
と
制
度
保
護
と
い
う
こ
つ
の
異
な
っ
た
思
想
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
占
有
保
護
と
は
、
占
有
権
の
保
護
で
は
な

く
、
占
有
と
い
う
秩
序
の
保
護
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
行
使
は
、
そ
の
時
々
の

占
有
者
に
任
さ
れ
て
い
る
。
法
益
保
護
の
た
め
の
予
防
的
不
作
為
の
訴
に
も

こ
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
の
時
々
の
法
益
の
所
有
者
に
行

使
が
任
さ
れ
て
い
る
制
度
保
護

F
3
2汁円
r
E
H
N

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

か
否
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

一
O
O四
条
(
所
有
権
〉
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業ト

で
は
な
く
、
八
六
二
条
(
占
有
権
)
か
ら
の
類
推
と
考
え
た
方
が
よ
叶
山

資

以
上
、
四
つ
の
説
か
ら
推
察
出
来
る
こ
と
を
述
べ
て
お
こ
う
。
特
別
説
を

除
外
す
れ
ば
、
不
作
為
請
求
権
は
、
基
本
的
に
は
、
権
利
と
関
連
さ
せ
ら
れ

て
い
る
。
川
説
で
は
、
帰
納
的
に
不
作
為
の
た
め
の
権
利
が
擬
制
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。
同
説
で
は
、
擬
制
を
拒
否
し
た
た
め
、
訴
訟
法
上
の
制

度
と
し
て
解
決
さ
れ
た
。
川
説
で
は
、
権
利
に
特
別
の
意
義
を
認
め
て
い
る

た
め
に
、
一
般
的
不
作
為
の
訴
を
、
権
利
か
ら
切
り
離
し
て
処
理
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
不
作
為
請
求
権
の
基
礎
づ
け
の
問
題
は
本
稿
の
テ
ー
マ
で
は
な

い
の
で
、
こ
れ
以
上
詳
述
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
説
の
差
異
は
、
営
業
権
及

び
一
般
的
人
格
権
に
対
し
て
と
る
論
者
の
立
場
の
差
異
と
符
合
す
る
。
こ
こ

で
述
べ
た
諸
学
者
の
聞
で
は
権
利
の
保
護
範
囲
の
問
題
は
意
識
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
違
法
性
に
つ
い
て
は
足
宮
S
ユω
と
』
E
m目
指
見
2
3
と
で

nu岬
》

は
、
そ
の
評
価
の
基
準
が
違
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
出
さ
れ

て
い
る
(
ラ
レ
ン
ツ
)
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
に
述
べ
る
。

(

1

)

そ
も
そ
も
、
権
利
と
請
求
権
を
同
一
視
す
る
考
え
(
権
利
の
本
質

は
、
自
己
の
利
益
を
民
事
訴
訟
の
方
法
で
、
自
身
で
貫
徹
す
べ
き
意

思
力
、
し
た
が
っ
て
請
求
権
で
あ
る
、
と
す
る
)
は
、
ド
イ
ツ
法
に

は
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
円
、
向
。
ロ
N-ωnrロ一品
i

z
n
r門
戸
一
回
目
∞
∞
〉
ロ
戸

ω・
ム
∞
一
-

(
2
)
開ロロ
2
2
2凹
l
Z
G同
福
岡

ιA山
戸
〉
口
四
角
川
目
。

5
2
H，
2
E
E
F
M
H開
ゆ
吋

t
n
r
g

M
N
R
r
z
-
一
白
山
田

ω・
ム
忠
良

(
3
)
円、
ω円。ロ
N
-
P
P
0・
ω
-
A
S
・

(
4
)

註ハ
1
)参
照
。
ラ
レ

γ
ツ
に
よ
れ
ば
、
権
利
と
法
論
の
区
別
を
な

く
す
る
こ
と
は
、
権
利
と
請
求
権
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
尚

ラ
レ
ン
ツ
に
つ
い
て
、
同

ω註
8
a
参
照
。

〈

5
)
何
回
戸

ω口
E
E
H
R
r
回
呂
田
∞

ω
〉
uh--ω
・
毛
色
・
エ
ヅ
サ

ー
は
不
作
為
の
訴
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に

R
5

5
官

SHFm
と
』
Eω
即
日
間
2
0
1
m
の
差
異
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ
以
外
の
要
件
に
つ
い
て
は
同
じ
様
に
取
り
扱
っ
て
い
る

3
・

ムコ〕同・)。

(
6
〉
そ
の
他
、
訴
訟
法
学
者
に
よ
っ
て
、
実
体
的
請
求
権
を
否
定
す
る

学
説
、
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
ラ
レ

γ
ッ
、
エ
ヅ
サ
l
の
意
見
な
ど

と
似
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

Z
F
r
F
R
Y
-
N
E
-
-

M
V
S
N

島岡
R
E
-
-
u印
M
M
〉
ロ
戸

ω・
一
色
・
本
来
の
物
権
的
請
求
権
も

訴
訟
上
の
制
度
で
あ
る
と
い
う
。

(
7
)
N
Eロ
F
o
a
g
w
g
N
R
C
5
2
-凶
器

gmω
己
ロ
仏
号
官
庁
7
吊ロ

明

2
2
R一一回ロ向田区白
mmy
司

2
3
n
r
H・『
-
Uロ
Fw・
3
8・
切
仏
・
一

ω・
ωO吋・

な
お
、
中
井
「
ツ
オ
イ
ナ
l
『
不
作
為
の
訴
及
び
消
極
的
確
認
の
訴

に
関
す
る
考
察
』
」
立
命
館
法
学
五
六
・
五
七
合
併
号
六

O
O頁
以

下
参
照
。

(
8
)
F
R
E
N
-
P
P
C・
ω・ム∞
M

・

F
R
E
P
P
P
0・
ω・
品
∞
N

・
〉
ロ
ヨ
・
]
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9
)
 



差止の訴に関する研究序説

(

印

)

(

リ

p
口
E
B
R
2・
4
司
白
邑
}
戸
口

mg-ω
・
2
・
こ
の
訴
は
、
予
防
的
な
法

益
保
護
の
手
段
と
し
て
は
、
仮
処
分
と
同
じ
平
面
に
立
つ
(
但
し
、

仮
処
分
は
一
時
的
な
規
制
を
行
な
う
に
す
ぎ
な
い
)
。
ヶ
メ
ラ
i
は、

請
求
権
そ
の
も
の
の
意
味
に
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
。
従
来

の
訴
訟
上
の
防
禦
手
段
の
空
白
を
埋
め
る
た
め
に
、
実
体
的
請
求
権

が
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
用
語
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。

(
什
〉

(
U
R
B
5
2
2・
P
P
0
.
ω
.
8
R

(門は〉

(U耳
目
5
2
2
p
p

。ω'
g
-
ケ
メ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
権
利
の

核
心
は
、
個
々
人
に
属
す
る
利
益
領
域
の
割
当

N
5
2
5
H口
間
に
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
に
依
存
す
る
法
的
保
護

が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
事
実
の
み
で
は
、
権
利
を
承
認
す
る
動
因
を

つ
く
り
え
な
い
。

(
日
)
戸
口
仏
J3四
月

EmOア
岡
山
丹

7
3
m
n
r
E
N
戸口仏

H
E
C
E
C
Cロ自
ωnrc円

N
H
E

同

ν
ロ
〈
巳
百
円
7
7
2
B
Bロ
B
H
5
2
5自
問

5
2
ユω
-
U
8・
ω-
一
日
印
『
・

(
川
門
)
註
(
刊
ば
)
参
照
。

(
日
)
絶
対
権
と
法
誌
と
で
は
違
法
判
断
の
基
準
が
異
な
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
考
え
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
行
為
違
法
論
者
か
ら
疑
問

が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
後
述
斗
帥
E
以
下
参
照
。

(6) 

一
般
的
不
作
為
の
訴
に
お
い
て
権
利

E
r
}
o
r
c
Z
H
N
R
Eめ
の
果
す

役
割
l
特
に
違
法
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
|

今
迄
提
出
し
て
き
た
疑
問
を
こ
こ
で
統
一
的
に
論
じ
よ
う
。
そ
れ
は
、
権

利
の
包
括
性
と
違
法
評
価
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
主
旨
は
実
際
的
な
考
慮
に

基
づ
い
て
い
る
。

包
括
性
(
保
護
範
囲
)
の
問
題

私
は
い
川
町
、
包
括
性
に
つ
い
て
仮
説
を
立
て
、
こ
れ
を
検
討
し
た
。
判
例

に
よ
れ
ば
、
不
作
為
の
訴
は
権
利
に
統
合
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
理
論

的
に
は
、
営
業
権
及
び
一
般
的
人
格
権
の
法
的
構
成
が
難
か
し
い
た
め
に
、

二
義
的
な
解
決
は
困
難
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
包
括
性
の
問
題

に
直
接
、
し
か
も
、
不
作
為
の
訴
と
の
関
連
に
お
い
て
関
心
を
示
し
て
い
る

の
不は
作 ( i ) ノミ
為パウ
のウ ア
訴 ア l
に i 聞

は のTPf 
三説~ >=i 

種 で
類あ
ある
る。

トイ)

絶
対
権
保
護
の
た
め
の
百
官
l

S
ユm
n
z
c
z
z
g
m
E
m
ω
r
g明。

判
例
は
営
業
権
、

人
格
権
を
こ
れ
に
比

肩
さ
せ
て
い
る
。
同

法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
法
益
の
た
め
の
』

E白
l

日
間
巳

g
m
n
Z
C己
主
E
E話回
r
z
m伶
。
明
文
の
規
定
の
あ
る
氏
名
権
、

有
権
、
判
例
で
認
め
ら
れ
た
八
二
三
条
一
項
の
生
活
利
益
(
生
命
、
身
体
な

ど
)
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
川

個
人
的
領
域
の
保
護
問
口
金
三
合
主
}22nr
の

た
め
の
不
作
為
請
求
権
。
明
文
の
不
正
競
争
法
上
の
不
作
為
請
求
権
は
、
川

の
営
業
権
の
部
類
に
入
る
も
の
と
し
な
い
か
ぎ
り
、
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
。

不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
個
人
的
領
域
の
利
諮
(
八
二
三
条 占
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料

二
項
、
八
二
六
条
な
ど
)
は
こ
こ
に
入
る
が
、
必
ず
し
も
不
法
行
為
法
と
関

資

連
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
全
法
秩
序
の
ゆ
E
E芯

〈

2
)

如
何
門
官
自
己
ロ
ロ
ロ
聞
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
。

こ
れ
ら
一
一
一
種
の
明
文
の
訴
は
、
法
律
に
よ
っ
て
同
等
に
取
り
扱
わ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
不
作
為
請
求
権
は
も
っ
ぱ
ら
権
利
の
問
題
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
も
出
来
な
い
。
法
律
に
よ
れ
ば
制
限
的
に
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
し

か
保
護
さ
れ
て
い
な
い
利
益
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
の
評
価
に
同
意
し
て
こ

円

sv

れ
を
尊
重
す
る
か
、
あ
る
い
は
包
括
的
な
保
護
と
置
き
換
え
る
か
と
い
う
選

択
は
裁
判
官
の
任
務
で
あ
る
。
実
体
的
不
作
為
請
求
権
に
疑
問
を
持
つ
も
の

ほ
v

絶
対
権
に
お
い
て
の
み
不
作
為
請
求
権
を
肯
定
し
、
法
益
と
か
個
人
的

領
域
の
場
合
に
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
両
者
の
区
別
の
意
味
を
過
大
-
評
価

し
た
理
論
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
「
構
成
さ
れ
た
」
絶
対
権

E
r」
条
件
当
宮

7
r
s
-
z
g
)
河
内
山
内
宮
を
基
準
と
し
て
お
り
、
そ
の
伝
統
的
な
拘
束
性
に
つ
い

て
は
争
わ
れ
て
い
る
。

権
利
保
護
の
領
域

F
3
n
y
仏
語

HN2Zω
凶

nrcHN2

に
つ
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
機
能
的
考
察
が
必
要
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
区
別
は
保
護
の
範
囲
に
と
っ
て
の
み
意
義
が
あ
る
。
絶
対
権

や
多
く
の
法
益
が
包
括
的
に
保
護
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
個
人
的

領
域
の
保
護
は
、
内
容
、
境
界
設
定

2
0
∞ユ
nzgm
に
応
じ
て
制
限
さ
れ

る
.

以
上
の
よ
う
に
、
パ
ウ
ア

l
は
不
作
為
の
訴
に
お
け
る
権
利
に
つ
い
て
全

く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
技
術
的
な
理
解
の
仕
方
を
し
て
い
る
。

《

E
V

次
に
述
べ
る
ラ
イ
ザ
ー
は
前
述
の
如
く
、
制
度
保
護
と
の
関
連
で
権
利
を

把
握
し
て
お
り
パ
ウ
ア
ー
が
示
し
た
関
心
に
直
接
意
を
払
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
結
果
的
に
も
ラ
イ
ザ
ー
は
一
般
前
人
格
権
な
ど
に
否
定
的
で
は
あ

る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
逆
に
い
え
ば
、
「
包
括
的
」
な
保
護
に
反
対
し
て
い

る
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
ラ
イ
ザ
l
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

、，J-u
ラ
イ
ザ
!
の
説

f
、、

法
の
中
で
、
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
地
位
を
説
明
す
る
場
合
、
権
利
が
唯

一
必
然
な
表
現
形
式
で
は
な
い
。
権
利
は
そ
の
性
質
に
応
じ
て
支
配
権
と
人

権
回
耳
同
mnrぇ
zgι
句司

8
2
R
R
E
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
、

の
安
定
性
を
持
っ
て
お
り
、
所
有
者
に
そ
の
自
主
的
処
分
能
力
が
保
証
さ

れ
、
個
人
の
利
益
の
独
占
化
が
社
会
で
未
だ
耐
え
ら
れ
う
る
と
思
わ
れ
る
よ

う
な
法
的
地
位
を
指
す
。
営
業
に
つ
い
て
い
え
ば
、
個
々
の
経
済
主
体
に
確

固
と
し
た
活
動
領
域
を
割
当
て
、
予
防
及
び
損
害
賠
償
請
求
権
を
保
証
す
る

の
は
競
争
秩
序
の
基
本
原
理
に
反
す
る
。
保
証
さ
れ
た
独
占
的
地
位
と
い
う

も
の
は
あ
り
え
な
い
。
違
法
性
判
断
も
不
明
確
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
営
業

権
は
疑
わ
し
い
。
人
権
に
お
け
る
一
般
的
人
格
権
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
じ

」
と
が
い
え
る
。
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一
般
に
、
あ
る
独
立
の
法
的
地
位
や
法
的
関
係
を
法
秩
序
が
承
認
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
社
会
に
お
け
る
人
の
自
己
主
張
と
自
己
責
任
が
可
能
と
な
る

が
、
こ
の
地
位
を
、
民
事
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
法
的
保
護
を
備
え
た
権
利
と

し
て
承
認
す
る
か
ど
う
か
は
、
慎
重
に
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更

に
、
社
会
的
国
家
思
想
に
よ
っ
て
も
内
在
的
限
界
が
加
わ
る
。

と
こ
ろ
で
、
あ
る
秩
序
構
造
の
内
部
で
、
共
同
生
活
の
た
め
に
、
特
別
規
則

と
し
て
の
容
態
規
範
が
形
成
さ
れ
て
い
れ
ば
、
権
利
と
し
て
承
認
す
る
と
い

う
方
法
を
と
る
必
要
は
な
い
。
私
法
を
、
個
人
の
権
利
の
体
系
化
と
し
て
の

み
理
解
す
る
こ
と
は
、
権
利
仲
間
の
個
人
的
孤
立
化
を
促
進
す
る
こ
と
に
な

る
。
個
々
人
が
そ
の
構
成
員
と
な
る
よ
う
な
法
律
制
度
を
形
成
し
、
確
保
す

る
こ
と
は
、
倫
理
的
に
も
政
治
的
に
も
、
法
的
地
位
を
保
証
す
る
の
と
同
じ

位
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
個
々
人
に
帰
属
し
て
い
る
法
益
に
、
相
応

差Iとの訴に関する研究序説

の
容
態
規
範
に
よ
っ
て
、
不
作
為
及
び
損
害
賠
償
請
求
権
の
保
護
を
与
え
る

〔

8
〕

こ
と
を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
。
法
律
制
度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る

〈

9
)

法
益
を
守
る
た
め
に
、
請
求
権
が
利
用
さ
れ
る
。

こ
こ
で
述
べ
た
パ
ウ
ア
l
、
ラ
イ
ザ
l
の
二
人
は
、
そ
の
視
点
に
お
い
て

両
極
端
を
な
す
が
、
権
利
の
包
括
性
に
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り

な
い
。
こ
の
問
題
は
行
為
の
態
様
(
違
法
性
評
価
〉
と
も
切
り
離
せ
な
い
の

で
あ
る
が
、
純
粋
に
平
面
的
な
保
護
範
聞
の
広
狭
と
い
っ
た
視
点
は
、
パ
ウ

(
刊
)

ァ
ー
か
ら
窺
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

H 

違
法
性
の
問
題

最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
法
行
為
理
論
の
特
色
は
、
過
失
を
違
法
の
次

元
に
移
行
し
、
容
態
義
務
違
反
を
違
法
と
見
な
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る

(
民
自
己
g
m
E号
R
F
C。
こ
れ
は
従
来
の
伝
統
的
な
物
権
的
請
求
権
問

g
l

5
m
m
g
E
の
分
野
に
も
新
た
な
二
つ
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一

つ
は
民
法
体
系
に
お
け
る
違
法
理
論
の
統
一
に
関
す
る
。
元
来
、

R
g
l

見聞
ω
5
5
は
結
果
違
法
を
基
準
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
は
、
行
為
違
法
論
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
で

あ
る
。
パ
ウ
ア
ー
が
こ
の
問
題
を
直
接
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
、
行

為
違
法
論
者
か
ら
も
部
分
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
主
張
は
ケ

メ
ラ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
狭
い
意
味
の

R
g
E
m
ω
5
5
す
な
わ
ち
妨

害
除
去
請
求
権
の
み
に
あ
て
は
ま
る
、
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
。
こ
の
争
い

の
前
提
に
は
、
権
利
侵
害
H
違
法
と
い
う
ド
グ
マ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
勿

論
で
あ
る
。

他
の
一
つ
は
、
絶
対
権
の
重
要
性
が
失
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
違
法
な
の
は
、
権
利
侵
害
と
い
う
結
果
な
の
で
は

な
く
、
容
態
義
務
違
反
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
八
二
三
条
に
含
ま
れ
て
い
る
権

利
(
一

O
O四
条
に
お
い
て
も
同
じ
て
ひ
い
て
は
、
一
般
的
人
格
権
、
営
業

北法20(1・159)159



料

権
の
持
つ
機
能
が
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
行
為
違

法
論
者
が
関
心
を
よ
せ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
、
前
者
の
違
法
性
統
一
論

の
問
題
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
直
接
に
不
作
為
の
訴
と
の
関
連
に
お

資

い
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
は
相
互
に
影
響
し
あ
っ
て

い
る
が
テ
1
7
と
の
関
連
上
、
こ
こ
で
は
、
後
者
を
中
心
に
ま
と
め
る
こ
と

に
す
る
。
こ
れ
を
次
の
三
つ
の
典
型
的
な
立
場
に
分
け
て
説
明
し
よ
う
。

，Ai
 

違
法
の
評
価
に
お
い
て
は
、
権
利
は
、
依
然
と
し
て
重
要
な
役
割
を

果
し
て
い
る
と
す
る
説
。

lロl

反
対
に
、
権
利
と
法
益
の
差
異
を
否
定
す
る
説
。
こ
こ
で
は
、
あ
ら

ゆ
る
場
合
に
違
法
性
は
実
質
的
に
評
価
さ
れ
る
。

(ベ

中
間
説
。
権
利
へ
の
侵
害
の
態
様
を
直
接
侵
害
、
間
接
侵
害
に
分

け
、
前
者
に
は
州
、
後
者
に
は
同
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
直
接
及
び

間
接
侵
害
と
い
う
こ
と
ば
は
、
使
用
す
る
学
者
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
異
な

(悶

a〉

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
単
に
、
営
業
権
、
一
般
的
人
格
権
に
限
定
せ
ず
、
ド
イ
ツ
法

上
特
殊
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
八
二
三
条
一
項
一
般
を
広
く
考
察
し
よ
う
。

一、

ま
ず
中
間
説
に
つ
い
て
。
ケ
メ
ラ
l
、
ラ
レ
ン
ツ
、
シ
ュ
ト
ル
を

と
り
あ
げ
る
。

(
u
b〕

ケ
メ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
著
作
権
、
肖
像
権
な
ど
を
含
め
て
所
有
権
の
よ
う
な

支
配
権
に
お
い
て
は
、
一
定
の
行
為
(
使
用
、
利
用
、
処
分
な
ど
)
は
権
利

者
に
の
み
留
保
さ
れ
て
い
る
(
権
利
の
割
当
内
容

N
5
2
3
5問
ω聞
各
色
。
。

こ
の
あ
る
人
の
み
に
割
当
て
ら
れ
て
い
る
利
益
や
権
能
を
(
無
権
利
者
が
〉

そ
の
目
的

bE-
の
た
め
に
利
用
し
た
り
行
使
す
る
行
為
は
、
そ
れ
だ
け
で

違
法
で
あ
る
(
直
接
侵
害
)
。
他
方
、
こ
れ
と
は
別
の
目
的
を
追
求
し
て
い

る
が
、
他
人
の
利
読
を
危
殆
化
し
、
侵
害
す
る
よ
う
な
行
為
に
お
い
て
は
、

一
般
的
注
意
義
務
に
違
反
し
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
違
法
性
判
断
の
基

準
と
な
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
、
八
二
三
条
一
項
は
開
か
れ
た
構
成
要
件

σ
S

O
R
i
E
E
Eで
あ
出
。
生
命
、
身
体
、
健
康
、
自
由
と
い
っ
た
生

活
利
益
は
絶
対
権
で
は
な
く
、
叉
、
そ
こ
に
は
、
当
事
者
に
の
み
割
当
て
ら

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
行
為
は
な
い
の
で
、
直
接
侵
害
と
し
て
の

違
法
は
あ
り
え
な
い
。

営
業
権
に
つ
い
て
は
、
ヶ
メ
ラ
ー
は
、
一
方
で
、
今
臼
で
は
八
二
三
条
二
項

を
援
用
す
る
の
は
意
味
が
な
く
一
項
の
中
に
一
般
条
項
が
移
植
さ
れ
た
、
と

口
同
》

い
い
、
他
方
、
違
法
性
判
断
の
際
に
は
裁
判
官
は
既
に
判
例
の
中
に
作
り
出

さ
れ
て
い
る
事
例
グ
ル
ー
プ
と
結
び
つ
き
を
持
つ
よ
う
に
な
却
、
と
説
い
て

い
る
。
右
の
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、

一
般
条
項
を
一
項
に
加
え
る
意
義

は
、
営
業
に
関
す
る
具
体
的
容
態
規
範
(
違
法
性
判
断
の
確
固
た
る
基
準
)
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を
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い

る
。
更
に
、
ケ
メ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
不
作
為
の
訴
は
、
こ
の
容
態
規
範
違
反
が

あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
八
二
三
条
一
項
に
加
え
ら
れ
た
一
般

条
項
は
、
訴
の
適
用
を
よ
り
明
確
に
す
る
、
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
よ
う
に
推
測
す
れ
ば
、
ヶ
メ
ラ
1
に
従
う
と
、
一
項
は
支
配
権
の

直
接
侵
害
、
一
般
条
項
の
総
括
的
機
能
の
両
面
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要

性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

尚
、
ヶ
メ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
氏
名
権
、
山
門
像
権
の
如
き
個
別
的
人
格
利
益

2
日
巳
吉
岡
ν耳
切
出
口
一

E
M
r
z
は
所
有
権
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
よ
く
、
一
般
的

一
般
条
項
的
保
護
を
享
受
す
る
。

人
格
権
は
、

次
に
ラ
レ
ン
ツ
に
つ
い
て
。
ラ
レ
ン
ツ
も
行
為
違
法
論
の
影
響
を
受
け
て

い
る
が
、
依
然
と
し
て
八
二
三
条
一
項
を
重
視
し
て
い
る
。
ま
ず
、
ヶ
メ
ラ
l

差Jとの訴tこ関する研究序説

は
一
項
の
中
で
も
、
特
に
支
配
権
を
区
別
し
て
用
い
て
い
る
が
、
ラ
レ
ン
ツ

は
、
所
有
権
及
び
そ
の
他
の
権
利
〈
ケ
メ
ラ
l
の
支
配
権
)
と
生
命
、
身
体
な

ど
と
の
間
に
区
別
を
認
め
ず
、
こ
れ
ら
を
侵
害
に
対
す
る
保
護
と
い
う
立
場

円

mv

か
ら
一
緒
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
直
接
侵
害
、
間

接
侵
害
の
二
つ
の
態
様
を
認
め
る
。
こ
の
ラ
レ

γ
ツ
の
直
接
性
と
い
う
思
考

は
、
ヶ
メ
ラ
l
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
行
為
論
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
ラ

レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
違
法
性
の
判
断
は
行
為
の
み
に
関
連
し
う
る
。
し
か
し
行

為
の
違
法
性
は
、

ω

の
客
観
的
性
質
に
よ
っ
て
(
必
ず
し
も
行
為
者
自
身
に
認
識
さ
れ
て
い
る
こ

行
為
自
身
に
含
ま
れ
る
結
果
の
中
に
現
出
す
る
行
為

と
を
要
し
な
い
)
、
あ
る
い
は
、

ω

に
す
ぎ
な
い
あ
る
一
定
の
容
態
が
、
命
令
に
反
し
て
の
$
2
2
E
H
F
m
r昌
行

(
引
)

な
わ
れ
た
か
、
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
八
二
三
条
一
項
の

結
果
に
対
し
て
単
に
原
因
を
与
え
た

客
観
的
構
成
要
件
を
行
為
経
過
の
枠
内
で

5
列
各
自

g
《
皆
同
E
L
]
g
m
ω
i

谷
-E『
実
現
す
れ
ば
、

ωに
よ
っ
て
違
法
と
な
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
直
接

侵
害
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
は
、
権
利
侵
害
H
違
法
の
ド
グ
マ
が
貫
か
れ
て
い

る
と
い
え
る
。

つ
ぎ
に
、
命
令
違
反
の
意
味
の
違
法
が
問
題
と
な
る
の
は
、
特
別
の
容
態

規
範
に
対
す
る
違
反
、
及
び
、
八
二
三
条
一
項
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
法
益
を

一
般
的
に
許
さ
れ
る
限
度
を
こ
え
て
危
殆
化
し
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
一
般

的
な
社
会
生
活
上
の
禁
止
《
富
島
問
自

5
5
〈
司

rorg間
SGH
に
対
す
る
客

観
的
違
反
が
生
じ
た
場
合
で
あ
問
。

ラ
レ
ン
ツ
は
、
以
上
の
違
法
性
論
こ
そ
、
八
二
三
条
一
項
を
不
法
行
為
法

の
頂
点
と
し
た
立
法
者
の
意
図
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
~
問
。
こ
う
し

た
思
考
は
、
い
わ
ゆ
る
目
的
的
行
為
論
が
目
的
的
に
意
図
さ
れ
た
結
果
の
み

に
考
慮
を
払
い
、
反
対
に
、
従
来
の
旧
学
説
が
単
な
る
因
果
的
行
為
概
念
に
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料

と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
ラ
レ
ン
ツ
な
ら
ば
こ
そ
の
立

(
お
)

場
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
中
間
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

資

と
こ
ろ
で
、
違
法
性
論
の
統
一
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
ラ
レ
ン
ツ
に
よ
れ

ば
、
一

O
O四
条
は
除
去
義
務
に
関
し
て
云
え
ば
、
行
為
責
任
と
状
態
責
任

の
二
つ
の
帰
責
事
由
を
持
っ
て
お
り
、
前
者
に
は
、
先
に
あ
げ
た
違
法
理
論

ハ泌〉

が
あ
て
は
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
責
任
に
つ
い
て
の
み
と
り
あ
げ
れ

ば
、
一

O
O四
条
の
違
法
性
と
八
一
一
一
一
一
条
の
そ
れ
は
、
同
一
の
内
容
を
持
つ

と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
不
作
為
義
務
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
違
法
論
か

ら
の
破
綻
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
そ
の
上
で
、
ラ
レ

γ

ツ
は
、
違
法
評
価
に
お
け
る
先
の
区
別
、
す
な
わ
ち
、
直
接
に
加
害
を
及
ぼ

す
よ
う
な
行
為
と
間
接
に
侵
害
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
容
態
と

の
区
別
は
特
に
不
作
為
請
求
権
の
場
合
に
正
当
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ラ
レ
ン
ツ
に
お
い
て
も
、
八
二
三
条
一
項
は
特
別
の
役
割

を
持
っ
て
い
る
。
但
し
、
人
格
権
、
営
業
権
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
消
極
的

で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
先
に
あ
げ

た
役
割
聞
は
特
別
の
意
味
を
持
た
な
い
と
も
い
え
る
。

最
後
に
シ
ュ
ト
ル
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
ラ
レ
ン
ツ
の
直
接
侵
害

の
理
論
は
、
い
わ
ば
一
般
的
な
形
で
呈
示
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
が
、
シ
ュ

《

mv

ト
ル
は
、
こ
れ
を
よ
り
具
体
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。
シ
ュ
ト
ル
は
、
違
法

行
為
類
型
を
既
存
の
関
係
あ
る
実
定
法
規
に
則
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
。
そ

こ
か
ら
、
必
然
的
に
、
民
法
に
お
け
る
違
法
性
の
統
一
と
い
う
問
題
が
生
じ
て

く
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
所
有
権
侵
害
の
違
法
判
断
に
つ
い
て
も
、

八
二
三
条
一
項
と
一

O
O四
条
は
、
当
然
の
関
連
を
持
っ
て
お
り
、
む
し

(却
a
a
)

ろ
、
後
者
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
出
発
点
は
、
シ
ュ
ト
ル
の

主
張
が
行
為
違
法
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

(
m
b
)
 

興
味
深

違
法
論
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ト
ル
も
、
目
的
的
行
為
論
及
び
伝
統
的
な
因

果
的
行
為
論
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
シ
ュ
ト
ル
自
身
は
、
立
法
者

の
意
思
に
よ
れ
ば
い
か
な
る
自
然
的
行
為

E
巴ユ

E
出
回
目
色
白
口
問
。
ロ
が
不

法
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
具
体
的
な
類
型

化
を
行
な
お
う
と
し
次
の
よ
う
に
い
う
。
こ
の
内
容
は
、
実
定
法
の
中
に
個

別
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
も
っ
と
も
明
白
で
あ
る
が
(
た
と
え

ば
、
八
二
三
条
二
項
、
八
二
四
条
、
不
正
競
争
法
の
諸
規
定
な
ど
)
、
八
二

三
条
一
項
に
お
い
て
も
変
わ
り
は
な
く
、
た
だ
後
者
が
一
般
条
項
的
な
性
格

を
持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
直
接
侵
害
は
い
く
つ
か

に
分
類
此
叫
ん
、
更
に
間
接
侵
害
に
対
し
て
も
保
護
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
権
利
の
防
禦
線
が
前
進
し
、
い
わ
ば
、
種
々
の
濃
度
を
も
っ
た
補
充
的
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(
幻
〉

な
予
防
地
帯

NEω
肺
門

N
E
n
Z
〉

rd〈
伶
「
円

N
G
Z
Jが
生
み
出
さ
れ
る
。
間
接
侵
害
一

義に
務お
違い
反て
o 主
『、

完:そ
E れ
;ii iJ~ 

3Z 
@ま
ET ま
告違

F産
を幸
三手
lよzる

客よ
~ ~ 
み」
、畠と
告は
デな
長く、

る
。
こ
の
点
で
は
、
「
絶
対
権
と
い
う
概
念
」
に
よ
っ
て
は
何
も
得
ら
れ
な

ぃ
。
し
た
が
っ
て
先
の
防
禦
線
の
拡
大
は
全
く
法
政
策
的
問
題
目
。
r
g
l

(nv 

宮}戸件伊丹
Z
P
ω
問
。
で
あ
っ
て
、
判
例
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
シ
ュ
ト
ル
は
、
ラ
レ
ン
ツ
同
様
、
八
二
三
条
一
項
の
内
部
で

は
保
護
利
益
の
区
別
を
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
絶
対
権
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
諸
々
の
侵
害
類
型
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
絶
対
権
で
あ

れ
ば
、
い
ず
れ
か
の
直
接
侵
害
が
あ
て
は
ま
る
、
と
い
う
点
で
は
共
通
す

る
)
、
絶
対
権
の
統
一
的
タ
イ
プ
ゆ

E
Y
E
-
R
Z門
司
弓
日
と
い
う
も
の
は
あ

り
え
な
い
と
す
る
。
更
に
、
こ
う
し
た
侵
害
諸
類
型
は
、
た
と
え
ば
、
最
も

典
型
的
な
所
有
権
の
支
配
領
域
へ
の
侵
害
に
つ
い
て
考
察
す
れ
ば
、
物
権
法

差止の訴に関する研究序説

の
諸
規
定
に
応
じ
て
具
体
化
さ
れ
て
お
り
、

型
に
す
ぎ
な
い
(
こ
れ
は
違
法
論
の
統
一
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ

一
O
O四
条
は
そ
の
一
つ
の
類

う
)
と
す
る
。

つ
ぎ
に
右
の
よ
う
な
違
法
論
が
人
格
権
、
営
業
権
(
八
一
一
一
一
一
条
一
項
及
び

一
O
O四
条
の
適
用
)
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ト
ル
の
説
く
と

こ
ろ
か
ら
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
一
般
条
項
的
な
性
質
を
持
つ

も
の
で
あ
る
以
上
、
シ
ュ
ト
ル
の
説
に
よ
っ
て
も
判
例
に
よ
っ
て
具
体
化
さ

(

旧

日

)

れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
絶
対
権
と
し
て
の
強
さ
の

度
合
い
に
応
じ
て
、
直
接
侵
害
を
考
え
る
余
地
も
生
じ
え
よ
う
。

以
上
、
こ
こ
で
は
、
直
接
侵
害
、
間
接
侵
害
を
主
張
す
る
三
つ
の
考
え
方

を
ま
と
め
て
み
た
。
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
行
為
違
法
論
に
影
響
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
直
接
侵
害
と
い
う
態
様
に
関
連
し
て
、
八
一
一
三
条
一
項
は
依
然

と
し
て
特
別
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。
但
し
営
業
権
、
人
格
権
そ
の
も
の
に

つ
い
て
は
、
特
別
の
考
察
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
権
利

概
念
そ
の
も
の
か
ら
切
り
離
し
て
み
る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
直
接
侵
害
、
間
接
侵
害
の
区
別
を
し
な
い
で
「
権
利
」

を
重
視
す
る
立
場
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
ラ
イ
ン
ハ
ル
ぱ
を
取
り
扱
う
。
彼
の

一、
説
を
以
下
に
要
約
し
よ
う
。
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
も
、
シ
ュ
ト
ル
と
同
じ
く
、
物

権
法
等
の
関
連
に
留
意
す
る
。
す
な
わ
ち
八
二
三
条
一
項
に
含
ま
れ
て
い
る

ハ

"v

権
利
と
法
益
は
、
そ
の
法
律
上
の
承
認
を
八
二
三
条
一
項
に
負
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
本
来
の
機
能
を
損
害
賠
償
法
の
外
部
に
持
つ
。
こ
れ
ら
の
も
の

は
、
個
々
人
に
排
他
的
に
秩
序
よ
く
帰
属
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
他
人

が
処
分
を
な
し
え
な
い
特
別
の
領
域

Z
5
5
B符

F
3
n
y
を
あ
ら
わ
し
て
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料

い
る
。と

こ
ろ
で
、
私
法
秩
序
は
、

一
般
的
な
行
為
自
由
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ

資

っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
私
法
秩
序
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、

一
定
の

個
人
的
領
域

F
L
F
i
ι
E
5
2
2与
が
一
般
的
に

m
g
q巳
一
他
人
に
よ
っ
て

干
渉
さ
れ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
保
護
領
域
へ
の

あ
ら
ゆ
る
侵
入
』

aq
回
忌
g
n
Y
5
ω
n
E
R
Z
3
5
Z
は
、
法
の
秩
序
へ

の
妨
害
を
あ
ら
わ
し
違
法
と
な
る
。
こ
の
価
値
判
断
は
「
法
益
の
秩
序
あ
る

帰
属
。
E
耳
目
。
三
口

E
m」
か
ら
直
接
に
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
ケ

ー
ス
に
お
い
て
こ
の
妨
害
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
容
態
〈
司

E
z
g
を
補
足

〔
剖
)

的
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

こ
の
法
益
の
帰
属
は
、
権
利
の
維
持
と
主
張
と
を
個
々
人
に
任
せ
て
い
る

私
法
秩
序
に
お
い
て
は
、
個
々
人
が
第
三
者
の
侵
入
に
対
し
て
権
利
を
保
持

す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
意
義
を
有
す
る
。
実
定
法
上
は
、

所
有
権
に
対
し
て
、
九
八
五
条
及
び
一

O
O四
条
に
お
い
て
、
法
益
帰
属
の

必
然
的
結
果

E
Z
g
&問
。
関
0
5
2
5
R
と
し
て
返
還
、
妨
害
除
去
、

作
為
の
各
請
求
権
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
が
他
の
法
益
に
も
る
て

は
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
八
二
三
条
一
項
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る

他
の
権
利
へ
の
一

O
O四
条
の
準
用
も
承
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
請
求
権

は
、
法
益
帰
属

Q
5
R
5丘
ロ
ロ
ロ
四
の
維
持
と
保
持
に
役
立
つ
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
発
生
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
特
定
の
他
人
に
迄
遡
り
う
る
妨
害

が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。

以
上
の
よ
う
な
特
別
の
内
容
を
持
つ
権
利
が
不
法
行
為
法
で
あ
る
八
一
一
一
一
一

条
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
損
害
賠
償
請
求
権

そ
の
も
の
は
、
法
益
帰
属
の
結
果
か
ら
単
純
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
こ
で
は
具
体
的
な
行
為
者
の
容
態
の
評
価
、
あ
る
い
は
、
賠
償

義
務
を
課
す
る
こ
と
の
妥
当
性

E
n
Z耳
R
E
が
考
慮
さ
れ
る
。
八
一
一
一
一
一
条

に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
過
失
〈
司
自

E
E
S
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
義
務

違
反
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
定
の
容
態
義
務
〈

2
E
Z
5
1
f
zー
一

般
に
要
求
さ
れ
る
注
意
舎
。

5
〈
耳
目
向
。
町
宮
甘
え

2
E耳
ω
2問
F
Z
を
用

い
て
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー
が
、
前
も
っ
て
規
範
化
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
容
態
義
務
に
つ
い
て
も
、
八
二
三
条
一
項
の
「
権
利
」
は
重
要
な
機

能
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
保
護
領
域
の
帰
属
は
、
同
時
に
、
こ
の
地
位
を
侵
害

乃て

し
な
い
よ
う
に
ふ
る
ま
う
べ
き
だ
と
い
う
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
対
す
る
要

求
と
結
び
付
い
て
い
る
。
八
二
三
条
一
項
の
場
合
に
は
、
こ
の
要
求
が
損
害

賠
償
責
任
に
と
っ
て
重
要
な
笠
原
義
務
を
生
み
出
刊
。

同
条
二
項
や
八
二
六
条
の
容
態
義
務
は
、
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
方
法
で
確

定
さ
れ
る
。
同
条
二
項
は
保
護
法
規
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
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そ
の
つ
ど
詳
細
な
容
態
命
令
や
禁
止
〈
2
z
z
g
m
m
r
2
D
L
2
〈
q
r
2
が

確
定
さ
れ
て
い
る
。
八
二
六
条
に
お
い
て
は
、
良
俗
に
か
な
う
よ
う
に
行
為

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
般
的
な
命
令
住
宅
B
0
5
E
C
$
2
か
ら

生
ず
る
。

以
上
の
容
態
義
務
の
差
異
は
、
そ
の
ま
ま
一

O
O四
条
の
適
用
の
場
面
に

も
現
わ
れ
る
。
後
者
な
ど
に
関
連
す
る
不
作
為
請
求
権
に
お
い
て
は
、
容
態

の
態
様
〉
江
口
口
仏
巧
白
百
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
法
益
帰
属
。
t
S
H
N
5
L
E口町

へ
の
許
さ
れ
な
い
妨
害
を
予
防
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
反
対
に
、
態
様
か
ら
見
れ
ば
、
法
秩
序
を
妨
害
す
る
も
の
と
し
て
禁

じ
ら
れ
る
よ
う
な
一
定
の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
容
態

rgtggHO
』
白
色

Fi

E
N
F
司
件
。
〈
司
宮
一
窓
口
函
者
。
E
ゅ
は
、
損
害
賠
償
責
任
の
た
め
に
必
要
な
要
件

《
叫
V

が
存
在
し
な
い
場
合
に
も
、
禁
止
さ
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
点
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
ラ
イ
ン
ハ

差止の訴に関する研究序説

ル
ト
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
法
益
帰
属
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

》
」
こ

ろ
で
、
民
法
は
八
二
三
条
一
項
に
「
そ
の
他
の
権
利
」
を
規
定
し
て
発
展
の

余
地
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
を
創
造
す
る
こ
と
は
、
社
会
的
需
要
に
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
ラ
イ
γ
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
、

OESHEDH仏
ロ
ロ
ロ
聞
に
ふ
さ
わ
し
い
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
は
一
方
で
「
人
格
権
、
営
業
権
の
加
入
に
よ
っ

て
、
八
二
三
条
一
項
の
権
利
は
根
本
的
に
問
題
の
多
い
も
の
と
な
っ
た
」
と

い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
価
値
的
要
素
を
含
む
問
題
で
も
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
ろ
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
に
従
え
ば
、
八
二
三
条
一
項
の
権
利
は
、
不
作
為
請

求
権
の
違
法
牲
の
問
題
に
つ
い
て
、
確
固
た
る
基
準
を
与
え
て
い
る
、
と
い

え
る
。

最
後
に
、
八
二
三
条
一
項
に
特
別
な
内
容
を
持
た
せ
な
い
立
場
を

説
明
す
る
。
こ
こ
で
は
、

一
つ
の
類
型
と
し
て
、
最
近
不
作
為
の
訴
の
問
題

に
も
若
干
の
考
察
を
加
え
た
ミ
ュ
ン
ツ
ベ
ル
ク
を
と
り
あ
げ
る
。

ま
ず
、
背
後
に
あ
っ
て
、
不
作
為
の
訴
の
評
価
づ
け
の
基
礎
と
な
っ
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
違
法
論
を
考
察
す
る
。
ミ
ユ
ン
ツ
ベ
ル
ク
は
、
法
規
範

(

H

V

 

を
命
令
及
び
禁
止
を
含
む
決
定
規
範
切
2
5
5
5
m
8
2
5
2
と
考
え
、
以

ハ
叫
)

下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
規
範
か
ら
法
的
義
務
問
REm--F与件。

が
生
じ
、
こ
れ
に
違
反
す
れ
ば
違
法
と
な
る
。
こ
の
命
令
及
び
禁
止
の
対
象

と
な
り
う
る
の
は
人
聞
の
容
態

g
g
R
E
E
5
〈
司
z
r
g
の
み
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
叉
違
法
の
対
象
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
生
じ
た
結

果
は
違
法
と
は
関
係
の
な
い
責
任
根
拠
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
現
実
の
多
く

の
不
法
構
成
要
件
、
た
と
え
ば
八
二
三
条
一
項
な
ど
で
は
、
も
っ
と
も
肝
要

な
人
間
の
容
態
に
つ
い
て
の
法
的
義
務
が
何
で
あ
る
か
が
具
体
的
に
記
述
さ
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料

れ
な
い
で
、
加
害
結
果
(
所
有
権
侵
害
、
身
体
傷
害
な
ど
〉
の
記
述
で
満
足

さ
れ
て
い
る
。

資

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ミ
ユ
ン
ツ
ベ
ル
ク
は
、
法
律
の
使
命
は
い
か
な
る
事

情
の
下
で
違
法
な
容
態
に
サ
シ
ク
ジ
ョ
ン

ω
g
E
g
g
を
結
び
つ
け
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
し
ば
し
ば
結
果
の
記
述
だ
け
で
よ

《
柑
》

い
と
さ
れ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
ミ
ユ
ン
ツ
ベ
ル
タ
に
よ
れ
ば
八
二
三
条

一
項
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
課
題
と
な
る
の
は
、

特
定
の
容
態
義
務
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
個
々
の
不

法
構
成
要
件
で
は
な
く
て
、
当
該
の
法
益
に
関
係
が
あ
る
総
て
の
法
律
上
の

構
成
要
件
の
全
体
が
重
要
と
な
る
。

更
に
、
ミ
ュ
ン
ツ
ベ
ル
ク
は
こ
の
容
態
義
務
の
発
見
方
法
と
し
て
三
つ
を

あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
に
利
益
較
量
の
原
則
司

2
R
e
母ニ
2
2
2毘
ロ
!

争
当
相
w
m
W
H
ロ
聞
が
あ
る
。
そ
し
て

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
犠
牲
に
し
て
も
保
持

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
絶
対
的
保
護
価
値
の
あ
る
法
益
与

E
E芯

〈
刊
)

ω円
吉
同
N
耳
日
仏
国
間

r2円

ι
2
F
n
y
g
m
H
H
E
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。
ミ
ュ
ン

ツ
ベ
ル
タ
の
違
法
論
は
ケ
メ
ラ
ー
な
ど
の
間
接
侵
害
の
考
え
方
に
似
て
い
る

と
い
え
る
。
し
か
し
後
者
が
絶
対
権
な
ど
へ
の
直
接
侵
害
を
認
め
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
ミ
ュ
ン
ツ
ベ
ル
ク
自
身
は
疑
義
を
は
さ
ん
で
い
る
。
す
な

わ
ち
、

ミ
ユ
ン
ツ
ベ
ル
グ
に
よ
れ
ば
違
法
性
の
領
域
を
い
く
つ
か
の
グ
ル
l

プ
に
わ
け
る
こ
と
は
か
え
っ
て
解
決
を
困
難
に
す
る
。
む
し
ろ
違
法
性
を
積

極
的
に
理
由
づ
け
よ
う
と
す
る
統
一
的
処
理
方
法
冊
目

Z
E
E
E〈
伶
広
島
耳
目

の
方
が
よ
り
簡
単
で
あ
る
。
特
に
、
八
二
三
条
一
項
の
権
利
及
び
法
益
が
無

制
限
な
不
可
侵
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
す
る
。
こ

の
よ
う
に
こ
こ
で
は
実
質
的
-
評
価
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
ミ
ユ
ン
ツ
ベ
ル

F
は
、
い
わ
ゆ
る
「
予
防
的
」
不
作
為
の
訴
の

責
任
根
拠
の
問
題
国
民
Z
ロ
開
花

E
E
母
H
C
5
2
E田
口
ロ
阿
佐
F
問
。
は
違
法

〈
惚
〉

性
で
は
な
い
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
違
法
と
い
う
評

側
と
切
り
離
さ
れ
た
責
任
根
拠
の
内
容
を
知
る
た
め
に
も
、
八
一
一
一
一
一
条
一
項

は
特
別
の
役
割
を
持
た
な
い
。

要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
不
作
為
請
求
権
は
既
存
の
あ
る
事
態

〈
副
〉

E
ロ

Z
5
g
g
H
E
E
g
a
r
n
T
R
E
-同
を
要
件
と
す
る
。
こ
の
事
態
が

計
画
さ
れ
た
侵
害
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
相
手
方
の
義
務
を
根
拠
づ
け

る
。
し
た
が
っ
て
、
重
要
な
の
は
、
義
務
の
侵
害
(
違
法
性
〉
で
は
な
く
て
、

内
容
及
び
当
事
者
を
特
定
す
る
に
十
分
な
既
存
の
事
態
か
ら
の
義
務
の
発
生

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
義
務
そ
の
も
の
は
、
法
律
か
ら
直
接
引
き
出
さ

門
出
)

れ
る
こ
と
が
あ
る
し
、
権
利
法
益
保
護
の
思
想
。

a
g
z
ι
g
p
w
n
r
z
E仏

剛
山

2
y
gを
Z
『
か
ら
発
展
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
又
、
判
例
に
よ
り
具
体
化

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
不
法
行
為
法
の
中
に
は
、
ど
こ
に
も
一
般
的
容
態
義
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務
白
一
一
岡
市
E
3口
市
〈

R
E一
窓
口
凶
又
一
片
宮
が
存
在
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
義
務
の
性
質
及
び
根
拠
か
ら
ミ
ュ
ン
ツ
ベ
ル
ク
は
次
の
よ

う
に
考
え
る
。
す
な
わ
ち
一

O
O四
条
の
不
作
為
の
訴
は
、
新
し
い
不
作
為

義
務
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
絶
対
権
に
危
険
が
差
し
迫
っ
て
い
る
場

合
、
原
則
的
に
強
制
不
可
能
な
既
存
の
一
般
的
な
不
作
為
義
務
に
訴
求
可
能

性
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
関
係
を
押
し
進
め
れ
ば
、
絶
対
権
以

外
の
他
の
法
益
の
保
護
の
た
め
に
、
た
と
え
所
有
権
に
お
け
る
九

O
コ
一
条
の

よ
う
な
法
律
上
の
確
認
が
な
い
場
合
に
も
、
不
法
行
為
法
に
由
来
す
る
行
為

及
び
不
作
為
義
務
母
子
耳
目

z
f
z
z
g
b
g
g
g
L
C
2
2
F自己口問的
1

又
-FnE
に
訴
求
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
判
例
(
一
般
的

不
作
為
の
訴
)
は
、
実
際
こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
自

明
の
こ
と
で
も
あ
る
。

差止の訴に関する研究序説

ミ
ユ
ン
ツ
ベ
ル
ク
は
、
こ
の
よ
う
に
論
じ
、
従
来
は
、
権
利
の
概
念
が
評

価
さ
れ
す
ぎ
て
い
た
、
と
い
い
匂
こ
の
前
提
に
た
て
ば
、
義
務
の
発
生
に
つ
い

て
は
、
権
利
と
か
法
益
と
い
っ
た
問
題
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
く
な
り
、
こ

の
義
務
が
個
人
的
に
具
体
化
さ
れ
た
と
き
に
、
訴
に
よ
る
請
求
が
可
能
と
な

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
ミ
ユ

γ
ツ
ベ
ル
ク
の
表
現
を
借
り

れ
ば
、
相
手
方
と
し
て
は
将
来
の
容
態
の
外
観

ι耳
伊

Z
5
2
E口町民間
g

〈
司
宮
一
窓
口
に
対
し
て
責
任
を
負
う
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
外
観
が
違
法
な

容
態
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
適
法
な
容
態
に
よ
っ
て
も
た

内回
V

ら
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。

ミ
ュ
ン
ツ
ベ
ル
ク
に
代
表
さ
れ
る
立
場
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
違
法
論
そ

の
も
の
に
お
い
て
、
及
び
、
予
防
的
不
作
為
義
務
の
具
体
化
の
両
局
面
に
お

い
て
、
八
二
三
条
一
項
の
特
殊
性
を
強
調
し
な
い
。
特
に
、
ミ
ユ
ン
ツ
ベ
ル

タ
は
後
者
の
問
題
を
違
法
論
と
切
り
離
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
論
者
そ
れ
ぞ

れ
の
法
律
構
成
の
差
異
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
評
価
の
具
体
的
内

容
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に
は
変
わ
り
が
あ
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
先
の
二

つ
の
違
法
論
で
と
り
あ
げ
た
違
法
判
断
の
問
題
は
、
ミ
ユ
ン
ツ
ベ
ル
ク
に
お

け
る
義
務
の
具
体
化
に
相
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。

(
1
a
)

特
に
削

v、
川

W
E参
照
。

(
1
b
)
切

E

F

N
己
号
円
、
吋
耳
目
E
D一D岡
田
戸
口
ι
E
E
m
g
ω
m
w
n
F匂円
c
z
g
H
l

。ロ《凶角

3
5『
宮
口
問
。

=
ι
g
C
5
2
F田口問
ω町一
ω
胃
J
』

N

↓

u
m
m
-
ω

ω
∞-ロ.

(
2
)

こ
う
し
た
積
極
的
な
思
考
は
、
古
く
は
、
ェ
ル
ツ
バ
ッ
ハ

l
に
、
最

近
で
は
後
述
の
ミ
ユ
ン
ツ
ベ
ル
ク
(
宮
5
N
r
q四・

3
円
E
r
g
s
ι

何
同
町
白
一
色
に
似
て
い
る
。
パ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
全
法
秩
序
に
よ
っ

て
保
護
に
値
す
る
と
み
ら
れ
る
利
益
。

5
2
や
領
域

F
E
S
に、

類
推
に
よ
っ
て
、
不
作
為
の
訴
の
保
護
を
与
え
る
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
は
、
評
価
の
問
題

p
a。
母
同
者

2
5聞
で
あ
る
。
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料

(
3
)

た
と
え
ば
、
八
二
四
条
の
制
限
的
な
保
護
を
、
包
括
的
な
営
業
権

江
口
広
岡
国
『
ω由
自
己
2
如何

ny昨
日
出
。
百
四
2
F
n
F
Z
Rロ
ロ
ロ
L
E
ω
間
2
σ
R
E

C
2
5
r
$
2ユ
与
で
置
き
か
え
る
。

(
4
)

ラ
レ
ン
ツ
な
ど
の
訴
訟
法
説
。
否
定
論
者
は
、
万
人
に
向
け
ら
れ

た
不
作
為
請
求
権
は
実
体
上
あ
り
え
な
い
と
い
う
。
バ
ウ
ア
ー
に
よ

れ
ば
「
請
求
権
が
発
生
す
る
た
め
に
は
、
法
律
に
抽
象
的
に
定
め
ら

れ
た
構
成
要
件
が
具
体
的
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
不

作
為
請
求
権
も
一
定
の
侵
害
の
発
生
に
よ
っ
て
、
人
及
び
内
容
が
特

定
さ
れ
具
体
化
さ
れ
る
」
か
ら
、
実
体
的
請
求
権
の
肯
定
は
可
能
で

あ
る

o
Fロア
m

P

0
・
ω・
ω
∞ω
・

(
5
)

戸
口
内
山
者
戸
間
剛
山
巴
部
F
U
2
ω
gロ
L
ハ目。門戸内
rHm
〈
C
ロ

E
r守
}
丘
〈

g

HNRY叶
】

B
U
2
2
n
y
g
N
Z
v
r
o
n
r
y
]
N
一
回
目
ア
品
目
印
同
町
田

(
6
)
岡山
E
司
H
-
p
m
・

o・
品
目
由
民
・
会
一
号
・

(
7
〉
営
業
関
係
に
関
し
て
い
え
ば
、
不
正
競
争
防
止
法
が
こ
れ
に
あ
た

る
。
婚
姻
関
係
か
ら
生
じ
る
争
い
は
、
刑
法
と
の
関
係
で
八
二
三
条

二
項
の
保
護
法
規
違
反
と
し
て
保
護
さ
れ
る
。
同
州
宮
部
門
-
P
P
0・

品吋
0
・

(
8〉
剛
山
氏
招
♂
m
y
m
w
-

。
・
当
日
・
円
『
切
俗
ロ
ア
p

m

w

・
0
ω
∞M
-

パ
ウ

ア
ー
に
よ
れ
ば
、
制
度
保
護
と
い
う
思
想
は
、
不
作
為
請
求
権
の
領

域
で
は
意
味
が
な
い
。
「
不
作
為
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
は
、

権
利
、
法
益
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
を
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
っ

て
い
る
。
社
会
的
現
実
に
お
い
て
は
、
個
人
的
法
益
の
保
護
は
、
権

利
の
保
護
と
同
じ
位
重
要
で
あ
る
。
占
有
保
護

F
弘
仲
間

n
E
Q
を

資

制
度
保
護
あ
る
い
は
平
和
秩
序
の
保
護
の
流
出
物
と
見
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
保
護
の
必
要
性
を
誤
解
し
て
い
る
。
」

(
9
〉
列
包
括
♂

ω
P
C・
ω・
念
吋
・
請
求
権
は
、
一
次
的
権
利
回
目
E
匹目

岡山
R
Z
o
で
あ
る

2
r
1
r
Z
2
(白
V
S
E
R
U
閉山
R
F
R
に
対
し
て
二
次

的
権
利
自
E
E
F
B
列
2
Y
R
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
補
助
的
機
能

の
み
を
持
つ
。
こ
れ
は
法
的
技
術
の
産
物
で
あ
っ
て
、
権
利
及
び
権

利
に
ま
で
形
成
さ
れ
て
い
な
い
地
位
の
両
方
を
主
張
す
る
た
め
に
役

立
つ
。
な
お
ラ
イ
ザ
ー
に
つ
い
て
は
、
奥
田
「
請
求
権
概
念
に
つ
い

て
」
論
叢
八
二
巻
二
・
三
・
四
合
併
号
二
五
五
頁
以
下
を
も
参
照
。

(
叩
)
註
(
3
)
参
照
。

(
竹
川
)
司
ユ
同
N

切
ωロア

U
O
H
ω
2
2
2ロ向田口
ω司
E
n
y
ロmw
円
「
明
一
C
C
A

切
の
戸

〉
白
石
0

・
ω
品
目
吋
同
町
参
照
。
パ
ウ
ア
l
は
、
説
明
が
困
難
な
事
例

と
し
て
附
権
利
承
継
が
行
な
わ
れ
た
と
き
、
問
土
地
の
自
然
の
変
更

に
よ
っ
て
侵
害
が
生
じ
た
と
き
、
川
正
当
利
益
の
保
護
の
た
め
に
な

さ
れ
て
い
た
名
誉
毅
損
の
主
張
、
が
、
後
に
不
真
実
で
あ
る
と
判
明

し
、
も
は
や
正
当
と
さ
れ
え
な
く
な
っ
た
と
き
窃
・
ム
ロ
・
〉
を
あ

げ
る
。

(
3
p
g
E
o
s
-
5
E
F口問。
p
ω
・
一
也
氏
・

(
け
M

a

)

関
心
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
「
権
利
侵
宝
己
の
内
容
の
変
化
そ

の
も
の
に
は
乾
助
教
授
も
着
眼
さ
れ
て
い
る
。
乾
「
不
法
行
為
法
に

つ
い
て
の
一
考
察
(
五
)
」
論
叢
八
二
巻
六
号
七
四
頁
。

(
m
b
)
(
U
R
B
5
2
戸
巧
自
己
5
m
g
-
ω
-

一ω
一-
u
U昂

ω
r
E
E
3

岡山
R
Z
Zロ
抑
∞

M
2
・。
2
2
H
M
g巳
S
ω
n
r
H
H『
窓
口
回
L
F
ω
・印印印『・
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， 

差止の訴に関する研究序説

(
川
門
)
(
リ
常
5
5
2
0
H・
0
2曲
目
ヨ
巳
g
ω
円
宮
田
町
件
。
ロ
回
ι
F
ω
・
印
印
由
民
・

(
日
)
(
い
B
B
B
2
2・
印

-

E

・
。
・

ω・
8
-
民・

(
日
〉
(
一
月
日
目
白
戸

p
m・
o-ω
・
印
日
・
八
二
三
条
一
項
に
加
え
る
こ

と
に
積
極
的
意
義
を
認
め
て
い
る
。
「
侵
害
の
違
法
性
が
注
意
義
務

違
反
か
ら
生
ま
れ
る
と
し
て
も
、
八
二
三
条
一
項
が
根
底
か
ら
変
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
」

(
行
〉
{
リ
2
5
E
2
q
w
ω
P
0・
ω
・印自由

(
同
)
ケ
メ
ラ
1
は
、
容
態
の
規
範
違
反

Z
Rヨ
ヨ
ι口問
r
E
ι
2
〈
2
1

Z
-
z
g
を
違
法
と
判
断
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
予
防
的
不
作

為
の
訴
に
あ
て
は
ま
る
。
正
当
な
容
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
発
生
し
た

望
ま
し
く
な
い
行
為
結
果
に
よ
っ
て
訴
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
は

な
い
(
ぇ
・

ω・
印
可
し
。
損
害
賠
償
請
求
権
や
除
去
講
求
権
は
、
注
意

義
務
違
反
に
よ
っ
て
加
害
を
及
ぼ
す
結
果
や
継
続
的
侵
害
が
発
生
し

た
場
合
に
の
み
与
え
ら
れ
る
が
、
予
防
的
不
作
為
の
訴
に
お
い
て

は
、
一
般
的
な
注
意
義
務
に
対
す
る
客
観
的
な
違
反
と
い
う
事
実
が

あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
(
ぇ
・

ω-mg・〉。

(
悶
)
円
、
mw百ロ
N・
ωny己
ι
H
R
Y片
岡
.
呂
田
∞
∞
〉
ロ
2.ω.h-Nムロ・一一
m
R
E
m
-

耳
広
口
同
町
角
川
町
ロ
ロ
仏
国
ωロハロロロ間的
r
aユた
F
B
N
H
丘町内清
r
y
町内出
g
n
r
-

F

U
三
]
ゆ
一
回
目

ω唱

m
-
E
R・

(
初

)
F
R
O
E
-
F
ω
g
n
F円
-
F
O
B
-
-
p
ω
・
-
∞
印
・
あ
る
法
益
に
つ
い
て
権

利
者
に
留
保
さ
れ
て
い
る
行
為
を
行
な
う
こ
と
と
(
ケ
メ
ラ
l
の
支

配
権
の
直
接
侵
害
〉
、
あ
る
法
益
そ
の
も
の
へ
加
害
を
及
ぼ
す
こ
と

(
生
命
・
身
体
な
ど
へ
の
加
害
〉
と
は
区
別
さ
れ
得
な
い
。

(
引
〉
そ
の
他
第
三
の
違
法
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
命
令
違
反
の
他

に
、
行
為
者
の
内
面
的
態
度
に
よ
っ
て
違
法
性
が
決
定
さ
れ
る
o

F
R
E
N噌

P
ω
・
0
.
ω
.
3
ω
・
〉
ロ
ョ
・

ω吋・

(
明

μ
)

慈
起
さ
れ
た
あ
る
結
果
が
、
行
為
の
通
常
の
経
過
か
ら
見
て
、
行

為
そ
の
も
の
と
見
な
さ
れ
う
る
場
合
は
、
直
接
侵
害
が
認
め
ら
れ

る
。
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
例
と
し
て
は
、
看
護
婦
が
自
分
で

は
気
が
付
か
な
い
で
、
死
の
結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
な
添
液
を
注
射

し
た
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
事
実
上
生
じ
た
侵
害
か
ら
行
為
を

違
法
と
推
論
列
R
r
R
E忌
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
行
為
者
が
正
当

に

Z
H
S
F
E
R
E
-
m
行
為
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も

違
法
性
は
排
除
さ
れ
な
い
。

(お
)
F
R
g
p
p
P
0・
ω
・
5ω
同
・
こ
の
後
者
の
命
令
違
反
の
場
合
に

は
、
行
為
と
結
果
と
の
関
連
が
遠
い
の
で
、
結
果
か
ら
直
接
に
行
為

の
違
法
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
命
令
に
違
反
し

た
者
は
、
相
当
因
果
関
係
の
枠
内
で
発
生
し
た
損
害
に
対
し
て
、
八

二
三
条
二
項
に
従
っ
て
責
任
を
負
う
。

(
川
凶
)
円
、
問
。
ロ
N
-

印

-
P
0・
ω・
-
宝
・

(
刊
ω
)

円、
m
W
H
E
N
-
p
m
y
O
ω
・
5
N
同・

(
お
〉
行
為
経
過
出
g
e
g四
mmrzえ
の
枠
内
に
あ
る
侵
害
は
常
に
違

法
で
あ
り
、
妨
害
除
去
義
務
及
び
不
作
為
義
務
を
ひ
き
お
こ
す
。
つ
ぎ

に
、
よ
り
遠
い
背
後
の
行
為
が
原
因
と
な
っ
て
発
生
す
る
侵
害
に
お

い
て
は
、
行
為
あ
る
い
は
不
作
為
に
よ
っ
て
一
般
の
社
会
生
活
上
の

義
務
〈
2
f
r
ω
も
お
宮
に
対
す
る
違
反
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
の
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料

み
違
法
と
な
り
且
つ
予
防
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
。
こ
の
義
務
に
対

す
る
違
反
が
な
く
、
単
に
結
果
が
惹
起
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
き
に

は
、
状
態
責
任

N
5
g
E
ω
宮町
Z
ロ
聞
に
よ
っ
て
の
み
理
由
づ
け
ら

れ
る
(
「
日
ロ
P
P
P
0・
ω
-
E∞同・)。

(
幻
)
「
内
WHEN-Pω
・
0
・
ω・
一
白
山
・
こ
の
点
に
つ
い
て
ラ
レ
ン
ツ
は
次

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
た
と
え
ば
、
誰
か
が
私
の
土
地
を
往
来

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
所
有
権
を
直
接
に
侵
害
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
常
に
違
法
で
あ
り
、
繰
り
返
し
の
危
険
が
あ
れ
ば
、
不

作
為
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る
。
他
方
誰
か
が
、
自
分
の
土
地
で
、
将

来
に
お
い
て
私
の
土
地
の
侵
害
を
ひ
き
お
こ
す
よ
う
な
行
為
を
な
せ

ば
、
私
の
土
地
の
侵
害
が
発
生
し
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
予
見
し
う

る
よ
う
な
場
合
に
の
み
不
作
為
を
請
求
出
来
る
。
」

(
お
)
出
g
ω
ω
s
-
f
C員。円
r
z
q有
国

Z
H
〈
a-2Nロ
ロ
問
凶
rs-己
耳

問。口
r
F
〉
門
司
・
一
四
日

ω
-
N
B
R・
UNCBMNonr片岡
2
同仲間口口問
ω向
日
ロ
L

L
g
〈
2raMgHFnrzm伶
ロ
〈
耳
目
Mmwrgp
』

N
-
U印∞・

ω-
一ω吋同『・

(
m
a
〉

ω
E
f
〉口同
M-
∞
-
N
N
O
R
-
』

Nω
・
石
田
『
・

(
m
m
b
)

口『・∞

E
ア
〉
口
句
・

5
0・
ω・品目∞・

(泊〉

g
o
z・-〉門司・

5
M
-
ω
-
M
O由民・

(
叩
)
直
接
侵
害
の
類
型
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
法
律
行
為
的
目
的
的
行

為同目巾口岳r丹宮凶問
2
円岳v肺箆同件己岳
]z仲付円岳r午iム叫止E恥包ロEω巳
-r。
出
Eι&-E悶需命
gロP噌
事
実
的
目
的
的
行

為

g
E門官

z臼島匹円与ゲ
z喜一zr凶汚円F午i
『止EF5ロEω号-F何
出
E
《仏凶出一
r戸E口括間巾
g
F口P岨
客
観
的
直
接
侵
害
G各
σz』守σ尖rヤl

 

江
4

〈

7
〈

?l己
巴E同

ω旨同
c♀-ロ
}ωP.

州

ωP
凶

y.

。.ω
N立
-5印.

(

刊

日

)

資

(
位

)
ω
さ
}
f
m
-
P
0・
ω-NNU
・

(お
)
ω
s
z
-
p
m・
o・
ω
N町
民
・

(
制

)
g
o
-
-
-
ω
-
P
0・
ω
-
M
一∞町内・一

O
O四
条
で
は
客
観
的
直
按
侵

害
が
第
一
の
不
法
類
型
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
が
、
間
接
侵
害
も
又
あ

て
は
ま
る
。
し
た
が
っ
て
あ
る
妥
当
な
容
態
〈
町
長
。
F
E
R
E
H問自

〈
R
E
F
E
に
よ
っ
て
相
当
因
果
関
係
の
枠
内
で
惹
起
さ
れ
た
妨
害

状
態
に
つ
い
て
、
除
去
義
務
を
負
わ
せ
る
と
す
れ
ば
、
所
有
権
訴
訟

の
法
律
的
指
導
像
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
ぇ
・

ω
E
f
p
p

c
.
ω
-
N
N印.)。

(
お
〉
こ
れ
ら
は
、
保
護
領
域
の
限
界
づ
け
に
お
い
て
特
別
の
問
題
を
提

供
す
る
(
口
町
姐

2
0
-
r
p
P
0・
ω-N-N
・)。

ハ
お
)
シ
ュ
ト
ル
は
、
氏
名
権
、
営
業
上
の
保
護
権
な
ど
に
つ
い
て
は
直

接
侵
害
と
共
に
間
接
侵
害
を
認
め
て
い
る
(
・
ω
M
一
由
民
・
)
。
更
に
、

個
別
的
規
定
に
つ
い
て
は
、
「
八
二
三
条
二
項
、
八
二
四
条
、
不
正
競

争
法
な
ど
に
沈
澱
し
て
い
る
容
態
規
範
は
、
規
範
違
反
が
客
観
的
に

認
識
さ
れ
な
く
と
も
違
反
さ
れ
う
る
」
と
い
う

3
・
M

ご
〉
。
営
業

権
、
人
格
権
へ
の
違
反
の
態
様
は
、
こ
れ
ら
と
の
対
比
に
お
い
て
考

え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

(
訂
)
岡
山
企
ロ
}
岡
田
丘
F
U
8
2
r
τ
r
t〈
巾
河
内
口
Z

5

抑
∞
M
ω
-
切
の
戸

』

N
-
u
m
ア
〕
ニ
ω
同町・

(
お
〉
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
は
、
生
活
利
益
(
生
命
・
身
体
な
ど
)
を
所
有
権

と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
正
当
化
事
由
が
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
、
他
人
の
保
護

(引む
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領
域
へ
の
侵
入
を
一
示
す
あ
ら
ゆ
る
人
聞
の
容
態
は
、
こ
の
結
果
の
た

め
に
、
法
秩
序
に
違
反
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
が
そ
の
結

果
を
避
け
え
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
注
意
の
緊
張
、
が
欠
け
て
い
た

か
ど
う
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

(
川
叩
)
保
護
領
域
違
反
と
し
て
直
ち
に
違
法
で
あ
る
行
為
が
、
更
に
他
の

観
点
か
ら
も
、
他
人
の
保
護
領
域
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
義
務
の
違
反
と
し
て
無
価
値
判
断
を
与
え
ら
れ
た
と
き
に
損
害

賠
償
義
務
が
発
生
す
る

3
・
コ
白
・
〉
。

(
川
む
河
E
口
百
三
F
ω
ω
・
0
・
ω・
コ
吋
・

(
位
)
の
『
・
叶

ω「コ
2
5‘
N
5
0
0問
自
己

H
r
ι
2
・
uc口
切
戸
間

g
H凶
作
円
}
戸
眠
、

〉
円
同
U

・

5
0・
特
に
二
八
九
頁
以
下
参
照
。

(
刊
日

)

H

N

2

コ
T
R《戸

ω

m
・

o・
ω・
コ
ム
・

(

川

刊

)

玄

g
N
g
a
e
〈

2
E
r
g
s内
山
間
三

O
K
ω
}聞
の
2
ロ
ι
g
m
g
骨門

同州
2
7
g
a
Z
L
コm
Z
H叶

gι
国
民
門
戸
居
間
一
也
田
町
唾

ω・
白
N
R
-
法
規
は
更
に

評
価
規
範
切
司
君
。
2
5
m
g
2
5
2
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
。
つ
ま

り
、
あ
る
結
果
(
身
体
傷
害
な
ど
)
を
観
念
上
考
え
出
し
、
こ
れ
を

-
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
生
み
出
さ
な
い
た

め
の
規
範
を
つ
く
る
、
と
い
う
意
味
の
評
価
規
範
を
さ
す
。
こ
の
可

能
な
結
果

ι耳
目

2
m
r
z
F
E凹
の
評
価
は
、
法
規
範
の
発
生
根

拠
で
あ
る
と
共
に
解
釈
の
基
準
で
あ
る
。

(
日
制
)
こ
の
法
的
義
務
は
命
令

H
g阿国
E
t〈
程
強
い
も
の
と
考
え
る
必
要

は
な
い
。
決
定
規
範
は
個
々
の
人
間
に
対
す
る
勧
告
何
百
又
喜

-E凹I

E
と
で
も
い
い
う
る
も
の
で
あ
る

(ω

己・)。

(
M
刑
)
宮
ロ
ロ
N
g
a
-
ω
-
P
0・
ω・
呂
町
・

(
円
引
〉
宮
5
N『
R
m
-
p
p
。・

ω・∞
ω・

(
州
制
)
そ
の
他
、
適
合
の
原
理

H
J
5
N
F
恒
常
同
明
記

E
口
問
(
そ
の
つ
ど
の

状
況
に
お
い
て
、
法
律
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
る
よ
う
な
結
果
を
妨

げ
、
望
ま
し
い
結
果
を
達
成
す
る
に
適
し
た
容
態
が
要
求
さ
れ
る
〉
、

可
能
性
の
原
理

F
5
N
H司

L
g
関
与
ロ
ヨ
ロ
(
義
務
の
限
界
は
主
体
の
可

能
性
の
中
に
求
め
ら
れ
る
)
が
あ
る

o
E
g
N
r
q
m
L
-
P
0・
ω
一士民・

(
刊
)
忌

E
N
r
2
m
-
p
p
o
ω
・
ζω
・

(
叩
)
冨

E
N
Z『
m
'
P
ω
C
.
ω
ω
ω
日

間

『

(
引
〉
な
お
、
こ
の
著
書
に
お
い
て
は
ミ
ュ
ン
ツ
ベ
ル
ク
は
、
人
格
権
、

営
業
権
に
つ
い
て
は
特
別
に
言
及
し
て
い
な
い
。
違
法
評
価
の
簡
で

は
、
通
常
の
法
益
と
同
じ
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
臼
)
一
般
に
は
違
法
な
容
態
と
さ
れ
て
お
り
(
除
去
請
求
権
に
お
い
て

は
違
法
な
妨
害
状
態
)
、
叉
そ
の
際
、
「
権
利
」
が
あ
る
一
定
の
役

割
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
既
述
し
た
。
「
予
防
的
」
不
作
為
の
訴
の

意
義
は
侵
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
も
保
護
が
与
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
が
、
ミ
ユ
ン
ツ
ベ
ル
タ
は
、
こ
の
段
階

は
違
法
と
い
う
尺
度
で
は
評
価
出
来
な
い
と
い
う
。
違
法
判
断
の
対

象
と
な
る
の
は
、
現
在
生
じ
て
い
る
事
実

L
F
唱
E
Z
F
過
去
に

生
じ
た
事
実

ep耳
目

d
S
F
の
み
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
現
在
あ
る

い
は
過
去
に
属
し
て
い
る
現
実
の
容
態
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

計
画
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
容
態
は
決
し
て
違
法
で
は
な
い
。

云
E
N
Z認-四角川
5
2
r
g
m
g
gヨ
国
防
『

Z
ロ
寝
間
E
E
L
2
C口
丹
市

7
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料

一ω自己口問
ωrF間
P
』
N・呂田吋・

ω目
呂
田
υ

〈
常
吉
一
昨
g
-
ω
・
ム
一
∞
同
・

な
お
開
目
。
『
・

ω
n
E
E
H
m
n
Z
回

-umuω
〉
丘
一
-
∞
-
A
吋0
・
も
岡
田
日
。

(
臼
)
冨
E
N
r
q問
・
尚
一
∞
句

"ω
・
町
田
一
民
・

(日〉

C
自
己
g
p
g
g
E
h
r
r
n耳
目
H
E
t
g
と
も
表
現
さ
れ
る
。
ぇ
・

〈

2
r巳
R
P
ω
.
ム
-u.

(
日
)
た
と
え
ば
、
所
有
権
の
自
由
使
用
処
分
権
能
を
定
め
た
九

O
三
条
。

(
日
)
宮
E
N
r司
問
唱
』
N
Z
m吋・

ω
-
m
z
・

(口出〉

ζ
E
N
r
E
m
-
』
N
呂田吋・

ω
-
E
N・
ネ
ガ
ト
リ
ア
の
保
護
を
享
受

す
る
た
め
に
は
、
八
二
三
条
一
項
に
侵
入
す
る
必
要
は
な
い
。

(
日
〉
冨
E
N
Z『m-
〈

2
7包
括

P
ω

品目一-

(
臼
)
ミ
ュ
ン
ツ
ベ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
不
作
為
義
務
が
具
体
化
さ
れ
る

事
情

ω
R
7
2円
E
F
の
中
に
適
法
な
容
態
を
も
加
え
る
と
こ
ろ
に
特

色
、
が
あ
る
。

資

(三)

総

括

l
ド
イ
ツ
法
及
び
日
本
法
|

最
後
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
般
的
不
作
為
の
訴
の
問
題
点
を
整
理
し
、

わ
が
民
法
に
お
け
る
若
干
の
提
案
を
試
み
る
。

こ
れ
ま
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
般
的
不
作
為
の
訴
の
展
開
を
、
現

在
の
不
法
行
為
理
論
の
視
点
か
ら
権
利
の
機
能
を
中
心
と
し
て
把
握
し
て
き

た
。
そ
こ
に
現
わ
れ
た
諸
現
象
を
わ
が
民
法
と
関
連
さ
せ
て
考
察
す
る
た
め

に
は
、
ド
イ
ツ
法
特
有
の
諸
前
提
を
再
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
は
個
別
的
規
定
し
か
知
ら
ず
、
且
つ
八
二
三
条

一
項
の
絶
対
権
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
不
法
行
為
の
効
果
は
原
状
回

復
を
原
則
と
す
る
。
違
法
性
は
単
に
不
法
行
為
法
の
分
野
で
問
題
と
な
る
だ

け
で
は
な
い
。
特
に
一

O
O四
条
の
物
権
的
請
求
権
公
2
5
5官
S
E
)

と
の
内
部
的
統
一
に
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
。
違
法
論
に
お
い
て
は
元
来
結

果
不
法
の
考
え
が
支
配
的
で
あ
り
、
権
利
侵
害
H
違
法
性
と
い
う
価
値
判
断

が
貫
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
違
法
性
と
有
責
性
を
あ
ら
わ
ず
過
失
が
峻
別
さ

れ
て
お
り
、
物
権
的
請
求
権
の
要
件
と
し
て
は
、
違
法
性
だ
け
で
よ
い
と
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
が
創
造
し
た
一
般
的
不
作
為
の
訴
(
準
物
権
的

請
求
権
〉
が
許
さ
れ
る
た
め
に
は
、
理
論
的
に
は
、
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
た
法
益
へ
の
客
札
飢
に
違
法
な
侵
害
が
あ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

」
の
事
情
は
行
為
違
法
論
に
よ
っ
て
若
干
の
影
響
を
受
け
た
。

権
利
侵

害
日
違
法
性
の
公
式
が
再
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共

に
違
法
性
統
一
論
も
動
揺
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ィ
l
ト
ヘ
ル
タ
l

の
如
く
物
権
的
請
求
権
そ
の
も
の
を
違
法
論
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
立
場

円

2
〉

(
S
)

す
ら
あ
る
。
そ
の
他
、
除
去
請
求
権
の
み
を
除
外
し
、
あ
る
い
は
除
去
請
求

内

4
)

権
の
う
ち
の
状
態
責
任

N
E
Z
E
ι
5
5聞
を
特
別
に
扱
い
、
そ
の
他
は
違

法
性
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
、
論

者
そ
れ
ぞ
れ
の
違
法
論
に
よ
っ
て
そ
の
位
置
づ
け
が
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
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請
求
権
発
生
要
件
の
実
質
的
内
容
に
変
わ
り
は
な
い
。
す
な
わ
ち
物
権
的
請

求
権
そ
の
も
の
は
、
新
旧
い
ず
れ
の
理
論
か
ら
も
、
ま
ず
、
違
法
性
と
い
う

観
点
か
ら
の
み
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
枠
か
ら
は
ず
れ
る
場
合
が
あ
る

と
し
て
も
、
特
別
の
要
件
を
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
更
に
、
新
理
論

に
よ
っ
て
伝
統
的
な
違
法
と
過
失
が
融
合
し
て
き
た
と
は
い
え
、
有
責
任
原

理
と
し
て
の
過
失
は
、
理
論
的
に
は
、
(
実
際
の
事
例
に
お
い
て
は
過
失
が
存

在
す
る
場
合
が
多
い
と
し
て
も
)
物
権
的
請
求
権
と
直
接
の
関
連
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
損
害
賠
償
請
求
権
と
物
権
的
請
求
権
の
成
立
要
件
が
一
部
分
に

お
い
て
一
致
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
要
件
に
つ
い
て
は
統
一
的
に
構
成
す
る

』
と
も
可
能
と
な
り
、
更
に
、
よ
り
軽
い
要
件
で
発
生
す
る
物
権
的
請
求
権

は
ど
の
よ
う
な
法
益
に
類
推
さ
れ
る
べ
き
か
の
問
題
、
が
生
じ
る
。
そ
し
て
判

例
法
上
の
理
論
と
し
て
は
保
護
法
益
の
面
で
、
「
一
般
的
」
に
認
め
ら
れ
、

そ
の
要
件
も
本
来
の
物
権
的
請
求
権
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
但

差止の訴に関する研究序説

し
学
説
の
上
で
は
、
後
者
に
つ
い
て
は
ラ
レ
ン
ツ
の
よ
う
に
絶
対
権
と
法
益

と
の
聞
に
要
件
の
差
異
(
権
利
保
護
の
必
要
性
〉
を
認
め
よ
う
と
す
る
立
場

も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
両
請
求
権
を
統
一
的
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
は
、
一
般
的
な
差
止
の
訴
を
論
ず
る
際
に
わ
が
法
に
と
っ
て
も
重

(

5

)

(

6

)

 

要
で
あ
る
。
舟
橋
教
授
の
相
関
関
係
説
は
お
そ
ら
く
は
こ
の
考
え
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
説
は
、
最
近
平
井
助
教
援
に
よ
っ

て
、
違
法
性
の
内
容
が
ド
イ
ツ
法
と
日
本
法
と
で
は
異
な
る
こ
と
を
理
由
と

し
て
、
反
論
さ
れ
て
い
い
託
。
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
両
請
求
権
に
於

て
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
要
件
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
を
前
提
と
し
て
、
ド
イ
ツ
法
体
系
の
中
に
お
け
る
一
般
的
不

作
為
の
訴
の
諸
問
題
を
、
私
の
立
て
た
視
点
か
ら
、
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ド

イ
ツ
法
で
は
不
法
行
為
の
効
果
は
原
状
回
復
を
原
則
と
す
る
。
し
た
が
っ
て

原
状
回
復
の
一
態
様
と
し
て
は
不
作
為
請
求
権
が
考
え
ら
れ
る
場
合
が
あ

る
。
但
し
そ
の
た
め
に
は
過
責
事
由
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
且

つ
、
原
状
の
回
復
な
の
で
あ
る
か
ら
、
予
防
的
効
果
は
期
待
し
え
な
い
。
こ

の
二
つ
の
保
護
の
欠
如
を
補
う
の
が
い
わ
ゆ
る
一
般
的
予
防
的
不
作
為
の
訴

で
あ
る
。
理
論
的
に
は
、
判
例
法
上
準
物
権
的
請
求
権
と
い
う
法
律
構
成
が

と
ら
れ
、
実
践
的
に
は
、
社
会
的
要
請
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
一
般
的
と
は
、
請
求
権
の
認
め
ら
れ
る
保
護
法
益
に
制
限
が
な
い
こ
と

を
い
う
。
通
常
は
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
法
益
と
考
え
ら

れ
て
い
る
た
め
、
不
法
行
為
法
的
不
作
為
の
訴
と
い
う
こ
と
ば
を
連
想
さ
せ

る
が
、
こ
れ
と
は
全
く
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
予
防
的
と
は
、
権
利

侵
害
が
未
だ
発
生
せ
ず
、
侵
害
が
差
し
迫
っ
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
も
、
訴

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
さ
す
。
こ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
た
訴
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料

も
、
現
実
に
は
営
業
あ
る
い
は
人
格
に
関
す
る
諸
法
益
、
特
に
名
誉
、
信
用

設
損
の
救
済
に
認
め
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
と
一
定
の
制

資

約
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
こ
れ
ら
の
諸
法
益
は
一
般

的
人
格
権
及
び
営
業
権
に
統
一
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
と
こ
ろ
で
一
般
的
不
作
為

の
訴
そ
の
も
の
に
対
す
る
学
説
は
、
「
か
つ
て
は
」
権
利
の
内
容
を
広
狭
に

解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
積
極
説
、
消
極
説
に
分
れ
て
い
た
が
、
い
ず
れ
の

立
場
も
何
ら
か
の
留
保
が
あ
り
、
保
護
法
益
の
面
で
は
結
果
的
に
は
あ
ま
り

変
わ
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
訴
が
許
さ
れ
る
前
提
と
し
て
明
確
で
支
配
的
な

保
護
法
益
が
必
要
と
さ
れ
た
。

う
し
た
判
例
及
び
学
説
に
現
わ
れ
た
諸
現
象
を
物
権
的
請
求
権
と
内
的

関
連
を
有
す
る
不
法
行
為
法
の
「
現
在
の
」
諸
特
徴
を
通
し
て
再
吟
味
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ド
イ
ツ
法
で
は
体
系
上
、
絶
対
権
・
権
利
と
法
益
が

意
図
的
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
単
な
る
泌
益
に
不
作
為
の
訴
が

認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
務
が
権
利
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
こ
と
に
な

り
、
「
結
果
的
」
に
は
も
は
や
こ
の
差
異
が
な
く
な
る
か
、
あ
る
い
は
こ
の

差
異
を
維
持
す
る
必
要
性
が
失
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
推

〔

9
a
)

測
さ
せ
る
。

そ
こ
で
新
た
に
、
権
利
の
機
能
を
考
え
直
す
と
す
れ
ば
、
保
護
範
囲
の
包

括
性
と
違
法
性
の
基
準
の
二
つ
の
側
商
か
ら
の
接
近
が
考
え
ら
れ
う
る
。
予

防
的
不
作
為
請
求
権
に
お
い
て
は
違
法
性
を
要
件
と
し
な
い
学
説
も
存
在
す

る
の
で
、
後
者
は
広
く
、
請
求
権
発
生
要
件
の
基
準
と
い
い
換
九
る
こ
と
も

出
来
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
接
近
方
法
が
学
説
上
意
識
的
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
前
者
は
判
例
に

よ
れ
ば
肯
定
的
に
解
さ
れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
行
為
違
法
論
の
中
で
定
説
は

:、。

φ
ん
、
し
V本

稿
は
こ
の
よ
う
な
機
能
を
八
二
三
条
一
項
を
足
が
か
り
に
、
人
格
権
、

営
業
権
を
素
材
と
し
て
考
察
し
た
け
れ
ど
も
、
広
く
権
利
一
般
に
つ
い
て
同

じ
こ
と
が
考
え
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
わ
が
法
に
お
い
て
も
考
慮
に
値
す

る
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
勿
論
、
こ
こ
で
い
う
行
為
諭
に
由
来
す
る
違
法
性

の
基
準
は
わ
が
国
の
い
わ
ゆ
る
「
権
利
侵
害
か
ら
違
法
性
へ
」
と
い
う
テ
i

ゼ
に
代
表
さ
れ
る
相
関
関
係
論
の
違
法
論
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。
し
か

し
、
そ
の
内
容
は
両
法
で
異
な
る
と
し
て
も
、

請
求
権
発
生
要
件
の
基
準
を
考
察
す
る
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
、
わ
が
国
に

(
損
害
賠
償
及
び
物
権
的
)

お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
と
は
逆
の
過
程
を
経
て
、
す
な
わ
ち
権
利
一
般
が
従
来

果
し
て
き
た
現
実
釣
機
能
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
的
な
差
止
の
訴

の
法
的
根
拠
を
論
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
も
の
と
思
う
(
そ
の
結

果
に
つ
い
て
は
回
以
下
参
照
)
。

次
に
、

一
般
的
不
作
為
の
訴
の
今
後
の
ド
イ
ツ
法
上
の
位
置
づ
け
を
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私
な
り
に
一
応
考
え
て
お
こ
う
。
そ
こ
で
は
八
二
一
一
一
条
一
項
の
権
利
に
特
別

の
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
後
次
第
に
権
利
の
内
容

が
流
動
化
し
、
違
法
性
の
画
で
も
権
利
は
絶
対
的
な
役
割
を
果
す
も
の
と
は

い
え
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
権
利
に
は
勿

論
、
保
護
範
囲
の
拡
大
と
明
確
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
利
点
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
営
業
権
の
よ
う
に
そ
の
法
的
構
成
が
非
常
に
困
難
な
も
の
も
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
あ
る
利
益
の
保
護
を
考
え
る
場
合
、
こ
と
さ
ら
に
権
利
と
い
う

枠
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
た
と
え
ば
、
名

誉
と
か
信
用
そ
の
も
の
に
着
目
し
た
保
護
の
態
様
を
考
え
れ
ば
よ
い
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
統
一
的
な
違
法
評
価
論
と
も
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
少
く
と
も
不
作
為
の
訴
の
適
用
の
面
で
は
そ
う
い
う
一
こ
と
が
い
え
る

と
思
う
。
そ
れ
で
は
あ
ら
ゆ
る
法
益
に
対
し
て
不
作
為
の
訴
が
認
め
ら
れ
る

か
と
い
え
ば
、
そ
の
要
件
か
ら
考
え
て
や
は
り
一
定
の
制
約
を
伴
う
で
あ
ろ

差止の訴に関する研究序説

ぅ
。
こ
の
点
で
は
、
八
二
三
条
一
項
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
法
益
の
社
会
典
型

的
明
白
性
と
い
う
理
論
は
、
不
作
為
の
訴
を
考
え
る
際
に
も
一
つ
の
基
準
と

な
り
う
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
法
益
が
絶
対
権
的
に
構
成
さ
れ
る

必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
明
内
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
は
自
分
の
容
態
が
サ
ン

ク
シ
ョ
ン
を
受
け
る
可
能
性
を
予
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
社
会
典
型
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
客
観
的
違
法
が
あ
れ
ば
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
負
わ
せ
ら

れ
る
と
い
う
要
件
を
納
得
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
権

利
と
法
益
の
差
は
包
括
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

権
利
は
関
連
あ
る
法
益
を
集
合
す
る
機
能
、
法
益
集
団
の
意
味
し
か
持
ち
え

な
い
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

次
に
要
件
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
権
利
侵
害
が
一
旦
発
生
し
繰
り
返

し
の
危
険
が
憂
慮
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
不
作
為
の
訴
は
、
新
旧
い
ず
れ
の

理
論
に
よ
る
に
せ
よ
違
法
性
と
い
う
要
件
で
解
決
さ
れ
う
る
。
し
か
し
本
来

の
予
防
的
不
作
為
請
求
権
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
侵
害
が
直
接
に
差
し
迫
り

予
防
的
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
か
。
こ

の
問
題
は
直
接
侵
害
・
間
接
侵
害
の
区
別
と
は
関
係
が
な
い
。
ド
イ
チ
ユ

p
z
E
r
は
、
こ
れ
は
単
な
る
時
間
的
推
移
の
問
題
に
す
ぎ
に
川
、
と
い

う
。
絶
対
権
に
お
い
て
は
ま
さ
に
そ
の
性
質
の
故
に
侵
害
が
急
追
し
さ
え
す

れ
ば
保
護
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
学
説
は
以
前
か
ら
存
在
す
る
が
、
結
果
的

に
は
こ
れ
と
同
じ
結
論
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
こ
こ
で
も
以
前
に

述
べ
た
権
利
と
法
益
の
考
え
を
貫
徹
さ
せ
、
絶
対
権
と
か
八
二
三
条
一
項
で

保
護
さ
れ
て
い
る
法
益
に
限
定
す
る
必
要
性
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
意
味

で
違
法
性
と
は
切
り
離
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
と
は
い
え
、
ミ
ユ
ン
ツ
ベ
ル
グ

の
義
務
の
特
定
性
と
い
う
要
件
は
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
と
し

て
も
普
通
性
が
あ
る
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
あ
る
事
態
か
ら
行
為
者
の
容
態
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料

を
客
観
的
に
判
断
し
て
、
義
務
が
特
定
さ
れ
る
状
況
に
な
れ
ば
訴
が
許
さ
れ

る
と
考
え
た
い
。
こ
れ
は
容
態
の
み
な
ら
ず
、
客
観
的
な
事
態
を
も
考
慮
す

資

る
点
で
わ
が
国
の
解
釈
論
に
も
参
考
に
な
ろ
う
。
但
し
、
義
務
の
特
定
だ
け

で
は
未
だ
不
十
分
で
客
観
的
な
利
益
較
量
に
よ
っ
て
保
護
の
必
要
性
が
判
断

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
対
に
、
既
に
先
行
の
権
利
侵
害
が
存
在
す
る

場
合
(
判
例
に
現
わ
れ
た
事
例
で
は
こ
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
)
に
は
、
利

益
較
量
は
訴
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
主
た
る
要
件
で
あ
る
違
法
性
の
判
断
の

た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
違
法
性
と
保
護
の
必
要
性
と

を
別
個
に
考
え
る
こ
と
は
不
用
で
あ
る
と
思
う
。

最
後
に
、
ド
イ
ツ
の
動
向
を
参
考
と
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
権
利

侵
害
の
予
防
的
救
済
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。
一
般
的
な
差
血
の
訴
を
考

四
え
う
る
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
判
例
、
学
説
に
あ
ら
わ
れ
た
考
え

方
を
検
討
し
て
そ
の
可
能
性
を
採
っ
て
み
よ
う
。
わ
が
民
法
上
念
頭
に
う
か

ぶ
根
拠
と
し
て
は
、
川
物
権
的
請
求
権
の
類
推
適
用
、
同
不
法
行
為
の
効

果
と
し
て
の
原
状
回
復
、
川
名
誉
致
損
の
回
復
処
分
の
類
推
適
用
が
あ
る
。

川
の
処
分
の
中
に
妨
害
予
防
処
分
を
含
め
る
の
は
法
文
の
解
釈
と
し
て
や
や

無
理
で
あ
り
、
又
、
単
に
名
誉
に
と
ど
ま
ら
ず
一
般
の
利
益
に
つ
い
て
予
防

的
救
済
を
検
討
す
る
た
め
に
は
法
的
根
拠
と
し
て
一
応
考
え
う
る
の
は
附
同

の
二
つ
で
あ
ろ
う
。
一
応
と
い
う
の
は
、
差
止
の
訴
を
め
ぐ
る
問
題
点
を
整

理
す
る
た
め
に
は
、
民
法
の
体
系
上
こ
の
二
つ
に
そ
っ
て
説
明
す
る
の
が
便

宜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
勿
論
こ
の
二
つ
の
い
ず
れ

か
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

問
題
は
い
か
な
る
利
益
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
要
件
で
差
止
の
訴
が

認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
従
来
判
例
上
争
わ
れ
た

五
個
別
的
利
益
毎
に
検
討
す
る
。
そ
こ
に
は
単
に
当
該
個
別
利
益
に
の
み
妥
当

す
る
理
弘
前
が
展
開
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
広
く
一
般
の

予
防
的
救
済
制
度
に
ま
で
あ
て
は
ま
る
考
え
方
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
「
権
利
侵
害
」
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ

れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ド

イ
ツ
に
お
け
る
不
作
為
の
訴
の
問
題
点
と
同
じ
平
聞
で
論
ず
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
て
く
る
。
ま
ず
物
権
以
外
の
利
益
で
争
わ
れ
た
例
と
し
て
は
、
直
接

に
差
止
の
訴
が
争
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
有
名
な
債
権
に
基
づ
く
妨
害

排
除
請
求
権
を
め
ぐ
る
対
立
が
あ
る
。
最
高
裁
は
排
他
性
の
あ
る
賃
借
権
に

内“v

つ
い
て
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
学
説
に
お
い
て
は
古
く
は
一
般
の
権
利
の
通

有
性
た
る
不
可
侵
性
に
そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
後
に
は
加
害
者

の
故
意
過
失
を
必
要
と
す
る
と
か
、
相
関
関
係
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
と
の
主

張
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
事
実
は
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
理
論
構
成
は
、
い
わ
ば
保
護
の
態

t 
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様
と
し
て
の
妨
害
排
除
を
広
く
一
般
に
承
認
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
法

律
構
成
で
あ
っ
て
(
論
者
が
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
〉
、

わ
が
民
法
が
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
原
状
回
復
を
規
定
し
て
い
な
い
結

果
、
た
ま
た
ま
物
権
的
請
求
権
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
思
う
。
少
く
と
も
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
理
論
か
ら
は
、

妨
害
排
除
請
求
権
は
債
権
に
限
ら
れ
る
と
い
う
必
然
性
は
生
じ
な
い
。
し
か

し
本
来
の
物
権
的
請
求
権
〈
そ
の
要
件
を
含
め
て
〉
を
前
提
と
し
て
妨
害
排

除
請
求
権
を
論
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
諸
学
者
は
、
排
他
性
、
支
配
権
た

る
性
質
、
絶
対
性
な
ど
の
表
現
を
用
い
て
、
特
定
の
債
権
に
の
み
物
権
的
請

求
権
の
効
果
を
与
え
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
人
格
的
利
援
に
つ
い
て
も
予
防
的
保
護
の
必
要
性
は
唱
え
ら
れ

な
が
ら
法
的
根
拠
は
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
営
業
に
関
す
る
利
益
に
つ

い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
損
害
賠
償
法
の
分
野
で

差止の訴に関する研究序説

は
相
当
の
保
護
を
受
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
差
止
請
求
権
を
是
認

す
る
意
義
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
具
体
的
に
下
級
審
判
例
に
現

わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
は
、
氏
名
権
と
か
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
に
言
及
さ
れ
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
差
止
請
求
権
の
根
拠
を
権
利
性
に
求
め
て
い
る
も
の
と

察
せ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
末
川
博
土
は
、
古
く
、
そ
の
違
法
論
に
立
脚
さ
れ

て
か
、
「
不
作
為
請
求
権
は
違
法
行
為
の
効
果
と
も
見
ら
れ
う
る
の
だ
か
ら
、

当
該
名
誉
致
損
が
違
法
な
る
限
り
に
於
て
そ
こ
か
ら
現
存
名
誉
毅
損
の
排
除

叉
は
将
来
の
名
誉
穀
損
の
予
防
を
内
容
と
す
る
請
求
権
が
発
生
す
る
」
と
説

か
れ
た
。
こ
の
説
は
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
相
関
関
係
説
と
も
相
通
ず
る
も

の
が
あ
り
、
叉
、
「
違
法
行
為
云
々
」
と
い
わ
れ
る
以
上
、
名
誉
に
か
ぎ
ら

れ
る
必
要
性
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
説
を
徹
底

さ
せ
れ
ば
妨
害
排
除
、
予
防
請
求
権
は
「
権
利
」
侵
害
と
は
関
係
な
く
、
侵

害
の
「
事
き
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
お
、
と
い
う
こ
と
も
出

来
よ
う
。
請
求
権
発
生
要
件
の
評
価
の
対
象
が
「
権
利
」
か
ら
「
事
実
」
に

移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
護
利
益
の
範
囲
が
広
が
り
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
一
般
的
な
差
止
の
訴
の
可
能
性
を
一
示
す
考
え
方
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
妨
害
排
除
請
求
権
が
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
最
高
裁
の

判
決
に
よ
っ
て
も
窺
い
う
花
。
更
に
、
こ
の
傾
向
は
下
級
審
判
決
に
見
ら
れ

る
公
害
を
め
ぐ
る
差
止
請
求
権
の
事
案
に
よ
っ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
公
害
は
土
地
使
用
に
関
連
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
差
止
の
た
め

に
は
本
来
の
物
権
的
請
求
権
を
用
い
る
こ
と
も
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
で
は
保
護
が
制
限
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
学
説
・
判

例
に
よ
っ
て
そ
れ
以
外
の
理
論
が
構
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
公
害
の
事
例
は
他

の
利
益
侵
害
に
見
ら
れ
な
い
多
く
の
特
色
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ

で
適
用
さ
れ
て
い
る
解
決
方
法
は
先
に
あ
げ
た
諸
利
益
を
含
め
た
一
般
の
差
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止
請
求
権
の
構
成
の
問
題
に
多
く
の
一
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
判

資

例
に
あ
ら
わ
れ
た
差
止
の
可
否
を
論
じ
る
理
論
構
成
と
し
て
は
物
権
的
請
求

権
を
根
拠
と
す
る
も
の
が
最
も
多
く
、
つ
い
で
人
格
権
を
根
拠
と
す
る
も
の

が
若
干
存
在
す
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
不
法
行
為
を
理
由
と
す
る
判
例
の

出
現
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
般
的
に
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
論
じ
ら
れ
た

〈
問
、
あ
る
い
は
、
「
日
照
権
な
る
社
会
的
生
活
利
益
は
未
だ
権
利
と
し
て
確

定
し
た
内
容
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
権
利
に
基
づ
き
差
止
を
認
め
る
こ
と
は

失
当
で
あ
る
」
、
と
述
べ
た
上
で
(
こ
れ
は
権
利
が
認
め
ら
れ
る
ま
で
の
一

時
的
解
決
方
法
で
あ
ろ
う
か
)
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
差
止
が
認
め
ら
れ
た
り

し
て
い
問
。
し
か
し
い
ず
れ
の
場
合
に
も
差
止
要
件
は
賠
償
要
件
よ
り
も
加

重
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
丙
請
求
権
の
要
件
を
区
別
す
る
こ
と
は
他
の

裁
判
例
に
お
い
て
も
有
力
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

学
説
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
述
べ
た
法
的
根
拠
が
そ
れ
ぞ
れ
主
張
さ
れ
て

お
り
、
更
に
権
利
侵
害
の
継
続
性
を
理
由
と
す
る
立
場
も
あ
る
。
こ
の
説
に

よ
れ
ば
、
差
止
の
認
め
ら
れ
る
被
侵
害
権
利
は
、
そ
こ
に
侵
害
の
継
続
性
、
が

あ
る
か
ぎ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
物
権
に
か
ぎ
ら
れ
る
必
要
は
な
く
、
人
格
権

で
も
債
権
で
も
よ
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
権
利
侵
害
を
内

在
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
生
活
利
益
の
侵
害
と
し
て
の
公
害
に
つ
い
て

(
叫
山
)

も
、
原
則
と
し
て
差
止
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
諸
説
の
い
ず

れ
が
よ
り
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
実
益
と
い
う
面
か
ら
見
る
か
ぎ
り
公
害
に

対
す
る
差
止
請
求
は
既
存
の
物
権
理
論
に
よ
っ
て
も
ま
か
な
え
る
か
も
知
れ

L
叩
。
し
か
し
一
般
的
に
考
え
れ
ば
、
人
格
権
(
あ
る
い
は
そ
の
他
の
権

利
〉
に
よ
る
構
成
の
方
が
保
護
範
囲
に
弾
力
性
を
与
え
、
公
害
の
本
質
に
よ

り
適
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
格
権
説
(
権
利
説
)
と
不
法

行
為
説
は
、
公
害
を
め
ぐ
る
保
護
利
益
を
拡
大
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
理

論
に
は
違
い
な
い
。
こ
の
間
説
を
め
ぐ
る
対
立
は
単
に
公
害
に
限
ら
ず
、
差

止
請
求
権
一
般
に
つ
い
て
も
影
響
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
両

説
の
紛
糾
は
差
止
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
保
護
利
益
の
拡
大
と
い
う
目
的
と
そ

の
要
件
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
帰
因
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
差
止
を
認
め
る
法
的
根
拠
を
権
利
に
お
け

ば
保
護
利
益
の
範
囲
が
制
約
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
に
不
法
行
為
説
が

用
い
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
以
上
に
、
七

O
九
条
の
完
全
な
要
件
を
満
た
し
た

「
不
法
行
為
」
に
の
み
差
止
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
意
図
な
の
か
。
こ
の
観

点
か
ら
は
両
説
そ
れ
ぞ
れ
長
短
が
あ
る
。
竹
内
教
授
は
こ
の
こ
と
を
意
識
さ

れ
て
か
、
形
式
的
に
は
、
固
有
の
意
味
の
不
法
行
為
説
を
と
ら
れ
、
「
被
害

者
が
有
す
る
権
利
は
何
か
、
と
い
う
理
論
構
成
を
と
ら
ず
、
差
止
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
る
べ
き
十
分
な
利
益
が
存
し
加
害
者
の
侵
害
行
為
が
あ
れ
ば
差
止

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
と
逆
の
立
場
が
沢
井
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教
授
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
差
止
請
求
権
は
不
法
行
為
と

は
効
果
も
要
件
も
非
常
に
違
っ
て
お
り
(
相
手
方
に
対
す
る
実
際
の
効
果
は

非
常
に
積
極
的
で
あ
る
)
、
む
し
ろ
物
権
的
請
求
権
に
近
く
、

こ
れ
を
人
格

権
に
拡
張
す
れ
ば
よ
い
。
公
害
を
人
格
権
侵
害
と
構
成
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、
利
益
較
量
を
前
提
と
す
る
以
上
、
弾
力
性
を
欠
く
こ
と
に
は
な
ら
な

〈
初
)

い
」
と
説
か
れ
る
。

以
上
、
判
例
上
問
題
と
な
っ
た
諸
利
益
に
つ
い
て
個
別
的
に
検
討
し

て
き
た
。
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
利
益
の
範
囲
は
拡
大
さ
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
一
般
的
な
差
止
請
求
権
に
ま
で
発
展
し
う
る
可

ー』，、
能
性
を
持
つ
理
論
構
成
が
潜
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
具
体
的
な
個
別
利
益
を
離
れ
て
一
般
的
に
も
こ
の
問
題
は
古
く

か
ら
一
部
学
者
に
よ
り
論
じ
ら
れ
て
は
い
た
が
、
末
弘
博
士
が
早
く
積
極
的

態
度
を
一
示
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
学
説
は
大
要
二
つ
に
分
れ
る
。
一
つ
は
権
利

差止の訴に関する研究序説

説
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
説
は
無
体
財
産
権
あ
る
い
は
氏
名
権

な
ど
の
人
格
権
と
い
っ
た
支
配
権
あ
る
い
は
絶
対
権
に
差
止
の
保
護
を
承
認

し
よ
う
と
す
る
。
但
し
そ
の
保
護
利
益
(
権
利
〉
の
範
関
は
一
定
し
て
い
な

ぃ
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
法
律
生
活
の
進
展
に
伴
い
無
形
の
利
厳
に
つ
い
て

も
支
配
権
が
確
立
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
も
っ
と
も
こ
の
学
説
の
中
に
も
実
質
的
に
利
益
と
損
失
の
比
較
考
量
に

よ
っ
て
き
め
る
べ
き
だ
と
す
る
傾
向
が
強
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
か
ぎ
り
で

(
臼
)

は
こ
の
理
論
の
適
用
は
弾
カ
的
で
あ
る
。
他
の
説
は
一
応
、
保
護
利
益
を
明

示
的
に
制
限
し
な
い
と
い
う
意
味
で
非
制
限
説
と
し
て
お
こ
う
。
こ
の
中
に

は
信
義
則
の
適
用
に
よ
っ
て
ご
般
的
不
作
為
の
訴
」
を
基
礎
づ
け
よ
う
と

す
る
立
場
が
あ
ふ
川
、
信
義
則
は
裁
判
官
を
導
く
理
念
と
は
な
?
え
て
も
差

止
請
求
を
考
え
る
法
的
根
拠
と
し
て
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

非
制
限
説
で
最
も
徹
底
し
て
い
る
の
は
浜
田
教
授
が
主
張
さ
れ
た
固
有
の
意

味
の
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
の
原
状
回
復
説
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

説
に
従
え
ば
、
保
護
の
態
様
と
し
て
金
銭
賠
償
と
は
っ
き
り
異
な
る
妨
害
排

除
、
差
止
の
特
殊
性
を
見
失
う
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
、
ド
イ
ツ
法
と
異
な
る

わ
が
民
法
の
解
釈
と
し
て
は
こ
の
説
を
受
け
い
れ
る
こ
と
は
、
や
や
無
理
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
教
授
自
身
も
こ
の
不
法
行
為
説
を
次
善
と
理
論

構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
「
理
想
的
な
法
律
体
系
は
物
権
的
請
求
権
に
も

比
す
べ
き
権
利
的
請
求
権
の
体
系
を
建
設
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
否
定
出

(
U叶
)

来
な
い
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
考
え
は
先
の
権
利
説
と
一
致
す
る
。
つ
ぎ
に

多
く
の
議
論
を
呼
ん
だ
舟
橋
説
は
、
物
権
的
請
求
権
を
不
法
行
為
の
効
果
と

み
な
し
て
い
る
、
と
一
般
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
に
影
響
を
与
え
た

と
い
わ
れ
る
末
弘
説
に
も
一
般
不
法
行
為
に
対
す
る
救
済
一
広
々
の
表
現
が
見

ら
れ
硫
山
し
か
し
こ
の
丙
説
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
違
法
行
為
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(
し
た
が
っ
て
固
有
の
意
味
の
不
法
行
為
で
は
な
い
)
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ
る
と
私
は
考
九
柿
w

物
権
以
外
の
利
益
に
つ
い
て
も
妨
害
排
除
、
予

資

防
の
保
護
が
必
要
な
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
上
で
、
具
体
的
な
妥
当
性
を
持
た

せ
る
た
め
に
独
自
の
妨
害
排
除
、
予
防
に
ふ
さ
わ
し
い
要
件
を
考
え
出
さ
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
た
ま
た
ま
わ
が
民
法
の
構
成
上
物
権
的
請
求

権
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
物
権
的
請
求
権

と
不
法
行
為
請
求
権
を
同
一
視
す
る
と
か
、
い
わ
ゆ
る
物
権
的
請
求
権
理
論

と
は
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
う
反
論
は
正
鵠
を
射
て
い
な
い
と
思
う
。
む
し

ろ
、
本
来
の
伝
統
的
な
物
権
的
請
求
権
と
は
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
と
こ
ろ

に
舟
橋
説
の
積
極
的
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
物
権
以
外
の
利
益
に
つ
い
て
差
止
請
求
を
許
す
こ
と

(
法
の
創
造
)
が
実
践
的
課
題
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
が
望
ま
し
い
と
す
れ
ば

(
法
政
策
の
問
題
)
、
残
る
問
題
は
之
を
許
す
要
件
を
い
か
に
す
べ
き
か
と

い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
仮
に
差
止
請
求
に
関
し
て
既
存
の
民
法
理
論

を
め
ぐ
る
争
い
に
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
を
用
い
れ
ば
よ
り
妥
当

な
枠
づ
け
を
行
な
い
う
る
か
、
あ
る
い
は
よ
り
説
得
的
で
あ
る
か
、
と
い
う

こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
思
う
。
こ
の
こ
と
を
逆
に
い
え
ば
、
既
存
の
民
法
理
論

に
と
ら
わ
れ
な
い
で
差
止
の
訴
の
法
律
構
成
を
考
え
う
る
余
地
が
残
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
余
地
は
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
判
例
、

学
説
の
中
に
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
た
理
論
構
成
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
出
来

る
と
思
う
。
そ
こ
で
次
に
こ
れ
を
検
討
し
よ
う
。

七

と
こ
ろ
で
以
上
の
諸
学
説
は
原
状
回
復
説
を
除
外
す
れ
ば
、
叉
、
債

権
を
別
と
す
れ
ば
、
差
止
の
訴
の
具
体
的
適
用
の
問
題
に
関
し
て
は
、
実
際

に
は
相
接
近
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。
権
利
説

は
レ
l
マ
γ
の
絶
対
権
説
と
通
じ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
新

し
い
支
配
権
の
創
造
に
よ
る
発
展
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
創
造
に

よ
っ
て
保
護
利
益
の
範
囲
が
制
約
さ
れ
る
と
い
う
欠
陥
(
不
法
行
為
説
か
ら

の
反
論
)
は
あ
る
程
度
補
わ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
わ
が
国
で
は
学
説

に
よ
れ
ば
、
権
利
説
と
い
え
ど
も
権
利
侵
害
(
違
法
〉
だ
け
で
は
足
り
ず
利

益
較
量
と
い
っ
た
特
別
の
要
件
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
弾
力
的
な
取
り

扱
い
は
不
法
行
為
説
と
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
差
止
の
訴
の

法
律
構
成
を
摸
索
す
る
上
で
ま
ず
、
妨
害
排
除
、
予
防
を
許
す
場
合
に
だ
け

権
利
に
と
ら
わ
れ
る
と
い
う
理
論
に
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

」
こ
で
、
権
利
と
違
法
論
(
請
求
権
発
生
要
件
の
評
価
)
に
つ
い
て
ふ
れ

て
お
こ
う
。
既
述
の
如
く
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
一
項
は
特
別
の
意
義
を
持

ち
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
絶
対
権
は
一

O
O四
条
と
の
内
部
的
関
連
を
持
っ
て

い
た
。
と
こ
ろ
で
わ
が
民
法
の
七

O
九
条
の
権
利
は
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
と
異
な
り
立
法
当
時
も
非
常
に
広
く
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〈
釘
》

解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
も
保
護
が
十
分
全
う
さ
れ
な
か
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
末
川
博
士
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
理
論
が
、
い
わ
ゆ
る

有
名
な
「
権
利
侵
害
か
ら
違
法
性
へ
」
と
い
う
テ
l
ゼ
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
妻
博
士
の
相
関
関
係
説
へ
と
発
展
し
こ
の
我
妻

理
論
は
、
現
在
の
通
説
的
見
解
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
違
法
性
説
に
対
し

て
は
権
利
拡
大
説
か
ら
の
反
論
も
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
実
は
こ
の
違
法
性
説

と
い
え
ど
も
消
極
的
で
は
あ
る
、
が
、
権
利
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
勿
論
、
こ
の
権
利
は
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
一
項
の
そ
れ
と
一
致

す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
。
末
川
説
に
よ
れ
ば
た
と
え
重
点
、
が
そ
こ
に

は
な
い
と
し
て
も
権
利
侵
害
は
違
法
評
価
の
一
つ
の
基
準
で
あ
る
。
こ
れ
は

形
式
的
に
は
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
一
項
と
同
じ
機
能
を
持
つ
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
行
為
の
違
法
性
を
象
徴
す
る
の
に
は
、

権
利
侵
害
と
い
う
形
を
以
て
す
る
こ
と
が
l
所
謂
権
利
本
位
の
基
調
に
立
つ

差止の訴に関する研究序説

て
い
る
今
日
の
私
法
制
度
の
下
に
あ
っ
て
は
i
、
最
も
適
当
だ
と
考
え
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
我
妻
説
に
よ
れ
ば
相
関
的
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
一
つ

の
要
素
で
あ
る
被
侵
害
利
益
も
段
階
的
に
評
価
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て

侵
害
の
違
法
性
に
は
被
侵
害
利
益
に
よ
っ
て
強
弱
の
差
が
あ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
利
益
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
特
別
の

権
利
は
強
く
保
護
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
全
体
か
ら
い
え
ば
、
違
法
性
論
の

積
極
的
意
義
は
「
権
利
」
と
は
異
な
る
利
益
に
不
法
行
為
法
の
保
護
を
与
え

る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
方
向
づ
け
の
た
め
の
理
論
と
し
て
は
十
分
に
機
能
し

え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
(
こ
の
通
説
は
、
最
近
動
揺
を
受
け
て
い
る
。

相
関
関
係
の
内
容
を
被
侵
害
利
益
の
種
類
と
行
為
の
内
心
的
要
素
の
種
類
と

に
置
き
か
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
被
侵
害
利
益
の

重
要
性
に
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
れ
は
ド
イ
ツ
法
の
理
論
を
強
く

受
け
た
構
成
で
あ
っ
て
わ
が
法
と
の
関
連
づ
け
は
今
後
に
残
さ
れ
て
い
る
。
〉

つ
ぎ
に
物
権
的
請
求
権
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
本
質
を
ど

の
よ
う
に
説
明
し
よ
う
と
も
物
権
に
の
み
こ
の
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た

の
は
そ
れ
な
り
に
歴
史
的
な
意
義
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
争

(“v 

わ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
わ
が
民
法
の
立
法
者
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
ド
イ
ツ
法
と
同
じ
く
狭
く
解
し
、
物
に
つ
い
て
の
み
承
認
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
こ
こ
で
も
重
要
な
の
は
い
か
な
る
場
合
に
物
権
的
請
求
権
の
保
護
が

与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
(
理
念
)
、
又
実
際
に
与
え
ら
れ
て
き
た
(
現
実
)
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
通
説
的
見
解
に
従
え
ば
、
そ
の
基
準
は
明
確
で
な
け

(uv 

れ
ば
な
ら
ず
、
画
一
的
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
こ
れ
は

物
権
的
請
求
権
の
特
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
物
権
の
性
質
は
こ
の

特
質
に
最
も
合
致
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
法
律
的
に
は
物
権

の
絶
対
性
と
か
排
他
性
、
あ
る
い
は
、
不
可
侵
性
と
い
っ
た
こ
と
で
説
明
さ
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料

れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
画
一
的
に
請
求
権
が
発
生
す
る

資

わ
け
で
は
な
い
。
本
来
の
物
権
的
請
求
権
に
お
い
で
す
ら
判
例
に
よ
れ
ば
権

利
濫
用
の
法
理
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
形
式
的
な
解
決
で

は
な
く
実
質
的
な
評
価
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
物
権
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
は
、
少
な
く
と
も
請
求
権
発
生
の
要
件
の
評
価

と
い
う
現
象
的
な
側
面
か
ら
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
不
法
行
為
法
及
び
物
権
的
請
求
権
の
両
領
域
に
於
て
権

利
は
一
応
の
意
義
は
維
持
し
て
い
る
け
れ
ど
も
特
別
の
地
位
を
失
い
つ
つ
あ

る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
結
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
権
利
説
は

既
に
そ
の
前
提
を
欠
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

i¥ 

」
れ
ま
で
ド
イ
ツ
法
と
わ
が
法
を
総
括
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、

一
般
的
不
作
為
の
一
諒
(
差
止
の
訴
)
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い

で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
法
が
絶
対
権
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

ド
イ
ツ
法
の
理
論
を
わ
が
国
で
応
用
す
る
場
合
に
あ
ま
り
障
碍
と
は
な
ら
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
権
利
(
絶
対
権
)
が
特
別
の
地
位
を
失
い

つ
つ
あ
る
こ
と
は
彼
此
同
じ
で
あ
る
か
ら
て
あ
る
。
む
し
ろ
決
定
的
な
差
異

は
、
ド
イ
ツ
で
は
「
客
観
的
に
違
法
な
侵
害
の
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
不
作
為
の

訴
が
一
般
的
に
許
さ
れ
る
」
と
い
う
判
例
が
確
立
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
体
系
よ
の
疑
問
は
と

も
か
く
、
論
理
的
に
は
き
わ
め
て
単
純
直
載
で
あ
る
。
わ
が
民
法
で
は
、
特
定

債
権
に
つ
い
て
は
、
妨
害
排
除
請
求
権
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
最
高
裁
で
は

っ
き
り
と
し
た
原
則
が
確
立
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
学
説

や
他
の
利
益
の
差
比
一
請
求
に
つ
い
て
下
級
審
に
現
わ
れ
た
若
干
の
事
案
の
解

決
方
法
は
一
律
で
は
な
い
。
訴
を
許
す
に
あ
た
っ
て
違
法
判
断
の
み
で
済
ま

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
政
策
と
し
て
は
、
物
権
以
外
の
利
益
に
つ

い
て
も
差
止
請
求
が
許
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
法
的
根
拠
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
仮
に

不
法
行
為
説
と
権
利
説
と
か
ら
選
択
す
る
と
す
れ
ば
、
原
状
回
復
を
規
定
し

て
い
な
い
わ
が
国
で
は
、
不
法
行
為
の
効
果
と
考
え
る
よ
り
も
、
物
権
的
請
求

権
の
類
推
(
権
利
説
)
と
い
う
法
律
構
成
の
方
が
よ
り
妥
当
だ
と
い
う
こ
と

は
い
え
る
。
し
か
し
従
来
は
と
も
す
れ
ば
伝
統
的
な
物
権
的
請
求
権
の
理
論

に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
、
是
か
否
か
と
い
う
こ
者
択
一
の
判
断
し
か
な
さ
れ
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
権
利
説
の
前
提
自
体
が
動
揺
し
つ
つ
あ

る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
物
権
的
請
求

権
の
類
推
と
い
う
法
律
構
成
を
離
れ
て
、
ド
イ
ツ
法
の
総
括
で
述
べ
た
よ
う

に
「
利
益
」
そ
の
も
の
に
着
目
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
現

在
で
は
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
利
益
は
あ
り
え
な

ぃ
。
し
か
し
反
対
に
あ
ら
ゆ
る
利
益
に
対
し
て
不
作
為
の
訴
が
容
認
さ
れ
る
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と
考
え
る
こ
と
も
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
侵
害
を
類
型
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
権
利
(
特
に
人
格
権
〉
に
の
み
認
め
よ
う
と
す
る
考
え
も

〔

uu

依
然
と
し
て
一
理
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
権
利
と
い
え
る
た
め
に
は
伝
統

的
な
考
え
に
よ
れ
ば
一
定
の
枠
と
明
確
な
対
象
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
い
う
性
質
を
備
え
て
い
な
い
利
益
に
対
し
て
差
止
の
訴
の
保
護

を
与
え
る
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
権
利
と
し
て
の
性
質
づ
け
を
行
な
う
こ
と
は

不
自
然
で
あ
ろ
う
。
逆
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
差
止
の
訴
の
保
護
が
狭
雌
に

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
更
に
既
述
の
ご
と
く
違
法
性
の
評
価
に
お
い
て
、
仮

に
権
利
に
対
し
て
段
階
的
評
価
が
許
さ
れ
う
る
と
し
て
も
も
は
や
特
別
の
機

能
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
権
利
説
の
実
質
的
意
義
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
率
直
に
、
「
社
会
的
に
是
認
さ
れ
定
型
化
さ

れ
た
利
益
」
に
は
原
則
と
し
て
不
作
為
の
訴
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え

た
い
。
そ
の
場
合
に
は
損
害
賠
償
請
求
権
と
異
な
り
、
違
法
な
侵
害
の
お
そ

差止の訴に関する研究序説

れ
が
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
差
止
を
認
め
る
必
要
性
が
利
益
較
量
に
よ
っ
て
判

断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
責
事
由
は
必
要
性
を
考
え
る
際
の
一
事
由

に
す
ぎ
な
い
と
思
う
。

九

以
上
本
稿
は
主
と
し
て
ド
イ
ツ
法
を
素
材
と
し
て
不
作
為
の
訴
の
現

実
的
機
能
を
考
察
し
そ
こ
か
ら
わ
が
法
に
お
け
る
法
的
根
拠
を
考
え
直
そ
う

と
し
た
。
差
止
と
い
う
特
別
の
保
護
形
式
か
ら
考
え
て
、
凡
そ
あ
ら
ゆ
る
利

益
に
つ
い
て
是
認
さ
れ
る
と
い
う
意
味
の
一
般
的
な
差
止
の
訴
は
許
き
れ
な

{

柑

)

い
と
思
う
。
本
稿
で
は
、
差
止
の
訴
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
対
象
は
何

か
、
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
論
述
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
訴

の
具
体
的
な
適
用
に
つ
い
て
は
今
後
と
も
検
討
を
つ
づ
け
る
積
り
で
あ
る
。

本
稿
は
ま
こ
と
に
拙
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
大
方
の
御
教
一
不
と
御
指
導
を
御

願
い
し
て
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
欄
筆
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

(
1〉
判
例
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
結
果
不
法
(
状
態
責
任
を
含
む
)
の
考
え
に
ひ
き
づ

ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
違
法
と
過
失
は
般
別
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
特
に
客
観
的
と
一
五
う
必
要
は
な
い
。
(
な
お
、
不
作
為

の
訴
を
発
生
さ
せ
る
要
件
と
し
て
は
、
最
近
の
説
と
し
て
何
回
目
?

ω
・
P

0
・
ω-hpベ
?
を
参
照
。
)

(
2
)

巧

HEt-同

F
U
R
H
U
n
r号

H官官
口
町
ω
問
自
民
吉
〈
見
合
的
l

HPnrc
問。ロ〈
2rm]布
団
♂

5
2
ω
・
2
h・口町

ω・ω
0
・
八
五
八
条
、

一
O
O四
条
の
規
範
素
材

Z
C
H
B自
民
耳
目
に
お
い
て
は
(
こ
の
こ

と
は
全
て
の
不
作
為
及
び
妨
害
除
去
請
求
権
に
あ
て
は
ま
る
〉
法
秩

序
に
お
け
る
防
衛
線
が
前
進
し
て
い
る
。
義
務
に
合
致
し
た
容
態

巴円
m
z
z
m
g
〈

R
E
}窓
口
の
場
合
に
も
不
作
為
及
び
妨
害
除
去
の

サ

γ
タ
シ
ョ

γ
が
負
わ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
負
担
は
損
害
賠
償
義
務
に

比
べ
て
比
較
に
な
ら
な
い
程
小
さ
い
か
ら
、
法
政
策
的
に
正
当
化
さ

れ
る
と
す
る
。
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料

(
3〉
の
耳
目
白
2
2・
J

司
自
己
口
口
同
作
口
、

ω-

一ωO
戸

(
4
)
F
m
w
ZロN
e

句

g
z
n
F
H・同

-oa--。
回
仏
・
ア

ω・
3
∞同『・

(
5
〉
浜
田
稔
「
不
法
行
為
の
効
果
に
関
す
る
一
考
察
」
私
法
一
五
号
九

八
頁
参
照
。

(
6
)

舟
橋
「
い
わ
ゆ
る
物
権
的
請
求
権
に
つ
い
て
」
私
法
二
九
号
三
七

八
頁
以
下
。

(
7
)

平
井
「
不
法
行
為
責
任
の
範
囲
に
関
す
る
法
的
構
成
同
」
法
協
八

六
巻
一
二
号
一
一
一
一
頁
。
尚
後
述
五
以
下
参
照
。

(
8
)
浜
田
・
前
掲
書
一

O
三
頁
参
照
。

(
9
a
)

中
井
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
権
利
侵
害
予
防
制
度
の
一
考
察
」
立

命
館
法
学
五
六
号
四
二
八
頁
参
照
。
中
井
教
授
は
不
法
行
為
法
的
権

利
保
護
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
概
念
的
な
権
利
と
法
益
の
区
別
は
あ

ま
り
意
味
が
な
い
と
い
わ
れ
る
。
問
題
は
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

い
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
又
、
特
に
不
法
行
為
法
的
保
護
に

限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
不
作
為
請
求
権
に
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る

L
」
回
凶
司
、

(
9
b
〉

吋

(
4
)註
(
川
刊
〉
参
照
。

(
叩
)
中
井
・
前
掲
書
四
二
八
頁
は
、
予
防
的
権
利
保
護
の
必
要
性
と
法

益
の
絶
対
権
的
構
成
と
が
相
倹
っ
て
実
体
法
上
の
予
防
的
不
作
為
請

求
権
を
生
ぜ
し
め
る
と
解
し
て
い
る
。

(
竹
川
〉
中
井
・
前
掲
書
四
二
八
頁
参
照
。
わ
が
国
の
物
権
法
教
科
書
に
よ

れ
ば
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
殆
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
行
為
者
の
容
態
を

資

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
結
果
を
重
視
す
る
わ
が
国
で
は

性
質
づ
け
は
国
難
な
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
も
、
物
権

的
請
求
権
と
い
っ
て
も
妨
害
除
去
請
求
権
と
不
作
為
請
求
権
と
は
異

な
っ
て
処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
る
。

(
ロ
)
り

E
Z
n
y
Hり

ω『
ユ
酢
院

Fmw何
回
同
己

H
H
ι
2
h
o
己
R
-符
開
高

ωO円
四

E
-同

-U2・

ω
-
M口
十
八
二
三
条
一
一
項
及
び
そ
こ
で
保
護
さ
れ
て
い
る
法
益
を
考

え
て
い
る
。
構
成
要
件
の
実
現
が
差
し
迫
っ
て
い
れ
ば
違
法
と
評
価

し
て
よ
く
、
時
間
的
要
素
を
除
外
す
れ
ば
構
成
要
件
に
お
け
る
容
態

の
客
観
的
具
体
的
解
釈

E
n
r
r
z
l
問
。
問
。

E
S
E
-
R
Z
C
B
1

ω
n
Z
2
Vロ
口
問
ふ

2
〈
2
E
F
O
B
は
同
じ
で
あ
る
と
す
る
。

(
刊
日
〉
戒
能
「
債
権
各
論
」
四
六
一
頁
以
下
。

(
川
門
)
幾
代
・
注
釈
民
法
(
印
〉
三
七
一
頁
、
好
美
・
注
釈
民
法
(
6
〉
四
八

頁
以
下
参
照
。

(
日
)
判
例
・
学
説
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
好
美
「
債
権
に
基
づ
く
妨
害

排
除
に
つ
い
て
の
考
察
」
法
学
研
究
2
二
四

O
頁
以
下
に
詳
し
く
網

羅
さ
れ
て
い
る
。

(
問
)
末
弘
「
民
法
雑
記
帖
」
二
三
八
頁
、
舟
橋
「
物
権
法
」
一
一
一
一
一
一
頁
以

下
、
平
野
「
判
例
民
事
法
」
大
正
一
一
一
年
四
五
事
件
、
柏
木
「
判
例

物
権
法
」
三
八
頁
以
下
等
参
照
。

(
げ
〉
氏
名
に
つ
い
て
は
、
什
の
註
(

2

)

の
諸
判
例
参
照
。
な
お
、
営
業

に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
東
京
地
判
昭
和
三

0
・
七
・
五
(
下
民

集
六
巻
七
号
一
一
二

O
三
頁
)
、
東
京
高
決
昭
和
四
一
・
九
・
五
(
判

時
四
六
四
号
三
四
頁
)
。
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差止の訴に関する研究序説

(
日
〕
「
宴
の
あ
と
」
の
下
級
審
判
決
、
東
京
地
判
昭
和
三
九
・
九
・
二

八
(
下
民
集
一
五
巻
九
号
ニ
コ
二
七
頁
)
参
照
。
学
説
と
し
て
は
た

と
え
ば
、
宗
宮
「
名
誉
権
論
」
四
八
一
頁
以
下
。
増
補
版
も
同
じ
。

(
悶
〉
末
川
「
民
法
上
の
諸
問
題
」
一
一
一
五
一
頁
。

(
却
)
好
美
・
前
掲
喜
二
四
四
頁
以
下
参
照
。

(
引
)
最
判
昭
和
三
九
・
一
・
二
ハ
(
民
集
一
八
巻
一
号
一
頁
)
。
こ
れ

は
村
道
使
用
権
の
妨
害
排
除
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
。

(
包
〉
公
害
に
関
係
す
る
判
例
に
つ
い
て
は
、
沢
井
「
公
害
の
私
法
的
研

究
」
三
四
三
頁
以
下
に
多
く
の
教
え
を
う
け
た
。
公
害
に
関
す
る
筆

者
の
判
例
に
つ
い
て
の
叙
述
は
そ
れ
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

(
お
)
大
阪
地
判
・
昭
和
四
三
・
五
・
二
二
(
判
タ
二
二
五
号
一
一
一

O

頁〉。

(
叫
)
東
京
地
判
・
昭
和
四
三
・
九
・
一

O
(判
タ
二
二
七
号
八
九
頁
)
。

(
お
〉
沢
井
・
前
掲
書
三
四
九
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
徳
本
鎮
「
公
害
の
私
法
的
救
済
l
継
続
的
権
利
侵
害
の
救
済
方

法
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
四
一
一
一
一
号
一

O
一一貝。

(
幻
〉
西
原
「
公
害
に
対
す
る
法
的
救
済
の
特
質
と
機
能
」
法
時
三
九
巻

七
号
一
一
頁
以
下
。

(
お
)
加
藤
旧
説
(
「
不
法
行
為
」
二
一
一
一
一
頁
以
下
)
は
と
も
か
く
、
新
説

(
人
格
権
と
い
う
権
利
を
根
拠
と
し
て
も
ち
出
さ
な
く
て
も
、
違
法

な
侵
害
を
受
け
て
い
る
か
ら
そ
れ
を
排
除
す
る
と
い
い
さ
え
す
れ
ば

よ
い
。
故
意
、
過
失
が
な
く
と
も
客
観
的
に
大
き
な
侵
害
が
あ
れ
ば

よ
い
。
「
公
害
法
の
生
成
と
展
開
」
二

O
頁
以
下
〉
は
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
我
妻
「
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・

不
法
行
為
」
(
新
法
学
全
集
)
一
九
八
頁
参
照
。
固
有
の
意
味
の
不

法
行
為
説
に
よ
れ
ば
、
故
意
過
失
は
考
慮
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
保
護

利
益
の
歯
止
め
が
な
く
な
る
お
そ
れ
、
が
あ
る
。

(
刊
日
)
竹
内
「
公
害
法
の
生
成
と
展
開
」
四
三
九
頁
以
下
。
も
っ
と
も
教

授
は
差
止
を
許
す
か
否
か
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
裁
量
的
な
面
が
損

害
賠
償
の
場
合
よ
り
も
大
き
く
な
る
、
と
説
か
れ
る
。

(
初
)
沢
井
・
前
掲
書
一
四
六
頁
以
下
。

(
引
〉
我
妻
・
前
掲
書
一
九
七
頁
、
宗
宮
・
前
掲
書
四
七
九
頁
。
な
お
、

民
法
の
解
釈
に
則
せ
ば
、
絶
対
権
に
も
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
極
端

な
説
も
あ
る
。
石
坂
・
民
法
研
究
E
四
九
二
頁
。

(
m
M
)

加
藤
「
不
法
行
為
」
二
一
四
頁
。

(
お
〉
宮
崎
「
信
義
則
の
適
用
と
一
般
的
不
作
為
の
訴
」
愛
知
学
院
大
学

論
叢
法
学
研
究
八
巻
一
一
四
頁
以
下
。

(
鈎
)
浜
田
「
不
法
行
為
の
効
果
に
関
す
る
一
考
察
」
私
法
一
五
号
九
九

頁
。
な
お
、
浜
田
教
綬
は
原
状
回
復
の
方
法
と
し
て
妨
害
の
排
除
、

侵
害
の
停
止
な
ど
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
、
が
、
妨
害
の
予
防
は
含
ま
れ

て
い
な
い
。
戒
能
博
士
も
不
法
行
為
説
と
い
え
る
(
戒
能
・
各
論
四

六
一
頁
以
下
)
。

(
お
)
末
弘
「
民
法
雑
記
帖
」
二
三
三
頁
。

(
お
〉
末
弘
博
士
は
「
権
利
」
と
い
わ
れ
る
が
、
舟
橋
博
士
は
法
的
保
護

に
値
す
る
利
益
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る
。

(
釘
〉
最
近
で
は
た
と
え
ば
、
平
井
「
不
法
行
為
責
任
の
範
囲
に
関
す
る
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料

法
的
構
成
同
」
法
協
八
六
巻
一
二
号
一
一
一
一
貝
以
下
。

(
犯
)
末
川
「
権
利
侵
害
論
三
版
」
三

O
三
頁
。

(
ぬ
)
我
妻
・
前
掲
書
一
二
七
頁
以
下
。

(
州
刑
)
柳
沢
「
不
法
行
為
法
に
お
け
る
違
法
性
」
私
法
二
八
号
一
二
五
頁

以
下
。
広
中
「
債
権
各
論
講
義
」
四
三

O
頁
以
下
。
乾
・
前
掲
論
文

論
叢
八
二
巻
七
五
頁
。
な
お
沢
井
・
前
掲
書
一
六
五
頁
以
下
。

(
引
)
好
美
・
前
掲
書
二
二
六
頁
以
下
。

(
円
引
)
我
妻
「
新
訂
債
権
総
論
」
八
六
頁
参
照
。

(
川
刊
〉
五
十
嵐
「
違
法
性
」
判
例
演
習
債
権
法
2
、
一
九
八
頁
以
下
、
来

栖
「
民
法
に
お
け
る
財
産
法
と
身
分
法
同
」
法
協
六
一
巻
三
号
三
六

八
頁
、
三
七
四
頁
、
戒
能
「
人
格
権
と
権
利
侵
害
の
類
型
化
」
法
時

二
七
巻
一
一
号
二
九
頁
、
柳
沢
「
一
般
的
人
格
権
の
法
的
構
成
」
日

本
法
学
二
八
巻
三
号
九

O
頁
以
下
等
参
照
。

(

H

判
〉
本
来
の
物
権
的
請
求
権
に
お
い
て
は
特
別
の
場
合
し
か
(
た
と
え

ば
権
利
濫
用
、
信
義
則
等
の
諸
法
理
が
適
用
さ
れ
る
場
合
〉
必
要
性

は
考
慮
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
点
で
は
絶
対
権
と
そ
れ
以
外
の

利
益
を
区
別
す
る
実
益
が
あ
る
。

(
江
川
)
実
際
に
訴
が
必
要
な
の
は
、
ド
イ
ツ
と
同
じ
よ
う
に
人
格
及
び
営

業
に
関
す
る
諸
法
益
で
あ
ろ
う
。
但
し
そ
れ
ら
に
限
ら
れ
る
必
要
の

な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
社
会
的
な
要
求
に
ま
か
さ
れ
る
問
題
で

あ
る
。
本
来
の
物
権
的
請
求
権
に
つ
い
て
も
こ
こ
に
の
ベ
た
よ
う
な

考
え
方
を
用
い
れ
ば
、
そ
の
適
用
が
弾
力
的
に
お
こ
な
わ
れ
え
よ

う
。
物
権
も
ひ
と
つ
の
利
益
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
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