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一　

序
論

二　

割
当
内
容
説
の
生
成
期

三　

割
当
内
容
説
の
展
開
期

四　

分
析
と
結
語

一　

序
論

⑴　

類
型
論
は
浸
透
し
た
か

　

日
本
に
お
い
て
初
め
て
不
当
利
得
の
「
類
型
論（

1
）」

が
主
張
さ
れ
た
の
は
、
す
で
に
六
〇
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る（

2
）。

以
後
、
類
型
論
は

徐
々
に
で
は
あ
る
が
着
実
に
支
持
を
集
め
、
現
在
で
は
、
不
当
利
得
法
を
専
門
に
扱
う
論
稿
や
体
系
書
ば
か
り
で
な
く
、
学
習
用
の
教
科
書
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に
お
い
て
も
類
型
別
の
説
明
が
一
般
的
と
な
る
に
至
っ
て
い
る（

3
）。

こ
う
し
た
状
況
を
見
れ
ば
、
類
型
論
は
日
本
民
法
の
中
に
定
着
し
た
と
言

っ
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
事
態
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
い
ざ
肝
心
の
裁
判
実
務
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
判
例
に
お
い
て
類
型
論

が
解
釈
上
の
指
針
を
与
え
た
と
は
っ
き
り
分
か
る
も
の
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
い
ま
だ
曖
昧
な
公
平
の
観
念
を
判
断
の
基
礎
に
置
い
た

伝
統
的
手
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る（

4
）。

さ
ら
に
、
学
説
の
中
で
も
類
型
論
へ
の
評
価
は
一
様
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
加
藤
雅
信
教
授
は
、
伝
統

的
な
衡
平
説
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
類
型
論
か
ら
も
距
離
を
と
っ
た
見
解
―
箱
庭
説
（
法
体
系
投
影
理
論（

5
））

―
を
展
開
し
、
支
持
を
得
て
い

る（
6
）。

類
型
論
は
、
外
見
上
の
浸
透
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
し
て
定
着
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
判
例
の
立
場
に
関
し
て
は
、
次
の
点
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
当
利
得
法
自

体
の
解
釈
問
題
が
裁
判
の
場
で
争
わ
れ
る
よ
う
な
事
案
は
、
常
に
限
界
事
例
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
類
型
論
が
典
型
的
な
か

た
ち
で
機
能
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
結
果
と
し
て
公
平
に
依
拠
し
た
個
別
的
判
断
が
行
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
他
方
で
、
現
在
の
類
型
論
が
い
ま
だ
裁
判
の
場
で
耐
え
う
る
ほ
ど
精
緻
化
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
結
局
、
問
題
は
類
型
論
自
体
へ
と
帰
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
箱
庭
説
と
の
関
係
で
は
、
類
型
論
が
箱
庭
説
に
対
し
て
い
ま

だ
正
面
か
ら
対
峙
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
類
型
論
が
定
着
す
る
た
め
に
は
、
箱
庭
説
へ
の
応
答
は
い
ず
れ
必
ず
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
課
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
箱
庭
説
の
全
容
を
解
明
す
る
こ
と
が
当
然
に
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
充
分
で

は
な
い
。
箱
庭
説
か
ら
の
批
判
の
正
当
性
の
検
証
を
す
る
た
め
に
も
、
同
時
に
、
類
型
論
自
体
を
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
類
型
論
を
無
批
判
に
正
し
い
も
の
と
し
て
扱
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
ま
ず
は
現
在
最
も
有
力
と
考
え
ら
れ
る
類
型
論
の
立

場
に
立
っ
た
上
で
、
各
類
型
ご
と
の
論
理
を
検
証
し
詰
め
て
い
く
作
業
に
と
り
か
か
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
ひ
い
て
は
「
危
機
的
状
況（

7
）」

と
さ
え
言
わ
れ
る
不
当
利
得
法
学
の
現
状
を
打
破
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
作
業
の
一
環
と
し
て
、
侵
害
利
得

　
（
三
六
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〇
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類
型
の
論
理
構
造
の
一
部
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑵　

侵
害
利
得
論
の
理
論
的
問
題

　

類
型
論
の
立
場
か
ら
は
、
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
に
お
け
る
不
当
性
は
、
所
有
権
規
範
に
代
表
さ
れ
る
財
貨
帰
属
秩
序
へ
の
違
反
に
求
め

ら
れ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
者
が
他
人
物
を
無
断
で
売
却
し
た
場
合
や
他
人
の
知
的
財
産
権
を
無
断
利
用
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
故
意
・

過
失
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
る
利
得
を
返
還
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
所
有
権
が
所
有
権
者
に
物
の
帰
属
を
承
認
す
る
よ
う
に
、

法
秩
序
が
特
定
人
に
対
し
て
排
他
的
に
財
貨
を
割
り
当
て
て
い
る
と
き
、
そ
の
「
割
当
内
容
」
に
反
し
て
他
人
が
権
限
な
く
利
益
を
得
て
い

れ
ば
、
そ
れ
は
不
当
と
評
価
さ
れ
、
本
来
そ
の
利
益
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
者
に
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
割
当
内
容
説（

8
））。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
が
財
貨
帰
属
秩
序
違
反
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
と
の
認
識
が
広
ま
る
一
方
で
、
次
の
点
に

つ
い
て
の
考
察
は
十
分
に
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
第
一
に
、
ど
の
よ
う
な
権
利
な
い
し
利
益
で
あ
れ
ば
「
割
当
内
容
」
を
も
つ
と
言
え

る
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
所
有
権
を
始
め
と
す
る
物
権
や
知
的
財
産
権
の
ほ
か
、
債
権
（
準
占
有
者
へ
の
弁
済
の
場
面
な
ど
）

に
は
割
当
内
容
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る（

9
）。

し
か
し
、
そ
の
限
界
な
い
し
判
断
基
準
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
第
二
に
、
割
当
内
容

を
も
つ
権
利
へ
の
侵
害
が
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
発
生
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
般
に
、
例
え
ば
他
人
物
の
売
却
や
消

費
に
お
い
て
は
物
自
体
の
客
観
的
価
値
に
相
当
す
る
額
、
単
な
る
利
用
に
お
い
て
は
利
用
の
客
観
的
対
価
の
額
に
相
当
す
る
金
銭
の
返
還
が

命
じ
ら
れ
る
（
い
わ
ゆ
る
客
観
的
価
値
説
）。
し
か
し
、
結
論
の
当
否
は
と
も
か
く
、
こ
れ
は
割
当
内
容
説
か
ら
の
論
理
必
然
的
な
帰
結
で

は
な
い（

10
）。

つ
ま
り
、
第
一
の
問
題
を
要
件
論
と
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
と
は
別
に
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
べ
き
効
果
論
と
の
関
係
に
関
す
る

問
題
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
は
、
お
そ
ら
く
相
互
に
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
本
来
両
面
か
ら
考
察
す
べ

き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
回
は
措
く
こ
と
に
し
、
本
稿
で
は
第
一
の
問
題
に
限
定
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

　
（
三
六
三
一
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そ
の
第
一
の
問
題
を
、
も
う
少
し
敷
衍
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
箱
庭
説
の
立
場
か
ら
で
は
あ
る
が
、「
帰
属
法
的
不
当
利
得
」
が
認
め

ら
れ
る
か
ど
う
か
の
基
準
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
不
当
利
得
返
還
請
求
を
認
め
る
か
否
か
を
分
か
つ
現
実
的

基
盤
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
社
会
現
実
的
な
保
護
の
要
請
の
強
弱
に
あ
る
と
思
わ
れ
る（

11
）」。

例
え
ば
、
鉄
道
の
敷
設
に
よ
っ
て
沿
線
の
住
民
が

利
益
を
受
け
た
場
合
や
、
女
優
の
家
庭
医
が
女
優
の
病
気
に
つ
い
て
回
想
録
を
書
き
売
上
げ
を
伸
ば
し
た
場
合
な
ど
に
つ
い
て
言
え
ば（

12
）、

こ

れ
ら
の
場
合
に
は
、「
利
益
の
帰
属
を
保
証
す
る
社
会
的
要
請
が
弱
い（

13
）」

た
め
に
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
加
藤
教
授
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
押
し
進
め
る
と
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
侵
害
利
得
が
成
立
す
る

の
か
は
、
最
終
的
に
は
、
主
観
的
判
断
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う（

14
）。

　

他
方
、
藤
原
正
則
教
授
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
し
か
に
、
侵
害
の
対
象
が
絶
対
権
以
外
で
あ
る
場
合
に
は
「
侵
害
利

得
の
成
否
の
限
界
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
し
な
い（

15
）」。

し
か
し
、
判
断
基
準
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、「
割
当
内
容
を
持
っ
た
権
利
の
成
否

は
、
結
局
は
侵
害
さ
れ
た
法
的
地
位
の
商
業
的
な
利
用
可
能
性
に
掛
か
っ
て
い
る（

16
）」。

そ
し
て
、「
法
的
地
位
の
商
業
的
な
利
用
可
能
性
が
承

認
さ
れ
る
か
否
か
は
、
不
当
利
得
法
の
決
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
現
象
か
ら
帰
納
的
に
決
定
し
て
い
く
他
は
な
い（

17
）」。

こ
の
藤
原
教
授

の
見
解
は
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
在
の
通
説
に
一
致
す
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
侵
害
利
得
論
が
そ
の
よ
う
な
現
在
の
考

え
方
に
到
っ
た
経
緯
や
、
そ
の
見
解
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
は
紹
介
さ
れ
て
お
ら
ず（

18
）、

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
を

踏
ま
え
た
う
え
で
の
分
析
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。

⑶　

本
稿
の
構
成

　

以
上
に
示
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
被
侵
害
者
に
「
割
当
内
容
」
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
を
め

ぐ
っ
て
ド
イ
ツ
で
展
開
さ
れ
た
諸
見
解
を
検
討
の
素
材
と
し
て
、
侵
害
利
得
の
論
理
構
造
の
一
端
を
考
察
す
る
。
た
だ
し
、
割
当
内
容
を
も

　
（
三
六
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つ
権
利
の
判
断
基
準
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
割

当
内
容
説
が
生
成
さ
れ
る
過
程
に
即
し
て
問
題
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
㈡
、
次
に
、
そ
こ
で
認
識
さ
れ
た
問
題
点
を
め
ぐ
る
諸
見
解
を
検
討

す
る
こ
と
で
㈢
、
今
後
の
侵
害
利
得
論
の
検
討
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
㈣
。

二　

割
当
内
容
説
の
生
成
期

⑴　

損
害
発
生
の
要
請
か
ら
利
益
の
割
り
当
て
へ

　

不
当
利
得
法
に
お
け
る
権
利
の
割
当
内
容
と
い
う
考
え
方
は
、
一
九
二
九
年
の
ヘ
ッ
ク
（P

hilipp H
eck

）
の
叙
述（

19
）に

始
ま
る
と
言
わ
れ

る（
20
）。

ヘ
ッ
ク
の
問
題
意
識
は
、「
損
失
」
要
件
の
理
解
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
八
一
二
条
に
定
め

ら
れ
た
「
損
失
に
お
い
て
（auf K

osten
）」
の
要
件（

21
）に

つ
い
て
、
こ
れ
を
充
た
す
た
め
に
債
権
者
側
に
財
産
の
減
少
が
必
要
か
否
か
と
い

う
争
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
ヘ
ッ
ク
は
、「
問
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
（fragliche B

eschaffenheit

）
の
取
得
可
能
性
が
一

般
的
に
債
権
者
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
れ
ば
十
分
」
で
あ
っ
て
「
個
々
の
事
例
に
お
い
て
債
権
者
が
取
得
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
に
つ
い

て
ま
で
は
確
定
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
」
と
述
べ（

22
）、

財
産
的
損
害
の
発
生
を
不
要
と
す
る
立
場
を
支
持
し
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
根
拠
づ
け

る
た
め
に
、
ヘ
ッ
ク
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
立
法
過
程
に
言
及
す
る
。

　

ド
イ
ツ
民
法
典
の
第
一
草
案
で
は
、「
他
人
の
損
失
に
お
い
て
（auf dessen K

osten

）」
に
該
当
す
る
部
分
は
、「
他
人
の
財
産
か
ら
（aus 

dem
 V

erm
ögen eines anderen

）」
と
い
う
文
言
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
第
二
委
員
会
に
お
い
て
、
請
求
権
の
範
囲
を
広
げ
る
目
的
で
、

現
在
の
「
他
人
の
損
失
に
お
い
て
」
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
た
経
緯
が
あ
る（

23
）。

こ
の
こ
と
か
ら
ヘ
ッ
ク
は
、「
債
権
者
が
取
得
で
き
な
か
っ
た

は
ず
の
利
益
（E

rw
erb

）
の
請
求
は
、
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
学
説
に
よ
る
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
」
と
述
べ
る（

24
）。

こ
の
「
意

　
（
三
六
三
三
）
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識
的
な
法
律
の
欠
缺
」
を
埋
め
る
た
め
に
ヘ
ッ
ク
が
着
目
し
た
の
は
、
ま
ず
、「
不
当
利
得
返
還
請
求
権
は
債
務
者
の
利
益
脆
弱
性

（Interessenschw
äche

）
か
ら
生
じ
る
」
と
い
う
点
で
あ
る（

25
）。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
債
権
者
で
は
な
く
債
務
者
の
側
の
状
況
に
照
準
を

合
わ
せ
る
な
ら
ば
、「
債
権
者
の
要
保
護
性
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
場
合
に
比
べ
て
乏
し
い
意
味
し
か
持
た
な
く
な
る
」。
こ
の
二
点
か
ら

ヘ
ッ
ク
は
、
財
産
の
減
少
を
問
わ
ず
に
返
還
請
求
を
認
め
る
「
拡
張
」
を
、
望
ま
し
い
も
の
と
結
論
づ
け
る（

26
）。

　
「
権
利
の
承
認
に
は
、
常
に
、
譲
渡
お
よ
び
行
使
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
（E

rw
erb

）
の
割
り
当
て
が
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
ヘ
ッ
ク

の
権
利
観
で
あ
る（

27
）。

ヘ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
法
秩
序
は
、
権
利
状
態
の
変
化
を
規
律
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
利
益
保
護
（Interessenschutz

）

に
つ
い
て
も
規
律
し
て
い
る
。
例
え
ば
所
有
権
者
は
、
他
者
に
よ
る
権
利
形
成
の
可
能
性
か
ら
の
み
で
な
く
、
他
人
が
そ
の
物
の
用
益

（N
utzung

）
を
奪
う
こ
と
か
ら
も
保
護
さ
れ
る（

28
）。

こ
の
こ
と
を
、
ヘ
ッ
ク
は
、「
権
利
の
利
益
内
容
（Interessengehalt

）」
ま
た
は
「
権

利
の
利
益
面
（Interesenseite

）」
と
呼
ん
で
い（

29
）る（
30
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ヘ
ッ
ク
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
一
二
条
の
「
損
失
に
お
い
て
」
の
要
件
の
解
釈
と
し
て
損
害
の
発
生
を
不
要
と
し
、
権
利

が
も
つ
「
利
益
の
割
り
当
て
」
と
い
う
側
面
を
強
調
し
た
。
こ
の
考
え
方
は
次
に
見
る
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
だ
が
、
ま

だ
こ
の
段
階
で
は
、
被
侵
害
者
の
権
利
を
不
当
性
の
根
拠
と
し
て
捉
え
る
発
想
は
見
ら
れ
な
い
。
権
利
に
よ
る
利
益
の
割
り
当
て
と
い
う
考

え
方
は
、
あ
く
ま
で
損
害
要
件
を
克
服
す
る
た
め
の
消
極
的
意
義
し
か
も
た
な
か
っ
た
。
権
利
一
般
の
性
質
と
い
う
抽
象
的
な
観
点
か
ら
は

ヘ
ッ
ク
の
見
解
の
も
つ
意
義
に
疑
い
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
が
不
当
利
得
の
成
立
に
お
い
て
果
た
す
積
極
的
役
割
に
つ
い
て
は
、
不
確
か
な

点
を
残
し
て
い
た
。
当
然
、
ど
の
よ
う
な
権
利
で
あ
れ
ば
「
利
益
の
割
り
当
て
」
が
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
踏
み
込
ま
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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⑵　
「
給
付
に
よ
ら
な
い
利
得
」
の
不
当
性
根
拠

⒜　

枠
組
み

　

権
利
に
は
そ
の
保
有
者
へ
の
「
利
益
の
割
り
当
て
」
が
あ
る
と
す
る
ヘ
ッ
ク
の
考
え
方
は
、
一
九
三
四
年
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ヴ
ィ
ル
ブ

ル
ク
（W

alter W
ilburg

）
に
受
け
継
が
れ
た（

31
）。

周
知
の
と
お
り
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
、
不
当
利
得
法
の
一
元
的
な
把
握
を
放
棄
し
、
給
付

に
よ
る
利
得
と
は
別
に
「
給
付
に
よ
ら
な
い
利
得
」
に
固
有
の
不
当
性
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
類
型
論
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
。
そ
こ
で

は
、
ヘ
ッ
ク
の
言
う
「
利
益
の
割
り
当
て
」
が
「
給
付
に
よ
ら
な
い
利
得
」
に
固
有
の
不
当
性
の
根
拠
へ
と
発
展
し
て
い
る（

32
）。

　

そ
も
そ
も
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
が
「
権
利
」
に
根
拠
を
求
め
た
理
由
は
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
以
前
に
主
張
さ
れ
て
い
た
諸
見
解
が
、
利
得
者
自
身

の
行
為
に
よ
っ
て
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
た
事
案
に
し
か
妥
当
し
え
な
い
こ
と
に
あ
っ
た（

33
）。

不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
発
生
に
と
っ
て
、
利
得

の
原
因
が
何
で
あ
る
の
か
（
債
務
者
か
、
債
権
者
か
、
第
三
者
か
、
自
然
現
象
か
）
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
出
発
点
と
し

て
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
、「
不
正
な
行
為
に
対
す
る
非
難
的
対
応
と
し
て
の
利
益
剥
奪
と
い
う
、
権
利
の
外
に
あ
る
理
念
で
は
な
く
、
特
定

の
財
貨
と
そ
の
利
益
（N

utzen

）
を
権
利
者
に
割
り
当
て
る
と
い
う
、
侵
奪
さ
れ
た
権
利
の
純
粋
に
客
観
的
（sachlich

）
な
目
的
が
、
他

者
に
よ
る
受
益
（E

rw
erb

）
の
不
当
性
の
秘
密
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
は
そ
の
目
的
の
中
に
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権

の
内
的
な
力
と
し
て
、
有
機
的
な
根
拠
を
求
め
る
」
と
述
べ（

34
）、

種
々
の
権
利
ご
と
の
具
体
的
な
検
討
に
入
っ
て
い
く
。

⒝　

具
体
的
適
用
場
面

　

も
っ
と
も
、「
利
益
の
割
り
当
て
」
に
関
す
る
一
般
論
と
し
て
の
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
の
枠
組
み
は
、
以
上
の
説
明
に
尽
き
る
。
ヴ
ィ
ル
ブ
ル

ク
は
、
こ
の
自
身
の
立
場
を
前
提
と
し
て
、
所
有
権
、
無
主
物
先
占
権
（
狩
猟
権
、
漁
業
権
、
鉱
業
権
、
水
利
権
）、
他
人
物
上
の
物
権
（
役

　
（
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権
、
建
築
権
、
担
保
権
、
物
的
な
先
買
権
お
よ
び
賃
借
権
・
用
益
賃
借
権
）、
占
有
権
、
無
体
財
産
権
（
発
明
権
、
著
作
権
、
意
匠
権
、
商

標
権
）、
人
格
権
（
労
働
力
・
氏
名
・
商
号
・
肖
像
に
つ
い
て
の
各
権
利
）、
不
正
競
争
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
諸
利
益
、
そ

し
て
債
権
に
つ
い
て
の
個
別
の
検
討
を
行
う（

35
）。

そ
こ
で
排
他
的
に
個
人
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
領
域
が
あ
る
と
評
価
で
き
る
場
合
に
は
利

得
の
返
還
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権
が
肯
定
さ
れ
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
こ
れ
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

割
り
当
て
が
肯
定
さ
れ
る
代
表
的
な
権
利
は
所
有
権
で
あ
る（

36
）。

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
に
は
、「
帰
属
の
承
認
」
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
所
有
権
は
、
あ
る
物
を
所
有
権
者
お
よ
び
そ
の
利
益
の
た
め
の
も
の
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
理
念
の
た
め
に
は
、
第
一
に
物
権
的

な
支
配
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
は
、
物
権
的
返
還
請
求
権
（rei vindicatio

）
や
妨
害
排
除
請
求
権
（actio negatoria

）
の
形
態
で
顕
在

化
す
る
。
し
か
し
、
所
有
権
の
経
済
的
目
的
は
、
こ
れ
ら
の
訴
え
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
物
が
独
立
性
を
失
い
ま
た
は
存
在
し
な
く

な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
物
権
的
な
効
力
の
可
能
性
が
尽
き
た
と
こ
ろ
で
も
、
そ
の
理
念
は
異
な
る
形
態
で
効
力
を
得
る
。
す
な
わ
ち
、
権
利

侵
害
の
観
点
か
ら
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
、
そ
し
て
、
単
純
に
そ
の
割
当
内
容
か
ら
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
発
生
さ
せ
る
。
こ
れ
が
、
所

有
権
の
目
的
と
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
関
す
る
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
の
基
本
構
想
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
請

求
権
の
こ
と
を
、「
権
利
の
効
力
の
存
続
に
よ
る
請
求
権
（R

echtsfortw
irkungsanspruch

）」
と
呼
ん
だ（

37
）。

　

他
方
、
割
り
当
て
が
否
定
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
占
有
権
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
占
有
権
は
、「
自
力
救
済
を
禁
止
す
る
意
味
」
し
か
も

た
ず
、「
財
貨
の
配
分
に
関
し
て
決
定
す
る
と
い
う
目
的
」
を
追
求
し
て
い
な
い（

38
）。

し
た
が
っ
て
、
占
有
権
に
基
づ
く
利
得
返
還
の
訴
え
は

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

権
利
で
は
な
い
場
面
で
割
り
当
て
を
認
め
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
競
争
規
範
に
関
す
る
法
規
に
違
反
し
た
場
合
、
す
な
わ
ち
例
え
ば
違
法

に
知
っ
た
営
業
秘
密
の
利
用
や
競
争
相
手
に
不
利
と
な
る
虚
偽
の
事
実
の
公
表
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
場
合
に
つ
い
て
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は

利
得
の
返
還
を
認
め
る（

39
）。

さ
ら
に
、
法
律
に
規
定
が
な
い
場
合
で
も
、
一
般
的
に
、
良
俗
違
反
行
為
に
よ
る
利
益
取
得
が
あ
れ
ば
利
得
返
還

　
（
三
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を
認
め
る（

40
）。

こ
の
よ
う
な
、
権
利
と
保
護
法
規
の
協
働
に
よ
り
保
護
の
有
無
を
決
定
す
る
構
成
は
、
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
の
構
造
に
対
応
す

る
。
も
っ
と
も
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
、
こ
の
対
置
構
造
自
体
よ
り
も
、「
重
要
な
の
は
、
個
別
規
範
の
解
釈
で
あ
り
、
利
得
返
還
の
訴
え
は
そ

の
目
的
に
か
か
っ
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
す
る（

41
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
、
利
得
返
還
の
認
否
の
判
断
を
、
権
利
や
規
範
の
目
的
が
帰
属
を
承
認
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
ら
せ

る
。
こ
の
枠
組
み
自
体
は
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
以
降
も
堅
持
さ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
争
い
を
生
む
こ
と

に
も
な
る
。
そ
の
点
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
、
ま
ず
、
以
下
で
は
類
型
論
を
確
立
し
た
ケ
メ
ラ
ー
の
見
解
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

⑶　
「
他
人
の
財
貨
か
ら
の
利
得
」
の
返
還
根
拠
と
し
て
の
絶
対
権

⒜　

枠
組
み

　

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
の
論
稿
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
二
〇
年
後
の
一
九
五
四
年
、
フ
ォ
ン
・
ケ
メ
ラ
ー
（E

rnst von C
aem

m
erer

）
に
よ
っ
て

不
当
利
得
の
類
型
論
は
確
立
さ
れ
た（

42
）。

ケ
メ
ラ
ー
は
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
が
「
給
付
に
よ
ら
な
い
利
得
」
と
呼
ん
だ
不
当
利
得
の
類
型
を
、「
他

人
の
財
貨
か
ら
の
利
得
」
と
呼（

43
）ぶ（
44
）。

　

ケ
メ
ラ
ー
は
、
所
有
権
の
侵
害
が
権
利
者
自
身
や
第
三
者
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
面
を
引
き
合
い
に
出
し（

45
）、

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
と
同
様
、
行
為

者
の
侵
害
の
違
法
性
は
不
当
利
得
の
成
否
に
と
っ
て
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
利
得
の
不
当
性
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
し
た
が
っ
て
我
々
は
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
に
従
い
、
物
の
利
用
が
所
有
権
の
割
当
内
容
に
反
し
て
い
る
点
に
利
得
の
不
当
性
を
見
出
す
。

保
有
者
に
財
貨
を
割
り
当
て
る
こ
と
は
、
絶
対
権
の
本
質
で
あ
る
。
所
有
権
お
よ
び
そ
の
他
の
絶
対
権
の
財
貨
割
当
機
能
に
、
利
得
の
不
当

性
に
つ
い
て
の
判
断
は
依
拠
し
て
い
る
。
物
の
所
有
者
に
は
、
使
用
・
収
益
・
処
分
権
（uti, frui, abuti

）
が
当
然
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
（
三
六
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す
な
わ
ち
、
所
有
者
（
ま
た
は
、
最
も
包
括
的
な
権
利
で
あ
る
所
有
権
の
内
容
を
構
成
し
う
る
制
限
物
権
の
保
有
者
）
に
は
、
物
を
使
用
し

収
益
す
る
こ
と
、物
を
消
費
す
る
こ
と
、そ
し
て
物
を
金
銭
に
代
え
る
こ
と
、つ
ま
り
換
価
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

46
）」。「

し

た
が
っ
て
、
あ
る
者
が
、
他
人
の
物
を
使
用
し
ま
た
は
収
益
し
た
場
合
、
他
人
物
を
消
費
し
た
場
合
（
ド
イ
ツ
民
法
八
一
二
条
一
項
一
文
）、

他
人
物
を
加
工
し
ま
た
は
家
に
据
え
付
け
た
結
果
、
独
立
の
物
と
し
て
の
そ
れ
が
消
滅
し
た
場
合
（
ド
イ
ツ
民
法
九
五
一
条
一
項
）、
他
人

物
を
権
利
外
観
保
護
の
下
で
有
効
に
譲
渡
し
、
そ
れ
に
よ
り
換
価
し
た
場
合
（
ド
イ
ツ
民
法
八
一
六
条
一
項
一
文
）
に
は
、
そ
の
者
は
、
所

有
権
の
割
当
内
容
に
従
え
ば
所
有
者
に
属
す
べ
き
何
か
（etw

as

）
を
取
得
し
て
い
る
。
利
得
が
不
当
と
な
る
理
由
は
、
そ
れ
が
所
有
権
に

内
在
す
る
財
貨
割
当
と
相
容
れ
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る（

47
）」。

　

こ
う
し
て
ケ
メ
ラ
ー
は
、
所
有
権
や
制
限
物
権
を
念
頭
に
、「
財
貨
割
当
」
に
反
す
る
利
得
を
不
当
な
も
の
と
判
断
す
る
。
こ
れ
は
、
ヴ

ィ
ル
ブ
ル
ク
の
枠
組
み
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
細
部
に
お
い
て
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
と
ケ
メ
ラ
ー
は
僅
か
な
食
い
違
い
を
見
せ
る
。

⒝　

絶
対
権
の
保
護

　

ケ
メ
ラ
ー
が
割
当
内
容
を
認
め
る
の
は
、
原
則
と
し
て
絶
対
権
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
当
時
、
無
体
財
産
権
の
う
ち
著
作
権
に
つ
い
て
は

不
当
利
得
法
上
の
保
護
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
許
権
や
実
用
新
案
権
な
ど
に
は
そ
れ
を
認
め
な
い
と
す
る
立
場

が
見
ら
れ
た（

48
）。

し
か
し
、
ケ
メ
ラ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。
す
な
わ
ち
、
特
許
権
や
実
用
新
案
権
に
つ

い
て
も
、
相
当
な
ラ
イ
セ
ン
ス
料
な
ど
に
よ
っ
て
損
害
を
算
定
す
る
「
三
種
の
損
害
算
定
方
法（

49
）」

が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
引
き
合
い
に

出
し
、
こ
れ
は
も
は
や
損
害
の
算
定
で
は
な
く
、
利
益
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る（

50
）。

全
て
の
絶
対
権
に
は
、

不
当
利
得
法
上
の
保
護
を
受
け
る
べ
き
割
当
内
容
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
ケ
メ
ラ
ー
の
立
場
で
あ
っ
た
。
な
お
、
債
権
に
つ
い
て
も
、
第
三

者
の
侵
害
か
ら
の
絶
対
的
保
護
が
あ
り
う
る
こ
と
を
ケ
メ
ラ
ー
は
認
め
て
い
る
。
例
え
ば
権
利
外
観
保
護
の
下
で
の
回
収
（E

inziehung

）

　
（
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に
よ
る
他
人
の
債
権
へ
の
侵
害
な
ど
が
、
不
当
利
得
を
生
じ
さ
せ
る
場
面
と
な
る（

51
）。

こ
こ
ま
で
は
、
結
論
に
お
い
て
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
と
異
な

ら
な
い
。
し
か
し
、絶
対
権
で
あ
る
こ
と
の
強
調
は
、「
利
益
の
割
り
当
て
」
に
つ
い
て
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
説
か
ら
離
れ
る
契
機
を
含
ん
で
い
た
。

⒞　

不
法
行
為
に
よ
る
利
得

　

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
と
の
相
違
が
具
体
的
に
現
れ
る
の
は
、「
不
法
行
為
に
よ
っ
て
得
た
も
の
は
不
当
利
得
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
当
否
を

検
討
す
る
段
階
に
お
い
て
で
あ
る（

52
）。

ケ
メ
ラ
ー
は
こ
の
命
題
を
否
定
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
二
項
に
言
う
単
な
る
保
護
さ
れ
た
地
位
は
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
根
拠
と
な
り
う
る
割
り
当
て
を
含
ん
で

い
な
い
。
行
為
規
範
へ
の
違
反
、
特
に
競
争
違
反
、
八
二
三
条
二
項
に
言
う
保
護
法
規
へ
の
違
反
、
お
よ
び
実
務
に
お
い
て
作
り
出
さ
れ
た

一
般
的
な
社
会
生
活
上
の
義
務
へ
の
違
反
は
、
不
法
行
為
に
は
な
る
が
、
他
人
に
排
他
的
に
割
り
当
て
ら
れ
た
財
貨
へ
の
侵
害
に
は
な
ら
ず
、

そ
れ
ゆ
え
、
不
当
利
得
の
訴
え
の
根
拠
に
も
、
ド
イ
ツ
民
法
六
八
七
条
二
項
︹
準
事
務
管
理
︺
に
基
づ
く
請
求
権
の
根
拠
に
も
な
ら
な
い（

53
）。」

　

例
え
ば
、
競
争
違
反
に
お
い
て
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
単
な
る
事
実
上
の
受
益
の
見
込
み
に
つ
い
て
も
保
護
す
る

こ
と
に
な
る
。
ケ
メ
ラ
ー
に
と
っ
て
競
争
違
反
は
、
差
止
め
や
損
害
賠
償
の
根
拠
に
は
な
り
え
て
も
、
絶
対
的
な
割
り
当
て
に
反
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
競
争
違
反
に
お
い
て
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
多
数
の
競
争
相
手
が
不
利
益
を
被
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
う

ち
の
誰
に
利
得
の
返
還
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
判
断
で
き
な
い
と
批
判
す
る
の
で
あ
る（

54
）。

　

こ
の
よ
う
に
ケ
メ
ラ
ー
は
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
絶
対
権
へ
の
侵
害
を
要
求
し
、
単
な
る
保
護
さ
れ
た
地
位
へ
の
侵
害

（V
erletzung

）
で
は
足
り
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
は
形
式
主
義
で
は
な
い
と
言
う（

55
）。

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
不
当
利

得
法
に
よ
る
保
護
を
全
く
与
え
な
い
絶
対
権
や
（
当
時
、
判
例
は
商
標
権
に
不
当
利
得
上
の
保
護
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
が
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）、
過
失
に
よ
る
侵
害
の
場
合
で
な
け
れ
ば
不
当
利
得
法
に
よ
る
保
護
を
与
え
ら
れ
な
い
絶
対
権
（
同
様
に
、
特

　
（
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許
権
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）、
ま
た
は
、
権
利
者
の
適
法
な
行
為
に
基
づ
く
侵
害
（“injunction ”

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
に
限
定

し
て
不
当
利
得
法
に
よ
る
保
護
が
認
め
ら
れ
る
絶
対
権
な
ど
を
考
え
る
こ
と
も
一
応
は
可
能
で
あ
り
、
逆
に
、
保
護
さ
れ
た
地
位
が
、
財
貨

割
当
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
強
化
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
る（

56
）。

ケ
メ
ラ
ー
が
強
調
す
る
の
は
、「
不
当
利
得
返
還
請
求

権
の
承
認
に
は
、
法
的
活
動
（R

echtsverkehr

）
に
参
加
す
る
他
の
全
て
の
者
を
排
除
す
る
、
当
該
財
貨
の
特
定
人
へ
の
排
他
的
な
割
り

当
て
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
」
へ
の
認
識
で
あ
っ
た（

57
）。

　

も
っ
と
も
、
ケ
メ
ラ
ー
自
身
が
上
に
述
べ
た
よ
う
な
特
殊
な
絶
対
権
の
存
在
を
具
体
的
に
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
当
時
新

た
に
権
利
と
し
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
設
立
さ
れ
か
つ
稼
働
中
の
営
業
に
つ
い
て
の
権
利
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
実
質
的
に
は
競

争
に
お
け
る
許
さ
れ
な
い
行
為
に
関
す
る
新
規
範
が
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
営
業
権
に
関
し
て
不
法
行
為
法
上
の
保
護
の
拡
張

が
見
ら
れ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
権
利
は
、
譲
渡
・
担
保
の
設
定
・
差
押
さ
え
が
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、
ケ
メ
ラ
ー
に

と
っ
て
、
不
当
利
得
法
上
の
保
護
も
問
題
と
な
り
え
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る（

58
）。

⒟　

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
と
ケ
メ
ラ
ー
の
相
違

　

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
と
ケ
メ
ラ
ー
は
、
利
得
返
還
の
根
拠
と
し
て
共
通
の
基
礎
を
も
ち
な
が
ら
、
特
に
不
法
行
為
に
よ
る
利
得
の
場
面
に
お
い

て
結
論
を
異
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
自
身
も
不
法
行
為
に
よ
る
利
得
が
無
制
限
に
不
当
利
得
に
な
る
と
考
え
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
利
益
の
割
り
当
て
を
考
え
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
は
厳
に
存
在
す
る
。
他
方
で
ケ
メ
ラ
ー
も
、
保
護
さ
れ
た
地

位
が
不
当
利
得
法
上
の
保
護
を
受
け
る
絶
対
権
に
昇
格
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
思
考
の
枠
組
み
に
お
け
る

違
い
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
競
争
違
反
に
お
い
て
具
体
化
し
て
い
る
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
の
考
え
る
「
割
り
当
て
」

は
ケ
メ
ラ
ー
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
。
広
く
行
為
規
範
か
ら
も
利
益
の
割
り
当
て
を
語
る
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
と
、
譲
渡
・
担
保
の
設
定
・
差
押
え

　
（
三
六
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が
可
能
で
あ
っ
て
初
め
て
割
り
当
て
が
存
在
す
る
と
考
え
る
ケ
メ
ラ
ー
の
以
上
の
よ
う
な
相
違
は
、
以
後
、
割
当
内
容
説
自
体
の
評
価
を
含

め
て
論
議
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。

⑷　

判
断
基
準
の
不
明
確
性
に
よ
る
帰
結

⒜　

メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
の
問
題
提
起

　

ケ
メ
ラ
ー
の
類
型
論
は
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
そ
の
評
価
も
様
々
に
論
じ
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
、
こ
の
「
利
益
の
割
り
当
て
」
の

問
題
を
早
く
か
ら
扱
っ
て
い
た
の
が
メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
（E

rnst-Joachim
 M

estm
äcker

）
で
あ
る（

59
）。

メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
の
問
題
意
識
は
、

侵
害
の
有
責
性
を
問
題
に
し
な
い
不
当
利
得
法
の
特
性
を
前
提
と
し
た
、
権
利
者
の
保
護
と
侵
害
者
の
自
由
活
動
と
の
調
整
の
あ
り
方
に
あ

っ
た（

60
）。

そ
れ
は
、「
絶
対
権
の
割
当
内
容
が
常
に
等
し
い
の
か
、
あ
ら
ゆ
る
絶
対
権
へ
の
あ
ら
ゆ
る
侵
害
に
お
い
て
、
被
告
に
通
常
の
使
用

の
対
価
を
支
払
わ
せ
る
法
律
効
果
が
発
生
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
と
し
て
現
れ
て
い
る

（
61
）。

そ
こ
で
は
、
ヘ
ッ
ク
に
始
ま
る
「
利
益
の
割
り

当
て
」
を
出
発
点
と
す
る
構
想
が
、
論
者
ご
と
に
異
な
る
結
論
に
達
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
メ
ス
ト
メ
ッ
カ

ー
の
目
的
は
、
こ
の
問
題
の
決
着
に
あ
っ
た
。

　

ま
ず
所
有
権
、
特
許
権
、
著
作
権
に
つ
い
て
は
、
割
当
内
容
の
存
在
は
疑
い
が
な
い
と
す
る（

62
）。

こ
れ
ら
の
権
利
は
、
そ
の
保
有
者
に
排
他

的
な
営
業
上
の
利
益
（N

utzung

）
を
割
り
当
て
て
お
り
、
ま
た
、
対
価
と
引
き
換
え
に
、
そ
れ
ら
の
権
利
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
他
者
に

譲
渡
す
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
者
が
無
権
限
で
こ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
し
た
場
合
に
は
、
権
利
者
に
留
保
さ

れ
て
い
る
活
動
領
域
へ
の
侵
害
に
な
る（

63
）。

他
方
で
、
商
標
権
、
一
般
的
人
格
権
、
営
業
権
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
割
当
内
容
が
否

定
さ
れ
る
。

　

第
一
に
、
商
標
権
の
保
護
は
、
著
作
権
や
特
許
権
の
そ
れ
と
性
質
が
異
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
に
よ
れ

　
（
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ば
、
商
標
は
、
他
の
企
業
を
営
業
上
の
活
動
領
域
か
ら
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
商
標
権
の
保
有
者
に
「
割
り
当
て
」
ら
れ
て
い
る
の
は
、

保
護
さ
れ
た
商
標
が
も
つ
区
別
さ
れ
た
標
識
的
効
力
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
利
益
返
還
請
求
権
（N

utzungsansprüche

）

を
導
く
特
別
な
割
当
内
容
は
欠
け
て
い
る
と
言
う（

64
）。

第
二
に
、
一
般
的
人
格
権
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
発
現
形
態
に
お
い
て
権
利

者
か
ら
分
離
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
あ
る
権
利
が
、
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
人
格
か
ら
離
れ
た
法

的
効
力
（R

echtsm
acht

）
を
成
立
さ
せ
る
ほ
ど
に
独
立
し
て
初
め
て
、
こ
の
権
利
に
関
す
る
財
貨
割
当
の
問
題
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
格
権
が
い
つ
無
体
財
産
権
へ
の
境
界
線
を
越
え
る
か
は
、
権
利
の
個
別
の
発
現
形
態
や
問
題
と
な
る
法
的
効
果
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
答

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
自
己
の
肖
像
に
つ
い
て
の
権
利
は
い
ま
だ
純
然
た
る
人
格
権
で
あ
っ
て
、
無
体
財
産

権
で
は
な
い
。
肖
像
に
つ
い
て
は
美
術
著
作
権
法
（K

unsturhebergesetz

）
二
二
条
が
許
可
を
得
な
い
公
開
を
禁
止
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
あ
く
ま
で
人
格
権
の
傷
つ
き
や
す
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
財
貨
割
当
を
導

き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る（

65
）。

最
後
に
、
設
立
さ
れ
か
つ
稼
働
中
の
営
業
に
つ
い
て
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
営
業
活
動
の
自

由
を
与
え
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
絶
対
権
に
よ
っ
て
確
実
な
機
会
や
利
益
期
待
を
も
つ
活
動
領
域
を
割
り
当
て
る
も
の
で
は
な
い
と
言
う（

66
）。

⒝　

判
断
基
準
に
関
す
る
恣
意
性

　

メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
は
以
上
の
よ
う
に
し
て
各
権
利
の
内
容
を
分
析
し
、「
絶
対
権
の
割
当
内
容
は
区
別
さ
れ
る
」
と
結
論
づ
け
る
の
だ
が（

67
）、

結
局
そ
れ
は
新
た
な
混
乱
を
呼
ぶ
も
の
と
な
っ
た
。
割
当
内
容
の
確
定
と
い
う
問
題
意
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
と
も
ケ
メ
ラ

ー
と
も
違
う
結
論
を
導
い
た
こ
と
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
の
難
し
さ
を
改
め
て
浮
き
彫
り
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
権
利
の
割
当
内

容
が
各
論
者
に
よ
っ
て
相
違
す
る
と
い
う
状
況
は
、
割
当
内
容
説
自
体
へ
の
格
好
の
攻
撃
材
料
と
な
っ
た
。
割
当
内
容
説
に
対
抗
す
る
違
法

性
説
の
ヤ
コ
プ
ス
（H

orst H
einrich Jakobs

）
は
、「
割
当
内
容
は
、
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
利
得
の
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
、
ス
ロ
ー

　
（
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ガ
ン
（Schlagw

ort

）
で
し
か
な
い
」
と
痛
烈
に
批
判
し
た
の
で
あ
る（

68
）。

三　

割
当
内
容
説
の
展
開
期

　

伝
統
的
な
絶
対
権
以
外
の
場
面
で
は
割
当
内
容
説
が
有
用
な
基
準
を
提
示
し
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
判
断
基

準
を
よ
り
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
現
れ
た
。
そ
れ
ま
で
、
個
別
の
権
利
な
い
し
規
範
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
で
割
当
内
容
の
有
無

を
判
断
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
と
の
認
識
が
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

⑴　

差
止
請
求
権
の
有
無
を
基
準
に
す
る
見
解
と
そ
れ
へ
の
批
判

⒜　

ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
の
見
解

　

そ
の
よ
う
な
認
識
は
、
他
方
で
割
当
内
容
説
そ
れ
自
体
へ
の
批
判
に
も
結
び
つ
い
た
。
そ
の
代
表
は
、
日
本
で
も
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る

違
法
性
説（

69
）で

あ
る
が
、そ
れ
以
外
に
も
例
え
ば
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
（G

erd K
leinheyer

）
の
見
解
が
あ
る（

70
）。

ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
は
、「
他

人
の
法
益
の
利
用
に
よ
っ
て
法
律
上
の
原
因
な
く
得
ら
れ
た
利
得
は
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い（

71
）」

と
い
う
点
を
利
得
剥
奪
の
基
礎
に

据
え
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
典
型
的
な
割
当
内
容
説
に
含
む
こ
と
は
で
き
な
い（

72
）。

し
か
し
、
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
は
、
同
時
に
次
の
よ

う
に
も
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
利
得
を
被
侵
害
者
が
受
け
取
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
、
利
得
者
が
被
侵
害
者
の
財
貨
を
そ
の
利
得
に

「
出
資
（finanzieren

）」
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
利
得
は
利
用
さ
れ
た
「
法
益
（R

echtsgut

）」
の
保
有
者
に
与
え
ら
れ
る
と
す
る
の
で

あ
る（

73
）。

こ
の
限
り
で
、
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
説
は
、
割
当
内
容
説
と
同
様
、
ど
の
よ
う
な
利
益
で
あ
れ
ば
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
を
正
当
化

す
る
「
法
益
」
と
言
え
る
の
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る（

74
）。
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
が
示
し
た
基
準
は
、
差
止
請
求
権
（U
nterlassungsanspruch

）
の
有
無
で
あ
る
。「
法
益
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
に
は
、
法
秩
序
が
、
そ
の
保
有
者
に
対
し
て
、
当
該
財
貨
の
利
用
に
関
し
て
決
定
権
を
も
つ
こ
と
、
お
よ
び
当

該
財
貨
へ
の
干
渉
に
抵
抗
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

75
）。

そ
れ
は
、
結
果
と
し
て
差
止
請
求
権
の
有
無
と
い
う
基
準
に
合

致
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
二
項
に
よ
っ
て
不
法
行
為
法
上
保
護
さ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
も
、
広
く
不
当
利

得
法
上
の
保
護
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な（

76
）る（
77
）。

⒝　

リ
ー
プ
の
批
判

　

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
の
見
解
は
、
そ
の
返
還
根
拠
だ
け
で
な
く
割
当
内
容
の
有
無
の
判
断
基
準
と
し
て
も
支
持

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
リ
ー
プ
（M

anfred L
ieb

）
の
見
解
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る（

78
）。

　

何
が
割
当
内
容
の
本
質
で
あ
る
の
か
、
割
当
内
容
は
何
に
依
拠
し
て
い
る
の
か
、
割
当
内
容
は
ど
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
か
。
リ
ー
プ

に
よ
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
割
当
内
容
と
い
う
概
念
自
体
か
ら
回
答
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
お

い
て
、
割
当
内
容
と
い
う
概
念
は
、
相
当
な
程
度
に
補
充
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
要
件
が
充
た
さ
れ
れ

ば
、
権
利
の
割
当
内
容
が
認
め
ら
れ
、
法
的
な
帰
属
の
法
則
へ
の
違
反
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
明
確
な
基
準
が
必
要

に
な
る（

79
）。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
リ
ー
プ
は
、
差
止
請
求
権
の
可
否
に
基
準
を
求
め
る
上
述
の
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
の
見
解
に
対

し
て
、
そ
れ
が
、
違
法
性
説（

80
）と

同
様
に
、
利
得
の
返
還
を
請
求
す
る
根
拠
と
し
て
は
十
分
な
正
当
性
を
持
た
な
い
と
批
判
す
る
。

　

リ
ー
プ
が
ま
ず
指
摘
す
る
の
は
、
不
当
利
得
法
の
機
能
が
、
し
ば
し
ば
過
度
に
重
視
さ
れ
る
「
受
益
者
財
産
に
お
け
る
吸
い
上
げ
」
の
観

点
に
だ
け
存
在
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
リ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
吸
い
上
げ
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
債
権
者
が
、

債
務
者
の
侵
害
に
よ
っ
て
財
産
権
上
の
利
益
（B

elangen

）
を
害
さ
れ
た
（beeinträchtigen

）
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
リ
ー
プ

　
（
三
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は
、「
割
当
内
容
を
具
体
化
す
る
た
め
に
適
し
た
問
い
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
れ
は
、「
債
権
者
利
益
の
財
産
権
上
の
被
害
が
ど
こ
に

存
在
す
る
の
か
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
債
権
者
が
利
得
の
調
整
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る（

81
）。

　

リ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
価
値
賠
償
請
求
権
す
な
わ
ち
支
払
請
求
権
の
承
認
が
納
得
い
く
も
の
と
な
る
の
は
、
債
務
者
の
利
得
行
為
に
よ
っ
て
、

一
定
の
財
産
的
価
値
を
有
す
る
法
的
地
位
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
法
益
と
し
て
の
性
質
（R

echtsgutsqualität

）
は
、
ク
ラ

イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
の
よ
う
に
差
止
請
求
権
の
存
否
か
ら
消
極
的
に
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
債
権
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
収
益
可
能
性
ま

た
は
利
用
可
能
性
を
債
務
者
が
侵
害
に
よ
っ
て
自
己
の
も
の
と
し
た
か
否
か
に
従
っ
て
積
極
的
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と

き
、
債
権
者
は
、
一
般
的
な
処
分
の
自
由
の
み
で
は
な
く
、
対
価
と
引
き
換
え
に
そ
れ
を
処
分
す
る
可
能
性
を
も
同
時
に
侵
害

（beeinträchtigen

）
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る（

82
）。

当
然
こ
こ
で
は
、
債
権
者
が
そ
の
よ
う
な
収
益
可
能
性
や
利
用
可
能
性
を
現
実
化
す
る

予
定
で
あ
っ
た
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
債
務
者
が
侵
害
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
可
能
性
を
自
ら
現
実
化
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
財
産
的
価
値
の
あ
る
機
会
を
債
権
者
の
同
意
な
く
、
と
り
わ
け
同
意
を
得
る
た
め
に
通
常
支
払
う
べ
き
対
価
を
支
払
う
こ
と
な
く
、

自
己
の
利
益
の
た
め
に
用
い
た
と
い
う
事
実
の
み
な
の
で
あ
る（

83
）。

　

リ
ー
プ
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
、
被
侵
害
者
が
利
得
を
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
積
極
的
な
根
拠
に
目
を
向
け
た
立
論
を
展
開
し
た
。
し

か
し
、
よ
り
一
般
的
な
か
た
ち
で
の
定
式
化
は
、
次
の
ヒ
ュ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

⑵　

市
場
で
の
利
用
可
能
性
の
有
無
を
基
準
に
す
る
見
解

⒜　

ヒ
ュ
ッ
フ
ァ
ー
の
提
案

　

割
当
内
容
説
に
立
ち
、
現
在
に
連
な
る
割
当
内
容
の
判
断
基
準
を
提
示
し
た
の
は
、
ヒ
ュ
ッ
フ
ァ
ー
（U

w
e H

üffer

）
で
あ
る（

84
）。

　

ヒ
ュ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
割
当
内
容
説
に
向
け
ら
れ
た
批
判
―
す
な
わ
ち
、
あ
る
法
的
地
位
に
割
当
内
容
が
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
に
つ
い

　
（
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て
割
当
内
容
説
が
何
も
述
べ
て
い
な
い
こ
と
―
に
対
し
て
、
こ
れ
を
一
部
認
め
、「
あ
る
地
位
が
不
当
利
得
法
上
保
護
さ
れ
る
割
当
内
容

を
有
し
て
い
る
か
否
か
は
、
所
有
権
ほ
ど
強
固
で
は
な
い
地
位
に
関
し
て
は
、
実
際
に
不
確
か
な
場
合
が
あ
り
う
る
」
と
述
べ
る（

85
）。

例
え
ば
、

不
正
競
争
防
止
法
に
定
め
ら
れ
た
個
人
保
護
規
範
が
権
利
の
承
認
へ
と
強
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
権
利
の
段
階
に
は
至
っ
て

い
な
い
が
個
別
の
関
係
に
お
い
て
は
同
様
の
保
護
を
受
け
る
よ
う
な
地
位
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
点
は
不
明
確
で
あ
る（

86
）。

も
っ
と
も
、
ヒ

ュ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
解
釈
論
上
の
欠
落
（dogm

atisches D
efizit

）」
は
、
不
当
利
得
法
上
の
欠
落
で
は
な
く
財
貨
帰

属
法
上
の
欠
落
で
あ
る
と
さ
れ
る（

87
）。

し
た
が
っ
て
、
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
を
、
割
り
当
て
に
反
す
る
取
得
の
矯
正
を
目
的
と
す
る
「
権
利

の
効
力
の
存
続
に
よ
る
請
求
権
（R

echtsfortw
irkungsanspruch

）」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
自
体
は
維
持
さ
れ
る
。

　

割
当
内
容
の
有
無
が
不
明
確
で
あ
る
と
し
て
、
ヒ
ュ
ッ
フ
ァ
ー
が
特
に
考
察
の
対
象
に
し
て
い
る
の
は（

88
）、「

個
人
の
保
護
を
目
的
と
し
て

い
る
が
、
そ
の
地
位
が
権
利
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
規
範
」
で
あ
る
。
不
正
競
争
防
止
法
が
こ
れ
に
当
た
る
が
、
同
じ
問

題
は
、
設
立
さ
れ
か
つ
稼
働
中
の
営
業
に
つ
い
て
の
権
利
お
よ
び
一
般
的
人
格
権
に
も
当
て
は
ま
る
。
他
方
、
所
有
権
や
無
体
財
産
権
に
つ

い
て
は
、
割
当
内
容
の
有
無
自
体
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　

割
当
内
容
の
有
無
が
問
題
と
な
る
こ
れ
ら
の
地
位
は
、
ド
イ
ツ
民
法
上
、
権
利
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
で
不
法
行
為
法
上
の
保
護
を

受
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
地
位
が
不
当
利
得
法
に
よ
っ
て
も
保
護
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
ど
こ
に
も
述
べ
ら
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
を
確
定
す
る
た
め
に
、
ヒ
ュ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
そ
れ
ら
の
地
位
が
、
第
三
者
の
何
ら
か
の
行
為
を
防
御
す
る
た
め
の
も
の
に

す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
全
体
ま
た
は
個
別
的
形
態
に
つ
い
て
市
場
で
の
利
用
可
能
性
（m

arktfähige 

V
erw

ertu ngsm
öglichkeit

）
を
与
え
る
も
の
な
の
か
」
と
い
う
基
準
を
持
ち
出
す（

89
）。

こ
の
基
準
に
従
え
ば
、
例
え
ば
二
〇
〇
四
年
改
正
前

の
旧
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
一
七
条
・
一
八
条
の
領
域（

90
）

―
す
な
わ
ち
保
護
さ
れ
た
営
業
秘
密
・
原
型
の
無
権
限
利
用
―
や
、
人
格
権

の
個
別
的
形
態
（
例
え
ば
自
己
の
肖
像
）
に
つ
い
て
は
侵
害
利
得
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
設
立
さ
れ
か
つ
稼
働
中
の
営

　
（
三
六
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業
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
「
権
限
の
な
い
保
護
権
に
基
づ
く
警
告
（unberechtigte Schutzrechtsverw

arnung （
91
））」

に
お
い
て
は
、
不
法

行
為
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
侵
害
利
得
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

92
）。

　

ヒ
ュ
ッ
フ
ァ
ー
の
示
し
た
以
上
の
基
準
は
、
そ
の
後
多
く
の
支
持
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
あ
る
行
為
を
防
御
す
る
た
め
だ
け

の
地
位
に
割
当
内
容
が
あ
る
と
な
ぜ
言
え
な
い
の
か
、
ま
た
、
市
場
で
の
利
用
可
能
性
が
な
ぜ
割
り
当
て
の
有
無
の
基
準
に
な
る
の
か
と
い

っ
た
実
質
的
理
由
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ッ
フ
ァ
ー
自
身
は
必
ず
し
も
十
分
な
説
明
を
加
え
て
い
な
い（

93
）。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
（
リ
ー
プ
を

含
め
た
）
他
の
論
者
に
よ
る
補
充
を
必
要
と
す
る
。

⒝　

ロ
イ
タ
ー
／
マ
ル
テ
ィ
ネ
ク
の
支
持

　

市
場
で
の
利
用
可
能
性
と
い
う
基
準
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ッ
フ
ァ
ー
の
見
解
を
支
持
し
て
こ
れ
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
ロ
イ
タ
ー
／
マ
ル

テ
ィ
ネ
ク
（D

ieter R
euter / M

ichael M
artinek

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

94
）。

ロ
イ
タ
ー
／
マ
ル
テ
ィ
ネ
ク
は
、
ま
ず
、
市
場
で
の
利

用
可
能
性
を
用
い
る
見
解
が
、
不
当
利
得
法
上
の
財
貨
保
護
機
能
の
意
味
お
よ
び
目
的
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
基
準
を
用
い
て
保
護
さ
れ
る
地

位
の
範
囲
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
出
発
点
を
肯
定
す
る（

95
）。

そ
の
う
え
で
、
こ
の
見
解
の
利
点
を
五
つ
挙

げ
て
い
る
。

　

第
一
の
利
点
は
、
不
当
利
得
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
財
産
割
当
に
関
し
て
判
断
が
異
な
り
う
る
場
合
に
つ
い
て
、
利
益
適
合
的
か
つ
よ

り
明
確
に
、
境
界
線
を
提
示
し
た
点
で
あ
る（

96
）。

例
え
ば
、
ヒ
ュ
ッ
フ
ァ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、
不
正
競
争
防
止
法
一
七
条
・
一
八
条
ま
た
は

人
格
権
の
個
別
的
形
態
な
ど
に
お
い
て
は
侵
害
利
得
が
承
認
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
設
立
さ
れ
か
つ
稼
働
中
の
営
業
に
つ
い
て
の
権
利
へ
の

侵
害
に
あ
た
る
「
不
当
な
保
護
権
に
基
づ
く
警
告
」
な
ど
に
お
い
て
は
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
。
法
的
地
位
の
商
業
化
可
能
性

（K
om

m
erzialisierbarkeit

）
と
い
う
要
件
に
よ
り
、「
一
般
に
開
か
れ
た
（gem

einfrei

）」
地
位
は
不
当
利
得
の
根
拠
と
し
て
は
排
除
さ

　
（
三
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れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
に
、単
な
る
防
御
権
が
不
当
利
得
法
上
の
保
護
の
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
あ
る（

97
）。

確
か
に
、

個
別
事
例
に
お
い
て
は
、
差
止
請
求
権
の
存
在
が
収
益
権
・
利
用
権
の
割
り
当
て
を
も
示
す
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
実
体
お
よ
び
成
果
の

割
り
当
て
に
つ
い
て
は
、
実
体
お
よ
び
利
用
を
有
償
で
処
分
す
る
と
い
う
可
能
性
を
保
有
者
が
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
、
明
白
な
根
拠
が
必
要

に
な
る
。

　

第
三
に
、
線
引
き
の
基
準
が
損
害
賠
償
法
に
比
べ
て
不
当
利
得
法
に
自
制
を
強
い
る
場
合
に
、
そ
の
正
当
化
（K

orrektiv

）
と
し
て
働

く
と
い
う
点
で
あ
る（

98
）。

設
立
さ
れ
か
つ
稼
働
中
の
営
業
に
つ
い
て
の
権
利
の
領
域
と
一
般
的
人
格
権
の
領
域
と
を
区
別
す
る
と
き
、
こ
の
こ

と
は
、
利
用
可
能
性
を
と
も
な
う
「
実
体
化
」
が
可
能
で
あ
っ
た
か
と
い
う
事
実
上
の
関
係
に
従
え
ば
正
当
化
で
き
る
。

　

第
四
は
、
競
争
法
に
お
け
る
地
位
の
中
で
の
区
別
で
あ
る（

99
）。

市
場
で
の
利
用
可
能
性
と
い
う
基
準
は
、
全
て
の
競
争
者
に
平
等
に
保
障
さ

れ
る
競
争
法
上
の
地
位
と
、
所
有
権
へ
の
近
似
性
に
基
づ
い
て
法
益
的
保
護
を
受
け
る
地
位
と
の
境
界
を
示
し
て
い
る（

100
）。

こ
こ
で
は
、
侵
害

利
得
返
還
請
求
権
が
、
特
別
法
上
の
過
失
に
依
拠
し
た
法
的
救
済
を
補
完
す
る
こ
と
に
よ
り
、
競
争
法
に
お
け
る
不
可
欠
の
意
義
（K

raft

）

を
発
揮
す
る
。

　

第
五
に
、
こ
の
基
準
は
、
保
護
さ
れ
た
地
位
が
不
当
利
得
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
金
銭
的
に
ど
れ
だ
け
の

価
値
を
有
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
も
明
ら
か
に
す
る
点
で
あ
る（

101
）。

例
え
ば
、
利
益
返
還
（G

ew
innherausgabe

）
の
義
務
を
認
め
て

し
ま
う
と
、
妨
害
を
し
た
競
争
者
か
ら
奪
い
取
り
す
ぎ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
も
、
挫
折
し
た
機
会
が
そ
れ
自
体
と
し
て
市
場

価
格
を
も
つ
場
合
に
は
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
割
当
に
違
反
し
て
取
得
さ
れ
て
い
る
の
は
、
競
争
機
会
と
し
て
の
出
発
点
た
る
地

位
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
で
は
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
利
点
を
も
つ
市
場
で
の
利
用
可
能
性
と
い
う
基
準
は
、
実
際
に
、
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
支
配
的
見
解
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
三
六
四
八
）
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し
か
し
、
次
の
よ
う
に
、
少
数
な
が
ら
異
説
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

⑶　

不
法
行
為
法
上
の
保
護
の
有
無
を
基
準
に
す
る
見
解

　

そ
の
「
異
説
」
と
は
、
不
法
行
為
法
上
の
保
護
を
不
当
利
得
法
に
接
続
さ
せ
る
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
地
位
に
割

当
内
容
が
与
え
ら
れ
る
か
の
基
準
は
、
原
則
と
し
て
不
法
行
為
法
上
の
保
護
に
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
カ
ナ
ー
リ
ス

（C
laus-W

ilhelm
 C

anaris

）
に
始
ま
る（

102
）。

⒜　

カ
ナ
ー
リ
ス
の
見
解

　

ⅰ　

カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
ま
ず
違
法
性
説
に
対
し
て
、
そ
の
説
が
利
得
者
自
身
の
態
様
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
点
で
、
侵
害
利
得
の
基

礎
と
し
て
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
割
当
内
容
説
が
直
面
し
て
い
る
問
題
に
対
し
て
、
違
法
性
説
の
正

当
な
核
心
（K

ern

）
を
割
当
内
容
説
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
、
割
当
内
容
を
不
法
行
為
か
ら
の
保
護
を
基

準
と
し
て
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、「
不
法
行
為
法
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で
の
問
題
、
す
な
わ
ち
あ
る
財
貨
の
特
定
人
へ
の
割
り
当
て
の
有
無
お
よ
び

そ
の
範
囲
に
つ
い
て
の
判
断
に
関
し
て
、
独
立
し
た
法
律
上
の
準
則
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
し
て
い
る（

103
）」。

そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
一

項
に
言
う
「
権
利
」
お
よ
び
「
法
益
」
の
み
で
な
く
、
八
二
三
条
二
項
の
保
護
法
規
違
反
や
八
二
六
条
の
良
俗
違
反
を
基
準
と
す
る
場
合
で

も
変
わ
ら
な
い
（
し
か
も
こ
れ
は
、
結
果
と
し
て
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
の
立
場
へ
の
回
帰
で
も
あ
る
）。
そ
こ
で
も
、
行
為
可
能
性
や
財
産
的
機

会
と
い
っ
た
特
定
の
財
貨
が
、
第
三
者
に
対
す
る
排
除
効
と
と
も
に
被
保
護
者
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
包

括
的
な
割
り
当
て
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
限
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
法
が
保
護
さ
れ
た
自
由
行
動
の
余
地
を
作
り
出
し
、
そ
れ
が
八
二

　
（
三
六
四
九
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三
条
一
項
の
権
利
お
よ
び
法
益
と
類
似
し
た
機
能
を
完
全
に
果
た
す
こ
と
は
変
わ
ら
な
い（

104
）。

　

も
っ
と
も
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
無
制
限
に
不
法
行
為
法
上
の
保
護
と
侵
害
利
得
法
上
の
保
護
を
一
致
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
不
当
利

得
法
は
利
益
の
調
整
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
問
題
と
な
る
財
貨
に
対
価
適
格
性
（E

ntgeltsfäighkeit

）
が
欠
け
て
い
る
場
合

に
は
、
侵
害
利
得
が
初
め
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
と
す
る（

105
）。

そ
こ
で
対
価
適
格
性
を
も
た
な
い
財
貨
と
し
て
例
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
性
に

関
す
る
自
己
決
定
で
あ
る
。
そ
れ
が
不
法
行
為
法
上
の
保
護
を
受
け
る
割
り
当
て
を
も
つ
こ
と
は
疑
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
価
適
格

性
を
も
た
な
い
結
果
、
性
的
自
由
が
侵
害
さ
れ
て
も
例
え
ば
売
春
の
代
価
に
当
た
る
額
を
侵
害
利
得
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
見
解
と
通
説
の
言
う
市
場
通
用
性
（M

arktgängigkeit

）
の
基
準
と
の
相
違
に
つ
い
て
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
通
説

を
批
判
す
る
。

　
「
解
釈
論
的
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、支
配
的
見
解
が
、そ
れ
︹
市
場
通
用
性
︺
を
割
当
内
容
の
具
体
化

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、

実
際
に
問
題
で
あ
る
の
は
賠
償
可
能
性
の
限
定

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
基
準
と
な
る
視
点
が
、
法0

固
有
の
評
価
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
単
な
る
事
実

0

0

と
し
て
の
市
場
は
、
侵
害
利
得
の
保
護
範
囲
を
決
定
す
る
に
は
初
め
か
ら
不
適
当
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
二
つ
の
観
点
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
。
第
一
に
、
例
え
ば
売
春
に
確
か
な
市
場
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
市
場
は
完
全
に
存
在
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
侵
害
利
得
の
根
拠
と
な
り
え
な
い
財
貨
が
あ
る
。
第
二
に
、
財
貨
の
保
有
者
は
、
そ
の
財
貨
に
つ
い
て
市
場
が
存
在
し

て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
対
価
と
引
き
換
え
で
な
け
れ
ば
そ
れ
を
手
放
さ
な
く
て
よ
い
自
由
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市

場
価
格
が
存
在
し
な
い
場
合
に
、
ド
イ
ツ
民
法
八
一
八
条
二
項
に
お
け
る
価
値
賠
償
と
し
て
﹃
相
当
な
﹄
対
価
を
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る（

106
）」（

強
調
原
文
）。

　

ⅱ　

不
法
行
為
法
上
の
保
護
と
対
価
適
格
性
の
二
重
の
基
準
を
適
用
す
る
具
体
的
な
帰
結
に
つ
い
て
、
争
い
の
多
い
場
面
や
カ
ナ
ー
リ
ス

の
独
自
性
が
現
れ
る
場
面
に
限
定
し
て
触
れ
て
お
く
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
三
六
五
〇
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第
一
は
、
一
般
的
人
格
権
で
あ
る（

107
）。

個
別
の
「
濃
密
化
さ
れ
た
」
形
態
、
例
え
ば
肖
像
な
ど
が
侵
害
利
得
上
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
争

い
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
争
い
が
生
じ
う
る
。
例
え
ば
有
名
な
ス
ポ
ー
ツ
選
手
に
関
す
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
話
題
が
公
表

さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
著
名
人
に
関
す
る
真
実
の
記
事
が
通
常
は
不
法
行
為
と
な
ら
な
い
た
め
に
、
侵
害
利
得
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
当
該
情
報
が
許
さ
れ
な
い
手
段
で
手
に
入
れ
ら
れ
た
場
合
や
無
権
限
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

侵
害
利
得
が
原
則
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
第
三
者
が
自
由
に
入
手
で
き
な
い
情
報
や
私
的
領
域
の
保
護
範

囲
に
含
ま
れ
る
情
報
を
商
業
利
用
す
る
か
否
か
は
被
侵
害
者
の
み
に
決
定
権
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
被
侵
害
者
が
有
名
で
あ
る
か
否
か
は
無

関
係
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
営
業
権
に
つ
い
て
で
あ
る（

108
）。

設
立
さ
れ
か
つ
稼
働
中
の
営
業
に
つ
い
て
の
権
利
は
、
判
例
に
お
い
て
も
不
法
行
為
法
上
の
保
護

を
受
け
て
い
る
が
、カ
ナ
ー
リ
ス
の
立
場
か
ら
は
、こ
の
権
利
そ
れ
自
体
が
保
護
さ
れ
た
こ
と
は
な
い（

109
）。

営
業
権
侵
害
の
典
型
例
で
あ
る
「
無

権
限
の
保
護
権
に
基
づ
く
警
告
」
は
、
む
し
ろ
不
正
競
争
法
上
の
評
価
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
第
三
に
、
不
正
競
争
法
違
反
が
侵
害
利
得
を
根
拠
づ
け
る
の
か
が
問
題
と
な
る（

110
）。

不
法
行
為
法
上
の
保
護
に
基
準
を
合
わ
せ

る
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
も
原
則
的
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
対
価
適
格
性
の
要
請
が
こ
こ
で
も
限
界
を
画
す
る
。
す
な
わ

ち
、競
争
制
限
禁
止
法
（G

W
B

）
一
条
は
、競
争
を
制
限
す
る
よ
う
な
内
容
の
契
約
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
従
え
ば
、
事
業
者
が
競
争
の
機
会
を
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
単
な
る
競
争
機
会
の
侵
害
、
競
争
妨
害
の
場
合
に
は
侵
害

利
得
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
搾
取
的
競
争
（A

usbeutungsw
ettbew

erb

）、
隷
属
的
模
倣
（sklavische 

N
achahm

ung

）、
機
密
漏
洩
（G

eheim
nisverrat

）、
原
型
の
無
権
限
利
用
（V

orlagenfreibeuterei

）
な
ど
は
侵
害
利
得
の
基
礎
と
な
り

う
る
。

　

第
四
に
、
保
護
法
規
違
反
や
良
俗
違
反
の
場
合
に
も
不
正
競
争
違
反
の
場
合
と
同
様
に
し
て
侵
害
利
得
は
生
じ
う
る（

111
）。

例
え
ば
、
新
聞
が

　
（
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六
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一
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ド
イ
ツ
刑
法
二
〇
一
条
二
項
（
盗
聴
の
禁
止
）
に
違
反
し
て
手
に
入
れ
た
情
報
を
公
表
し
た
り
、
弁
理
士
や
公
認
会
計
士
な
ど
が
依
頼
人
か

ら
託
さ
れ
た
秘
密
を
刑
法
二
〇
三
条
（
私
的
秘
密
の
侵
害
）
に
違
反
し
て
金
銭
化
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
侵
害
利
得
に

基
づ
い
て
相
当
な
対
価
を
支
払
う
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

　

ⅲ　

も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
カ
ナ
ー
リ
ス
の
見
解
は
、
結
論
に
お
い
て
通
説
と
そ
れ
ほ
ど
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
上
述
し
た

第
四
の
帰
結
は
お
そ
ら
く
独
自
性
を
も
つ
が
、
現
実
に
は
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ

か
ら
で
あ
る
。

⒝　

コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
の
批
判

　

ⅰ　

カ
ナ
ー
リ
ス
の
見
解
は
現
在
も
そ
れ
ほ
ど
支
持
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
近
時
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
コ
ツ
ィ
オ
ー
ル

（H
elm

ut K
oziol

）
が
こ
れ
を
評
価
す
る
論
稿
を
発
表
し
て
い
る（

112
）。

コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
は
、
以
前
か
ら
不
法
行
為
法
と
不
当
利
得
法
の
調
和
を

主
張
し
て
お
り（

113
）、

そ
の
意
味
で
は
カ
ナ
ー
リ
ス
の
見
解
へ
の
同
調
も
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
の
通
説
へ
の
批
判
は
、

次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。

　

第
一
に
、
財
産
的
価
値
を
も
た
な
い
観
念
的
財
貨
（ideelle G

üter

）
が
不
当
利
得
法
上
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
批
判
で
あ

る（
114
）。

第
二
に
、
財
産
的
価
値
の
あ
る
財
貨
（V

erm
ögensgüter

）
で
あ
っ
て
も
市
場
で
の
利
用
可
能
性
に
よ
っ
て
保
護
の
制
約
を
受
け
る

こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る（

115
）。

例
え
ば
身
体
の
安
全
、
名
誉
、
自
由
と
い
っ
た
市
場
で
の
利
用
可
能
性
を
も
た
な
い
利
益
に
つ
い
て
も
法
秩
序
は

保
護
を
与
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
は
、
不
当
利
得
法
上
の
保
護
を
狭
く
解
す
る
立
場
を
疑
問
視
し
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
出
発
点

―
問
題
で
あ
る
の
は
割
当
内
容
の
具
体
化
で
は
な
く
賠
償
可
能
性
の
限
定
で
あ
る
こ
と
、
単
な
る
事
実
と
し
て
の
市
場
は
侵
害
利
得
の
保

護
範
囲
を
決
定
す
る
に
は
不
適
当
だ
と
い
う
こ
と
―
を
正
当
な
も
の
と
評
価
す
る
。
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し
か
し
、
コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
は
重
要
な
点
に
お
い
て
カ
ナ
ー
リ
ス
か
ら
離
反
す
る
。
カ
ナ
ー
リ
ス
が
主
張
す
る
対
価
適
格
性
と
い
う
限
定
す

ら
放
棄
す
る
の
で
あ
る（

116
）。

こ
の
限
り
に
お
い
て
、
コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
は
通
説
と
カ
ナ
ー
リ
ス
の
両
者
を
相
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
対
価
的
格

性
基
準
に
つ
い
て
の
コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
の
懸
念
は
、
①
観
念
的
財
貨
が
実
体
的
財
貨
よ
り
も
狭
い
保
護
し
か
受
け
ら
れ
な
く
な
る
の
で
は
な
い

か
、
②
違
法
な
態
様
が
割
に
合
う
こ
と
は
な
い
と
の
原
則
、
す
な
わ
ち
予
防
思
想
に
反
し
な
い
か
、
③
カ
ナ
ー
リ
ス
の
強
調
す
る
不
法
行
為

法
上
の
保
護
と
不
当
利
得
法
上
の
保
護
と
の
調
和
と
い
う
考
え
と
一
致
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ツ
ィ
オ
ー

ル
説
に
お
い
て
よ
り
本
質
的
で
あ
る
の
は（

117
）、

次
の
指
摘
で
あ
る
。

　
「
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
、
不
当
利
得
法
上
の
賠
償
可
能
性
が
、
利
用
さ
れ
た
財
貨
に
つ
い
て
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
対
価
適
格
性
が
あ

る
こ
と
と
い
う
要
件
に
結
び
付
け
ら
れ
う
る
の
か
。
な
ぜ
保
有
者
の
不
当
利
得
法
上
の
保
護
要
請
が
、
そ
の
財
貨
の
取
得
に
つ
い
て
侵
害
者

に
金
銭
と
引
き
換
え
で
許
諾
す
る
こ
と
が
法
的
に
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
の
み
で
失
わ
れ
る
の
か
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
損
害
の

填
補
で
は
な
く
利
益
の
調
整
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
区
別
さ
れ
た
取
り
扱
い
を
少
な
く
と
も
簡
単
に
は
正
当
化
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
損
害

賠
償
法
が
観
念
的
財
貨
を
保
護
し
、
そ
の
侵
害
に
お
い
て
原
状
回
復
ま
た
は
金
銭
賠
償
を
予
定
し
て
い
る
な
ら
ば
、
観
念
的
利
益
も
返
還
す

る
か
、
ま
た
は
―
そ
れ
は
通
常
起
こ
り
え
な
い
の
で
―
金
銭
に
よ
っ
て
調
整
す
べ
き
で
は
な
い
の
か（

118
）」。

　

ⅱ　

コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
割
当
内
容
説
の
機
能
と
は
次
の
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
利
得
者
が
不
当
に
利
益
を
得
て
い
る
と
い
う
こ

と
と
、
不
当
利
得
債
権
者
に
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る
根
拠
と
の
「
両
面
的
正
当
化
」
に
奉
仕
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

119
）。

こ
の
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
さ
ら
に
彼
は
、
師
で
も
あ
る
ヴ
ィ
ド
リ
ン
ス
キ
ー
に
従
い
、
私
法
規
範
が
常
に
二
人
以
上
の
当
事
者
間
の
関
係
か
ら
現
れ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
両
面
的
正
当
化
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
財
貨
を
侵
害
さ
れ
た

者
が
侵
害
者
よ
り
も
相
対
的
に
強
く
正
当
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
。

　

コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
説
が
通
説
と
異
な
る
結
果
に
到
る
場
面
と
し
て
は
様
々
な
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
は
次
の
よ

　
（
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う
な
場
合
が
あ
る（

120
）。

国
家
機
密
が
探
り
出
さ
れ
売
り
渡
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
国
家
に
は
そ
の
機
密
を
市
場
で
利
用
で
き
る
可
能
性
は
な

く
こ
れ
に
対
価
適
格
性
も
な
い
が
、
侵
害
利
得
が
認
め
ら
れ
る
。
医
師
な
ど
が
職
業
上
知
り
え
た
秘
密
は
一
般
的
に
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
の

み
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
弁
護
士
や
銀
行
が
職
務
上
知
り
え
た
秘
密
を
自
己
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
そ
れ
を
違
法
に
探
り
出
し
た
者
に
対
し
て
弁
護
士
や
銀
行
は
侵
害
利
得
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
者
が
有
名
人
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
虚
偽
の
内
容
を
含
め
て
捏
造
し
た
場
合
、
対
価
適
格
性
の
立
場
か
ら
は
困
難
に
ぶ
つ
か
る
が
、
こ
れ
を
認
め
な
い
理
由
は

な
い
。
そ
の
ほ
か
、
カ
ナ
ー
リ
ス
が
挙
げ
た
性
的
な
自
己
決
定
へ
の
侵
害
に
つ
い
て
も
、
コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
の
立
場
か
ら
は
侵
害
利
得
を
認
め

な
い
こ
と
を
当
然
視
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。

四　

分
析
と
結
語

　

こ
こ
ま
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
割
当
内
容
」
を
め
ぐ
っ
て
主
張
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
立
場
を
見
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
そ
れ
ら

の
う
ち
の
ど
れ
が
最
も
優
れ
た
見
解
で
あ
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
い
ず
れ
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
作
業
な
の
だ
が
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
こ
う
い
っ
た
様
々
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
の
意
味
を
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
を
も
っ
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
結
語
と
し
た
い
。

⑴　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
焦
点
の
推
移

　

そ
も
そ
も
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
の
主
張
の
立
脚
点
は
、「
不
正
な
行
為
に
対
す
る
非
難
的
対
応
と
し
て
の
利
益
剥
奪
と
い
う
、
権
利
の
外
に
あ

る
理
念
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
不
当
利
得
の
根
拠
か
ら
除
外
し
、
特
定
人
に
法
的
に
与
え
ら
れ
た
利
益
を
直
視
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
権
利

　
（
三
六
五
四
）



侵
害
利
得
論
に
お
け
る
「
割
当
内
容
を
も
つ
権
利
」
の
判
断
構
造

�

六
三
七

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

論
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
権
利
に
は
排
除
効
の
み
で
な
く
利
益
の
割
り
当
て
と
い
う
「
客
観
的
（sachlich

）
な
目
的
」
が
あ
る
こ
と
を

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
（
お
よ
び
ヘ
ッ
ク
）
は
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
権
利
」
概
念
自
体
の
転
換
が
企
図
さ
れ
て
い
た
と
言
え

よ
う
。
し
か
し
、
利
益
を
与
え
て
い
る
の
が
「
権
利
」
で
あ
る
か
否
か
は
大
き
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
権
利
の
目
的
論
を
よ
り
純
化
さ
せ

る
か
た
ち
で
突
き
詰
め
た
の
が
ケ
メ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
権
利
で
あ
れ
保
護
さ
れ
た
地
位
で
あ
れ
、
利
益
の
割

り
当
て
が
あ
れ
ば
侵
害
利
得
の
根
拠
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
権
利
と
事
実
上
の
利
益
の
区
別
も
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
ケ
メ
ラ
ー
は
、
そ
の
両
者
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る（

121
）。

ケ
メ
ラ
ー
は
、
法
秩
序
内
に
お
け
る
利
益
の
割
り
当
て
の
態
様
に
違
い
を
見
出

し
た
の
で
あ
る
。

　

混
乱
が
生
じ
出
し
た
の
は
、
メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
か
ら
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
自
身
は
、
各
権
利
の
具
体
的
内
容
を
分
析
す

る
こ
と
で
確
か
な
結
論
を
得
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
だ
が
、
皮
肉
に
も
、
伝
統
的
な
絶
対
権
以
外
の
地
位
が
保
護
さ
れ
る
か
否
か
に
つ

い
て
明
確
な
基
準
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
そ
の
後
の
議
論
状
況
を
決
定
づ
け
た
。
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ

ー
以
降
、
絶
対
権
が
不
当
利
得
法
上
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
を
前
提
に
、
割
当
内
容
の
具
体
化
と
い
う
名
目
で
、
あ
る
地
位
が
絶
対
権
と
同

様
の
地
位
へ
と
格
上
げ
な
い
し
濃
密
化
さ
れ
る
に
は
何
が
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
へ
と
関
心
が
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
、
現
在
の
通
説
で
あ
る
「
市
場
で
の
利
用
可
能
性
」
基
準
へ
と
つ
な
が
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ナ
ー
リ
ス
や
コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
の
よ
う
な
、
不
法
行
為
法
上
の
保
護
に
基
準
を
あ
わ
せ
る
見
解
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味

を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ナ
ー
リ
ス
と
コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
は
、
対
価
適
格
性
基
準
を
肯
定
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
違
い
も
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
見
解
の
意
義
は
、
そ
の
よ
う
な
細
目
よ
り
も
む
し
ろ
、
メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
以
降
の
見
解
が
い
つ
の
間
に
か
前
提
に
し
て
い
た
立
論

の
出
発
点
を
相
対
化
し
た
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
出
発
点
と
は
す
な
わ
ち
、
絶
対
権
に
つ
い
て
は
侵
害
利
得
を
成
立
さ
せ
る
割

当
内
容
を
疑
わ
ず
、
こ
の
絶
対
権
を
範
と
し
た
格
上
げ
の
基
準
を
探
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ナ
ー
リ
ス
の
提
示
し
た
見

　
（
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解
は
、絶
対
権
で
あ
る
こ
と
を
「
割
当
内
容
」
の
根
拠
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
や
ケ
メ
ラ
ー
が
問
題
と
し
た
、「
割

り
当
て
」
と
は
何
か
と
い
う
根
本
問
題
に
再
び
立
ち
返
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

⑵　

今
後
の
課
題

　

カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
不
法
行
為
法
上
の
保
護
に
基
準
を
合
わ
せ
る
た
め
、
一
見
す
る
と
市
場
で
の
利
用
可
能
性
を
基
準
と
す
る
通
説
と
は
相

当
に
か
け
離
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
同
時
に
対
価
適
格
性
と
い
う
基
準
を
用
い
て
お
り
、
結
果
と
し
て
は
通
説
と
大
き

く
は
異
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
の
よ
う
に
対
価
適
格
性
す
ら
も
否
定
す
る
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
こ
の
点
も
ま
た
相
対
化
さ

れ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、（
コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
の
示
す
基
準
が
正
当
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
と
は
無
関
係
に
）
市
場
で
の
利
用
可
能
性
や
対

価
適
格
性
を
持
ち
出
す
立
場
は
、
侵
害
利
得
の
効
果
が
市
場
に
お
け
る
客
観
的
対
価
の
支
払
い
で
あ
る
こ
と
を
議
論
の
前
提
に
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る（

122
）。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
ド
イ
ツ
（
そ
し
て
日
本
）
に
お
け
る
一
般
的
見
解
で
あ
る
し
、
そ
れ
自
体
は
批
判
す
べ
き
こ
と
で
は

な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
そ
の
当
否
を
論
じ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
「
市
場
で
の
利
用
可
能
性
」
と
い
う
基
準
は
、
確
か
に
目
に
見
え
や
す
い
か
た
ち
で
基
準
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
判
断
基
準
は
、

あ
る
法
的
地
位
に
つ
い
て
侵
害
利
得
に
よ
る
保
護
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
判
断
の
言
い
換
え
で
あ
り
、　

そ
も
そ
も
な
ぜ

「
割
り
当
て
」
が
あ
る
場
合
に
侵
害
利
得
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
基
本
問
題
に
つ
い
て
の
十
分
な
答
え
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
他
方

で
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
対
価
的
格
性
基
準
は
、
侵
害
利
得
の
目
的
は
対
価
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
主
張
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
自
明
性
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
相
対
的
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
検
討
は
侵
害
利
得
制
度
の
目
的
論
に
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る

が
、
そ
の
点
は
次
稿
以
降
に
委
ね
る
。
本
効
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
割
当
内
容
を
も
つ
権
利
へ
の
侵
害
が
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
発

生
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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（
1
）　

不
当
利
得
法
学
に
お
け
る
「
類
型
論
」
と
い
う
立
場
の
定
義
は
、
実
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
不
当
利
得
と
し
て
扱
わ
れ
る
事
例
群
の
中
に
返
還

根
拠
（
不
当
性
）
を
異
に
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
類
型
論
」
と
呼
ぶ
。

（
2
）　

日
本
の
類
型
論
の
歴
史
は
、
磯
村
哲
「
不
当
利
得
に
就
い
て
の
一
考
察
―
利
得
の
不
当
性
を
中
心
と
し
て
―
㈠
、
㈡
、
㈢
」
法
学
論
叢
四
五
巻
六
号
一
〇
六
頁
、

四
六
巻
一
号
八
〇
頁
、
四
七
巻
一
号
一
一
九
頁
（
一
九
四
二
年－

一
九
四
三
年
）（
同
﹃
不
当
利
得
論
考
﹄
一
頁
以
下
（
新
青
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
）
に
始
ま
る
。

そ
こ
で
は
、
ロ
ー
マ
法
上
のcondictio

の
諸
形
態
や
不
当
利
得
の
基
礎
づ
け
に
関
す
る
諸
学
説
の
比
較
法
的
検
討
を
通
し
て
、
ド
イ
ツ
で
類
型
論
を
確
立
し
た
ケ
メ

ラ
ー
よ
り
も
早
い
段
階
で
す
で
に
、
不
当
性
を
類
型
的
に
把
握
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　

内
田
貴
﹃
民
法
Ⅱ
債
権
各
論
︹
第
二
版
︺﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）、
大
村
敦
志
﹃
基
本
民
法
Ⅱ
債
権
各
論
︹
第
二
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
を

筆
頭
に
、さ
ら
に
コ
ン
パ
ク
ト
な
教
科
書
と
し
て
藤
岡
康
宏
ほ
か
﹃
民
法
Ⅳ
債
権
各
論
︹
第
三
版
︺（
有
斐
閣
Ｓ
シ
リ
ー
ズ
）﹄（
有
斐
閣
、二
〇
〇
五
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。

類
型
論
に
触
れ
な
い
教
科
書
や
衡
平
説
に
立
脚
す
る
教
科
書
を
探
す
方
が
お
そ
ら
く
困
難
で
あ
る
。

（
4
）　

例
え
ば
、
最
近
の
判
決
と
し
て
失
念
株
の
売
却
が
問
題
と
な
っ
た
最
判
平
成
一
九
年
三
月
八
日
民
集
六
一
巻
二
号
四
七
九
頁
は
、
判
決
の
冒
頭
で
騙
取
金
弁
済
に

関
す
る
最
判
昭
和
四
九
年
九
月
二
六
日
民
集
二
八
巻
六
号
一
二
四
三
頁
の
判
決
文
を
引
用
し
、「
不
当
利
得
の
制
度
は
、
あ
る
人
の
財
産
的
利
得
が
法
律
上
の
原
因
な

い
し
正
当
な
理
由
を
欠
く
場
合
に
、
法
律
が
、
公
平
の
観
念
に
基
づ
い
て
、
受
益
者
に
そ
の
利
得
の
返
還
義
務
を
負
担
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」
と
明
言
す
る
。

（
5
）　

加
藤
雅
信
﹃
財
産
法
の
体
系
と
不
当
利
得
法
の
構
造
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）（
以
下
﹃
構
造
﹄
で
引
用
）、
同
﹃
事
務
管
理
不
当
利
得
﹄（
三
省
堂
、
一
九
九
九
年
）、

同
﹃
民
法
体
系
Ⅴ
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
︹
第
二
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
6
）　

例
え
ば
潮
見
佳
男
﹃
債
権
各
論
Ⅰ
契
約
法
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
﹄
二
六
七
頁
以
下
（
新
世
社
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
7
）　

松
岡
久
和
「
民
法
学
の
あ
ゆ
み
・
川
角
由
和
﹃
不
当
利
得
と
は
何
か
﹄」
法
律
時
報
七
八
巻
五
号
九
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
年
）。
そ
こ
で
は
、「
い
わ
ば
ム
ー
ド
と

し
て
の
類
型
論
支
持
は
広
が
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
な
視
座
を
細
部
に
わ
た
っ
て
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
最
近
乏
し
く
、
細
部
の
解
釈
論
に
お
い
て
は
、
各
人

各
様
の
類
型
論
と
な
っ
て
実
践
的
な
力
を
発
揮
で
き
な
い
で
い
る
。」
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）　

四
宮
和
夫
﹃
事
務
管
理
・
不
当
利
得
﹄
七
一
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
八
一
年
）、
藤
原
正
則
﹃
不
当
利
得
法
﹄
二
〇
四
頁
（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
9
）　

藤
原
・
前
掲
注
（
8
）
二
〇
七
頁
を
参
照
。

（
10
）　

こ
の
点
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
侵
害
利
得
に
お
け
る
返
還
内
容
の
多
様
性
」
同
志
社
法
学
五
六
巻
五
号
三
五
五
頁
（
二
〇
〇
五
年
）。

（
11
）　

加
藤
・
前
掲
注
（
5
）﹃
構
造
﹄
三
〇
一
頁
。
加
藤
教
授
に
よ
れ
ば
、
財
貨
帰
属
の
保
障
の
社
会
的
な
要
請
に
対
応
す
る
法
規
範
上
の
構
成
に
は
、
三
つ
の
段
階
が

　
（
三
六
五
七
）



侵
害
利
得
論
に
お
け
る
「
割
当
内
容
を
も
つ
権
利
」
の
判
断
構
造

�

六
四
〇

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
要
請
が
非
常
に
強
い
も
の
が
物
権
的
返
還
請
求
権
で
あ
り
、
そ
の
要
請
が
や
や
弱
い
、
あ
る
い
は
強
い
保
護
が
事
実
上
困
難
な
も
の
が
（
帰

属
法
的
）
不
当
利
得
返
還
請
求
権
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
社
会
的
、
事
実
的
な
意
味
で
は
利
益
と
言
え
て
も
、
そ
の
利
益
帰
属
を
保
護
す
る
と
い
う
要
請
が
そ
れ
ほ
ど

強
く
な
く
、
帰
属
法
的
不
当
利
得
規
範
に
よ
る
保
護
の
必
要
が
感
じ
ら
れ
な
い
利
益
も
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
12
）　

加
藤
・
前
掲
注
（
5
）﹃
構
造
﹄
二
九
九
頁
以
下
。
加
藤
教
授
は
、「
物
の
使
用
に
よ
る
利
益
は
、
そ
れ
自
体
直
接
に
所
有
権
の
内
容
―
民
法
二
〇
六
条
の
所
有
物

の
使
用
権
能
―
と
し
て
、
強
い
保
護
を
う
け
る
規
範
的
評
価
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
鉄
道
敷
設
に
伴
う
交
通
の
利
便
と
い
う
利
益
は
、
鉄
道

と
い
う
有
体
物
な
い
し
有
体
的
敷
設
自
体
の
使
用
で
は
な
く
、
鉄
道
所
有
権
の
内
容
か
ら
や
や
迂
遠
な
も
の
と
の
規
範
的
評
価
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
結
果
こ
の
種

の
利
益
が
﹃
反
射
的
利
益
﹄
と
構
成
さ
れ
、
不
当
利
得
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
言
う
（
三
〇
二
頁
）。

（
13
）　

加
藤
・
前
掲
注
（
5
）﹃
構
造
﹄
三
〇
一
頁
。

（
14
）　

加
藤
・
前
掲
注
（
5
）﹃
構
造
﹄
三
〇
二
頁
は
、「
ど
の
種
の
利
益
が
帰
属
法
的
不
当
利
得
規
範
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
ど
の
種
の
利
益
が
保
護
さ
れ
な
い
の
か
も
、

社
会
の
変
化
と
と
も
に
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
同
一
社
会
に
お
い
て
も
そ
の
利
益
の
規
範
的
評
価
が
異
な
れ
ば
ま
た
異
な
っ
て
く
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

（
15
）　

藤
原
・
前
掲
注
（
8
）
二
一
一
頁
。

（
16
）　

藤
原
・
前
掲
注
（
8
）
二
一
二
頁
。

（
17
）　

藤
原
・
前
掲
注
（
8
）
二
一
二
頁
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
行
為
で
保
護
さ
れ
る
権
利
な
い
し
利
益
が
開
か
れ
た
規
範
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
侵
害
利
得
で
問
題
と

な
る
割
当
内
容
も
開
か
れ
た
規
範
と
な
る
。

（
18
）　

長
谷
川
隆
「
無
断
使
用
に
よ
る
権
利
侵
害
と
不
当
利
得
法
的
視
点
⑴ 

⑵
」
富
大
経
済
論
集
三
五
巻
三
号
九
五
頁
、
三
六
巻
二
号
三
〇
三
頁
（
一
九
九
〇
年
）（
特
に

三
六
巻
二
号
三
〇
四
頁
以
下
）
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
比
較
的
詳
細
な
紹
介
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
長
谷
川
教
授
の
問
題
意
識
は
、
本
稿
と
異
な
り
、
無
断
使

用
事
例
に
お
い
て
使
用
料
相
当
額
の
損
害
を
擬
制
し
て
ま
で
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
を
与
え
る
べ
き
な
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
不
当
利
得
法
（
侵
害
利
得
法
）
に

よ
る
保
護
に
よ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
見
解
を
比
較
し
て
検
討
す
る
作
業
は
、
少
な
く
と
も
本
稿
の
問
題
意
識
に
即
し
た

か
た
ち
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

（
19
）　

H
eck, G

rundriß
 des Schuldrechts, S. 421. （1929

）.

（
20
）　

こ
の
点
は
、Jakobs, E

ingriffserw
erb und V

erm
ögensverschiebung, S. 23 （1964

）
やE

llger, B
ereichrung durch E

ingriff, S. 353, 354 （2002

）
な
ど
が

述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
21
）　
︻
ド
イ
ツ
民
法
八
一
二
条
︼（
邦
訳
は
、
椿
寿
夫
＝
右
近
健
男
編
﹃
注
釈
ド
イ
ツ
不
当
利
得
・
不
法
行
為
法
﹄（
三
省
堂
、
一
九
九
〇
年
）
に
拠
っ
た
。）

　
（
三
六
五
八
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⑴　

法
律
上
の
原
因
な
く
他
人
の
給
付
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
他
人
の
損
失
に
よ
り
あ
る
も
の
を
取
得
す
る
者
は
、
そ
の
他
人
に
対
し
て
返
還
義
務

を
負
う
。
こ
の
義
務
は
、
法
律
上
の
原
因
が
後
に
消
滅
し
又
は
法
律
行
為
の
内
容
に
従
え
ば
給
付
が
目
的
と
し
た
結
果
が
生
じ
な
い
場
合
も
、
生
じ
る
。

　
　
　

⑵　

債
権
関
係
の
存
否
を
契
約
に
よ
っ
て
承
認
す
る
こ
と
も
、
給
付
と
み
な
す
。

（
22
）　

H
eck, a.a.O

. （F
n.19

）, S.421.

（
23
）　

V
gl. P

rotokolle, II, S.685.

（
24
）　

H
eck, a.a.O

. （F
n.19

）, S 421.

（
25
）　

H
eck, a.a.O

. （F
n.19

）, S.421.

（
26
）　

H
eck, a.a.O

. 

（F
n.19

）, S.421.　

た
だ
し
、
他
の
規
定
に
よ
っ
て
完
結
的
な
準
則
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
然
に
そ
の
準
則
が
優
先
さ
れ
る
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
、不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
、債
権
者
自
身
が
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
利
益
の
返
還
（H

erausgabe des G
ew

inns

）
に
も
広
が
る
の
は
、「
積

極
要
件
が
存
在
し
、
か
つ
、
特
別
準
則
が
存
在
し
な
い
場
合
」
で
あ
る
（S.421

）。

（
27
）　

H
eck, a.a.O

. （F
n.19

）, S.421.

（
28
）　

H
eck, A

cP
 136, S.112 （1932

）. 
こ
こ
で
の
ヘ
ッ
ク
の
叙
述
は
、L

eonhard, B
esonderes Schuldrecht des B

G
B

 （1931

）
の
書
評
に
お
い
て
、
レ
オ
ン
ハ
ル
ト

（F
ranz L

eonhard

）
へ
の
反
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
は
、
給
付
に
よ
る
利
得
と
「
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
利
得
」
と
を
区
別
し
、「
そ

の
他
の
方
法
に
よ
る
利
得
」
が
財
貨
移
転
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
権
利
状
態
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
す
る
類
別
説
（U

nterscheidungslehre

）
を
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ッ
ク
は
本
文
の
よ
う
に
述
べ
、「
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
は
権
利
の
利
益
内
容
を
見
誤
っ
て
い
る
」
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
（S.112

）。
な
お
、
レ
オ
ン
ハ

ル
ト
の
説
は
、
各
類
型
へ
の
性
質
づ
け
の
点
に
お
い
て
、
現
在
の
類
型
論
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
山

田
幸
二
﹃
現
代
不
当
利
得
法
の
研
究
﹄
一
四
頁
以
下
、
四
八
頁
以
下
（
創
文
社
、
一
九
八
九
年
）、
加
藤
・
前
掲
注
（
5
）﹃
構
造
﹄
一
四
三
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
29
）　

H
eck, a.a.O

. 

（F
n.28

）, S.112. 

ヘ
ッ
ク
は
、
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
が
権
利
の
利
益
面
を
無
視
し
権
利
の
外
形
（R

echtsfiguren

）
を
強
調
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
か
つ

て
の
概
念
法
学
の
名
残
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

（
30
）　

権
利
の
こ
の
よ
う
な
側
面
が
条
文
に
現
れ
て
い
る
場
面
と
し
て
、
故
意
の
侵
害
の
場
合
に
関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
六
八
七
条
二
項
（
い
わ
ゆ
る
準
事
務
管
理
に
つ
い

て
の
規
定
）、
お
よ
び
、
処
分
事
例
に
関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
八
一
六
条
（
無
権
限
の
譲
渡
に
お
け
る
対
価
の
引
渡
義
務
を
定
め
る
規
定
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
権
利

の
も
つ
利
益
内
容
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
行
使
利
益
（A

usübungserw
erb

）
に
つ
い
て
、
特
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
（
所
有
者
―
占
有
者
関
係
に

関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
九
八
七
条
以
下
な
ど
）。
知
的
財
産
権
の
場
面
に
お
け
る
侵
害
利
益
（E

ingriffserw
erb

）
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
特
則
が
な

　
（
三
六
五
九
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い
た
め
争
い
が
生
じ
う
る
と
さ
れ
る
。
ヘ
ッ
ク
は
、そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、「
権
利
の
保
有
者
に
は
、全
収
益
（ganzer E

rtrag

）
が
割
り
当
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

と
述
べ
る
（vgl. H

eck, a.a.O
. （F

n.19

）, S.421

）。
し
か
し
、
具
体
的
効
果
を
導
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
31
）　

W
ilburg, D

ie L
ehre von der ungerechtfertigten B

ereicherung nach österreichischem
 und deutschem

 R
echt （1934

）.

（
32
）　

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
多
く
の
紹
介
や
分
析
が
存
在
す
る
（
例
え
ば
、
松
坂
佐
一
﹃
不
当
利
得
論
﹄
一
六
七
頁
以
下
（
有
斐
閣
、

一
九
五
三
年
）、
同
﹃
事
務
管
理
・
不
当
利
得
︹
新
版
︺﹄
六
四
頁
（
一
九
七
三
年
）、
谷
口
知
平
﹃
不
当
利
得
の
研
究
︹
再
版
︺﹄
五
三
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
六
五

年
）、
山
田
・
前
掲
注
（
28
）
一
六
頁
以
下
、
五
一
頁
以
下
、
加
藤
・
前
掲
注
（
5
）﹃
構
造
﹄
一
五
〇
頁
以
下
、
川
角
由
和
﹃
不
当
利
得
と
は
何
か
﹄
七
三
頁
以
下
（
日

本
評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
田
村
善
之
﹃
知
的
財
産
権
と
損
害
賠
償
︹
新
版
︺﹄
一
〇
四
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
）。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
叙
述

で
は
、
類
型
論
や
給
付
利
得
論
に
つ
い
て
の
言
及
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
て
い
る
。

（
33
）　

W
ilburg, a.a.O

. （F
n.31

）, S.27. 

無
権
限
者
が
得
た
利
益
を
剥
奪
す
る
た
め
の
法
律
構
成
と
し
て
、損
害
賠
償
や
事
務
管
理
に
依
拠
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
、
不
当
利
得
で
は
故
意
過
失
が
必
要
で
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
事
務
管
理
の
基
礎
で
あ
る
利
他
的
意
思
が
欠
如
し
て

い
る
場
合
の
説
明
が
で
き
な
い
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
法
制
度
が
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
な
お
、
ヴ

ィ
ル
ブ
ル
ク
に
影
響
を
与
え
た
見
解
と
し
て
、
シ
ュ
ル
ツ
の
「
侵
害
取
得
に
向
け
ら
れ
た
権
利
の
体
系
」
が
あ
る
（Schulz, System

 der R
echte auf den 

E
ingriffserw

erb, A
cP

 105 （1909

））。
こ
の
見
解
は
、
後
に
ヤ
コ
プ
ス
に
よ
る
再
評
価
が
行
わ
れ
「
違
法
性
説
」
の
基
礎
と
な
る
（vgl. Jakobs, a.a.O

. （F
n.20

））。

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
に
と
っ
て
、
シ
ュ
ル
ツ
の
説
は
、
他
人
の
権
利
へ
の
侵
害
を
要
件
と
す
る
点
で
「
確
固
た
る
基
盤
」
に
立
脚
し
て
お
り
、「
注
目
す
べ
き
前
進
」
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ュ
ル
ツ
は
、
請
求
権
の
内
的
根
拠
を
、
そ
の
侵
害
さ
れ
た
権
利
と
の
関
連
に
求
め
ず
、
侵
害
者
の
財
産
状
態
の
復
元
と
い
う
独

立
し
た
理
念
に
求
め
た
。
こ
れ
は
、「
違
法
な
行
為
か
ら
利
益
を
得
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
シ
ュ
ル
ツ
の
基
本
構
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
刑

法
的
観
点
の
妥
当
性
は
、
侵
害
者
が
軽
過
失
の
場
合
や
無
過
失
で
あ
る
場
合
に
は
妥
当
し
な
い
。
こ
う
し
て
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
、
シ
ュ
ル
ツ
の
見
解
も
否
定
す
る
（
以

上
の
点
に
つ
い
て
、vgl. W

ilburg, a.a.O
. （F

n.31

）, S.25 ff.

）。

（
34
）　

W
ilburg, a.a.O

. （F
n.31

）, S.27.

（
35
）　

W
ilburg, a.a.O

. （F
n.31

）, S.28 ff. 

た
だ
し
、
法
秩
序
が
予
定
し
て
い
る
権
利
な
い
し
利
益
に
つ
い
て
「
全
て
を
概
観
し
つ
く
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
さ
れ

て
い
る
（S.36

）。
そ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
権
利
な
い
し
利
益
の
範
囲
は
相
当
に
広
い
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
帰
納
的
に
何
ら
か
の
法
命
題
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

（
36
）　

W
ilburg, a.a.O

. （F
n.31

）, S. 28 ff.

　
（
三
六
六
〇
）



侵
害
利
得
論
に
お
け
る
「
割
当
内
容
を
も
つ
権
利
」
の
判
断
構
造

�

六
四
三

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

（
37
）　

W
ilburg, a.a.O

. （F
n.31

）, S. 49.
（
38
）　

W
ilburg, a.a.O

. （F
n.31

）, S.37.
（
39
）　

W
ilburg, a.a.O

. （F
n.31

）, S.44.

（
40
）　

W
ilburg, a.a.O

. （F
n.31

）, S.45.

（
41
）　

W
ilburg, a.a.O

. （F
n.31

）, S.46.

（
42
）　

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
と
同
様
に
、
ケ
メ
ラ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
も
、
非
常
に
多
く
の
紹
介
や
分
析
が
存
在
す
る
（
磯
村
哲
「
カ
ェ
メ
ラ
ー
﹃
不
当
利
得
﹄」
法
学
論
叢

六
三
巻
三
号
一
二
四
頁
（
一
九
五
七
年
）（
同
﹃
不
当
利
得
論
考
﹄
二
一
一
頁
（
新
青
出
版
・
二
〇
〇
六
年
所
収
）、加
藤
・
前
掲
注
（
5
）﹃
構
造
﹄
一
六
四
頁
以
下
な
ど
）。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
類
型
論
全
体
に
つ
い
て
の
言
及
は
避
け
、
ど
の
よ
う
な
権
利
に
割
当
内
容
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
ケ
メ
ラ
ー
の
考
え
に
照
準

を
絞
る
こ
と
に
す
る
。

（
43
）　

von C
aem

m
erer, B

ereicherung und unerlaubte H
andlung, in: F

estschrift für E
rnst R

abel, B
d. I, S. 352 ff. （1954

）, in: v. C
aem

m
erer, G

esam
m

elte 

Schriften, B
d. 1, S. 228 ff.　

（1968
）. 
な
お
、
以
下
の
引
用
頁
は
全
て
後
者
の
論
文
集
の
も
の
で
あ
る
。

（
44
）　

な
お
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
と
ケ
メ
ラ
ー
は
、
と
も
に
「
権
利
の
割
当
内
容
」
を
侵
害
利
得
に
お
け
る
不
当
性
の
根
拠
と
し
て
理
解
し
な
が
ら
、
そ
の
効
果
論
に
お
い

て
相
違
が
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注
（
10
）
を
参
照
）。
こ
れ
は
、
割
当
内
容
を
も
つ
権
利
の
侵
害
か
ら
利
得
返
還
が
生
じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
問
題

で
あ
り
、
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
は
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
問
題
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き

な
い
。

（
45
）　

von C
aem

m
erer, a.a.O

. （F
n.43

）, S.229. 

前
者
の
例
と
し
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
人
が
誤
っ
て
自
分
の
所
有
す
る
燃
料
を
中
央
暖
房
に
用
い
た
場
合
が
挙
げ

ら
れ
て
お
り
、
後
者
の
例
と
し
て
は
、
第
三
者
が
他
人
の
建
築
資
材
を
あ
る
家
の
建
築
に
用
い
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
行
為
者
で
は
な
く
、

利
益
を
受
け
た
者
が
被
告
に
な
る
。

（
46
）　

von C
aem

m
erer, a.a.O

. （F
n.43

）, S.229.

（
47
）　

von C
aem

m
erer, a.a.O

. （F
n.43

）, S.229 f.

（
48
）　

利
得
の
返
還
に
つ
い
て
規
定
を
置
か
な
い
特
許
法
や
実
用
新
案
権
法
を
、
完
結
的
準
則
と
考
え
た
た
め
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
村
・
前
掲
注
（
32
）
一
〇
三

頁
以
下
を
参
照
。

（
49
）　

得
べ
か
り
し
利
益
、
相
当
な
ラ
イ
セ
ン
ス
料
、
侵
害
者
の
得
た
利
益
（G

ew
inn

）
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
損
害
を
算
定
す
る
方
法
。
こ
の
う
ち
、
得
べ
か
り
し
利

　
（
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六
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益
以
外
は
純
粋
な
意
味
で
の
損
害
算
定
で
は
な
く
、
相
当
な
ラ
イ
セ
ン
ス
料
は
不
当
利
得
の
効
果
に
、
侵
害
者
の
得
た
利
益
は
準
事
務
管
理
の
効
果
に
そ
れ
ぞ
れ
相

当
す
る
と
言
う
（vgl. von C

aem
m

erer, a.a.O
. （F

n.43

）, S.230 f.

）。

（
50
）　

von C
aem

m
erer, a.a.O

. （F
n.43

）, S.230 f.

（
51
）　

von C
aem

m
erer, a.a.O

. 

（F
n.43

）, S.231 f. 

差
し
押
さ
え
を
受
け
た
債
権
が
、
す
で
に
そ
の
債
権
を
譲
り
受
け
て
い
た
第
三
者
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
た
場
合
や
、

同
一
の
債
権
に
つ
い
て
複
数
の
差
し
押
さ
え
が
重
な
る
場
合
な
ど
に
も
争
い
が
生
じ
う
る
と
す
る
。

（
52
）　

von C
aem

m
erer, a.a.O

. （F
n.43

）, S.270 ff.

（
53
）　

von C
aem

m
erer, a.a.O

. （F
n.43

）, S.273.

（
54
）　

von C
aem

m
erer, a.a.O

. （F
n.43

）, S.274.

（
55
）　

von C
aem

m
erer, a.a.O

. （F
n.43

）, S.275.

（
56
）　

von C
aem

m
erer, a.a.O

. （F
n.43

）, S.275.

（
57
）　

von C
aem

m
erer, a.a.O

. （F
n.43

）, S.275.

（
58
）　

von C
aem

m
erer, a.a.O

. （F
n.43

）, S.276 f.

（
59
）　

M
estm

äcker, E
ingriffserw

erb und R
echtsverletzung in der ungerechtfertigten B

ereicherung, JZ
 1958, S.521.

（
60
）　

vgl. M
estm

äcker, a.a.O
. （F

n.59

）, S.522, rechte Spalte.

（
61
）　

M
estm

äcker, a.a.O
. （F

n.59

）, S.524, rechte Spalte. 
ま
た
メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
は
、「
権
利
者
に
は
、
権
利
の
与
え
る
収
益
（N

utzungen

）
お
よ
び
使
用
利
益
が

常
に
法
上
当
然
に
ド
イ
ツ
民
法
八
一
二
条
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
も
立
て
て
い
る
（S.523, rechte Spalte

）。
こ
れ
は
主
と
し
て
返

還
義
務
の
発
生
時
期
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
は
、
ド
イ
ツ
民
法
九
八
七
条
以
下
の
所
有
者

―
占
有
者
関
係
に
関
す
る
規
定
の
内
容
に
着
目
し
て
い
る
（
そ
こ
で
は
、
果
実
の
返
還
範
囲
に
関
し
て
、
利
得
者
の
善
意
・
悪
意
、
訴
訟
係
属
前
・
後
に
従
っ
た
区

別
が
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
点
に
関
す
る
メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
川
角
・
前
掲
注
（
32
）
一
〇
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
62
）　

M
estm

äcker, a.a.O
. （F

n.59

）, S.524, rechte Spalte.

（
63
）　

M
estm

äcker, a.a.O
. （F

n.59

）, S.524, rechte Spalte.

（
64
）　

M
estm

äcker, a.a.O
. （F

n.59

）, S.525, linke Spalte.

（
65
）　

M
estm

äcker, a.a.O
. （F

n.59

）, S.525, rechte Spalte.
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（
66
）　

M
estm

äcker, a.a.O
. （F

n.59

）, S.526, linke Spalte.
（
67
）　

M
estm

äcker, a.a.O
. （F

n.59

）, S.526, rechte Spalte.
（
68
）　

Jakobs, a.a.O
. 

（F
n.20

）, S.104. 

ま
た
、
ヤ
コ
プ
ス
は
、
メ
ス
ト
メ
ッ
カ
ー
に
対
し
て
、
絶
対
権
の
み
で
な
く
、
一
般
に
、
財
産
を
保
護
す
る
法
命
題
も
不
当
利

得
返
還
請
求
権
の
十
分
な
根
拠
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
を
扱
っ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
（S.103

）。
な
お
、
ヤ
コ
プ
ス
説
の
全
容
に
つ
い
て
は
、
川
角
・
前
掲
注

（
32
）
八
一
頁
以
下
お
よ
び
藤
原
正
則
「
侵
害
不
当
利
得
法
の
現
状
―
代
償
請
求
と
利
益
の
返
還
（G

ew
innherausgabe

）
―
」
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
六
号

一
七
〇
頁
を
参
照
。

（
69
）　

侵
害
の
違
法
性
を
侵
害
利
得
の
根
拠
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
利
得
が
被
侵
害
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
根
拠
を
説
明
で
き
な
い
。

（
70
）　

K
leinheyer, R

echtsgutsverw
endung und B

ereicherungsausgleich, JZ
 1970, S. 472, rechte Spalte.

（
71
）　

K
leinheyer, a.a.O

. （F
n.70

）, S.473 rechte Spalte, vgl. S.471 linke Spalte f.

（
72
）　

ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
は
、
利
用
の
成
果
（E

rfolg

）
の
割
り
当
て
は
問
題
に
な
ら
ず
、
権
利
の
割
当
内
容
は
客
体
に
関
す
る
権
限
（B

efugnisse

）
の
割
り
当
て
で

尽
き
て
い
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
お
い
て
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
説
と
割
当
内
容
説
と
に
絶
対
的
な
差
を
見
出
せ
る
か
に
つ
い
て
は
、
割
当
内
容
説
の
効

果
論
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
73
）　

K
leinheyer, a.a.O

. （F
n.70

）, S.473 rechte Spalte. 

以
上
の
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
の
見
解
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
一
二

条
の
「
損
失
に
お
い
て
（auf K

osten

）」
要
件
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
要
件
の
解
釈
に
お
い
て
し
ば
し
ば
「
財
産
的
損
害
」
の
発
生
が
要
求
さ
れ
て
き
た
が
、「
損
害
」

は
他
人
の
法
益
の
利
用
が
引
き
起
こ
す
一
徴
表
に
過
ぎ
ず
、
重
要
な
の
は
む
し
ろ
「
法
益
の
利
用
」
だ
と
す
る
。

（
74
）　

な
お
、
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
は
、
割
当
内
容
説
に
全
面
的
に
賛
同
し
て
い
た
旧
説
を
改
め
て
い
る
（
旧
説
に
つ
い
て
は
、K

leinheyer, E
ingriffsbereicherung 

durch unbefugute N
utzung und W

ertersatz, JZ
 1961, S.473

を
参
照
）。

（
75
）　

K
leinheyer, a.a.O

. （F
n.70

）, S.475 linke Spalte.

（
76
）　

そ
こ
で
は
、
競
争
違
反
に
よ
っ
て
「
設
立
さ
れ
か
つ
稼
働
中
の
営
業
に
つ
い
て
の
権
利
」
を
侵
害
さ
れ
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（K

leinheyer, a.a.O
. 

（F
n.70

）, S.476 linke Spalte

）。
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
権
利
が
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
一
項
に
言
う
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

二
項
の
定
め
る
保
護
法
規
に
違
反
し
た
侵
害
と
し
て
保
護
さ
れ
る
の
か
は
不
確
定
で
あ
っ
た
。

（
77
）　

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
設
立
さ
れ
か
つ
稼
働
中
の
営
業
に
つ
い
て
の
権
利
お
よ
び
一
般
人
格
権
が
不
法
行
為
法
上
の
保
護
を
受
け
る
権
利
と
し
て
創
設
さ
れ
て
き

た
経
緯
お
よ
び
こ
の
権
利
の
性
質
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
も
す
で
に
多
く
の
文
献
に
よ
っ
て
紹
介
な
い
し
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
権
利
に
つ
い
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て
全
体
を
鳥
瞰
で
き
る
も
の
と
し
て
、
Ｅ
・
ド
イ
チ
ュ
／
Ｈ－

Ｊ.

ア
ー
レ
ン
ス
著
＝
浦
川
道
太
郎
訳
﹃
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
﹄
一
二
九
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、

二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
78
）　

M
ünchK

om
m

/L
ieb, 4. A

ufl., §
812 R

dn. 245 （2004

）. 

た
だ
し
、
リ
ー
プ
説
が
主
張
さ
れ
た
の
は
一
九
七
七
年
の
段
階
で
あ
る
。

（
79
）　

L
ieb, a. a. O

. （F
n.79

）, §
812 R

dn. 246.

（
80
）　

前
掲
注
（
68
）・（
69
）
を
参
照
。

（
81
）　

L
ieb, a. a. O

. （F
n.79

）, §
812 R

dn. 248. 

リ
ー
プ
の
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
債
権
者
側
の
損
害
の
発
生
や
財
貨
移
転
の
直
接
性
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
不
当
利
得
法
上
の
被
害
」
で
あ
っ
て
、「
侵
害
利
得
に
お
い
て
通
常
問
題
に
な
る
価
値
賠
償
を
積
極
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
」
の

み
で
あ
る
（R

dn. 249
）。

（
82
）　

リ
ー
プ
の
見
解
の
特
徴
は
、
債
権
者
の
「
収
益
可
能
性
（N

utzungsm
öglichkeiten

）」
を
ド
イ
ツ
民
法
八
一
二
条
の
債
務
者
が
「
取
得
し
た
も
の
（etw

as 

erlangtes

）」
と
捉
え
る
点
に
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、L

ieb, N
utzungsm

öglichkeiten als G
egenstand von B

ereicherungsansprüchen: Z
ugleich eine 

Stellungnam
e zum

 „F
lugreise “ -U

rteil des B
G

H
, N

JW
 1971, S. 1289 ff.

で
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
論
稿
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
川
角
・
前
掲
注

（
32
）
一
四
〇
頁
以
下
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
）。

（
83
）　

L
ieb, a. a. O

. （F
n.79

）, §
812 R

dn. 249.

（
84
）　

H
üffer, D

ie E
ingriffskondiktion, JuS 1981, S. 263. 

な
お
、
人
格
権
侵
害
の
場
面
に
限
っ
て
割
当
内
容
の
問
題
を
考
察
し
、
ヒ
ュ
ッ
フ
ァ
ー
と
同
様
の
判
断
基

準
を
示
す
も
の
と
し
て
、Schlechtriem

, B
ereicherung aus frem

dem
 P

ersönlichkeitsrecht, in: F
estschrift für W

olfgang H
eferm

ehl, S.445 （1976

）
が
あ

る
。

（
85
）　

H
üffer, a.a.O

. （F
n.84

）, S.263, rechte Spalte.

（
86
）　

H
üffer, a.a.O

. （F
n.84

）, S.263, rechte Spalte.

（
87
）　

H
üffer, a.a.O

. （F
n.84

）, S.263, rechte Spalte.

（
88
）　

H
üffer, a.a.O

. （F
n.84

）, S.265, linke Spalte.

（
89
）　

H
üffer, a.a.O

. （F
n.84

）, S.265, linke Spalte.

（
90
）　
︻
旧
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
一
七
条
︼（
訳
文
は
、
田
村
善
之
「
ド
イ
ツ
の
不
正
競
争
防
止
法
（
訳
文
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
九
三
号
九
二
頁
（
一
九
九
二
年
）
に

拠
っ
た
。）

　
（
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⑴　

事
業
体
の
従
業
者
、
労
働
者
、
見
習
人
と
し
て
、
雇
用
関
係
に
基
づ
い
て
打
ち
明
け
ら
れ
た
か
、
ま
た
は
、
知
り
う
る
こ
と
と
な
っ
た
営
業
上
も
し
く
は
事

業
上
の
秘
密
を
、
雇
用
関
係
の
継
続
期
間
中
に
無
権
限
に
、
競
争
の
目
的
で
、
あ
る
い
は
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
事
業
主
に
損
害
を
加
え
る
意

図
を
以
て
、
他
人
に
開
示
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

　
　
　

⑵　

競
争
の
目
的
で
、
あ
る
い
は
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
事
業
主
に
損
害
を
加
え
る
意
図
を
以
て
、
以
下
の
行
為
を
な
す
者
は
前
項
と
同
一

の
刑
に
処
す
る
。

　
　
　
　

1
．
営
業
上
も
し
く
は
事
業
場
の
秘
密
を

　
　
　
　

a
．
技
術
的
手
段
の
利
用
に
よ
り
、

　
　
　
　

b
．
秘
密
を
化
体
す
る
複
製
物
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
　
　

c
．
秘
密
が
化
体
さ
れ
た
物
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　

無
権
限
に
入
手
す
る
か
、
ま
た
は
確
保
す
る
。

　
　
　
　

2
．
第
一
項
に
掲
げ
た
開
示
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
も
し
く
は
、
自
己
な
い
し
他
人
の
前
号
に
規
定
し
た
行
為
に
よ
り
取
得
し
、
ま
た
は
、
そ
の
他
の
方
法
に

よ
り
無
権
限
に
入
手
、
確
保
し
た
営
業
上
も
し
く
は
事
業
上
の
秘
密
を
無
権
限
に
使
用
す
る
か
、
ま
た
は
、
他
人
に
開
示
す
る
。

　
　
　

⑶　

本
条
の
罪
の
未
遂
犯
は
、
こ
れ
を
処
罰
す
る
。

　
　
　

⑷　

特
に
重
大
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
に
処
す
る
。
行
為
者
が
開
示
の
際
に
秘
密
が
国
外
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
か
、
ま
た
は
自
ら
国
外
に
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、
通
常
は
重
大
な
事
例
と
な
る
。

　
　
　
︻
旧
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
一
八
条
︼

　
　
　

業
務
上
の
取
引
に
お
い
て
託
さ
れ
た
原
型
ま
た
は
技
術
上
の
指
図
書
、
特
に
図
面
、
雛
形
、
型
板
、
型
紙
、
処
方
書
を
、
競
争
の
目
的
で
、
ま
た
は
自
己
の
た
め

に
無
権
限
に
利
用
す
る
か
、
ま
た
は
他
人
に
開
示
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
に
処
す
る
。

（
91
）　
「
設
立
さ
れ
か
つ
稼
働
中
の
営
業
に
つ
い
て
の
権
利
」
と
「
権
限
の
な
い
保
護
権
に
基
づ
く
警
告
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
錦
織
成
史
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
営
業
保

護
の
法
発
展
（
下
）
―
判
例
に
み
る
民
事
不
法
二
元
論
の
一
局
面
―
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
五
三
号
二
六
頁
（
一
九
七
八
年
）、
Ｅ
・
ド
イ
チ
ュ
／
Ｈ－

Ｊ.

ア
ー
レ

ン
ス
・
前
掲
注
（
77
）
一
三
〇
頁
を
参
照
。

（
92
）　

H
üffer, a.a.O

. （F
n.84

）, S.265, linke Spalte.

（
93
）　

も
っ
と
も
、
ヒ
ュ
ッ
フ
ァ
ー
が
自
説
を
表
明
し
た
論
稿
は
、
そ
も
そ
も
侵
害
利
得
に
つ
い
て
網
羅
的
な
解
説
を
加
え
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
三
六
六
五
）



侵
害
利
得
論
に
お
け
る
「
割
当
内
容
を
も
つ
権
利
」
の
判
断
構
造

�

六
四
八

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

（
94
）　

R
euter/M

artinek, U
ngerechtfertigte B

ereicherung, H
andbuch des Schuldrechts B

d. 4, S.248 ff. （1983

）.
（
95
）　

R
euter/M

artinek, a.a.O
. （F

n.94

）, S.256.
（
96
）　

R
euter/M

artinek, a.a.O
. （F

n.94

）, S.258.

（
97
）　

R
euter/M

artinek, a.a.O
. （F

n.94

）, S.259.

（
98
）　

R
euter/M

artinek, a.a.O
. （F

n.94

）, S.259.

（
99
）　

R
euter/M

artinek, a.a.O
. （F

n.94

）, S.259 f.

（
100
）　

取
引
に
参
加
し
て
い
る
集
団
が
、
保
護
さ
れ
た
地
位
の
「
売
却
」
ま
た
は
「
賃
貸
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
保
有
者
に
割
り
当
て
ら
れ
た
価
値
で
あ
る
と
考
え
る
場

合
に
初
め
て
、
不
当
利
得
的
武
装
へ
の
境
界
線
を
越
え
る
と
さ
れ
る
。

（
101
）　

R
euter/M

artinek, a.a.O
. （F

n.94

）, S.260.

（
102
）　

L
arenz/C

anaris, L
ehrbuch des Schuldrechts, B

and II, H
albband 2, B

esonderer Teil, 13. A
uflage, S.170 （1994

）.

（
103
）　

L
arenz/C

anaris, a.a.O
. （F

n.102
）, S.170.

（
104
）　

な
お
、
差
止
請
求
権
の
存
否
を
基
準
と
す
る
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
説
に
対
し
て
は
、
問
題
と
な
る
地
位
が
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て

差
止
請
求
権
の
成
否
が
決
ま
る
と
す
る
（L

arenz/C
anaris, a.a.O

. （F
n.102

）, S.171

）。

（
105
）　

L
arenz/C

anaris, a.a.O
. （F

n.102

）, S.171.

（
106
）　

L
arenz/C

anaris, a.a.O
. （F

n.102

）, S.172.

（
107
）　

L
arenz/C

anaris, a.a.O
. （F

n.102

）, S.173 f.

（
108
）　

L
arenz/C

anaris, a.a.O
. （F

n.102

）, S.175.

（
109
）　

V
gl. L

arenz/C
anaris, a.a.O

. （F
n.102

）, S.560 f.

（
110
）　

L
arenz/C

anaris, a.a.O
. （F

n.102

）, S.175 f.

（
111
）　

L
arenz/C

anaris, a.a.O
. （F

n.102

）, S.177.

（
112
）　

K
oziol, B

ereicherungsansprüche bei E
ingriffen in nicht entgeltsfähige G

üter?, F
estschrift für W

olfgang W
iegand, S.449 （2005

）.

（
113
）　

K
oziol, D

ie B
ereich

eru
n

g d
es S

ch
äd

igers als sch
ad

en
ersatzrech

tlich
es Z

u
rech

n
u

n
gselem

en
t?: Z

u
r A

u
flockeru

n
g d

er G
ren

ze zw
isch

en 

Schadenersatz- und B
ereicherungsrecht, F

estschrift für F
ranz B

ydlinski, S.175 （2002
）.

　
（
三
六
六
六
）



侵
害
利
得
論
に
お
け
る
「
割
当
内
容
を
も
つ
権
利
」
の
判
断
構
造

�

六
四
九

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

（
114
）　

K
oziol, a.a.O

. （F
n.113

）, S.450.
（
115
）　

K
oziol, a.a.O

. （F
n.113

）, S.451 f.
（
116
）　

K
oziol, a.a.O

. （F
n.113

）, S.452 f.

（
117
）　

コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
自
身
、
例
え
ば
人
格
権
の
侵
害
に
お
い
て
は
す
で
に
広
い
範
囲
で
割
当
内
容
を
も
つ
財
産
権
的
側
面
が
承
認
さ
れ
て
お
り
、
結
果
に
お
い
て
そ
れ

ほ
ど
大
き
な
相
違
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
（K

oziol, a.a.O
. （F

n.113

）, S.453

）。

（
118
）　

K
oziol, a.a.O

. （F
n.113

）, S.454.

（
119
）　

K
oziol, a.a.O

. （F
n.113

）, S.455.

（
120
）　

K
oziol, a.a.O

. （F
n.113

）, S.461 ff.

（
121
）　

た
だ
し
、
保
護
さ
れ
た
地
位
が
絶
対
権
へ
と
格
上
げ
さ
れ
う
る
こ
と
を
ケ
メ
ラ
ー
が
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
。

（
122
）　

も
っ
と
も
、
コ
ツ
ィ
オ
ー
ル
の
侵
害
利
得
効
果
論
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
相
対
的
に
正
当
な
側
の
当
事
者
に
利
益
を
与
え
る
べ
き
と
の
立
場

な
ど
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
客
観
的
対
価
の
支
払
い
へ
の
限
定
を
考
え
て
は
い
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

本
稿
は
、
平
成
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
））
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
（
三
六
六
七
）


