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不
動
産
物
椹
二
重
護
渡
の
理
論

ニ
ニ

（
二
二
）

不
動
産
物
権
二
重
譲
渡
の
理
論

宮

寄

俊

行

序
　
詮

　
わ
が
民
法
は
、
物
椹
の
攣
動
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
意
思
主
義
を
採
用
し
、
物
椹
攣
動
は
、
當
事
者
間
の
意
思
表
示
の
み
に
よ
つ
て
完
全
に
敷

力
を
生
ず
る
も
の
と
し
て
い
る
（
民
一
七
六
）
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
第
三
者
の
利
釜
を
保
護
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
封
抗
要
件
な
る
も
の
を

定
め
、
不
動
産
物
椹
の
攣
動
に
つ
い
て
は
登
記
を
、
叉
動
産
物
椹
の
攣
動
に
つ
い
て
は
引
渡
を
、
し
な
け
れ
ば
そ
の
物
椹
攣
動
を
も
つ
て
第
三
者

に
封
抗
し
得
な
い
も
の
と
し
て
い
る
（
民
一
七
七
、
民
一
七
八
）
。

　
か
か
る
構
造
を
も
つ
、
わ
が
民
法
の
も
と
に
お
い
て
爽
生
す
る
困
難
な
問
題
の
一
と
し
て
、
こ
こ
に
論
じ
よ
う
と
す
る
、
物
椹
、
特
に
不
動
産
、

物
椹
の
二
重
譲
渡
の
問
題
が
あ
る
。

　
不
動
産
物
槽
二
重
譲
渡
の
間
題
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
譲
渡
人
甲
が
、
第
一
譲
受
人
乙
と
の
間
に
、
物
椹
的
意
思
表
示
を
な
し
、

自
己
の
有
す
る
物
椹
を
譲
渡
し
た
が
、
い
ま
だ
そ
の
譲
渡
に
つ
き
登
記
を
し
な
い
う
ち
に
、
そ
の
同
じ
物
椹
を
、
第
二
譲
受
人
丙
に
譲
渡
し
、
且

甲
丙
間
の
譲
渡
に
つ
き
登
記
を
な
し
た
と
き
、
丙
は
乙
よ
り
も
後
に
譲
渡
を
う
け
た
（
甲
丙
間
の
譲
渡
行
爲
の
當
時
、
す
で
に
甲
は
先
に
乙
に
譲
渡
し
た
ζ



と
に
よ
つ
て
、
丙
に
譲
渡
す
る
物
椹
を
保
有
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
ず
、
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
完
全
な
物
椹
を

取
得
し
、
又
乙
は
全
く
物
椹
を
取
得
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
果
は
一
見
不
可
思
議
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
わ
が
民
法
の
、
登
記
を
も
つ
て

封
抗
要
件
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
不
動
産
取
引
の
安
全
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
目
的
に
適
合
す
る
の
で
、
殆
ん
ど
す
べ
て
の
判
例
並
び
に
學
論

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
×
2
×
3
）

に
よ
つ
て
支
持
せ
ら
れ
て
い
る
。
私
も
こ
の
結
果
に
つ
い
て
は
大
艦
安
當
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
間
題
は
な
い
。
間
題
は
、
そ
の
結
果
に
封
す

る
、
理
論
的
な
理
由
づ
け
に
あ
る
。
即
ち
わ
が
民
法
に
よ
れ
ば
、
物
槽
の
攣
動
は
、
物
椹
的
意
思
表
示
の
み
に
よ
つ
て
完
全
に
敷
力
を
生
ず
る
、

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
甲
は
乙
へ
の
第
一
譲
渡
を
な
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
完
全
な
無
椹
利
者
に
な
つ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
第
二
譲
受
人
丙
が
、
完
全
な
物
穂
を
取
得
し
得
る
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が
民
法
に
よ
れ
ば
、
登
記

は
軍
な
る
、
物
槽
攣
動
の
封
抗
要
件
に
す
ぎ
ず
、
實
髄
椹
の
移
韓
を
と
も
な
わ
な
い
移
韓
登
記
は
、
登
記
原
因
の
な
い
、
無
奴
な
登
記
で
あ
る
。

從
つ
て
甲
丙
間
の
譲
渡
に
つ
き
登
記
が
な
さ
れ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
の
登
記
の
敷
力
と
し
て
、
丙
が
完
全
な
物
椹
を
取
得
す
る
に
至
る
の
は
う

な
づ
け
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
述
の
如
く
丙
が
、
登
記
を
な
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
完
全
な
物
椹
を
取
得
し
、
乙
は
何
等
椹
利
を
取
得

し
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
結
果
は
、
い
か
な
る
理
論
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
、
從
來
展
開
さ
れ
て
い
た
い
ろ
い
ろ
な
學
論
は
、
政
策
的
な
理
由
づ
け
や
、
極
め
て
技
巧
的
な
論
明
に
主
力
を
そ
そ
い

で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
未
熟
で
は
あ
る
が
、
本
問
題
に
つ
い
て
理
論
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
重
黙
を
お
き
、
特

に
從
來
民
法
學
で
考
え
ら
れ
て
い
た
の
と
は
、
相
當
に
異
な
る
基
本
的
立
場
に
立
つ
て
論
述
す
る
こ
と
を
意
圖
し
て
い
る
。
も
つ
と
も
順
序
と
し

て
は
、
先
ず
從
來
の
學
読
の
大
要
を
述
べ
、
次
に
卑
見
を
展
開
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

（
1
）
　
以
下
、
便
宜
上
、
甲
を
譲
渡
人
、
乙
を
第
一
譲
受
人
、
丙
を
第
二
譲
受
人
と
し
、
軍
に
甲
、
乙
、
丙
と
記
す
。

　
不
動
産
所
有
椹
を
念
頭
に
お
い
て
論
述
す
る
こ
と
を
了
承
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
2
）
　
こ
こ
に
二
重
談
渡
と
い
つ
た
の
と
同
じ
意
味
で
、

　
　
不
動
産
物
椹
二
重
譲
渡
の
理
論

二
重
責
買
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

な
お
不
動
産
物
椹
と
い
う
場
合
、
主
と
し
て

私
は
二
重
費
買
と
は
、

　
　
　
　
二
三

同
一
目
的
物
に
つ
い

（
二
三
）



　
　
不
動
産
物
椹
二
重
譲
渡
の
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
（
二
四
）

　
て
、
輩
数
る
債
椹
契
約
と
し
て
の
責
買
契
約
を
、
、
二
重
に
締
結
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
す
る
か
ら
、
物
椹
二
重
譲
渡
の
意
味
に
二
重
責
買
と
い
う
言
葉
は
使

　
用
し
な
い
。

（
3
）
　
判
例
の
態
度
の
愛
遷
に
っ
い
て
は
、
中
村
宗
雄
「
民
法
物
椹
編
」
（
講
議
案
）
上
巻
・
六
七
頁
ー
七
〇
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
　
學
読
の
概
観

　
そ
も
そ
も
二
重
譲
渡
の
問
題
が
生
ず
る
原
因
は
、
先
述
の
如
く
、
わ
が
民
法
が
、
物
椹
の
攣
動
そ
れ
自
身
を
有
数
に
行
う
方
法
と
、
そ
の
有
敷

な
物
椹
攣
動
を
も
つ
て
第
三
者
に
封
抗
す
る
方
法
と
を
、
分
離
し
て
規
定
し
、
し
か
も
前
者
に
つ
い
て
は
、
何
等
の
形
式
を
必
要
と
し
な
い
物
椹

的
意
思
表
示
の
み
を
も
つ
て
充
分
と
し
（
民
一
七
六
）
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
登
記
（
民
一
七
七
）
叉
は
引
渡
（
民
一
七
八
）
と
い
う
現
實
的
な
事
態

の
存
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
て
從
來
と
な
え
ら
れ
て
來
た
學
読
は
、
わ
が
民
法
に
お
い
て
は
、
完
全
に
有
数
な
物

穰
攣
動
が
不
要
式
の
意
思
表
示
の
み
で
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
（
民
法
第
一
七
六
條
に
）
重
鮎
を
お
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

か
、
或
い
は
反
醤
に
、
甥
抗
要
件
の
具
備
が
移
韓
し
た
物
椹
が
、
圓
満
な
歌
態
に
達
す
る
た
め
に
は
、
絶
封
に
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

（
民
法
第
一
七
七
條
に
）
重
黙
を
お
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
從
つ
て
こ
こ
で
は
、
諸
學
詮
を
大

き
く
、
民
法
第
一
七
六
條
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
民
法
第
一
七
七
條
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
に
、
二
分
し

て
論
明
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。

　
』
　
最
初
に
、
民
法
第
一
七
六
條
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
た
學
読
に
つ
き
読
明
す
る
。

　
民
法
第
一
七
六
條
を
中
心
と
し
て
考
え
る
と
、
た
と
え
意
思
表
示
の
み
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
物
椹
攣
動
と
い
え
ど
も
、
完
全
に
有
数
で
あ
り
、

從
つ
て
移
輻
さ
れ
た
物
椹
も
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
登
記
は
文
字
通
り
封
抗
要
件
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
甲
が
乙
と
の
聞
に
第
一
の
譲

渡
行
爲
を
な
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
た
と
え
登
記
を
保
有
し
て
い
て
も
、
完
全
な
無
椹
利
者
と
な
り
、
乙
は
完
全
な
物
椹
者
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。



そ
れ
で
は
既
に
全
く
無
穰
利
者
と
な
つ
た
甲
よ
り
、
丙
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
つ
て
完
全
な
物
椹
を
譲
受
け
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
關
し

て
、
民
法
第
一
七
六
條
を
中
心
と
し
て
考
え
る
學
詮
に
お
い
て
は
、
民
法
第
一
七
七
條
に
い
わ
ゆ
る
第
三
者
に
封
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
、
と
は
、

第
三
者
は
そ
の
物
椹
攣
動
を
否
認
す
る
こ
と
が
出
來
る
（
叉
是
認
す
る
こ
と
も
出
來
る
）
、
と
の
意
味
で
あ
る
と
解
繹
し
、
し
か
し
て
、
第
三
者

が
否
認
す
れ
ば
、
そ
の
否
認
し
た
第
三
者
と
の
關
係
で
は
、
否
認
さ
れ
た
物
椹
攣
動
は
、
は
じ
め
か
ら
無
か
つ
た
も
の
、
即
ち
丙
に
封
す
る
關
係

で
は
、
甲
に
い
ま
だ
完
全
な
物
槽
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
甲
に
存
す
る
完
全
な
物
椹
を
否
認
し
た
者
丙
が
譲
受
け
、
そ
の
上
先
ず
登
記

を
す
ま
せ
れ
ば
、
乙
も
甲
丙
間
の
譲
渡
を
否
認
し
得
な
い
か
ら
、
丙
は
完
全
な
物
椹
を
取
得
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
、
と
読
明
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
如
く
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
結
局
否
認
椹
と
い
う
も
の
を
第
三
者
が
有
す
る
こ
と
を
構
想
す
る
わ
け
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
、
い
わ
ゆ
る
否
認
椹
論
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
、
多
く
の
賛
成
者
を
も
つ
て
い
る
。
そ
し
て
否
認
権
論
は
、
第
三
者
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
事
態

が
存
す
る
と
き
に
、
否
認
椹
の
行
使
が
あ
つ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
か
に
關
L
て
、
更
に
細
分
さ
れ
て
い
る
。

　
右
の
見
解
に
醤
し
て
は
、
種
々
の
批
判
が
あ
る
。
例
え
ば
、
㈲
民
法
第
一
七
七
條
の
文
理
解
繹
上
、
第
三
者
に
否
認
椹
或
い
は
是
認
槽
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
い
う
の
は
誤
で
あ
り
、
論
者
は
否
認
、
或
い
は
是
認
の
椹
利
を
室
想
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
③
物
椹
の
本
質
か
ら
み
て
、
登
記
を
し
な
い
た

め
第
三
者
に
封
抗
し
得
な
い
椹
利
は
、
完
全
な
物
権
と
い
う
こ
と
が
出
來
な
い
、
⑲
否
認
椹
論
に
よ
り
、
丙
に
劃
す
る
關
係
で
は
、
甲
が
い
ま
だ

保
有
し
て
い
る
物
椹
を
、
丙
が
譲
受
け
る
の
で
あ
る
と
い
う
以
上
は
、
甲
丙
間
の
譲
渡
行
爲
以
前
に
、
丙
が
否
認
椹
を
取
得
し
、
且
つ
そ
れ
を
行

使
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
丙
が
ま
だ
何
等
物
椹
的
關
係
に
入
ら
な
い
以
前
に
何
故
に
否
認
権
を
取
得
し
得
る

（
4
）か

、
叉
第
三
者
が
第
一
譲
渡
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
場
合
に
も
、
否
認
椹
を
行
使
し
た
の
だ
と
み
な
す
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
無
理
で
は
な

（
5
）い

か
、
等
の
疑
問
が
あ
る
。

（（21
））

後
述
す
る
如
く
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
理
論
的
な
理
由
が
あ
る
。

例
え
ば
、
小
池
「
轍
禰
日
本
物
椹
法
論
」
四
五
頁
以
下
、
末
弘
「
物
灌
法
」
上
巻
・
一
五
二
頁
以
下
、
椹
田
「
轍
繭
物
灌
法
」
七
九
頁
以
下
、
三
潴
「
物
椹
法

不
動
産
物
椹
二
重
談
渡
の
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
二
五
）



　
　
　
不
動
産
物
椹
二
重
譲
渡
の
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
　
（
二
六
）

　
提
要
」
上
巻
・
四
〇
頁
以
下
、
今
泉
「
誠
新
物
椹
法
論
」
二
二
頁
、
石
田
「
雌
騨
物
椹
法
論
」
一
〇
五
頁
以
下
、
柚
木
「
朔
物
椹
法
総
論
」
一
〇
三
頁
以
下
、
土
生

　
　
「
蹄
民
法
第
百
七
拾
七
條
」
九
七
頁
以
下
。

　（3

）
　
紳
戸
寅
次
郎
「
物
椹
憂
動
論
」
（
民
法
論
纂
所
載
）
四
五
頁
、
四
六
頁
。

　
（
4
）
　
土
生
・
前
掲
書
・
一
〇
六
頁
、
　
一
〇
七
頁
。

　
（
5
）
　
末
川
「
物
椹
法
」
（
新
法
學
全
集
第
八
巻
）
　
一
〇
五
頁
。

　
二
　
上
述
の
民
法
第
一
七
六
條
を
中
心
と
す
る
立
場
に
よ
れ
ば
、
物
椹
的
意
思
表
示
の
み
に
よ
つ
て
譲
渡
さ
れ
た
物
椹
は
、
い
ま
だ
登
記
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
い
間
で
も
、
完
全
な
物
椹
で
は
あ
る
が
、
第
三
者
に
よ
つ
て
否
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
貼
で
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
論
明

す
る
。
し
か
し
否
認
さ
れ
れ
ば
、
た
と
え
否
認
し
た
者
と
の
關
係
に
お
い
て
の
み
に
し
て
も
、
否
認
さ
れ
た
物
椹
行
爲
乃
至
物
椹
が
、
全
く
不
存

在
と
な
つ
て
し
ま
う
よ
う
な
彊
力
な
制
限
に
封
し
て
、
輩
に
完
全
な
物
椹
の
（
量
的
な
）
制
限
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
失
當
で
あ
り
、
む
し
ろ

ハ
ロ

か
か
る
彊
力
な
制
限
に
よ
つ
て
、
完
全
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
物
椹
は
、
質
的
攣
型
を
う
け
、
何
等
か
の
意
味
で
不
完
全
な
物
穂
と
化
し
て
い
る
の

で
あ
る
、
と
考
え
た
方
が
適
當
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が
震
生
す
る
。
特
に
物
椹
は
元
來
排
他
性
を
有
す
る
の
が
本
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
、
こ
の
疑
間
は
も
つ
と
も
で
あ
り
、
こ
こ
に
民
法
第
一
七
七
條
を
中
心
と
し
た
學
論
が
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
こ
こ
に

民
法
第
一
七
七
條
を
中
心
と
し
た
學
論
と
し
て
総
括
し
た
も
の
の
中
に
も
、
學
者
に
よ
つ
て
大
分
相
異
が
あ
る
の
で
、
代
表
的
な
學
論
激
個
を
槍

討
し
、
よ
つ
て
こ
の
立
場
の
學
論
が
、
い
わ
ゆ
る
不
完
全
な
物
樺
と
い
う
も
の
を
、
ど
の
様
に
考
え
、
い
か
に
し
て
二
重
譲
渡
を
読
明
す
る
の
か

を
明
ら
か
に
し
て
行
こ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
∀

　
1
　
神
戸
博
士
に
よ
れ
ば
、
登
記
未
濟
の
物
椹
は
、
債
権
の
地
位
を
脆
却
し
て
純
然
た
る
物
椹
の
地
位
に
達
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
権
利
で
あ
り

從
つ
て
こ
の
権
利
は
、
債
椹
と
純
然
た
る
物
椹
の
中
間
に
位
す
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
相
封
的
物
権
、
或
い
は
未
成
物
椹
と
稻
さ
れ

（
3
）る

。
し
か
し
て
相
封
的
物
椹
の
襲
生
原
因
は
、
甲
の
物
槽
的
意
思
表
示
の
完
成
で
あ
り
、
そ
の
意
思
表
示
の
完
成
の
瞬
間
に
甲
よ
り
離
脆
し
、
乙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
附
着
す
る
も
の
で
あ
る
。
又
こ
の
相
封
的
物
権
の
奴
力
は
、
こ
の
物
椹
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
本
登
記
の
申
請
が
出
來
る
こ
と
、
及
び
す
べ



て
の
人
に
封
し
登
記
な
き
物
椹
（
相
封
的
物
椹
）
と
し
て
、
こ
れ
を
封
抗
（
優
先
的
の
力
を
包
含
し
な
い
封
抗
力
）
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
み
な
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

譲
渡
人
に
封
し
て
は
、
純
然
た
る
物
椹
と
し
て
封
抗
（
優
先
的
の
カ
を
包
含
す
る
劃
抗
力
）
す
る
こ
と
が
出
來
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
二
重
譲
渡
に

つ
い
て
は
、
乙
の
有
す
る
相
封
的
物
椹
は
、
優
先
的
な
力
を
包
含
し
な
い
封
抗
力
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
ゼ
か
ら
、
甲
と
丙
と
の
間
に
は
、
同
一
の

物
穂
に
つ
き
、
な
お
同
様
の
登
記
な
き
攣
動
を
生
ぜ
し
め
る
（
丙
も
相
封
的
物
椹
を
取
得
す
る
）
こ
と
を
得
る
の
み
な
ら
ず
、
登
記
あ
る
攣
動
を
生
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

し
め
（
優
先
的
の
力
を
包
含
す
る
封
抗
力
あ
る
物
椹
を
丙
が
取
得
す
る
）
、
も
つ
て
甲
乙
間
の
登
記
な
き
攣
動
を
消
滅
せ
し
め
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
．

る
、
と
論
明
さ
れ
る
。

　
2
　
我
妻
教
授
に
よ
れ
ば
、
譲
受
人
た
る
乙
は
、
登
記
が
す
む
ま
で
完
全
に
排
他
性
あ
る
物
椹
を
取
得
せ
ず
、
甲
も
登
記
を
保
有
す
る
限
り
、

完
全
な
無
椹
利
者
と
は
な
ら
な
い
、
從
つ
て
こ
の
甲
よ
り
譲
受
け
た
丙
も
亦
完
全
な
排
他
性
を
具
備
し
な
い
物
椹
者
と
な
盗
。
そ
し
て
丙
が
登
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

を
具
備
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
完
全
な
排
他
性
あ
る
物
椹
者
と
な
り
、
そ
の
結
果
乙
の
権
利
は
沿
滅
す
る
、
と
論
か
れ
る
。
こ
の
學
読
を
不
完
全
排

他
性
論
と
名
づ
け
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
3
　
山
中
博
士
は
、
④
物
椹
行
爲
と
債
椹
行
爲
と
を
峻
別
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
⑧
物
椹
を
移
韓
す
べ
き
債
椹
と
占
有
（
間
接
占
有
を
含

（
10
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

む
）
と
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
債
椹
的
物
椹
が
成
立
し
、
叉
占
有
と
は
な
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
再
び
債
椹
に
復
蹄
す
る
こ
と
、
及
び
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

債
椹
乃
至
債
構
的
物
椹
は
、
登
記
と
結
合
し
て
純
樺
の
物
椹
に
移
行
す
る
こ
と
、
の
三
つ
の
前
提
條
件
を
論
謁
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
二
重
譲
渡

を
次
の
如
く
論
明
さ
れ
る
。
即
ち
甲
が
乙
を
し
て
債
椹
的
所
有
椹
を
取
得
せ
し
め
た
後
も
、
な
お
甲
は
登
記
を
保
有
す
る
限
り
、
債
椹
的
所
有
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

の
背
後
に
し
り
ぞ
い
て
あ
る
べ
き
純
粋
の
物
椹
的
所
有
椹
を
保
有
し
て
い
る
、
し
か
し
て
、
後
に
丙
に
封
し
て
も
亦
債
椹
を
取
得
せ
し
め
、
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

も
丙
が
あ
わ
せ
て
占
有
を
取
得
し
、
且
つ
乙
が
占
有
を
喪
失
す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
（
民
二
〇
〇
1
但
）
、
乙
が
軍
な
る
債
椹
を
有
し
、
丙
が
債
椹

的
所
有
椹
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
り
、
丙
は
更
に
自
己
の
債
椹
的
所
有
椹
を
登
記
と
結
合
さ
せ
惹
こ
と
に
よ
つ
て
純
粋
の
物
椹
的
所
有
椹
を
取
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

し
得
る
、
そ
し
て
そ
の
物
槽
的
所
有
椹
の
排
他
性
の
故
に
、
こ
れ
と
爾
立
し
な
い
他
の
椹
利
は
當
然
に
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
不
動
産
物
椹
二
重
譲
渡
の
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
二
七
）



　
　
　
不
動
産
物
椹
二
重
護
渡
の
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
　
（
二
八
）

　
4
　
中
川
教
授
は
、
關
係
的
所
有
椹
（
關
係
的
に
肯
定
叉
は
否
定
さ
れ
る
所
有
椹
）
な
る
観
念
を
も
つ
て
読
明
さ
れ
る
。
帥
ち
甲
乙
聞
の
譲
渡
行
爲
，

に
ょ
つ
て
、
内
部
的
所
有
樺
は
乙
に
移
韓
す
る
が
、
外
部
的
所
有
椹
は
甲
が
な
お
登
記
を
保
有
す
る
か
ぎ
り
甲
に
存
す
る
、
そ
し
て
甲
丙
間
に
も

同
様
に
内
部
的
所
有
椹
が
移
韓
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
外
部
的
所
有
椹
は
登
記
と
と
も
に
、
乙
か
丙
か
一
方
に
移
韓
す
る
、
と
論

　
　
（
1
6
）

明
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
’
）

　
又
川
名
博
士
の
よ
う
に
、
第
三
者
に
封
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
、
と
は
、
第
三
者
に
封
し
て
は
そ
の
数
な
し
と
の
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
考
（
相

封
的
無
敷
論
）
も
關
係
的
所
有
椹
論
と
同
様
な
系
列
に
風
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
5
　
吾
妻
教
授
は
、
物
樺
攣
動
は
、
意
思
表
示
の
み
に
よ
つ
て
は
、
當
事
者
間
に
お
い
て
も
数
力
な
く
、
軍
に
債
椹
的
な
数
力
が
あ
る
に
す
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

な
い
旨
を
論
か
れ
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
、
民
法
第
一
七
七
條
を
中
心
と
し
て
構
成
せ
ら
れ
た
學
読
の
中
で
極
限
に
位
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
な
、
民
法
第
一
七
七
條
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
た
學
論
に
封
し
て
は
、
次
の
如
き
批
判
が
あ
る
。
の
登
記
未
濟
の
物
椹
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

相
封
的
物
椹
、
關
係
的
物
椹
、
或
い
は
債
椹
的
物
椹
等
と
名
稽
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
質
が
明
ら
か
で
な
い
。
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
な
名

前
で
よ
ば
れ
る
椹
利
の
、
債
椹
或
い
は
純
然
た
る
物
椹
と
の
機
能
的
な
相
異
は
論
明
さ
れ
て
い
る
が
、
何
故
に
か
か
る
機
能
的
な
相
異
を
示
す
の

か
、
叉
こ
の
椹
利
の
本
質
か
ら
み
て
、
ど
う
し
て
か
か
る
機
能
を
も
た
せ
る
こ
と
が
理
論
的
に
安
當
な
の
か
、
と
い
う
貼
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
論

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

明
が
及
ん
で
い
な
い
。
こ
の
黙
が
、
こ
の
種
の
新
し
い
實
艦
的
概
念
を
導
入
し
て
、
二
重
譲
渡
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
立
場
の
、
最
も
大

き
な
敏
黙
で
あ
ろ
う
。
㈲
か
よ
う
な
不
完
全
な
物
椹
、
相
封
的
物
椹
が
、
登
記
に
よ
つ
て
、
完
全
な
物
椹
に
な
る
、
と
い
う
考
え
方
は
、
登
記
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

本
質
に
つ
い
て
正
し
い
認
識
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
わ
が
民
法
の
意
思
主
義
に
反
す
る
。

　
右
に
概
観
し
た
と
こ
ろ
の
、
從
來
読
か
れ
て
い
た
考
え
方
は
、
民
法
の
解
繹
論
に
お
い
て
、
民
法
第
一
七
六
條
と
、
民
法
第
一
七
七
條
と
を
矛

盾
な
く
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
、
努
力
し
て
來
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
相
當
の
理
由
を
も
つ
て
い
る
も
の
の
、
し
か
も
他
論



を
克
服
す
る
に
足
る
だ
け
の
理
論
的
な
根
擦
に
と
ぼ
し
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
從
來
と
同
様
な
考
察
態
度
で
考
え
る
か
ぎ
り

は
、
二
重
譲
渡
を
め
ぐ
る
問
題
の
構
造
を
理
論
的
に
把
握
し
て
、
そ
の
解
決
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
從
つ
て
私
は
、
從
來
の

民
法
學
が
考
え
て
い
な
か
つ
た
考
察
態
度
に
立
脚
し
て
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
少
く
と
も
民
法
學
に
と
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

は
、
新
し
い
考
察
態
度
と
は
、
中
村
宗
雄
博
士
、
及
び
宮
崎
澄
夫
教
授
に
よ
つ
て
、
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
土
生
「
傭
民
法
第
百
七
拾
七
條
」
　
一
〇
三
頁
。

（
2
）
　
神
戸
「
物
椹
憂
動
論
」
（
民
法
論
纂
所
載
）
六
一
頁
。

〈
3
）
　
神
戸
・
前
掲
・
六
四
頁
、
六
六
頁
。

（
4
）
　
坤
戸
・
前
揚
・
六
九
頁
。

〈
5
）
　
憩
戸
・
前
掲
・
五
九
頁
。

〈
6
）
　
神
戸
・
前
掲
・
六
〇
頁
。

（
7
）
　
神
戸
・
前
掲
・
五
四
頁
。

（
8
）
　
我
妻
「
物
椹
法
」
（
民
法
講
義
π
）
八
四
頁
。

（
9
）
，
山
中
「
椹
利
攣
動
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
封
抗
要
件
」
（
法
政
研
究
十
五
巻
三
・
四
合
併
號
）
1
以
下
「
封
抗
要
件
」

　
頁
。

（！へ　（（　（
141312工110
）　）　）　）　）

　
債
椹
的
物
椹
を
失
う
場
合
の
こ
ま
か
い
読
明
は
、

（
15
）

（
1
6
）

と
略
記
－
五
三
頁
以
下
、
特
に
六
〇

同
「
椹
利
麺
動
論
」
（
法
政
論
集
一
巻
三
號
）
ー
以
下
「
憂
動
論
」
と
略
記
－
三
〇
二
頁
－
三
〇
七
頁
。

　
山
中
「
封
抗
、
要
件
」
九
三
頁
、
「
憂
動
論
」
三
一
六
頁
、
三
二
九
頁
。

　
山
中
「
封
抗
、
要
件
」
六
〇
頁
、
六
一
頁
、
九
〇
頁
等
、
「
攣
動
論
」
三
〇
八
頁
－
三
コ
ニ
頁
、
（
特
に
三
一
二
頁
）
三
一
八
頁
。

　
山
中
「
封
抗
要
件
」
六
一
頁
、
六
四
頁
、
「
攣
動
論
」
三
一
五
頁
。

　
山
中
「
封
抗
要
件
」
九
五
頁
、
「
憂
動
論
」
三
三
〇
頁
。

　
山
中
博
士
は
、
債
椹
的
物
椹
に
つ
い
て
も
、
一
物
一
椹
主
義
が
委
當
す
る
、
と
い
わ
れ
る
（
「
勤
抗
要
件
」
九
二
頁
、
「
愛
動
論
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
封
抗
要
件
」
九
三
頁
、
「
艇
動
論
」
三
二
九
頁
以
下
滲
照
。

　
山
中
「
封
抗
要
件
」
九
四
頁
－
九
六
頁
、
「
憂
動
論
」
三
三
〇
頁
、
三
一
五
頁
。

　
中
川
「
相
績
と
登
記
」
（
法
學
志
林
三
〇
巻
二
號
）
。

　
不
動
産
物
樫
二
重
護
渡
の
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九

三
二
八
頁
以
下
）
。
又
乙
が

（
二
九
）



　
　
　
不
動
産
物
椹
二
重
譲
渡
の
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
（
三
〇
）

〈
質
）
　
川
名
廉
四
郎
「
物
椹
法
要
論
」
十
四
頁
、
十
五
頁
。

〈
18
）
　
吾
妻
「
意
愚
表
示
に
よ
る
物
椹
憂
動
の
敷
力
」
（
東
京
商
大
研
究
年
報
法
學
研
究
第
二
號
）
。

（
1
9
）
　
土
生
・
前
掲
書
・
一
〇
四
頁
。

（
2
0
）
　
も
つ
と
も
、
山
中
博
士
は
、
從
來
の
便
宜
論
的
な
考
え
方
に
満
足
せ
ず
、
不
完
全
な
物
樺
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
眞
意
義
を
探
究
す
る
た
め
に
研
究
せ
ら

　
れ
て
い
る
（
「
憂
動
論
」
二
九
二
頁
、
二
九
五
頁
）
。
そ
の
研
究
態
度
に
つ
い
て
は
全
く
同
感
で
あ
る
。
然
し
そ
の
學
読
の
内
容
に
つ
い
て
は
遺
憾
な
が
ら
養
成
し
か

　
ね
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
理
由
を
一
言
に
し
て
い
え
ぼ
、
同
博
士
の
根
本
の
立
笏
が
、
　
一
元
的
（
或
い
は
李
面
的
）
な
考
察
態
度
（
例
え
ぼ
「
塗
動
論
」
二
八

　
九
頁
、
排
他
性
の
敷
力
に
關
す
る
説
朋
）
で
あ
り
（
債
椹
と
物
椹
と
の
相
互
移
行
の
關
蓮
性
を
論
か
れ
、
債
椹
行
爲
と
物
椹
行
爲
の
峻
別
論
に
反
封
さ
れ
る
の
も
、

　
そ
の
一
っ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
）
、
從
つ
て
後
述
す
る
、
抽
象
法
の
適
用
に
よ
る
具
髄
法
の
定
立
に
關
し
て
充
分
の
考
慮
を
は
ら
う
卑
見
の
態
度
と
は
、
相
當

　
の
へ
だ
た
P
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
2
1
）
　
小
池
「
轍
禰
日
本
物
椹
法
論
」
四
六
頁
、
石
田
「
雌
胴
物
椹
法
論
」
一
〇
八
頁
、
一
〇
九
頁
、
柚
木
「
朔
物
椹
法
総
論
」
一
〇
五
頁
、
土
生
・
前
掲
書
・
一
〇

　
四
頁
、
等
。

〈
2
2
）
，
中
村
宗
雄
「
訴
訟
法
學
の
立
場
か
ら
み
た
實
腔
法
學
の
學
問
的
方
法
と
そ
の
構
造
と
に
封
す
る
疑
義
」
（
早
稻
田
法
學
二
六
巻
四
冊
）
1
以
下
「
訴
訟
法

　
學
の
立
場
」
と
略
記
す
ー
。

　
　
同
「
自
然
科
學
に
よ
る
法
學
の
學
問
龍
系
へ
の
示
唆
」
（
早
稻
田
法
學
二
七
巻
一
・
二
珊
）
1
以
下
「
自
然
科
學
に
よ
る
示
唆
」
と
略
記
す
ー
、
そ
の
他

　
多
敷
の
同
博
士
の
著
書
、
論
丈
参
照
。

　
　
宮
崎
澄
夫
「
既
判
力
の
主
観
的
範
園
に
就
て
」
（
訴
訟
法
學
の
諸
間
題
第
一
輯
、
又
は
法
學
研
究
　
十
六
巻
一
號
）
ー
以
下
こ
の
論
文
の
頁
は
、
訴
訟
法
學

　
の
諸
間
題
」
の
頁
を
記
す
ー
。

第
二
卑
見
の
展
開

　
一
　
卑
見
を
述
べ
る
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
、
私
の
考
え
て
い
る
考
察
態
度
に
つ
い
て
論
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

私
の
研
究
の
基
本
的
立
場
乃
至
観
黙
は
、
實
艦
法
規
範
を
、
裁
判
規
範
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
、
更
に
そ
の
裁
判
規
範
は
、

へ
の
適
用
の
過
程
を
へ
て
、
は
じ
め
て
具
鰹
的
事
件
を
規
律
し
得
る
こ
と
、
に
つ
い
て
充
分
の
注
意
を
挑
う
態
度
で
あ
る
。

そ
の
具
髄
的
事
件



　
す
べ
て
法
規
範
は
、
そ
れ
が
自
穫
的
に
守
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
國
家
槽
力
に
よ
つ
て
強
制
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
基
本
的
特
質
が
あ

る
。
し
か
し
て
法
規
範
の
國
家
的
強
制
の
形
式
が
裁
判
な
の
で
あ
り
、
そ
の
裁
判
は
、
實
鰹
法
に
依
振
し
て
な
さ
れ
る
か
ら
、
實
艦
法
が
裁
判
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

範
で
あ
る
と
い
う
面
に
つ
い
て
、
充
分
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
叉
裁
判
規
範
と
し
て
、
考
察
さ
る
べ
き
民
法
は
、
抽
象
的
な
法
律
要
件
と
、
そ
れ
に
封
す
る
法
律
奴
果
と
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い

わ
ゆ
る
抽
舞
乃
至
抽
象
羅
で
あ
る
・
從
つ
て
抽
鍵
虜
罠
蓬
當
楚
贔
的
事
件
窺
隼
を
と
鰭
來
ず
具
鰐
事
件
を

規
律
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
具
髄
的
事
件
へ
の
適
用
と
い
う
操
作
が
、
絶
封
に
必
要
で
あ
る
。
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
抽
象
的
法
規
範
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

存
在
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
で
當
然
に
具
艦
的
事
件
を
規
律
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
具
艦
的
事
件
を
規
律
す
る
た
め
に
は
、
常
に
そ
の
適
用
と
い

　
　
　
　
　
（
5
）

う
操
作
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
、
物
指
し
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
こ
の
机
の
長
さ
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
机
の
長
さ

を
は
つ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
物
指
を
こ
の
机
に
あ
て
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
實
に
封
比
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
抽
象
的
規
範
の
適
用
は
、
裁
制
に
よ
つ
て
完
全
な
型
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
裁
判
に
よ
ら
な
い
、
具
艦
的
事
件
の

解
決
の
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
に
抽
象
的
法
規
範
の
適
用
と
い
う
過
程
が
存
在
す
る
。
即
ち
こ
の
場
合
に
は
、
國
家
の
裁
判
に
よ
る
抽
象
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

適
用
が
、
國
家
意
思
に
よ
る
適
用
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
當
事
者
の
自
律
的
意
思
に
よ
る
適
用
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
抽
象
法
の
解
繹
と
、
そ
の
具
髄
的
事
件
へ
の
適
用
と
は
、
は
つ
き
り
と
匠
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
操
作
で
あ
る
。
即
ち
抽

象
法
の
解
縄
は
、
抽
象
法
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
普
遍
委
當
性
の
あ
る
抽
象
的
な
法
規
範
艦
系
を
溝
造
す
る
操
作
で
あ
つ
て
、
解
繹
の
結
果
生

ま
れ
る
も
の
は
、
抽
象
的
法
規
範
の
鰹
系
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
抽
象
法
の
適
用
は
、
解
繹
の
結
果
生
み
だ
さ
れ
た
、
抽

象
的
法
規
範
の
髄
系
に
依
捺
し
つ
つ
、
具
艦
的
事
件
を
規
律
す
る
と
こ
ろ
の
、
具
騰
法
を
創
造
（
稜
見
）
す
る
現
實
的
な
、
具
艦
的
な
操
作
で
あ

ハ
7
）る

。
抽
象
法
の
解
繹
と
、
適
用
と
は
異
な
る
本
質
を
有
す
る
操
作
な
の
で
あ
る
か
ら
、
解
繹
の
場
合
に
作
用
す
る
解
繹
原
理
と
、
適
用
の
場
合
に

作
用
す
る
適
用
原
理
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
解
繹
原
理
を
究
明
す
る
學
間
が
、
解
繹
論
で
あ
り
、
適
用
原
理
を
究
明
す
る
學
聞
を
、

　
　
　
　
不
動
産
物
椹
二
重
譲
渡
の
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
（
三
一
）



　
　
　
不
動
産
物
椹
二
重
譲
渡
の
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
三
二
）

適
用
論
乃
至
裁
判
論
と
名
づ
け
る
と
す
る
と
、
從
來
適
用
論
乃
至
裁
判
論
と
い
う
べ
き
も
の
は
殆
ん
ど
存
在
し
な
か
つ
た
。
適
用
論
が
存
在
し
な

か
つ
た
、
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
解
繹
論
が
、
そ
の
固
有
の
領
域
を
こ
え
て
、
適
用
論
と
し
て
研
究
す
べ
き
こ
と
ま
で
も
、
解
繹
論
的
方
法
に
よ

つ
て
取
扱
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
研
究
封
象
に
適
合
し
な
い
研
究
方
法
を
探
用
し
た
た
め
に
、
理
論
の
混
飢
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ

（
8
）た

。
そ
こ
で
適
用
論
乃
至
裁
判
論
の
確
立
が
是
非
と
も
必
要
な
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
全
艦
的
な
健
系
樹
立
は
、
極
め
て
む
ず
か
し
い
仕
事
で
あ

り
、
そ
れ
は
他
日
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
た
だ
、
右
に
述
べ
た
如
き
、
法
規
範
及
び
そ
の
解
繹
、
適
用
に
關
す
る
観
黙
の
も
と
に
、
不
動
産
物
椹
二
重
譲
渡
の
問
題

を
研
究
す
る
こ
と
を
意
圖
し
て
い
る
。
從
つ
て
私
は
、
こ
の
聞
題
を
通
常
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
民
法
の
規
定
の
解
繹
論
（
普
通
に
い
わ
わ
る
意
味
で

の
）
と
し
て
取
扱
う
こ
と
を
せ
ず
、
抽
象
的
法
規
範
の
適
用
の
問
題
と
し
て
、
取
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
論
述
の
第
一
は
、
本
問

題
に
關
す
る
抽
象
的
法
規
範
、
並
び
に
そ
の
適
用
に
關
す
る
規
範
の
内
容
は
何
で
あ
る
か
を
、
民
法
の
條
文
の
、
右
に
述
べ
た
如
き
立
場
に
立
つ

て
す
る
、
理
論
的
な
分
析
に
よ
つ
て
彊
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

中
村
（
宗
）
「
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
訴
訟
法
畢
」
ニ
ニ
頁
。

宮
崎
「
既
判
力
の
主
親
的
範
園
に
就
て
」
（
訴
訟
法
學
の
諸
問
題
）

巾
村
「
訴
訟
法
學
の
立
場
」
二
四
頁
。

宮
崎
・
前
掲
論
丈
・
一
四
三
頁
。

中
村
「
訴
訟
法
學
の
立
場
」
四
一
頁
以
下
。

中
村
「
訴
訟
法
學
の
立
場
」
二
五
頁
。

中
村
「
訴
訟
法
學
の
立
場
」
四
〇
頁
ー
四
四
頁
。

中
村
「
自
然
科
學
に
よ
る
示
唆
」
三
五
頁
。

一
四
二
頁
、
中
村
「
訴
訟
法
學
の
立
揚
」
四
二
頁
。

二
　
民
法
第
一
七
六
條
は
、
「
物
椹
ノ
設
定
及
ヒ
移
轄
ハ
當
事
者
ノ
意
思
表
示
ノ
ミ
ニ
因
リ
テ
其
数
力
ヲ
生
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
本
條



が
内
含
す
る
抽
象
規
範
は
、
動
産
、
不
動
産
を
間
わ
ず
、
物
椹
攣
動
は
當
事
者
の
物
権
的
意
思
表
示
の
み
に
よ
つ
て
、
完
全
に
数
力
を
生
ず
る
、

と
い
う
規
範
で
あ
る
。
こ
の
民
法
第
一
七
六
條
が
内
含
し
て
い
る
、
抽
象
規
範
を
、
便
宜
上
物
権
攣
動
に
關
す
る
第
一
規
範
（
以
下
軍
に
第
一
規
範

と
記
す
）
と
名
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
第
一
規
範
の
内
容
は
、
條
文
を
讃
ん
で
字
の
如
く
で
あ
り
、
特
別
間
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
吹
に
民
法
第
一
七
七
條
は
、
「
不
動
産
　
關
ス
ル
物
椹
ノ
得
喪
及
ヒ
攣
更
ハ
、
登
記
法
ノ
定
ム
ル
所
二
從
ヒ
其
登
記
ヲ
爲
ス
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
以

テ
第
三
者
二
封
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
本
條
を
前
述
の
如
き
観
黙
か
ら
分
析
す
る
と
き
、
こ
の
規
定
の
中
に
は
、
二
つ
の

性
格
の
異
な
る
規
範
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
そ
の
う
ち
の
一
つ
σ
規
範
は
、
不
動
産
に
關
す
る
物
椹
攣
動
は
、
物
椹
的
意
思
表

示
の
ほ
か
に
、
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
完
全
に
敷
力
を
生
ず
る
、
と
い
う
抽
象
規
範
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
規
範
は
、
そ
の
内
容

は
、
第
一
規
範
と
全
く
ち
が
つ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
性
格
は
、
第
一
規
範
と
同
じ
く
、
事
件
に
そ
れ
が
直
接
に
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
規
範

で
あ
る
。
こ
の
抽
象
規
範
を
、
一
便
宜
上
物
権
攣
動
に
關
す
る
第
二
規
範
（
以
下
軍
に
第
二
規
範
と
記
す
）
と
名
づ
け
る
。
第
一
七
七
條
に
内
在
す
る
、

も
う
一
つ
の
性
格
の
ち
が
つ
た
規
範
と
い
う
の
は
、
第
一
規
範
及
び
第
二
規
範
を
、
事
件
に
適
用
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
適
用
の
し
か
た
を
指
示

す
る
規
範
で
あ
る
。
印
ち
そ
れ
は
、
物
権
攣
動
の
数
力
に
關
す
る
孚
い
の
裁
判
に
際
し
て
　
　
そ
の
裁
判
は
第
一
規
範
ヌ
は
第
二
規
範
を
適
用
し

で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
ー
そ
の
紛
孚
の
當
事
者
が
、
物
権
攣
動
の
當
事
者
と
同
一
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
せ
よ
、

丈
紛
雫
の
當
事
者
が
、
物
椹
攣
動
の
當
事
者
以
外
の
者
で
あ
れ
ば
、
第
二
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
を
命
ず
る
規
範
で
あ
る
。

こ
の
規
範
は
、
紛
雫
當
事
者
の
何
人
な
る
か
に
よ
つ
て
、
第
一
規
範
を
適
用
す
べ
き
か
、
叉
は
第
一
規
範
を
適
用
し
な
い
で
、
そ
の
代
り
に
第
二

規
範
を
適
用
す
べ
き
か
、
と
い
う
、
直
接
事
件
に
適
用
さ
れ
る
第
一
規
範
及
び
第
二
規
範
の
適
用
に
關
し
て
、
指
示
を
與
え
る
規
範
で
あ
る
か

ら
、
抽
象
規
範
の
適
用
に
關
す
る
規
範
で
あ
る
。
こ
れ
を
便
宜
上
適
用
規
範
と
よ
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　
以
上
の
關
係
に
封
す
る
理
解
を
助
け
る
た
め
、
第
一
規
範
及
び
第
二
規
範
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
赤
の
色
め
が
ね
及
び
青
の
色
め
が
ね
に
例
え
て
読

明
す
れ
ば
、
赤
の
色
め
が
ね
（
第
一
規
範
）
及
び
青
の
色
め
が
ね
（
第
二
規
範
）
は
、
そ
の
色
は
ち
が
つ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
、
直
接
そ
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椹
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（
三
四
）

れ
を
通
し
て
物
を
見
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
黙
で
そ
の
性
格
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
の
色
め
が
ね
が
あ
る
以
上
、
目
的
に
慮
じ
た
使
い

分
け
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
例
え
ば
、
A
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
相
互
聞
で
物
の
色
が
問
題
に
な
つ
て
い
る
と
き
に
は
、
赤
の
色
め
が
ね

を
用
い
て
見
よ
、
叉
そ
れ
以
外
の
者
と
の
聞
で
物
の
色
が
問
題
に
な
つ
て
い
る
と
き
は
、
青
の
色
め
が
ね
を
用
い
て
見
よ
、
と
い
う
こ
つ
の
異
な

つ
た
色
め
が
ね
の
使
用
法
を
決
め
る
こ
と
が
、
色
め
が
ね
そ
れ
自
髄
の
ほ
か
に
必
要
と
な
る
。
こ
の
二
つ
の
色
め
が
ね
の
使
用
法
の
取
決
め
、
に

當
る
も
の
が
、
第
一
七
七
條
に
内
含
さ
れ
る
適
用
規
範
で
あ
る
。

　
右
に
述
べ
た
關
係
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
に
な
る
。

　
民
法
第
一
七
六
條
が
内
含
す
る
規
範

　
　
　
抽
象
規
範
　
　
動
産
、
不
動
産
を
問
わ
ず
、
物
椹
の
攣
動
は
、
當
事
者
の
物
槽
的
意
思
表
示
の
み
に
よ
つ
て
、
完
全
に
数
力
を
生
ず
る

　
　
　
　
（
第
一
規
範
）
。

　
民
法
第
一
七
七
條
が
内
含
す
る
規
範

　
　
　
抽
象
規
範
　
　
不
動
産
に
關
す
る
物
椹
の
攣
動
は
、
物
権
的
意
思
表
示
に
加
え
て
、
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
完
全
に
敷

　
　
　
　
力
を
生
ず
る
（
第
二
規
範
）
。

　
　
　
抽
象
規
範
の
適
用
を
指
示
す
る
規
範
－
不
動
産
物
椹
攣
動
の
数
力
に
關
す
る
紛
雫
の
當
事
者
が
、
そ
の
物
椹
攣
動
の
當
事
者
と
同
一
で

　
　
　
　
あ
れ
ば
、
第
一
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
せ
よ
、
．
叉
紛
孚
當
事
者
の
少
く
と
も
一
方
が
、
物
椹
攣
動
の
當
事
者
以
外
の
者
で
あ
れ
ば
、
第

　
　
　
　
二
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
せ
よ
（
適
用
規
範
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
不
動
産
物
椹
の
攣
動
と
い
う
一
つ
の
事
項
に
つ
い
て
、
異
つ
た
内
容
の
二
つ
の
抽
象
規
範
と
、
更
に
そ
の
二
つ
の
抽
象
規
範
の

適
用
に
關
し
指
示
す
る
と
こ
ろ
の
適
用
規
範
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
、
從
來
の
民
法
理
論
か
ら
み
れ
ば
、
背
理
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ほ
從
來
の
實
艦
法
理
論
に
お
い
て
は
、
抽
象
規
範
が
、
當
然
に
、
し
か
も
絶
封
的
に
、
具
艦
的
事
件
を
規
律
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ



る
。
そ
う
考
え
る
か
ぎ
り
は
、
同
一
の
目
的
事
項
に
つ
き
、
二
つ
の
異
つ
た
内
容
の
抽
象
規
範
を
認
め
る
こ
と
は
背
理
と
な
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
、

二
つ
の
内
容
の
異
な
る
抽
象
規
範
が
、
同
時
に
一
つ
の
事
件
に
、
當
然
且
つ
絶
髄
的
に
適
用
さ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
る
か
ら
、
一
つ
の
事
件
に
っ

き
同
時
に
異
な
つ
た
数
果
の
稜
生
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
不
合
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
の
二
つ
の
抽
象
規
範
の
中
の
い
ず
れ
か
一

方
し
か
存
在
が
許
さ
れ
な
く
な
る
（
前
述
の
如
く
民
法
一
七
六
條
を
生
か
し
て
、
民
法
第
一
七
七
條
を
殺
す
か
、
叉
は
そ
の
反
鉗
か
、
ど
ち
ら
か

に
な
つ
て
し
ま
う
）
。
の
み
な
ら
ず
一
つ
認
め
ら
れ
た
抽
象
規
範
が
、
當
然
且
つ
絶
髄
的
に
具
艦
的
事
件
に
適
用
さ
れ
て
じ
ま
う
も
の
と
考
え
れ

ば
、
私
の
あ
げ
た
適
用
規
範
の
存
在
す
る
蝕
地
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
私
は
、
抽
象
規
範
は
、
そ
の
具
艦
的
事
件
へ
の
適
用
の
過
程
を
へ
て
、
は
じ
め
て
具
艦
的
事
件
を
規
律
し
得
る
も
の
と
考
え
て
い
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

ら
、
同
一
事
項
に
つ
い
て
、
複
激
の
抽
象
規
範
の
存
在
を
認
め
て
も
、
そ
れ
ら
が
、
一
つ
の
具
艦
的
事
件
に
、
同
時
に
適
用
さ
れ
る
と
し
な
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ぎ
り
、
決
し
て
理
論
の
混
飢
は
生
じ
な
い
。
更
に
適
用
規
範
の
存
在
も
、
一
般
的
に
許
さ
れ
る
、
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
場
合
に
は
必
要
で
あ
る
。

　
右
に
、
第
一
規
範
、
第
二
規
範
、
並
び
に
適
用
規
範
の
内
容
と
し
て
あ
げ
た
と
こ
ろ
は
、
そ
の
各
々
の
規
範
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
、
そ
の
詳

細
な
黙
に
至
つ
て
は
、
更
に
そ
の
各
々
の
規
範
の
意
味
が
、
よ
り
嚴
密
に
確
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
考

慮
の
ほ
か
に
、
政
策
的
考
慮
を
も
必
要
と
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
、
こ
れ
ら
の
規
範
が
、
ど
の

よ
う
に
蓮
用
さ
れ
る
も
の
か
、
及
び
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
つ
て
、
從
來
混
飢
し
て
い
た
議
論
が
い
か
に
整
理
さ
れ
る
か
、
に
つ
い
て
述
べ
る

と
と
と
す
る
。

（
1
）
　
か
か
る
適
用
規
範
と
い
う
べ
き
も
の
は
、
本
條
の
ほ
か
に
も
、
相
當
に
存
在
す
る
と
思
う
。
そ
の
詳
細
な
研
究
は
他
目
に
譲
る
が
、
ω
或
事
を
も
つ
て
、
第

　
三
者
に
封
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
、
と
規
定
す
る
場
合
（
例
、
民
四
五
五
、
民
九
四
∬
、
民
三
五
二
互
、
民
四
六
七
、
等
）
に
は
、
第
三
者
と
の
岡
の
紛
争
に
お
い

　
て
は
、
そ
の
或
事
に
關
す
る
規
定
の
適
用
を
排
除
し
て
代
つ
て
他
の
規
規
を
適
用
し
て
裁
判
せ
よ
、
と
い
う
適
用
規
範
が
存
在
ず
る
と
み
る
の
が
相
當
な
揚
合
が

多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
㈲
云
々
の
揚
合
は
、
何
た
の
規
定
は
適
用
せ
ず
（
例
　
失
火
ノ
責
任
二
關
ス
ル
法
律
、
商
八
、
民
八
八
六
∬
、
等
）
、
　
と
い
う
揚
合

　
　
不
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不
動
産
物
椹
二
重
譲
渡
の
理
論

に
お
い
て
も
、
云
々
の
場
合
の
裁
判
に
際
し
て
は
、

に
の
但
書
の
場
合
に
も
（
例
　
民
四
、
民
一
一
六
、

明
ら
か
に
そ
う
で
は
な
い
け
れ
ど
も
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
　
　
（
　
三
六
）

何
々
の
規
定
の
適
用
を
排
除
し
、
他
の
規
範
に
依
擬
す
べ
き
旨
の
、
適
用
規
範
の
存
在
を
認
め
得
よ
う
。
更

民
一
七
九
、
等
）
以
上
に
類
す
る
關
係
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
揚
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
（
民
二
七
、
な
ど
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
三
　
第
一
規
範
、
第
二
規
範
、
及
び
適
用
規
範
が
、
い
か
に
運
用
さ
れ
て
、
具
艦
的
事
件
を
規
律
す
る
具
髄
法
の
定
立
（
事
件
の
裁
判
）
、
が
な

さ
れ
る
の
か
。
前
項
に
よ
つ
て
大
髄
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
論
明
す
る
。
譲
渡
人
甲
と
譲
受
人
乙
、
叉
は
丙
と
の

間
に
お
い
て
、
物
椹
攣
動
の
数
力
が
㊥
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
民
法
第
一
七
七
條
に
内
在
す
る
適
用
規
範
が
、
物
椹
攣
動
の
数
力

に
關
す
る
紛
雫
當
事
者
と
、
そ
の
物
樺
攣
動
の
當
事
者
と
が
、
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
民
法
第
一
七
六
條
に
内
在
す
る
第
一
規
範
を
適
用
し
て
裁

判
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
從
つ
て
第
一
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
す
る
。
そ
の
結
果
乙
叉
は
丙
に
登
記
が
な
く
と
も
、
有
奴

な
物
椹
行
爲
さ
え
あ
れ
ば
、
乙
叉
は
丙
は
、
そ
の
訴
訟
の
判
決
に
お
い
て
、
完
全
な
物
椹
者
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
叉
甲
は
全
く
の
無
椹
利
者
で

あ
る
と
判
断
さ
れ
る
（
甲
と
乙
又
は
丙
と
の
間
に
お
け
る
具
豊
法
で
は
乙
又
は
丙
が
完
全
な
物
椹
者
で
あ
る
）
。
物
椹
礎
動
の
嘗
黒
サ
者
以
外
の
者
、
例
え
ば
乙

と
丙
と
の
間
で
、
甲
乙
問
又
は
甲
丙
聞
の
物
椹
攣
動
の
数
力
が
雫
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
適
用
規
範
が
、
紛
孚
當
事
者
が
そ
の
物

椹
攣
動
の
當
事
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
規
範
を
適
用
せ
ず
、
第
二
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
す
べ
き
旨
を
指
示
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ

に
從
い
、
第
二
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
す
る
。
そ
の
結
果
も
し
丙
に
登
記
が
あ
れ
ば
、
そ
の
訴
訟
の
判
決
に
お
い
て
、
丙
が
完
全
な
物
椹
者
で
あ

り
、
叉
乙
は
全
く
の
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
が
判
断
さ
れ
る
（
乙
丙
間
の
具
禮
法
に
お
い
て
は
、
丙
が
完
全
な
物
樺
者
）
。
叉
も
し
乙
も
丙
も
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

登
記
を
且
ハ
備
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
つ
た
な
ら
、
い
ず
れ
も
全
く
物
権
者
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
一
論
に
よ
る
如
く
、
甲
と
の
物

権
行
爲
を
時
間
的
に
先
に
な
し
た
當
事
者
が
、
物
権
者
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
以
上
の
關
係
を
、
有
数
、
無
数
が
判
断
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
物
椹
攣
動
の
側
か
ら
、
読
明
す
れ
ば
、
そ
の
物
椹
攣
動
に
關
し
て
、
孚
う
も
の
が
何
人
で
あ
る
か
に
よ
つ
て
、
第
一
規
範
を
適
用
し
て
裁

判
さ
れ
る
場
合
と
、
第
二
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
わ
け
に
な
る
。
第
一
規
範
か
、
第
二
規
範
か
い
ず
れ
か
一
方
が
適
用
さ



れ
る
の
で
あ
つ
て
、
爾
方
の
規
範
が
同
時
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
從
つ
て
物
穂
行
爲
乃
至
憂
動
し
た
物
椹
は
、
全
く
完
全
な
も
の
か
、
，
さ

も
な
け
れ
ば
、
全
く
不
存
在
か
、
ど
ち
ら
か
一
方
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
完
全
で
も
な
く
、
全
く
零
で
も
な
い
、
い
わ
ゆ
る
不
完
全

な
物
椹
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
封
し
從
來
の
考
え
方
で
は
、
第
一
規
範
と
第
二
規
範
と
が
、
同
時
に
一
つ
の
事
件
に
適
用
さ
れ
る
よ

う
に
考
え
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
で
完
全
で
も
な
く
、
と
い
つ
て
全
く
零
で
も
な
い
、
い
わ
ゆ
る
不
完
全
な
物
槽
な
る
も
の
の
存
在
を
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
な
つ
て
し
ま
う
原
因
は
、
抽
象
規
範
が
、
當
然
に
具
髄
的
事
件
を
、
直
接
に
規
律
す
る
、
と
い
う

前
提
に
立
つ
こ
と
に
存
す
る
。
か
よ
う
な
ま
ち
が
つ
た
前
提
に
立
た
ず
に
、
抽
象
規
範
は
、
適
用
の
過
程
を
へ
て
、
は
じ
め
て
具
艦
的
事
件
を
規

律
し
、
從
つ
て
適
用
に
際
し
て
は
、
解
繹
と
は
異
な
る
獅
自
な
原
理
の
作
用
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
第
一
規
範
と
、
第
二
規
範
と
が
、
紛
孚
當
事
者

の
人
的
範
園
の
異
な
る
に
慮
じ
て
、
揮
一
的
に
具
艦
的
事
件
に
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
何
等
不
思
議
で
は
な
い
。
前
述
の
第
一
規
範
及

び
第
二
規
範
を
、
赤
及
び
青
の
色
め
が
ね
に
た
と
え
た
例
で
い
え
ば
、
赤
の
色
め
が
ね
と
、
青
の
色
め
が
ね
を
、
同
時
に
か
け
て
物
を
見
る
か

ら
、
そ
の
物
は
赤
で
も
な
く
、
青
で
も
な
く
、
紫
に
な
る
の
で
あ
る
、
紫
を
青
が
か
つ
た
赤
と
考
え
る
か
、
反
封
に
赤
が
か
つ
た
青
と
考
え
る

か
、
ど
つ
ち
が
正
し
い
の
か
と
い
う
論
孚
に
比
す
べ
き
も
の
が
、
前
述
の
登
記
未
濟
の
物
椹
を
、
完
全
な
物
椹
が
制
限
を
受
け
た
の
だ
と
考
え
る

か
、
反
封
に
不
完
全
な
物
椹
と
考
え
る
か
、
の
論
孚
で
あ
る
。
二
つ
の
め
が
ね
を
重
ね
な
い
で
、
あ
る
場
合
に
は
赤
の
色
め
が
ね
で
、
あ
る
場
合

に
は
青
の
色
め
が
ね
で
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
物
の
色
は
、
赤
か
、
青
か
一
方
で
あ
り
、
紫
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

　
か
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
に
、
否
認
権
読
が
い
う
否
認
椹
や
、
叉
相
封
的
物
椹
、
債
槽
的
物
椹
等
の
概
念
を
構
想
す
る
必
要
は
な
く
な

る
。
師
ち
否
認
樺
読
の
如
く
、
第
二
譲
受
人
丙
が
、
自
己
の
有
す
る
否
認
権
を
行
使
し
て
、
自
己
に
封
す
る
關
係
で
は
甲
に
完
全
な
物
椹
が
存
在

す
る
も
の
と
な
し
、
そ
の
甲
に
存
す
る
こ
と
に
し
た
完
全
な
物
椹
を
譲
受
け
て
、
登
記
を
し
、
乙
に
封
抗
す
る
、
と
い
う
工
合
に
曲
り
く
ど
く
詮

明
す
る
必
要
は
な
い
。
乙
丙
間
で
は
、
第
二
規
範
の
適
用
に
よ
つ
て
裁
判
が
な
さ
れ
る
か
ら
、
當
然
に
乙
が
敗
訴
す
る
の
で
あ
り
、
丙
が
否
認
権

を
行
使
す
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
、
だ
か
ら
否
認
権
の
濃
生
及
び
行
使
に
關
す
る
問
題
は
解
消
す
る
。
叉
登
記
な
き
譲
受
人
の
取
得
し
た
物
権
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は
、
第
一
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
さ
れ
る
と
き
に
は
、
完
全
な
物
椹
と
確
定
し
、
第
二
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
さ
れ
る
場
合
に
は
、
全
く
零
と
確

定
す
る
の
で
あ
つ
て
、
い
わ
ゆ
る
不
完
全
な
物
槽
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
は
絶
封
に
な
い
か
ら
、
相
封
的
物
椹
や
債
植
的
物
槽
の
概
念
は
不
要
で

あ
る
。

　
（
工
）
　
宮
崎
「
既
判
力
の
主
観
的
範
園
に
就
て
」
一
四
一
頁
以
下
。

　
（
2
）
　
中
島
「
民
法
繹
義
」
物
灌
篇
上
・
六
八
頁
。

　
四
　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
從
來
普
通
に
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
詮
に
從
え
ば
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
、
い
ろ
い
ろ
な
批
判

が
、
卑
見
に
封
し
て
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
れ
ら
の
豫
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
批
判
の
主
な
も
の
に
封
し

て
、
そ
の
當
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
1
　
或
る
人
に
厨
す
る
、
或
る
一
つ
の
物
椹
が
、
そ
の
物
槽
の
存
否
を
孚
う
當
事
者
の
何
人
で
あ
る
か
に
よ
つ
て
、
完
全
な
物
椹
と
確
定
し
た

り
、
全
く
不
存
在
で
あ
る
と
確
定
し
た
り
す
る
こ
と
を
、
理
論
的
に
承
認
す
る
の
は
、
大
き
な
矛
盾
で
は
な
い
か
、
と
の
批
判
が
豫
想
さ
れ
る
。

こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
卑
見
の
よ
う
な
考
え
は
物
椹
の
絶
饗
性
（
封
世
的
敷
力
）
と
矛
盾
す
る
、
と
の
批
判
で
あ
ろ
う
。
特
に
不
完
全
な
物
椹
と
い

う
も
の
を
、
何
等
か
の
形
で
認
め
る
立
場
か
ら
、
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
物
椹
の
本
質
と
矛
盾
す
る
、
物
椹
み
た
い
な
椹
利
が
、
現
實
に
震
生
し
て

し
ま
つ
て
い
る
（
こ
の
種
の
批
判
の
立
揚
か
ら
は
そ
う
考
え
る
）
以
上
、
こ
の
不
思
議
な
物
椹
み
た
い
な
椹
利
を
、
と
も
か
く
相
鉗
的
物
穂
等
と
名
づ

け
て
、
物
樺
の
絶
封
性
（
封
世
的
敷
力
）
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
な
理
論
を
組
立
て
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
も
つ
と
も
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
封
し

て
、
無
用
な
議
論
の
混
飢
で
あ
る
な
ど
と
は
、
も
つ
て
の
ほ
か
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
が
當
然
出
て
來
る
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
批
判
に
封
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

　
先
ず
、
或
る
一
つ
の
物
椹
が
、
或
る
人
に
露
属
し
て
い
る
、
と
い
5
判
断
が
、
抽
象
規
範
を
、
そ
の
判
断
が
問
題
と
な
つ
て
い
る
事
件
に
、
適

用
し
な
い
以
前
か
ら
、
可
能
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
或
る
物
椹
攣
動
が
、
有
敷
か
無
数
か
、
孚
わ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
物
椹
攣



動
が
有
奴
な
ら
ば
、
取
得
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
物
梅
の
存
否
は
、
間
題
と
な
つ
て
い
る
物
椹
攣
動
に
、
第
一
規
範
な
り
、
第
二
規
範
な
り

を
、
適
用
し
て
み
て
は
じ
め
て
、
明
ら
か
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
抽
象
規
範
を
適
用
す
る
前
か
ら
、
ど
ち
ら
か
に
決
ま
つ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
が
抽
象
規
範
の
適
用
を
ま
た
ず
し
て
、
．
決
定
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
あ
た
か
も
、
雪
景
色
を
赤
の
色
め
が
ね
で
見
た
ら
、
赤
く
見

え
た
の
で
、
赤
い
雪
が
ふ
つ
た
の
だ
と
思
う
の
と
同
じ
く
、
誤
ま
つ
て
い
る
。
第
一
規
範
叉
は
第
二
規
範
が
、
適
用
き
れ
る
以
前
の
物
椹
攣
動

は
、
實
は
ま
だ
輩
な
る
肚
會
的
事
實
で
あ
つ
て
、
何
等
の
實
定
的
な
法
的
評
慣
を
う
け
て
い
な
い
、
從
つ
て
そ
れ
は
、
有
数
で
も
、
無
奴
で
も
な

く
、
實
定
的
な
具
艦
法
の
側
か
ら
み
れ
ば
全
く
白
紙
で
あ
る
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
規
範
適
用
以
前
に
、
或
る
物
椹
が
、
或
る
人
に
帰
属
し

て
い
る
（
或
い
は
し
て
い
な
い
）
と
考
え
る
の
は
、
ま
ち
が
い
で
あ
る
。

　
次
に
、
そ
れ
は
よ
い
と
し
て
も
、
一
つ
の
物
椹
行
爲
が
、
そ
の
有
敷
、
無
数
を
争
う
人
の
何
人
で
あ
る
か
に
よ
つ
て
、
そ
の
紛
雫
解
決
の
た
め

に
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
抽
象
規
範
の
内
容
が
異
な
る
の
は
、
理
解
し
得
な
い
旨
の
疑
間
が
出
る
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
論

明
す
る
。

　
紛
雫
の
當
事
者
が
異
な
る
の
に
從
つ
て
、
そ
の
紛
孚
解
決
の
た
め
に
適
用
さ
れ
る
抽
象
規
範
が
異
な
る
こ
と
が
、
か
え
つ
て
事
物
の
性
質
に
適

合
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
間
題
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
物
椹
攣
動
の
當
事
者
間
と
、
物
椹
墾
動
の
當
事
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

一
方
及
び
第
三
者
間
と
で
は
、
別
個
な
生
活
室
間
に
な
つ
て
い
る
た
め
、
異
つ
た
内
容
の
規
範
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
姜
當
す
る
も
の
と
考
え

る
。
印
ち
、
物
椹
攣
動
の
當
事
者
の
生
活
室
間
内
に
お
け
る
幹
い
は
、
第
一
規
範
に
よ
つ
て
裁
判
さ
れ
る
の
が
相
當
で
あ
り
、
叉
物
椹
攣
動
の
當

事
者
及
び
第
三
者
間
の
生
活
室
間
内
に
お
け
る
紛
孚
は
、
第
二
規
範
に
よ
つ
て
裁
判
さ
れ
る
こ
と
が
、
生
活
室
間
の
相
異
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て

愛
當
な
の
で
あ
る
。
別
個
な
生
活
室
間
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
規
範
が
、
ど
ち
ら
の
生
活
室
間
を
も
支
配
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

老
え
は
、
軍
一
室
間
の
理
論
で
あ
る
。
箪
一
室
間
（
軍
一
の
場
）
の
理
論
に
從
え
ば
、
一
つ
の
自
然
的
室
間
内
に
お
い
て
は
、
数
個
の
異
な
る
生
活

室
間
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
、
数
個
の
生
活
室
間
の
存
在
を
認
め
る
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
別
個
の
生
活
室
間
内
に
お
け
る
事
件
に
も
、
同
一
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の
規
範
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に
な
つ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
か
え
つ
て
、
本
當
の
意
味
で
の
事
物
の
性
質
に
反

す
る
こ
と
に
な
り
、
理
論
も
混
飢
す
る
。
別
個
の
生
活
室
闇
内
に
お
け
る
事
件
に
は
、
異
な
る
規
範
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
、
決
し
て
不
思
議
で

は
な
い
、
と
い
う
考
え
を
次
の
例
で
読
明
す
る
。
親
子
、
夫
婦
等
の
親
し
い
な
か
と
、
家
族
以
外
の
い
わ
ゆ
る
他
人
と
の
間
と
で
は
習
俗
、
禮
儀

等
の
内
容
が
、
柑
當
に
ち
が
つ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
は
、
何
人
も
疑
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
親
子
、
夫
婦
等
の
親
し
い
間
の
者
と
、
そ
の
他

の
い
わ
ゆ
る
他
人
と
は
、
異
な
つ
た
生
活
室
間
内
に
生
存
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
各
々
に
つ
い
て
、
ち
が
つ
た
内
容
の
習
俗
規
範
、
薩
儀
規
範
が

作
用
す
べ
き
こ
と
を
認
め
る
た
め
で
あ
る
。
禮
儀
や
脅
俗
の
規
範
に
つ
い
て
、
生
活
室
間
の
相
異
に
鷹
じ
た
、
ち
が
い
が
あ
る
の
が
相
當
で
あ
6

の
と
同
様
に
、
法
規
範
に
つ
い
て
も
、
法
的
な
生
活
室
聞
の
相
異
に
鷹
じ
て
、
ち
が
つ
た
内
容
の
法
規
範
の
支
配
を
認
め
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
自

　
　
（
3
）

然
で
あ
る
。

　
次
に
、
い
わ
ゆ
る
物
樺
の
絶
封
性
乃
至
封
世
的
数
力
と
自
論
と
の
關
係
に
つ
い
て
論
明
す
る
。

　
普
通
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
、
物
樺
の
絶
封
性
、
封
世
的
数
力
と
い
う
も
の
は
、
抽
象
的
に
構
想
さ
れ
た
物
椹
の
概
念
を
基

本
と
し
て
、
組
立
て
ら
れ
て
い
る
、
抽
象
規
範
健
系
に
お
い
て
は
、
あ
た
り
ま
え
の
事
で
あ
る
。
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
か
よ
う
な
抽
象

規
範
が
、
直
接
に
、
現
實
に
生
存
す
る
具
艦
的
な
人
と
人
と
の
關
係
を
、
規
律
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
抽
象
的
法
規
範
の
禮
系
内
に
お

い
て
は
、
具
艦
的
紛
孚
當
事
者
は
、
そ
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
こ
で
い
わ
れ
る
物
椹
の
絶
封
性
、
封
世
的
数
力
は
、
抽
象
的
に
構

想
さ
れ
た
法
的
人
格
者
間
の
關
係
に
す
ぎ
な
い
。
換
、
言
す
れ
ば
、
民
法
の
、
即
ち
抽
象
規
範
の
艦
系
内
で
は
、
観
念
的
主
燈
間
の
、
観
念
的
絶
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

性
、
封
世
的
効
力
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
観
念
的
絶
封
性
に
封
し
て
、
現
實
の
物
椹
の
絶
封
性
は
、
現
實
の
、
具
健
的
紛

夢
嘗
事
者
間
に
お
い
て
、
抽
象
規
範
に
依
擦
し
つ
つ
定
立
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
具
艦
法
内
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
物
椹
の
絶
封
性
が
、
具

髄
法
内
の
存
在
と
な
つ
た
と
き
、
は
じ
め
て
そ
の
具
髄
法
の
主
髄
で
あ
る
紛
孚
當
事
者
を
、
規
律
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
具
髄
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ぢ
）

は
、
必
ず
、
具
艦
的
な
當
事
者
間
の
、
具
鰹
的
な
現
實
的
な
事
實
に
即
し
た
法
で
あ
る
か
ら
、
現
實
的
な
物
椹
の
絶
封
性
と
い
う
も
の
は
、
そ
の



具
艦
的
な
紛
争
當
事
者
間
に
お
け
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
も
し
具
髄
的
紛
孚
當
事
者
間
に
お
い
て
、
不
完
全
な
物
椹
の
存
在
を
認
め
る

考
え
方
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
物
椹
の
絶
謝
性
に
矛
盾
し
た
、
ま
ち
が
つ
た
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
自
論
に
は
か
よ
う
な
考
え
方
は
存
在

し
な
い
。
師
ち
物
椹
攣
動
の
當
事
者
を
紛
雫
嘗
事
者
と
す
る
か
ぎ
り
は
、
第
一
規
範
に
よ
つ
て
、
そ
の
間
の
具
鯉
法
が
定
立
さ
れ
る
か
ら
、
譲
受

人
に
登
記
が
な
く
と
も
、
彼
は
完
全
な
物
椹
者
で
あ
る
と
確
定
す
る
、
叉
物
椹
攣
動
の
當
事
者
以
外
の
者
が
、
紛
雫
當
事
者
と
し
て
關
與
し
て
い

る
場
合
に
は
、
第
二
規
範
に
よ
つ
て
、
そ
の
間
の
具
鰹
法
が
定
立
さ
れ
る
か
ら
、
譲
受
人
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
に
登
記
が
な
け
れ
ば
、
彼
は
完

全
な
無
椹
利
者
と
な
り
、
登
記
が
あ
れ
ば
、
完
全
な
物
椹
者
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
不
完
全
な
物
椹
者
で
あ
る
と
確
定
す
る
こ

と
は
絶
封
に
な
い
。
こ
れ
が
物
椹
の
絶
鉗
性
と
い
う
も
の
の
現
實
的
な
意
義
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
且
ハ
髄
法
の
世
界
に
お
い
て
は
、
即
ち
、
現
實
具
鰹
的
な
事
件
に
お
い
て
は
、
不
完
全
な
物
植
は
存
在
し
な
い
。
從
つ
て
、
現
實
に

不
完
全
な
物
椹
が
存
在
す
る
よ
う
に
考
え
て
、
そ
の
本
質
を
探
究
せ
ん
と
す
る
努
力
は
、
あ
た
か
も
、
虹
を
手
で
つ
か
も
う
と
す
る
努
力
、
に
も

比
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。

　
2
　
吹
に
自
読
は
、
わ
が
民
法
の
意
思
主
義
に
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
読
明
す
る
。

　
即
ち
そ
の
疑
問
と
い
う
の
は
、
卑
見
に
よ
れ
ば
、
物
椹
攣
動
の
當
事
者
と
、
第
三
者
と
の
間
の
紛
孚
に
お
い
て
は
、
物
槽
を
譲
受
け
た
と
主
張
．

す
る
當
事
者
に
、
登
記
が
存
し
な
い
と
き
、
そ
の
者
が
全
く
の
無
椹
利
者
と
確
定
す
る
こ
と
を
理
論
的
に
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
こ

れ
は
結
局
第
三
者
に
關
す
る
か
ぎ
り
、
登
記
を
も
つ
て
物
椹
攣
動
の
成
立
要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
も
そ
も
、
物
椹
攣
動
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
當
事
者
間
に
お
い
て
成
立
し
、
数
力
を
襲
生
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

第
三
者
と
の
間
に
お
い
て
、
そ
れ
が
成
立
し
た
り
、
敷
力
を
穫
生
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
て
物
槽
攣
動
に
關
す
る
、
意
思

主
義
と
い
い
、
叉
形
式
主
義
と
い
つ
て
も
、
物
椹
攣
動
の
當
事
者
間
に
お
い
て
、
攣
動
が
成
立
し
、
数
力
を
穫
生
す
る
た
め
に
、
そ
の
當
事
者
の

不
要
式
の
物
椹
行
爲
の
み
を
も
つ
て
充
分
と
す
る
か
、
或
い
は
か
か
る
物
椹
行
爲
の
ほ
か
に
、
何
等
か
の
現
實
的
な
事
態
を
も
あ
わ
せ
て
要
求
す
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る
か
の
相
異
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
意
思
主
義
を
探
用
す
る
か
ぎ
り
、
當
事
者
間
に
数
力
を
生
じ
た
物
槽
攣
動
に
つ
き
、
第
三
者
が
孚
う
場
合
に

は
、
そ
の
紛
孚
の
裁
判
規
範
と
し
て
、
そ
の
物
権
攣
動
が
何
等
か
の
表
象
（
登
記
）
を
具
備
し
て
い
る
と
き
の
み
、
そ
れ
を
有
数
と
判
断
す
る
旨

の
規
範
（
即
ち
第
二
規
範
）
を
用
い
な
け
れ
ば
、
第
三
者
が
不
測
の
損
害
を
受
け
る
虞
が
あ
る
。
從
つ
て
通
常
こ
の
表
象
即
ち
登
記
を
も
つ
て
、

第
三
者
に
封
す
る
饗
抗
要
件
で
あ
る
と
い
つ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
し
卑
見
が
、
第
二
規
範
が
、
物
穂
攣
動
の
當
事
者
間
の
紛
孚
に
つ
い
て
も
、

適
用
さ
れ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
物
椹
攣
動
は
當
事
者
間
に
お
い
て
も
、
登
記
を
な
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
有
数
と
な

る
結
果
に
な
つ
て
、
意
思
主
義
に
矛
盾
す
る
。
し
か
し
卑
見
は
、
物
椹
攣
動
の
當
事
者
間
に
お
け
る
紛
孚
は
、
常
に
第
一
規
範
に
よ
つ
て
裁
判
す

る
、
と
し
て
い
る
か
ら
、
物
椹
攣
動
（
そ
れ
は
必
ず
當
事
者
間
に
存
す
る
）
は
、
必
ず
物
椹
的
意
思
表
示
の
み
で
完
全
に
有
数
と
確
定
す
る
。
從
つ
て

卑
見
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
、
意
思
主
義
に
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
の
、
第
二
規
範
を
認
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
第
二
規
範
は
、
物
椹
攣
動
．

の
営
事
者
間
の
紛
孚
に
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
適
用
規
範
を
あ
わ
せ
て
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
結
局
全
髄
の
構
成
に
お
い
て
何
等
意
思
主

義
と
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
3
　
否
認
樺
読
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
卑
見
の
如
き
考
え
方
で
は
、
い
わ
ゆ
る
第
三
者
の
是
認
椹
を
認
め
る
こ
と
が
出
來
な
く
な
る
虞
が
あ
り

は
し
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
出
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
最
後
に
こ
の
鮎
に
つ
い
て
詮
明
を
加
え
た
い
。

　
卑
見
は
、
必
ず
し
も
、
い
わ
ゆ
る
第
三
者
の
是
認
椹
を
否
定
し
た
と
同
じ
結
果
を
招
來
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
物
権
攣
動
の
當
事
者
と
、
第
三
者
と
の
間
の
、
物
椹
攣
動
の
敷
力
に
關
す
る
紛
孚
は
、
第
二
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い

う
こ
と
は
、
適
用
規
範
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
原
則
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
故
に
か
か
る
原
則
が
必
要
で
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
結
局
の
と
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6
）

こ
ろ
第
三
者
保
護
の
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
し
第
三
者
の
側
に
お
い
て
、
第
二
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
さ
れ
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
か
え
つ
て
、

第
一
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
さ
れ
る
こ
と
を
承
認
す
る
場
合
に
は
、
物
椹
攣
動
の
奴
力
に
關
す
る
紛
孚
は
、
攣
動
の
當
事
者
と
第
三
者
と
の
間
の

も
の
で
あ
つ
て
も
、
な
お
第
一
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
從
つ
て
こ
の
第
三
者
の
、
第
・
一
規
範
適
用
に
關
す
る



承
認
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
譲
受
人
な
り
と
主
張
す
る
當
事
者
は
、
登
記
を
具
備
し
な
い
で
も
、
第
三
者
と
の
間
に
お
い
て
自
己
が
完
全
な
物
椹

者
で
あ
る
と
確
定
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
規
範
の
適
用
に
よ
つ
て
裁
判
さ
れ
る
こ
と
の
承
認
を
、
第
三
者
が
（
或
い
は
紛
雫
當

事
者
双
方
が
）
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
認
め
得
る
か
ら
、
　
い
わ
ゆ
る
是
認
椹
を
認
め
な
い
で
も
、
そ
の
結
果
が
妥
當
で
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
と

思
う
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
生
活
空
間
（
生
活
圏
又
は
位
相
空
間
）
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
中
村
「
訴
訟
法
學
の
立
場
」
四
六
頁
、
「
自
然
科
學
に
よ
る
示
唆
」
三
四
頁
、
三
五
頁
参
照
。

（
2
）
　
中
村
「
自
然
科
學
に
よ
る
示
唆
」
一
一
頁
、
二
一
頁
。

（
3
）
　
こ
の
よ
う
な
観
鮎
か
ら
す
る
と
、
す
で
に
第
一
譲
渡
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
て
い
る
第
二
護
受
人
は
、
む
し
ろ
物
椹
憂
動
の
當
事
者
相
互
間
と
同
様
な
生
活

　
空
周
に
入
つ
て
い
る
も
の
と
、
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
從
っ
て
悪
意
の
第
三
者
と
の
間
の
紛
事
は
、
第
一
規
範
を
適
用
し
て
裁
判
す
る
こ
と
の
方
が

　
委
當
な
の
で
ぼ
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
考
え
れ
ぱ
、
結
果
は
、
民
法
第
｛
七
七
條
の
「
第
三
者
」
と
は
、
悪
意
の
第
三
者
を
含
ま
な
い
、
と
い
う
學
読
（
小
池
「
日

　
本
物
椹
法
論
」
四
九
頁
　
五
〇
頁
、
船
橋
「
不
動
産
登
記
法
」
ー
新
法
學
杢
集
十
二
巻
！
七
五
頁
以
下
等
）
と
大
艦
同
じ
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
鮎
に
っ
き
．

　
充
分
な
確
信
は
も
て
な
い
か
ら
、
一
鷹
疑
問
と
し
て
提
出
す
る
に
と
ど
め
、
詳
細
は
法
學
に
お
け
る
生
活
空
間
理
論
の
充
分
な
研
究
の
後
に
蓮
べ
る
。

（
4
）
　
中
村
「
自
然
科
學
に
よ
る
示
唆
」
一
九
頁
。
又
於
保
教
授
は
、
民
法
に
い
わ
ゆ
る
物
椹
の
観
念
性
に
注
目
さ
れ
て
い
る
（
於
保
「
公
示
な
き
物
椹
の
本
質
」

　
法
學
論
叢
五
八
巻
三
號
）
。

（
5
）
　
宮
崎
「
既
判
力
の
主
観
的
範
園
に
就
て
」
一
四
二
頁
。

（
6
）
　
も
つ
と
も
、
登
記
に
よ
る
公
示
制
度
の
目
的
ー
第
二
規
範
存
左
の
意
義
1
を
、
も
つ
ぱ
ら
第
三
者
の
利
盆
保
謹
と
考
え
な
い
で
、
第
三
者
の
保
護
と
あ

　
わ
せ
て
営
事
者
の
利
猛
の
保
護
で
あ
る
、
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
第
『
規
縄
を
適
用
し
て
裁
判
さ
れ
る
こ
と
の
承
認
は
、
紛
争
の
當
事
者
双
方
の
承

　
認
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
　
語

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

第
一
に
、
不
動
産
物
権
二
重
譲
渡
に
關
す
る
從
來
の
學
読
の
大
要
を
述
べ
、

　
　
　
不
動
産
物
椹
二
重
譲
渡
の
理
論

第
二
に
、
卑
見
を
展
開
し
た
。

し
か
し
て
、

　
　
四
三

　卑
（見
四の
二展
）開
　は
　、
　ω



　
　
　
不
動
産
物
椹
二
重
譲
渡
の
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
（
四
四
）

私
の
研
究
態
度
の
基
本
的
立
場
、
⑧
そ
の
研
究
態
度
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
の
出
來
る
、
民
法
第
一
七
六
條
と
民
法
第
一
七
七
條
と
に
内
在
す

る
三
つ
の
規
範
－
二
つ
の
ち
が
つ
た
内
容
を
も
つ
抽
象
規
範
と
、
一
つ
の
適
用
規
範
ー
、
③
具
髄
的
事
件
に
關
す
る
具
燧
法
の
定
立
に
際
し

て
の
、
そ
の
三
つ
の
規
範
の
作
用
、
並
び
に
從
來
の
學
論
に
よ
る
議
論
の
混
飢
が
、
卑
見
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
い
か
に
整
理
さ
れ
る
か
、
㈲
卑

見
に
封
し
て
、
提
出
さ
れ
そ
う
な
疑
問
に
つ
い
て
の
詮
明
、
の
順
序
に
よ
つ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
本
稿
全
鰹
を
通
じ
て
、
私
の
意
圖
し
た

こ
と
は
、
抽
象
規
範
と
具
艦
法
と
の
關
係
の
正
し
い
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
不
動
産
物
椹
二
重
譲
渡
の
問
題
を
、
理
論
的
側
面
か
ら
論
ず
る
こ
と

で
あ
る
。

本
研
究
に
つ
い
て
は
、
慶
感
義
塾
學
事
振
興
資
金
を
う
け
た
。


