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一
、
問
題
の
提
起
 
 

一
、
現
在
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
体
系
書
を
み
る
と
、
取
得
時
効
の
効
果
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

川
我
妻
博
士
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
「
取
得
時
効
は
、
原
始
取
得
で
あ
り
、
取
得
さ
れ
る
所
有
権
の
範
囲
は
、
取
得
時
効
の
基
礎
と
な
 
 

る
占
有
の
状
態
に
よ
っ
て
定
ま
る
か
ら
、
前
の
所
有
者
の
許
で
そ
の
所
有
権
に
存
し
た
制
限
に
よ
っ
て
、
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
 
（
民
 
 

法
二
八
九
条
は
当
然
の
規
定
、
三
九
七
粂
は
こ
の
原
則
の
制
限
で
あ
る
）
。
し
か
し
、
取
得
時
効
の
基
礎
と
な
っ
た
占
有
が
、
す
で
に
他
人
 
 

の
地
役
権
を
認
容
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
地
役
権
の
制
限
を
受
け
た
所
有
権
を
取
得
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
 
（
「
新
訂
民
法
総
 
 

則
」
四
八
一
頁
）
。
 
 
 

「
承
役
地
が
第
三
者
に
よ
っ
て
時
効
取
得
さ
れ
る
場
合
に
、
地
役
権
者
が
そ
の
権
利
を
行
使
す
れ
ば
、
時
効
取
得
の
基
礎
た
る
占
有
は
地
 
 

役
権
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
承
役
地
が
時
効
取
得
さ
れ
て
も
、
地
役
権
は
消
滅
し
な
い
」
 
（
「
物
権
法
」
二
九
二
頁
）
。
 
 
 

「
抵
当
不
動
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
、
外
形
上
も
取
引
行
為
が
な
く
、
た
だ
事
実
上
、
現
実
の
占
有
と
真
実
の
所
有
関
係
が
食
 
 

い
違
っ
て
い
る
場
合
に
、
前
者
に
よ
っ
て
完
全
な
所
有
権
が
時
効
取
得
さ
れ
る
と
き
に
は
、
抵
当
権
も
消
滅
す
る
」
 
（
「
新
訂
担
保
物
権
 
 

法
」
四
二
三
頁
）
。
 

三
川
島
博
士
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
近
代
法
の
取
得
時
効
制
度
は
、
本
来
は
取
引
流
通
の
安
全
を
保
護
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
く
 
 

も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
効
力
は
前
主
の
権
利
と
は
無
関
係
に
植
原
の
法
定
証
拠
を
つ
く
る
こ
と
に
あ
る
。
 
 

取
得
時
効
の
結
果
生
ず
る
権
利
取
得
は
原
始
取
得
だ
と
言
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
効
に
よ
り
取
得
 
 

さ
れ
る
権
利
の
範
囲
は
、
前
主
の
権
利
の
範
囲
や
恨
癖
に
関
係
な
く
、
・
取
得
時
効
の
基
礎
と
な
っ
た
占
有
の
内
容
に
よ
っ
て
定
ま
る
、
と
解
 
 

三
一
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三
二
 
 

取
得
時
劾
の
効
果
の
一
考
察
 
 

す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
時
効
取
得
さ
れ
た
土
地
が
地
役
権
の
負
担
が
つ
い
て
い
た
土
地
を
、
そ
の
よ
う
な
地
役
権
の
な
い
も
の
と
し
 
 

て
占
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
効
取
得
し
た
場
合
に
は
、
時
効
取
得
者
は
地
役
権
の
な
い
土
地
所
有
権
を
取
得
し
（
こ
の
こ
と
は
、
民
法
二
 
 

八
九
条
が
明
文
を
も
っ
て
規
定
す
る
）
、
ま
た
自
主
占
有
者
が
隣
地
の
所
有
者
の
通
行
を
許
容
し
っ
つ
占
有
し
た
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
 
 

時
効
に
よ
つ
て
取
得
し
た
所
有
権
も
こ
の
内
容
の
地
役
権
の
制
限
を
伴
う
」
 
（
「
民
法
総
則
」
五
七
〇
頁
）
。
 
 

二
、
こ
の
両
説
は
、
土
地
の
所
有
権
の
取
得
時
効
に
お
い
て
、
そ
の
土
地
に
地
上
権
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
に
、
い
か
な
る
状
態
の
所
有
権
を
 
 

取
得
す
る
か
は
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
占
有
の
態
様
（
内
容
）
に
よ
っ
て
き
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
地
上
権
な
ど
を
認
容
し
た
占
有
で
あ
れ
ば
 
 

地
上
権
な
ど
の
付
着
し
た
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
 
 

l
 
 
 

こ
の
よ
う
な
態
度
は
両
博
士
だ
け
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が
主
張
し
て
い
る
。
私
も
基
木
的
に
は
こ
の
説
を
と
っ
て
い
る
。
 
 
 

判
例
も
同
じ
く
「
一
六
二
条
ニ
『
不
動
ノ
所
有
権
ヲ
取
得
ス
』
ト
ア
ル
ハ
必
シ
モ
常
二
不
動
産
三
関
シ
完
全
ナ
ル
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ト
謂
 
 

フ
意
義
エ
ア
ラ
ズ
。
如
何
ナ
ル
範
囲
ノ
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ベ
キ
ヤ
ノ
問
題
ハ
其
所
有
権
取
得
ノ
前
提
タ
ル
占
有
ノ
範
囲
如
何
二
依
リ
テ
決
定
 
 

セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ト
ス
。
即
チ
例
へ
バ
不
動
産
全
部
ヲ
占
有
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
全
部
ノ
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ベ
キ
モ
一
部
ヲ
占
有
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
一
 
 

部
ノ
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ル
ニ
過
ギ
ズ
。
又
不
動
産
ヲ
完
全
二
占
有
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
完
全
ナ
ル
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ベ
キ
モ
、
第
三
者
ノ
権
利
ヲ
 
 

認
メ
制
限
的
二
不
動
産
ヲ
占
有
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
三
者
ノ
権
利
附
著
ノ
偉
制
限
的
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
っ
て
 
 

い
る
（
大
判
大
正
九
年
七
月
一
六
日
民
録
二
六
輯
一
一
〇
八
頁
）
。
 
 
 

同
じ
考
え
方
を
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
時
効
取
得
を
承
継
取
得
と
み
る
少
数
説
が
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
地
上
権
の
設
定
さ
れ
た
土
地
の
占
有
者
が
地
上
権
 
 

の
負
担
の
な
い
所
有
権
を
時
効
取
得
す
る
関
係
は
、
占
有
者
は
地
上
権
の
負
担
の
あ
る
土
地
を
時
効
取
得
す
る
と
と
も
に
地
上
権
を
も
時
効
 
 
 



取
得
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
そ
の
結
果
地
上
権
は
混
同
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
、
と
解
す
る
。
地
上
権
の
存
在
を
認
容
し
て
占
 
 

有
し
て
お
れ
ば
、
承
継
取
得
と
し
て
当
然
に
地
上
権
の
付
着
す
る
土
地
所
有
権
を
取
得
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
地
 
 

役
権
の
負
担
の
あ
る
土
地
の
占
有
者
が
地
役
権
の
負
担
の
な
い
所
有
権
を
取
得
す
る
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
 
 

ぅ
。
そ
し
て
、
た
だ
し
、
地
役
権
は
地
上
権
と
異
な
り
、
要
役
地
に
従
た
る
権
利
で
あ
っ
て
要
役
地
の
所
有
権
と
独
立
に
こ
れ
を
取
得
し
え
 
 

な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
占
有
者
は
、
地
役
権
の
負
担
の
あ
る
所
有
権
を
時
効
取
得
す
る
と
と
も
に
、
地
役
権
者
の
地
役
権
が
時
効
消
滅
す
る
と
 
 

い
う
関
係
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
あ
る
。
地
役
権
の
消
滅
時
効
に
関
す
る
民
法
二
八
九
条
・
二
九
〇
粂
ほ
ま
さ
に
か
か
る
構
成
を
採
用
し
て
 
 

い
る
こ
と
は
注
目
す
る
に
価
し
よ
う
。
さ
汚
に
、
地
役
権
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
抵
当
権
の
時
効
消
滅
に
関
す
る
三
九
七
条
に
つ
い
 
 

2
 
 

て
も
あ
て
は
ま
る
、
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

後
段
に
つ
い
て
は
あ
と
で
ふ
れ
る
が
、
前
段
に
つ
い
て
は
、
ど
う
も
納
得
し
か
ね
る
。
地
上
権
そ
の
も
の
だ
け
の
時
効
取
得
、
そ
れ
と
所
 
 

有
権
と
と
も
に
す
る
地
上
権
の
時
効
取
得
と
は
要
件
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
永
小
作
権
に
な
る
と
、
小
作
料
の
支
払
 
 

を
要
素
と
す
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
説
明
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
所
有
の
意
思
を
も
ち
な
が
ら
、
小
作
料
の
支
払
い
を
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
 
 

か
。
 
 

三
、
問
題
は
多
少
横
道
に
そ
れ
、
原
始
取
得
か
承
継
取
得
か
と
い
う
こ
と
ま
で
論
じ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
地
上
権
な
ど
の
制
限
を
認
容
し
た
 
 

占
有
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
指
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

逆
に
い
え
ば
、
鳩
山
博
士
に
よ
れ
ば
、
占
有
者
が
第
三
者
の
権
利
を
も
排
斥
し
て
、
物
の
完
全
な
占
有
を
な
し
た
と
き
は
そ
の
取
得
す
る
 
 

権
利
も
完
全
な
所
有
権
で
あ
る
と
さ
れ
る
、
「
第
三
者
の
権
利
を
排
斥
し
て
占
有
」
す
る
、
と
ほ
い
か
な
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

そ
の
第
三
者
の
権
利
が
地
上
権
と
か
永
小
作
権
な
ら
ば
こ
の
解
決
は
容
易
で
あ
ろ
う
が
、
地
役
権
の
場
合
に
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
ほ
な
 
 

取
得
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い
し
、
抵
当
権
の
場
合
ほ
ど
う
解
す
べ
き
か
。
 
 
 

「
債
務
者
又
は
抵
当
権
を
設
定
し
た
者
が
抵
当
不
動
産
に
つ
き
取
得
時
効
に
よ
り
所
有
権
を
取
得
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
是
等
 
 

の
者
は
其
不
動
産
の
上
に
抵
当
権
の
存
す
る
こ
と
を
知
っ
て
占
有
を
為
し
て
屠
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
抵
当
権
は
消
滅
し
な
い
 
（
民
法
三
九
 
 

七
条
）
。
故
に
又
債
務
者
及
び
抵
当
権
設
定
者
以
外
の
者
と
雌
も
、
抵
当
権
の
存
在
を
諦
め
て
居
た
場
合
に
は
、
た
と
い
取
得
時
効
が
完
成
 
 

3
 
 

し
て
も
、
其
抵
当
権
は
消
滅
し
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
抵
当
権
の
存
在
を
認
め
な
い
占
有
と
は
具
体
 
 

的
に
ど
う
い
う
占
有
な
の
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

抵
当
権
の
登
記
が
あ
る
場
合
に
、
主
観
的
に
そ
れ
を
排
斥
す
る
意
思
が
あ
れ
ば
」
そ
れ
で
足
り
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
民
法
 
 

三
九
七
粂
は
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
問
題
に
具
体
的
に
切
り
こ
ん
だ
学
説
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
横
山
長
調
査
官
が
判
例
（
最
判
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
四
日
民
集
 
 

二
二
巻
三
三
六
六
頁
）
 
の
解
説
で
こ
の
間
題
を
提
起
さ
れ
た
の
が
始
め
て
だ
と
思
わ
れ
る
（
法
曹
二
一
巻
七
号
一
四
〇
頁
）
。
私
は
、
こ
の
 
 

判
決
を
評
釈
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
多
少
ふ
れ
た
（
民
商
六
一
巻
五
号
八
三
〇
頁
）
。
い
ま
、
そ
れ
を
不
十
分
で
は
あ
 
 

る
が
、
発
展
さ
せ
た
い
と
思
う
。
 
 

二
、
希
三
者
の
権
利
が
用
益
物
権
の
場
合
 
 

一
、
第
≡
者
の
権
利
が
地
上
権
や
永
小
作
権
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
権
利
に
登
記
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
土
地
の
時
効
取
得
 
 

者
に
地
上
権
‥
氷
小
作
権
を
も
っ
て
対
抗
で
き
な
い
の
ど
か
ら
問
題
は
な
い
。
登
記
の
あ
る
場
合
が
問
題
で
あ
る
。
 
 
 

地
上
権
や
永
小
作
権
で
は
、
そ
の
本
質
が
当
該
土
地
を
あ
る
目
的
の
た
め
に
使
用
し
収
益
す
る
こ
と
に
あ
る
（
民
法
二
六
五
条
、
二
七
〇
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粂
）
。
．
こ
の
本
質
を
否
定
す
る
占
有
か
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
地
上
後
者
や
永
小
作
掩
者
の
あ
る
日
拍
の
た
め
の
使
用
・
収
猛
を
妨
げ
る
占
有
 
 

－
使
用
・
収
益
－
が
あ
れ
ば
、
地
上
権
・
永
小
作
権
の
付
着
し
て
い
な
い
所
有
権
を
取
得
す
る
、
と
解
し
て
よ
い
。
 
 
 

こ
の
場
合
に
、
地
上
権
‥
水
小
作
権
な
ど
の
登
記
の
否
定
－
抹
消
－
ま
で
要
求
は
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
所
有
権
の
時
効
取
得
で
、
相
手
 
 

方
の
登
記
の
否
定
ま
で
要
求
し
な
い
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
 
 
 

逆
に
、
地
上
権
、
永
小
作
権
を
認
容
し
な
が
ら
の
占
有
と
は
、
地
上
権
者
、
永
小
作
権
者
の
使
用
。
収
益
を
認
め
な
が
ら
、
自
己
は
地
主
 
 

と
し
て
占
有
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
占
有
者
は
土
地
所
有
者
と
し
て
税
金
を
納
め
た
り
、
地
代
、
小
作
料
な
ど
を
受
領
 
 

す
る
こ
と
と
し
て
あ
ら
わ
れ
よ
う
。
 
 

二
、
つ
ぎ
に
地
役
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
 
 
 

我
妻
博
士
を
始
め
と
す
る
多
く
の
学
説
は
、
地
役
権
に
つ
い
て
の
二
八
九
条
の
規
定
、
す
な
わ
ち
、
承
役
地
の
占
有
者
が
取
得
時
効
に
必
 
 

要
な
条
件
を
具
備
し
た
占
有
を
な
し
た
と
き
は
、
地
役
権
は
こ
れ
に
よ
′
っ
て
消
滅
す
る
、
と
い
う
規
定
を
、
当
然
の
こ
と
を
注
意
的
に
規
定
 
 

し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
こ
と
ほ
す
で
に
述
べ
た
（
三
一
頁
）
。
（
こ
れ
を
第
一
説
と
呼
ぼ
う
）
。
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
時
効
取
得
を
承
継
取
得
と
み
る
立
場
は
、
地
役
権
が
要
役
地
に
従
た
る
権
利
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
特
別
に
祝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
園
 
 

足
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
考
え
方
の
あ
る
こ
と
ほ
す
で
に
述
べ
た
（
三
二
頁
以
下
参
照
）
。
（
こ
れ
を
第
二
説
と
呼
ぼ
う
）
。
 
 

第
二
説
の
論
者
の
い
う
よ
う
に
、
第
一
説
が
と
っ
て
い
る
当
然
の
こ
と
な
ら
わ
ざ
わ
ざ
規
定
す
る
必
要
が
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
 
 

は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
．
L
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
お
い
て
い
け
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
第
二
説
の
非
難
ほ
決
定
的
で
は
な
い
。
な
 
 

お
、
第
二
説
に
賛
成
で
き
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
 
 
 

つ
ぎ
に
、
抵
当
権
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
地
役
権
の
消
滅
時
効
を
規
定
し
た
も
の
だ
と
い
う
考
え
も
な
り
た
つ
。
地
役
権
は
所
有
権
に
 
 

三
五
 
 
 

取
得
時
効
の
効
果
の
一
考
察
 
 



取
得
時
効
の
効
果
の
一
考
察
 
 

三
六
 
 

従
た
る
権
利
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
権
利
の
消
滅
時
効
と
は
趣
を
異
に
す
る
た
め
、
二
八
九
条
で
そ
の
要
件
を
特
別
に
規
定
 
 

し
た
も
の
だ
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
二
九
〇
条
が
、
そ
れ
を
う
け
て
前
条
の
消
滅
時
効
は
と
い
っ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
解
す
る
 
 

の
で
あ
る
。
く
わ
し
い
こ
と
は
抵
当
権
に
つ
い
て
ふ
れ
る
が
、
論
理
的
に
も
す
ぐ
れ
た
見
解
で
あ
る
が
、
時
効
制
度
一
般
か
ら
み
て
、
私
は
 
 

賛
成
し
な
い
。
（
こ
れ
を
第
三
説
と
呼
ぶ
）
。
 
 
 

私
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
基
本
的
に
私
は
第
一
説
に
立
つ
が
、
第
一
祝
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
地
役
権
の
内
容
は
多
様
で
あ
る
。
た
 
 

と
え
ば
、
通
行
地
役
檜
と
か
引
水
地
役
権
と
か
の
よ
う
に
土
地
を
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
排
斥
す
る
占
有
が
あ
れ
ば
、
地
役
 
 

権
の
負
担
の
な
い
完
全
な
所
有
権
が
時
効
取
得
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
地
上
権
・
永
小
作
権
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
役
権
の
な
 
 

か
に
は
不
作
為
の
地
役
権
が
あ
る
。
一
そ
れ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
建
物
を
た
て
な
い
と
い
う
地
役
権
を
考
え
よ
う
。
そ
れ
を
排
 
 

斥
す
る
占
有
、
逆
に
い
え
ば
そ
れ
を
認
容
し
た
占
有
と
い
う
こ
と
を
認
定
す
る
に
何
か
き
め
て
が
あ
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
承
役
地
に
 
 

建
物
を
た
て
る
よ
う
な
場
合
は
、
そ
れ
を
排
斥
す
る
占
有
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
承
役
地
を
占
有
者
が
畑
と
 
 

し
て
使
っ
て
い
る
と
か
、
周
囲
に
か
こ
い
を
し
て
差
し
あ
た
っ
て
用
材
置
場
に
使
っ
て
い
る
と
か
と
い
う
場
合
に
、
地
役
権
の
存
在
を
知
っ
 
 

て
い
よ
う
が
、
知
っ
て
い
ま
い
が
、
そ
れ
を
認
容
し
た
占
有
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
排
斥
す
る
占
有
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
そ
の
認
定
が
極
め
て
 
 

む
ず
か
し
い
。
そ
こ
で
二
八
九
条
を
設
け
た
と
解
す
る
。
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
り
う
る
。
 
 
 

り
承
役
地
の
積
極
的
用
益
を
目
的
と
す
る
地
役
権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
用
益
を
排
斥
す
る
占
有
を
す
れ
ば
地
役
権
の
負
担
の
な
い
所
有
権
 
 

を
取
得
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
積
極
的
用
益
を
目
的
と
し
な
い
地
役
権
に
あ
っ
て
は
、
お
よ
そ
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
す
る
占
有
が
あ
れ
 
 

ば
足
り
る
。
 
 
 

呵
前
段
は
㈹
と
同
じ
だ
が
、
後
段
ほ
認
容
し
た
冒
の
立
証
音
便
を
地
役
権
者
に
負
わ
せ
る
。
 
 
 



糾
お
よ
そ
地
役
権
に
あ
っ
て
は
、
排
斥
し
た
占
有
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
占
有
の
態
様
を
問
題
に
せ
ず
、
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
す
る
 
 

承
役
地
の
占
有
が
あ
っ
て
取
得
時
効
が
完
成
す
れ
ば
、
地
役
権
は
消
滅
す
る
。
 
 
 

㈲
不
作
為
の
地
役
権
を
含
め
て
、
こ
れ
を
排
斥
す
る
占
有
－
－
建
物
を
建
て
な
い
と
い
う
地
役
権
な
ら
建
物
を
建
て
て
占
有
す
る
1
が
 
 

な
け
れ
ば
占
有
者
は
完
全
な
所
有
権
を
取
得
し
な
い
。
 
 
 

私
は
何
の
見
解
を
と
り
た
い
。
画
一
的
に
解
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
と
、
隣
地
の
場
合
が
多
く
、
中
断
が
容
易
で
あ
る
こ
と
を
考
え
 
 

て
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
民
法
二
九
〇
粂
は
、
通
説
の
い
う
よ
う
に
消
滅
時
効
と
し
た
の
は
あ
や
ま
り
で
、
地
役
権
者
の
権
利
の
行
使
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
 
 

承
役
地
の
占
有
者
の
取
得
時
効
が
中
断
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
権
利
の
行
使
と
は
、
事
実
上
の
権
利
の
行
使
で
足
 
 

5
 
 

り
る
と
解
す
べ
き
で
あ
敬
二
八
九
条
の
要
件
を
ゆ
る
や
か
に
解
す
る
以
上
、
中
断
の
方
法
も
簡
易
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
不
作
為
の
地
役
 
 

権
に
あ
っ
て
は
、
か
か
る
地
役
権
の
存
在
を
主
頸
す
れ
ば
、
権
利
の
行
使
と
み
て
よ
い
。
民
法
一
六
六
条
二
項
但
書
と
類
似
の
趣
旨
だ
と
考
 
 

え
れ
ぼ
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

三
、
第
三
者
の
権
利
が
抵
当
権
の
場
合
 
 

一
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
第
三
者
の
権
利
が
抵
当
権
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
認
容
し
た
占
有
を
な
せ
ば
抵
当
権
の
負
担
の
あ
 
 

る
土
地
を
時
効
取
得
し
、
こ
れ
を
排
斥
す
る
占
有
を
な
せ
ば
抵
当
権
の
負
担
の
な
い
所
有
権
を
取
得
す
る
と
、
通
説
ほ
説
い
て
い
る
（
三
一
 
 

～
三
四
頁
参
腰
）
。
 
 
 

い
っ
た
い
、
こ
れ
を
排
斥
す
る
占
有
と
は
何
な
の
か
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 

取
得
時
効
の
効
果
の
一
考
賓
 
 
 



取
掛
時
計
の
甜
菜
の
妄
察
 
 

三
八
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
始
め
て
鋭
く
切
り
こ
ま
れ
た
の
は
前
述
し
た
よ
う
に
横
山
調
査
官
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
（
多
少
長
く
な
る
が
）
 
「
問
 
 

題
な
の
ほ
、
い
か
な
る
場
合
に
抵
当
権
の
存
在
を
容
認
し
た
占
有
と
認
め
ら
れ
る
か
で
あ
る
。
時
効
の
基
礎
と
し
て
の
占
有
の
客
観
的
態
様
 
 

が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
以
上
、
単
に
抵
当
権
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
主
観
的
事
情
だ
け
で
こ
こ
に
い
う
抵
当
権
の
容
認
を
認
め
 
 

る
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
、
抵
当
権
が
占
有
を
伴
う
権
利
で
は
な
い
と
い
う
特
殊
性
が
、
地
上
権
の
よ
う
な
、
権
利
行
使
に
占
有
を
伴
う
他
 
 

物
権
に
関
す
る
場
合
と
は
や
や
異
な
る
観
点
を
可
能
に
す
る
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
地
上
権
の
権
利
行
使
は
必
然
 
 

的
に
占
有
の
外
形
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
、
占
有
者
が
他
人
の
地
上
権
の
存
在
や
そ
の
登
記
経
由
の
事
実
を
知
っ
て
い
て
も
、
現
実
に
目
的
 
 

物
を
完
全
な
る
支
配
下
に
お
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
地
上
権
を
否
定
・
排
斥
し
た
客
観
的
状
態
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
抵
当
権
者
が
 
 

目
的
物
の
担
保
価
値
を
把
擾
し
て
い
る
事
実
が
登
記
簿
上
公
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
占
有
者
が
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
放
置
し
て
現
実
の
占
 
 

有
を
続
け
た
場
合
に
は
、
客
観
的
に
は
抵
当
権
の
存
在
を
否
定
し
た
状
態
（
換
言
す
れ
ば
、
完
全
な
る
所
有
権
者
と
同
様
の
支
配
を
し
て
い
 
 

る
状
態
）
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
」
 
（
横
山
・
前
掲
解
説
）
、
と
い
う
こ
と
ば
当
然
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
 
 

る
。
 
 

二
、
い
っ
た
い
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
と
も
に
三
九
七
粂
を
ど
う
い
う
関
連
で
ど
う
捉
え
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
。
 
 
 

∽
私
の
と
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
つ
い
で
に
、
三
九
七
粂
は
抵
当
権
の
消
滅
時
効
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
 
 

そ
れ
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
民
法
三
九
七
粂
を
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
一
八
〇
条
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
 
 

ょ
る
と
、
目
的
不
動
産
が
債
務
者
お
よ
び
抵
当
権
設
定
者
の
手
許
に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
は
、
抵
当
権
が
被
担
保
債
権
と
独
立
に
時
効
に
か
 
 

か
っ
て
消
滅
す
る
こ
と
は
な
く
、
右
不
動
産
が
そ
れ
以
外
の
者
（
そ
の
代
表
的
な
例
が
第
三
取
得
者
で
あ
る
）
の
占
有
に
よ
っ
て
（
取
得
時
 
 
 



効
の
効
果
と
し
て
で
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
、
「
取
得
時
効
二
必
要
ナ
ル
条
件
ヲ
具
備
セ
ル
占
有
」
継
続
自
体
の
効
果
と
し
て
）
抵
当
梅
が
 
 

消
滅
時
効
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
占
有
者
が
抵
当
権
の
存
在
に
つ
い
て
善
意
、
無
過
失
で
な
い
と
き
に
は
二
〇
年
間
の
占
有
継
 
 

6
 
 

統
を
要
す
る
と
解
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
 
 
 

立
法
の
沿
革
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
考
え
方
に
ひ
か
れ
る
が
、
や
は
り
、
わ
が
民
法
の
時
効
制
度
一
般
か
ら
い
っ
て
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
 
 

得
な
い
。
地
上
権
な
ど
の
時
効
消
滅
と
何
故
に
根
本
的
に
差
異
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
納
得
し
得
べ
き
理
論
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
 
 

る
。
 
 

3
さ
て
、
本
論
に
入
っ
て
、
ど
う
い
う
占
有
が
、
認
容
し
た
占
有
、
排
斥
し
た
占
有
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
横
山
調
査
官
は
、
前
述
に
 
 

続
い
て
「
単
な
る
悪
意
を
問
題
に
す
る
の
と
違
っ
て
、
担
保
権
た
る
抵
当
権
が
、
公
示
さ
れ
、
交
換
価
値
の
上
に
坐
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
、
実
際
に
は
充
分
に
働
い
て
い
え
る
状
態
を
、
占
有
者
が
知
り
つ
つ
放
置
し
て
き
た
と
い
う
客
観
的
事
実
が
、
抵
当
権
を
容
認
し
た
占
有
 
 

か
否
か
を
判
断
す
る
上
で
採
り
上
げ
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
 
（
横
山
・
前
掲
解
説
）
。
具
体
的
に
い
か
な
 
 

る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
示
し
て
は
い
な
い
が
、
と
も
か
く
、
何
ら
か
の
措
置
を
と
っ
て
占
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
 
 

い
っ
て
お
ら
れ
る
。
 
 
 

私
は
、
か
っ
て
、
こ
の
横
山
調
査
官
の
主
張
の
線
に
沿
っ
て
、
抵
当
権
の
登
記
の
抹
消
な
ど
の
措
置
を
と
っ
て
占
有
す
る
こ
と
が
必
要
だ
 
 

と
考
え
た
（
拙
稿
こ
別
掲
評
釈
）
。
し
か
し
、
今
は
こ
れ
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
占
有
者
が
登
記
の
抹
消
を
す
る
の
 
 

に
は
、
紙
当
権
者
の
意
思
に
基
づ
く
代
理
人
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
不
法
の
手
段
に
訴
え
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
決
し
 
 

て
あ
る
べ
き
こ
と
で
ほ
な
い
。
 
 
 

㈲
そ
こ
で
、
私
は
こ
う
考
え
る
。
時
効
に
よ
っ
て
取
得
さ
る
べ
き
土
地
に
第
三
者
の
権
利
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
、
完
全
な
所
有
権
を
 
 

取
得
時
効
の
効
果
の
一
考
察
 
 

三
九
 
 
 



四
〇
 
 

取
得
時
効
の
効
果
の
一
考
察
 
 

取
得
す
る
に
は
、
そ
の
第
三
者
の
権
利
を
排
斥
す
る
よ
う
な
占
有
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
不
作
為
地
役
権
の
 
 

場
合
と
同
じ
く
（
三
六
頁
参
照
）
、
抵
当
権
の
負
担
の
あ
る
場
合
に
は
、
抵
当
権
が
価
値
権
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
排
斥
す
る
占
有
と
い
う
 
 

こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
故
に
、
原
則
に
対
す
る
例
外
と
し
て
民
法
三
九
七
条
を
飼
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
 
（
通
説
の
よ
う
 
 

に
当
然
の
こ
と
を
い
っ
た
の
で
は
な
い
）
。
こ
の
場
合
に
は
、
排
斥
す
る
占
有
、
認
容
し
た
占
有
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
ら
ず
、
そ
の
土
 
 

地
を
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
占
有
す
れ
ば
所
有
檜
の
時
効
取
得
の
効
果
と
し
て
抵
当
権
は
消
滅
す
る
。
 
 
 

短
期
取
得
時
効
の
善
意
・
無
過
失
に
つ
い
て
は
、
抵
当
権
の
存
在
の
認
識
は
悪
意
と
な
ら
ず
、
知
ら
な
い
こ
と
の
過
失
も
問
題
と
な
ら
な
 
 

7
 
 

い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
判
例
の
い
う
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら
所
有
の
意
思
に
つ
い
て
そ
れ
を
問
題
に
す
れ
ば
足
り
慰
抵
当
権
の
存
在
は
何
 
 

の
影
響
も
与
え
な
い
と
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
三
九
七
条
の
占
有
者
に
第
三
取
得
者
が
入
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
判
例
は
ほ
じ
め
否
定
し
た
が
（
大
判
昭
和
一
五
年
八
月
 
 

O
U
 
 

〓
盲
民
集
一
九
巻
一
三
≡
八
頁
）
、
前
記
の
昭
和
四
二
年
の
判
決
で
肯
定
す
る
に
至
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
学
説
は
分
れ
て
い
嶽
。
 
 
 

私
は
、
次
の
よ
う
に
解
す
る
。
 
 
 

第
一
に
、
抵
当
権
は
被
担
保
債
権
か
ら
離
れ
て
独
立
に
消
滅
時
効
に
か
か
る
こ
と
は
な
い
。
抵
当
権
が
債
権
を
担
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
 
 

す
る
権
利
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
適
切
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
当
事
者
間
で
は
（
債
権
者
＝
抵
当
権
者
と
債
務
 
 

者
＝
抵
当
権
設
定
著
聞
で
は
）
、
被
担
保
債
権
の
時
効
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
抵
当
権
は
消
滅
せ
ず
、
裁
判
上
の
被
担
保
債
権
の
時
効
の
 
 

援
用
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
そ
れ
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
は
、
援
用
の
問
題
は
生
ぜ
ず
、
時
効
の
効
果
は
絶
対
的
に
生
ず
る
。
し
 
 

た
が
っ
て
、
被
担
保
債
権
が
時
効
に
か
か
れ
ば
、
第
三
取
得
者
の
抵
当
権
は
消
滅
す
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
理
解
の
し
か
た
ほ
、
時
効
に
対
す
る
私
の
基
本
的
な
態
度
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
効
に
つ
い
て
ほ
、
当
事
者
間
の
閣
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係
で
と
、
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
と
二
元
附
に
捉
え
る
の
が
私
の
基
本
附
な
立
場
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
ペ
 
 

ニ
の
よ
う
に
民
法
三
九
六
条
を
解
す
べ
き
だ
と
思
う
。
時
効
の
本
質
を
い
っ
て
い
る
の
だ
と
私
は
考
え
る
。
 
 
 

第
二
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
抵
当
不
動
産
を
時
効
に
よ
っ
て
取
得
す
る
と
、
そ
の
反
射
的
効
果
と
し
て
抵
当
権
は
消
滅
す
る
（
三
 
 

九
七
条
）
。
こ
の
場
合
第
三
取
得
者
は
三
九
七
粂
に
含
ま
せ
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
。
第
一
の
態
度
を
原
則
と
す
べ
き
で
（
被
担
保
債
権
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹
 
 

の
消
滅
と
と
も
に
抵
当
権
が
消
滅
す
る
）
あ
る
か
ら
、
そ
の
範
囲
を
な
る
べ
く
狭
く
解
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
こ
そ
、
民
法
一
六
二
条
、
二
八
九
条
、
三
九
七
条
が
矛
盾
な
く
一
元
的
に
説
明
で
き
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

∽
鳩
山
秀
夫
「
法
律
行
為
乃
至
時
効
」
六
七
入
京
は
ド
イ
ツ
民
法
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
参
照
し
な
が
ら
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
柚
木
馨
「
判
例
民
法
総
論
 
 

下
」
四
二
六
頁
、
薬
師
寺
志
光
「
日
本
民
法
総
論
新
読
下
」
一
一
三
一
貫
、
勝
本
正
晃
「
日
本
民
法
総
論
」
三
三
一
軍
今
泉
幸
太
郎
「
新
民
法
総
則
」
五
 
 

五
四
貢
、
石
本
雅
男
「
民
法
総
則
」
四
〇
入
貢
、
松
坂
佐
一
「
民
法
提
要
聴
則
」
二
五
七
貢
等
。
 
 
 

㈹
安
達
三
季
生
「
注
釈
民
法
㈲
」
二
三
六
軍
岡
村
玄
沿
「
時
効
取
得
と
即
時
取
得
は
果
し
て
原
始
取
得
か
」
 
（
新
報
六
二
巻
二
号
一
書
、
中
尾
英
俊
 
 

「
注
釈
民
法
用
」
四
九
七
頁
。
と
く
に
安
達
教
授
の
民
法
一
六
二
条
の
注
釈
ほ
詳
細
で
、
新
し
い
問
題
提
起
を
し
、
力
作
で
あ
る
。
そ
の
着
眼
点
に
は
教
え
 
 

ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
 
 
 

糾
 
石
田
文
次
郎
「
担
保
物
権
法
論
下
」
三
二
九
頁
。
 
 
 

因
安
達
・
前
掲
書
に
ょ
る
と
、
時
効
を
承
継
取
得
で
あ
る
と
す
る
見
方
の
根
拠
と
し
て
立
法
者
梅
博
士
の
説
を
引
用
し
て
い
る
が
、
梅
博
士
は
「
地
役
権
ハ
 
 

索
一
所
有
権
ノ
支
分
権
ニ
シ
テ
所
有
権
ノ
ー
部
ナ
リ
ト
云
フ
モ
可
ナ
リ
。
故
二
承
役
地
ノ
占
有
者
ガ
其
土
地
二
付
キ
完
全
ナ
ル
所
有
権
ノ
占
有
ヲ
為
ス
ト
キ
 
 
 
ハ
其
中
二
地
役
権
卜
地
役
権
ヲ
除
キ
ク
ル
残
余
ノ
所
有
権
ト
ノ
ニ
ッ
ヲ
包
含
セ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ベ
シ
。
故
二
承
役
地
ノ
占
有
者
ガ
完
全
ナ
ル
所
有
権
二
付
キ
 
 

第
一
六
二
ノ
条
件
ヲ
具
備
ス
ル
ト
キ
ハ
之
二
田
リ
テ
完
全
ナ
ル
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ベ
ク
、
従
テ
他
人
ガ
有
セ
シ
地
役
権
ハ
消
滅
二
帰
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
 
 

と
い
っ
て
い
る
（
梅
誹
次
郎
「
民
法
要
義
彗
ハ
二
」
二
九
二
貢
）
。
承
継
取
得
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
混
合
の
理
論
－
地
役
権
で
は
お
こ
ら
な
い
が
、
地
上
権
 
 

取
得
時
効
の
効
果
の
一
考
察
 
 
 



取
得
時
効
の
効
果
の
一
考
察
 
 

四
二
 
 

で
は
お
こ
る
（
三
三
貢
参
照
）
－
－
1
を
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
占
有
の
態
様
を
い
っ
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
。
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
よ
う
 
 
 

に
思
ゎ
れ
る
。
 
 

㈲
 
中
尾
・
前
掲
書
四
九
入
貢
。
 
 

㈹
 
来
栖
三
郎
・
判
民
昭
和
一
五
年
虔
七
六
事
件
、
同
年
t
一
七
事
件
、
安
達
・
前
掲
書
二
三
六
貢
な
ど
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
 
 

用
 
本
文
三
四
頁
に
か
か
げ
た
判
決
。
 
 

㈲
 
た
と
え
ば
、
我
妻
・
本
文
前
掲
蓄
四
t
一
三
頁
ほ
、
第
三
取
得
者
は
三
九
七
条
に
含
ま
れ
な
い
と
し
、
柚
木
馨
「
担
保
物
権
法
」
三
五
五
頁
は
こ
れ
に
疑
問
 
 

を
も
つ
。
 

如
拙
稿
「
時
効
の
援
用
・
利
益
の
放
棄
に
つ
い
て
の
再
論
一
」
 
（
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
四
号
二
九
七
貢
）
。
 
 

㈹
 
拙
稿
・
本
文
前
掲
評
釈
で
、
第
三
取
得
者
を
三
九
七
粂
に
い
れ
た
が
、
今
は
こ
れ
を
改
め
た
い
と
思
う
。
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