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一
、
は
じ
め
に

「
転（
１
）

換
」
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
法
律
行
為
が
何
ら
か
の
原
因
で
無
効
で
あ
る
が
、
同
時
に
別
の
法
律
行
為
の
要
件
に

適
合
し
て
い
る
場
合
に
、
一
定
の
要
件
の
も
と
に
そ
の
別
の
法
律
行
為
と
し
て
効
力
を
認
め
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
諸
外
国（
２
）

法
に
は
民
法

上
の
規
定
と
し
て
存
在
す
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
た
め
判
例
・
学
説
上
論
じ
ら
れ
る
機
会
が
多
い
。
日
本
民
法
上
は
直
接
こ
の
法
理
を

承
認
す
る
規
定
は
存
在
し
な（
３
）

い
。
判
例
上
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
家

族
法
等
、
分
野
が
限
ら
れ
る
。
学
説
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
て
、
議
論
は
活
発
で
は
な
く
、
そ
の
法
的
位
置
づ
け
も
次
に
見
る

よ
う
に
、
一
定
し
て
い
な
い
。

転
換
は
、
元
来
教
会
法
に
淵（
３a
）

源
を
も
つ
と
さ
れ
、
一
八
世
紀
の
一
学（
４
）

説
の
主
張
で
明
確
化
さ
れ
、
ド
イ
ツ
民
法
に
採
用
さ
れ
、
他
の

法
に
継
受
さ
れ
る
過
程
を
た
ど
っ
た
。
当
初
よ
り
転
換
と
解
釈
の
密
接
な
関
係
な
い
し
両
制
度
相
互
の
相
違
の
有
無
が
議
論
さ
れ
て
い

る
。
ド
イ
ツ
の
通（
５
）

説
・
判
例
は
民
法
典
上
の
規
定
の
存
在
ゆ
え
か
、
現
在
で
も
な
お
解
釈
と
区
別
さ
れ
た
法
理
と
い
う
理
解
（
解
釈
は
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確
認
的
機
能
、
転
換
は
形
成
的
機
能
）
を
維
持
す
る
が
、
当
事
者
の
推
定
的
・
仮
定
的
意
思
を
活
用
す
る
補
充
的
解
釈
と
し
て
の
一
手

法
と
す
る
見
解
も
有
力
で
あ（
６
）

る
。

ち
な
み
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
契
約
法
典
を
め
ざ
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
法
律
家
ア
カ
デ
ミ
ー
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
草
案
（
通
称

パ
ヴ
ィ
ア
草
案（
７
）

）
の
一
四
四
、
一
四
五（
８
）

条
は
、
一
部
無
効
と
転
換
を
そ
れ
ぞ
れ
規
定
す
る
が
、
内
容
は
相
互
に
対
応
す
る
も
の
が
多
く
、

公
序
良
俗
・
強
行
法
規
違
反
の
場
合
に
は
、
無
効
の
否
定
的
要
素
が
大
き
く
、
一
部
無
効
も
転
換
も
用
い
え
な
い
こ
と
、
当
事
者
の
反

対
の
意
思
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
も
同
様
に
用
い
え
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
。
こ
の
点
は
、
い
わ
ゆ
る
公
益
的
無
効
の
場
合
に
は
転
換

法
理
が
用
い
え
な
い
こ
と
、
当
事
者
の
明
ら
か
な
意
思
に
反
す
る
形
で
の
転
換
法
理
適
用
も
で
き
な
い
こ
と
を
示
唆
し
、
こ
の
法
理
適

用
の
制
限
的
要
件
を
示
す
が
、
そ
れ
が
一
般
の
法
律
行
為
解
釈
の
際
の
制
約
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
法
理
が
解
釈
に
際
し

て
考
慮
さ
れ
る
技
法
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

法
典
上
に
転
換
法
理
に
つ
き
、
明
文
が
あ
る
こ
と
は
、
当
該
法
典
の
解
釈
学
上
、
そ
の
規
定
に
何
ら
か
の
意
味
を
持
た
せ
よ
う
と
す

る
傾
き
な
い
し
は
理
由
付
け
補
強
の
た
め
の
援
用
を
も
た
ら
す
。
例
え
ば
、
明
文
規
定
を
有
す
る
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
転
換
判
例
の

多
さ
や
議
論
の
豊
富
さ
は
こ
の
よ
う
な
背
景
を
抜
き
に
は
理
解
で
き
な
い
だ
ろ（
９
）

う
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
転
換
法
理
の
ル
ー
ツ

を
分
析
す
る
こ
と
で
、
転
換
法
理
が
一
時
期
の
解
釈
方
法
論
の
制
約
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
立
場
は

批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

転
換
法
理
に
比
較
的
冷
淡
な
国
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
状
況
は
決
定
的
に
異
な
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ

（
１０
）

る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
実
質
的
に
転
換
を
承
認
し
た
と
見
う
る
判
決
（
為
替
手
形
の
要
件
不
備
の
場
合
の
約
束
手
形
等
へ
の
転

換
、
利
率
の
記
載
な
き
貸
借
の
債
務
承
認
へ
の
転
換
、
無
効
な
保
証
契
約
の
転
換
、
無
効
な
保
険
契
約
の
無
名
交
換
契
約
へ
の
転
換
な

（
１１
）

ど
）
は
存
在
し
、
転
換
法
理
を
対
象
と
す
る
文（
１２
）

献
も
少
な
く
な
い
が
、
規
定
が
な
い
た
め
か
独
自
の
法
理
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
と
す
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る
姿
勢
は
全
体
と
し
て
は
低
調
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
当
事
者
の
経
済
的
目
的
の
探
求
の
必
要
性
、
十
分
な
実
定
法
上

の
基
礎
の
発
見
の
必
要
性
、
当
初
の
行
為
（
に
含
ま
れ
て
い
た
要
素
の
活
用
）
に
由
来
す
る
制
約
が
裁
判
官
の
裁
量
を
限
定
し
て
い
る

こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
同
時
に
、
一
部
無
効
と
同
様
に
、（
制
約
の
多
さ
を
自
覚
し
つ
つ
も
）
無
効
の
厳
格
さ
を
緩
和
す
る

一
手
段
と
し
て
の
意
義
を
再
評
価
す
べ
き
と
す
る
学（
１３
）

説
も
あ
る
。

転
換
法
理
と
、
他
の
法
理
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
一
部
無
効
は
、
無
効
の
及
ぶ
範
囲
を
量
的
に
限
定
し
て
、
そ
の
反

面
及
ば
な
い
と
さ
れ
た
部
分
は
有
効
と
し
て
保
持
す
る
解
釈
手
法
で
あ
る
が
、
他
方
、
転
換
は
当
初
の
法
的
形
式
に
お
け
る
全
部
無
効

を
別
の
法
的
形
式
に
お
い
て
承
認
す
る
解
釈
手
法
で
あ
り
、
そ
の
手
法
に
は
共
通
性
が
あ（
１４
）

る
。
無
効
行
為
の
追
認
は
、
法
理
と
し
て
の

明
確
さ
に
欠
け
る
が
、
取
消
の
追
認
と
比
較
す
れ
ば
、
全
部
無
効
な
行
為
の
部
分
的
活
用
と
い
う
点
で
、
こ
こ
で
も
そ
の
手
法
に
共
通

性
が
あ
る
。

二
、
要
件
・
効
果

「
転
換
」
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
法
律
行
為
が
何
ら
か
の
原
因
で
無
効
で
あ
る
が
、
そ
の
行
為
の
基
礎
に
あ
る
社
会
的

事
実
が
同
時
に
別
の
法
律
行
為
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
、
一
定
の
要
件
の
も
と
に
そ
の
別
の
法
律
行
為
と
し
て
効
力
を
認
め

る
こ
と
と
さ
れ
る
。

一
定
の
要
件
と
は
、
通
常
は
ド
イ
ツ
民
法
の
一
四
〇
条
の
規
定
に
な
ら
い
、
当
事
者
の
仮
定
的
意
思
と
の
一
致
が
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
意
思
を
ど
の
程
度
（
具
体
性
な
い
し
抽
象
性
の
程
度
）
要
求
す
る
か
に
よ
り
、
本
来
の
解
釈
と
の
距
離
が
規
定
さ
れ
、
ま
た
転
換

法
理
の
実
質
的
根
拠
付
け
や
必
要
性
も
そ
れ
に
依
存
す
る
。

転
換
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
思
考
作
業
が
何
を
具
体
的
に
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
も
明
確
で
は
な
い
。
例
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え
ば
、
転
換
の
問
題
か
ら
除
外
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
名
称
の
転
換
の
場
合
（
当
事
者
の
付
し
た
名
称
が
内
容
と
一
致
せ
ず
、
本
来
の

内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
名
称
で
扱
う
こ
と
）
や
、
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
り
転
換
が
生
じ
ま
た
は
排
除
さ
れ
る
場
合
（
当
事
者
が
無
効

の
場
合
の
し
か
る
べ
き
扱
い
を
予
め
表
明
し
て
い
る
場
合
）
な（
１５
）

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
を
除
外
し
た
転
換
固
有
の
領
域
が
存
在

す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
う
る
。
ま
た
、
本
来
の
転
換
と
名
称
の
転
換
は
、
前
者
が
無
効
行
為
を
前
提
と
す
る
の
に
対
し
、
後
者

は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
説
明
が
理
論
上
な
し
う
る
が
、
訴
訟
の
場
で
考
え
る
と
、
こ
の
区
別
は
判
断
者
の
動
機
の
出
発
点
の
相
違
と

い
う
意
味
に
相
対
化
さ
れ
、
当
事
者
の
意
図
を
当
初
の
構
成
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
共
通
性
が
前
面
化
す
る
。

三
、
判
例

日
本
の
判
例
上
、
転
換
法
理
を
意
識
し
て
用
い
、
無
効
な
行
為
を
別
の
形
式
の
有
効
な
行
為
と
し
て
の
効
力
を
認
め
た
事
例
は
、
家

族
法
の
分
野
で
顕
著
で
あ
る
。

第
一
に
、
虚
偽
の
嫡
出
子
出
生
届
を
認
知
届
と
し
て
有
効
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
大
判
大
一
五
年
一
〇
月
一
一
日
民
集
五
輯
七
〇
三

頁
は
、「
該
届
出
中
ニ
ハ
自
ラ
栄
次
郎
ニ
於
テ
被
上
告
人
カ
自
己
ノ
子
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
ム
ル
意
思
表
示
ヲ
包
含
ス
ル
ヲ
以
テ
父
タ
ル
栄

次
郎
カ
所
轄
戸
籍
吏
ニ
対
シ
右
ノ
如
キ
出
生
届
出
ヲ
為
シ
該
出
生
子
カ
事
実
妾
腹
ノ
子
ナ
ル
本
件
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
之
ニ
依
リ
私

生
子
認
知
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
」
と
述
べ
、
同
様
の
事
案
に
お
い
て
認
知
の
効
力
を
認
め
た
が
、
旧
戸
籍
法

（
八
三
条
前
段
）
に
は
、
父
の
し
た
庶
子
出
生
届
に
認
知
の
効
力
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
判
決
理
由
上
は
意
思
解
釈
で
あ
る
が
、
戸
籍

法
規
定
が
そ
の
補
強
と
な
っ
て
い
た
事
情
が
指
摘
さ
れ
て
い（
１６
）

る
。
最
判
昭
五
三
年
二
月
二
四
日
民
集
三
二
巻
一
号
一
一
〇
頁
は
「
認
知

届
は
、
父
が
、
戸
籍
事
務
管
掌
者
に
対
し
、
嫡
出
子
で
な
い
子
に
つ
き
自
己
の
子
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
、
そ
の
旨
を
申
告
す
る
意
思

の
表
示
で
あ
る
と
こ
ろ
、
右
各
出
生
届
に
も
、
父
が
、
戸
籍
事
務
管
掌
者
に
対
し
、
子
の
出
生
を
申
告
す
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
出
生
し

論 説
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た
子
が
自
己
の
子
で
あ
る
こ
と
を
父
と
し
て
承
認
し
、
そ
の
旨
申
告
す
る
意
思
の
表
示
が
含
ま
れ
て
お
り
」
と
述
べ
る
。

第
二
に
、
父
に
よ
る
非
嫡
出
子
出
生
届
を
認
知
届
と
し
て
有
効
と
し
た
も
の
（
前
掲
最
判
昭
五
三
年
判
決
）
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、

旧
戸
籍
法
に
規
定
が
あ
っ
た
が
、
現
行
戸
籍
法
は
庶
子
出
生
届
を
廃
止
し
た
た
め
、
戸
籍
実
務
は
受
理
を
否
定
し
て
い
た
が
、
学
説
の

多
数
は
認
知
の
効
力
を
認
め
る
べ
き
と
し
た
。
こ
の
多
数
説
に
従
っ
た
の
が
本
判
決
と
さ
れ
る
。

他
方
、
否
定
し
た
も
の
と
し
て
は
、
第
一
に
、
虚
偽
の
嫡
出
子
出
生
届
を
養
子
縁
組
届
に
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
判
昭
五
〇
年

四
月
八（
１７
）

日
民
集
二
九
巻
四
号
四
〇
一
頁
は
「
右
届
出
当
時
施
行
の
民
法
八
四
七
条
、
七
七
五
条
に
よ
れ
ば
、
養
子
縁
組
届
は
法
定
の
届

出
に
よ
つ
て
効
力
を
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
嫡
出
子
出
生
届
を
も
つ
て
養
子
縁
組
届
と
み
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ

る
」
と
述
べ
、
原
審
大
阪
高
判
昭
四
九
年
五
月
三
一
日
判
決
は
、「
当
事
者
間
に
縁
組
意
思
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
嫡
出
子
出
生
届

に
養
子
縁
組
届
と
し
て
の
効
力
を
認
め
る
と
、
未
成
年
者
の
保
護
な
い
し
福
祉
を
目
的
と
し
、
こ
の
た
め
、
自
己
又
は
配
偶
者
の
直
系

卑
属
を
養
子
と
す
る
場
合
の
ほ
か
は
未
成
年
者
を
養
子
と
す
る
に
つ
き
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
民
法
七
九

八
条
の
規
定
を
潜
脱
す
る
結
果
を
招
来
し
、
右
許
可
の
な
い
未
成
年
養
子
の
発
生
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
未
成
年
の

保
護
に
欠
け
る
場
合
も
生
じ
て
、
不
都
合
で
あ
る
」
と
述
べ（
１８
）

る
。

も
っ
と
も
、
下
級
審
判
決
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
が
一
貫
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
大
阪
地
判
昭
四
五
年
六
月
一
五
日
家
月
二
三
巻
八
号
六
〇
頁
は
、
虚
偽
の
嫡
出
子
出
生
届
の
養
子
縁
組
へ
の
転
換
を
肯
定

す
る
に
際
し
、
当
初
の
縁
組
意
思
の
ぜ
い
じ
ゃ
く
さ
が
の
ち
の
事
実
上
の
養
親
子
関
係
に
補
強
さ
れ
て
転
換
が
可
能
と
な
る
と
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
こ
れ
を
事
実
上
の
養
子
縁
組
と
し
て
若
干
の
法
領
域
に
お
け
る
保
護
の
み
に
甘
ん
じ
さ
せ
る
か
、
出
生
届

の
縁
組
届
へ
の
転
換
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
法
律
上
の
縁
組
と
し
て
の
効
力
を
認
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
議
論
の
存
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
縁
組
の
要
式
行
為
性
を
厳
格
に
解
す
る
と
き
は
、
所
定
の
縁
組
届
に
よ
ら
な
い
限
り
法
律
上
縁
組
関
係
を
生
ず
る
い
わ
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れ
は
な
い
の
で
あ
り
、
身
分
関
係
の
画
一
的
な
確
定
や
虚
偽
出
生
届
の
防
止
と
い
う
観
点
な
ど
か
ら
要
式
性
を
強
調
す
る
意
義
は
十
分

こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
一
方
、
虚
偽
の
出
生
届
に
基
づ
き
戸
籍
上
の
父
母
を
真
の
父
母
と
信
じ
生
活
を
共
に
し
て
き

た
子
が
、
実
親
子
関
係
の
不
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
結
果
少
な
く
と
も
一
旦
は
無
籍
者
と
し
て
の
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
、
し
か
も

子
と
し
て
は
虚
偽
の
出
生
届
に
つ
き
何
ら
責
め
ら
れ
る
べ
き
筋
合
で
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
厳
格
な
要
式
性
を
絶
対
視
す
る
こ
と
の

み
が
必
ず
し
も
身
分
法
秩
序
の
理
念
に
合
致
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
右
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
子
を
保
護
す
べ
き
特
別

の
法
制
の
な
い
現
在
、
縁
組
を
要
式
行
為
と
し
た
趣
旨
に
副
い
且
つ
単
な
る
便
宜
論
を
回
避
し
つ
つ
、
解
釈
に
よ
り
子
の
法
的
地
位
の

安
全
を
は
か
る
努
力
が
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
先
ず
本
件
出
生
届
に
よ
り
縁
組
意
思
の
要
式
性
が
充
た
さ
れ
た
と
い
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
一
体
か
か
る
要
式

行
為
性
を
ど
こ
ま
で
絶
対
視
す
べ
き
か
は
、
結
局
そ
こ
で
の
意
思
表
示
の
明
確
化
の
要
請
の
程
度
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
、
縁
組
の
場
合
元
来
そ
れ
に
よ
つ
て
創
設
さ
れ
る
養
親
子
関
係
が
重
要
な
身
分
関
係
と
し
て
高
度
の
明
確
さ
を
も
と
め
ら

れ
る
こ
と
は
肯
定
さ
れ
て
よ
い
。
し
か
し
、
縁
組
届
に
具
体
化
さ
れ
る
意
思
表
示
の
本
体
は
、
嫡
出
親
子
関
係
の
設
定
に
あ
る
と
い
つ

て
よ
く
、
こ
の
点
嫡
出
子
出
生
届
（
以
下
単
に
出
生
届
と
い
う
）
の
そ
れ
と
、
創
設
的
か
報
告
的
か
と
い
う
届
出
行
為
の
性
質
の
異
別

は
と
も
か
く
、
彼
此
基
本
的
に
は
共
通
す
る
要
素
を
も
ち
、
且
つ
後
者
に
よ
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
明
確
性
を
そ

こ
な
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
つ
て
縁
組
届
と
い
う
要
式
行
為
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
べ
き
養
親
子
関
係
の
設
定
と
い

う
意
思
表
示
が
、
虚
偽
出
生
届
の
な
か
に
潜
在
す
る
と
み
て
、
か
よ
う
な
届
出
を
も
右
本
来
の
要
式
に
転
換
し
て
考
え
得
る
と
す
る
こ

と
は
、
前
記
要
式
性
の
要
請
に
背
馳
し
て
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
な
お
、
届
出
と
い
う
様
式
行
為
に

と
も
な
う
身
分
関
係
の
公
示
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
届
出
自
体
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
に
基
づ
く
戸
籍
上
の
記
載
の
問
題
と

し
て
検
討
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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た
だ
、
原
則
と
し
て
縁
組
届
に
よ
る
親
の
縁
組
意
思
な
る
も
の
は
、
事
実
他
人
の
子
を
自
己
の
嫡
出
子
と
す
る
に
あ
る
の
に
対
し
、

出
生
届
に
具
体
化
さ
れ
る
意
思
は
、
事
実
自
己
の
子
を
自
己
の
嫡
出
子
と
す
る
点
、
嫡
出
親
子
関
係
の
設
定
と
い
う
共
通
の
平
面
に
立

つ
て
も
、
な
お
両
者
を
同
一
視
し
得
な
い
契
機
が
存
す
る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
他
人
の
子
を
恰
も
自
己
の
子
の
如
く
出
生
届
す

る
こ
と
の
う
ち
に
、
縁
組
意
思
の
本
体
が
潜
在
す
る
と
考
え
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
出
生
届
を
か
り
る
限
り
に
お
い
て
本
来
の
縁
組

届
に
よ
る
縁
組
意
思
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
ふ
つ
う
の
養
親
子
関
係
以
上
に
濃
い
親
子
関
係
を
設
定
し
よ
う
と
い
う
心
情
な

い
し
意
図
の
み
を
み
る
の
は
一
面
的
で
、
養
親
子
関
係
を
始
め
か
ら
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
そ
れ
を
も
、
同
時
に
み
て
と
る

の
が
経
験
に
則
し
た
客
観
的
な
み
か
た
と
い
う
べ
く
、
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
縁
組
意
思
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
ぜ
い
弱
さ
が
か
く

さ
れ
て
い
る
と
み
て
差
し
支
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
検
証
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
縁
組
意
思
は
、
後
の
事
実
上
の
養
親
子
関

係
即
ち
親
子
ら
し
い
生
活
事
実
に
裏
づ
け
ら
れ
て
、
右
の
本
来
の
縁
組
届
に
よ
る
縁
組
意
思
と
同
一
視
し
得
る
と
す
べ
く
、
か
く
て
出

生
届
の
縁
組
届
へ
の
転
換
も
可
能
と
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
件
の
場
合
は
、
前
認
定
の
と
お
り
、
こ
の
生
活

事
実
の
裏
づ
け
に
つ
い
て
は
、
問
題
は
全
く
な
い
。

次
に
本
件
出
生
届
当
時
被
告
が
一
五
歳
未
満
の
幼
児
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
縁
組
に
お
け
る
代
諾
意
思
が
問
題
と
な
る
。
本
件
で
は
改

正
前
民
法
八
四
三
条
所
定
の
「
其
家
ニ
在
ル
父
母
」
に
あ
た
る
者
が
被
告
を
原
告
ら
の
子
と
す
る
こ
と
に
つ
き
承
諾
を
与
え
た
と
の
事

実
は
も
と
よ
り
、
被
告
の
実
父
母
が
誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
さ
え
証
拠
上
明
ら
か
で
は
な
い
。
元
来
、
養
子
と
な
る
者
が
一
五
歳
未
満

の
場
合
に
父
母
（
現
行
法
上
は
法
定
代
理
人
）
の
代
諾
を
必
要
と
す
る
の
は
、
縁
組
を
契
約
関
係
と
み
て
当
事
者
の
能
力
を
補
充
す
る

た
め
で
あ
る
。
従
つ
て
、
代
諾
は
あ
く
ま
で
無
能
力
者
の
利
益
に
お
い
て
な
さ
れ
る
建
前
で
は
あ
る
が
、
結
果
的
に
子
の
利
益
に
適
合

し
て
い
る
か
ら
と
い
つ
て
安
易
に
代
諾
の
欠
缺
が
治
癒
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
出
生
届
の
性
質
上
こ
れ
に
よ

つ
て
要
式
と
し
て
の
代
諾
意
思
が
表
示
さ
れ
る
方
途
は
な
い
。
し
か
し
、
代
諾
意
思
が
縁
組
届
に
表
示
さ
れ
る
意
味
は
、
主
と
し
て
右
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の
意
思
を
明
確
に
す
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
実
質
上
こ
れ
に
相
当
す
べ
き
明
確
な
代
諾
意
思
が
存
在
し
た
場
合
に
は
こ
れ

を
も
つ
て
足
り
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
み
の
親
側
の
事
情
と
し
て
、
子
を
縁
組
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
つ
た
に

か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
自
己
と
の
実
親
子
関
係
を
秘
し
、
直
接
他
人
の
嫡
出
子
と
し
て
出
生
届
を
す
る
こ
と
を
希
望
な
い
し
認
容
し
て

い
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
単
に
縁
組
の
形
式
を
回
避
し
た
に
す
ぎ
ず
実
質
的
に
子
の
縁
組
に
つ
い
て
の
代
諾
が
あ
つ
た
も
の
と
解

し
て
妨
げ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
通
常
実
親
子
関
係
が
世
間
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
生
み
の
親
に
は
事
実
上

右
の
希
望
な
い
し
認
容
が
あ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
第
三
者
や
子
を
貰
う
側
の
要
求
等
に
よ
り
生
み
の
親
の
意
思
が
無
視
さ
れ

た
と
み
ら
れ
る
特
段
の
事
情
が
存
在
し
な
い
限
り
代
諾
意
思
の
存
在
を
認
め
て
差
支
え
な
い
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
本
件
に
お
い
て
も
、

不
義
理
の
子
だ
か
ら
貰
つ
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
た
前
認
定
の
事
実
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
右
の
ご
と
き
実
父
母
側
の
事
情
が
あ
つ
た

も
の
と
推
認
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
反
面
、
前
記
特
段
の
事
情
に
相
当
す
べ
き
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
右
に
述
べ
た

点
は
、
出
生
届
の
縁
組
届
へ
の
転
換
の
問
題
が
虚
偽
出
生
届
を
さ
れ
た
子
の
事
後
的
法
的
保
護
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
具
体
的
に
か
か

る
保
護
の
必
要
性
を
生
じ
た
時
点
に
お
い
て
、
当
該
子
に
つ
き
代
諾
を
要
す
る
年
齢
で
あ
る
場
合
に
の
み
届
出
当
時
に
お
け
る
右
意
思

の
存
否
な
い
し
そ
の
後
の
追
認
の
有
無
と
し
て
顧
慮
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
被
告
は
原
告
と
の
間
に

実
親
子
関
係
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
時
点
で
は
既
に
三
四
歳
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
出
生
届
の
縁
組
届
へ
の

転
換
の
問
題
の
中
で
み
る
限
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
既
に
代
諾
の
存
在
を
顧
慮
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
場
合
に
、
な
お
出
生
届
当
時
代
諾
意
思
を
欠
い
た
と
の
一
事
を
も
つ
て
縁
組
と
し
て
の
効
力
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
、
当
事
者
た

る
子
の
利
益
の
た
め
に
あ
る
制
度
を
そ
の
不
利
益
に
の
み
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
容
易
に
こ
れ
を
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

従
つ
て
本
件
被
告
に
つ
い
て
は
、
代
諾
権
者
や
被
告
自
身
の
明
示
ま
た
は
黙
示
の
追
認
な
い
し
そ
の
擬
制
を
考
慮
す
る
ま
で
も
な
く
、

代
諾
の
欠
如
は
こ
れ
を
不
問
に
付
し
て
差
支
え
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
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ま
た
、
前
橋
地
判
高
崎
支
部
昭
四
九
年
六
月
一
七
日
家
月
二
七
巻
二
号
一
〇
四
頁
も
事
実
上
の
養
親
子
関
係
の
長
期
の
継
続
を
考
慮

し
て
、
以
下
の
よ
う
に
転
換
を
認
め
て
い
る
。

「（
一
）
前
掲
証
拠
に
よ
れ
ば
、
右
出
生
届
が
為
さ
れ
た
当
時
は
、
佳
助
の
母
と
よ
は
か
よ
う
な
事
実
を
知
ら
ず
、
と
よ
の
父
母
の

矢
野
正
市
夫
婦
が
と
よ
に
無
断
で
佳
助
を
耕
治
夫
婦
に
遣
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
と
よ
は
佳
助
が
恒
村
耕
治
夫
婦
に
貰
わ
れ
て
そ

の
膝
下
で
養
育
さ
れ
て
い
る
事
実
を
知
つ
た
け
れ
ど
も
、
以
後
そ
の
事
に
つ
い
て
何
等
の
異
議
を
述
べ
な
か
つ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

の
で
、
養
子
縁
組
に
つ
い
て
の
子
の
代
諾
権
者
で
あ
る
矢
野
と
よ
も
佳
助
が
養
子
と
な
る
こ
と
を
承
諾
し
て
い
た
こ
と
及
び
そ
の
意
向

を
恒
村
夫
妻
も
知
つ
て
い
た
も
の
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

（
二
）
な
お
右
証
拠
に
よ
れ
ば
、
恒
村
夫
妻
は
佳
助
を
真
実
の
子
と
同
様
に
養
育
し
て
成
人
さ
せ
佳
助
も
恒
村
夫
妻
を
実
の
親
と
思
つ

て
成
育
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

（
三
）
以
上
認
定
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
佳
助
の
出
生
届
を
為
し
た
当
時
、
恒
村
夫
妻
に
は
佳
助
を
養
子
と
す
る
意
思
が
有
つ
た
が
、
佳

助
の
親
権
者
た
る
矢
野
と
よ
に
は
そ
の
意
思
が
無
く
、
と
よ
の
父
母
に
よ
り
無
断
で
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
佳
助
が
被
告

夫
妻
の
手
許
で
養
育
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
に
及
ん
で
こ
れ
を
暗
黙
に
承
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
恒
村
夫
妻
と
佳
助
と
の
間

に
は
親
子
関
係
と
称
す
る
に
相
当
す
る
具
体
的
な
生
活
関
係
が
長
期
に
亘
つ
て
継
続
し
た
も
の
と
云
え
る
か
ら
、
か
よ
う
な
場
合
、
子

の
代
諾
権
者
た
る
矢
野
と
よ
は
、
矢
野
正
市
夫
婦
に
よ
り
無
権
限
で
為
さ
れ
た
佳
助
と
恒
村
夫
妻
と
の
無
効
な
養
子
縁
組
を
追
認
し
た

も
の
と
認
め
て
妨
げ
な
い
。

（
四
）
と
こ
ろ
で
養
子
縁
組
は
、
そ
の
旨
の
届
出
の
受
理
に
よ
つ
て
成
立
す
る
要
式
行
為
と
さ
れ
て
い
る
が
、
養
父
た
る
べ
き
者
の
為

し
た
出
生
届
に
は
、
子
を
養
子
と
す
る
意
思
が
内
包
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
し
得
る
と
し
て
も
、
養
母
と
な
る
べ
き
者
及
び
代
諾
権
者

の
意
思
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
か
よ
う
な
点
に
問
題
が
存
す
る
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
。
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し
か
し
乍
ら
身
分
行
為
に
必
要
と
さ
れ
る
要
式
性
は
、
該
行
為
成
立
の
確
実
性
を
担
保
し
且
つ
そ
の
旨
を
一
般
に
公
示
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
嫡
出
子
出
生
届
に
は
、
少
な
く
と
も
養
親
子
関
係
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
合
意
の
為
さ
れ
た

こ
と
が
、
養
親
の
う
ち
の
一
人
か
ら
の
届
出
に
よ
る
と
は
云
え
、
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
親
子
関

係
の
成
立
は
、
出
生
届
に
よ
つ
て
も
一
応
公
示
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
当
事
者
に
真
実
の
親
子
と
同
様
の
関
係

を
創
設
す
る
真
摯
な
意
思
が
あ
り
、
且
つ
そ
の
意
思
が
対
社
会
的
に
公
示
さ
れ
、
し
か
も
実
質
的
に
親
子
に
相
応
し
い
生
活
状
態
が
相

当
期
間
継
続
し
、
実
質
的
な
縁
組
意
思
及
び
代
諾
意
思
が
客
観
的
に
も
動
か
し
難
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
程
度
に
達
し
て
い
る
場
合
に

は
、
形
式
上
の
欠
点
の
故
に
、
か
よ
う
な
実
質
的
な
親
子
関
係
を
一
挙
に
否
定
し
去
る
こ
と
は
相
当
で
な
く
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

嫡
出
子
出
生
届
は
、
養
親
子
関
係
設
定
の
一
方
式
と
し
て
こ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
が
、
実
質
的
社
会
的
に
実
在
す
る
親
子
関
係
を
保
護

す
る
と
い
う
よ
り
大
な
る
利
益
に
奉
仕
す
る
所
以
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
五
）
そ
し
て
前
記
認
定
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
亡
恒
村
耕
治
及
び
被
告
さ
だ
に
は
、
同
佳
助
と
の
間
に
、
か
よ
う
な
真
実
の
親
子
関
係

を
設
定
す
る
真
摯
な
意
思
が
あ
り
、
且
つ
そ
れ
に
相
応
し
い
生
活
事
実
が
存
在
し
た
も
の
と
云
い
得
る
し
、
し
か
も
佳
助
の
縁
組
代
諾

権
者
た
る
矢
野
と
よ
が
、
矢
野
正
市
夫
婦
に
よ
り
無
権
限
で
為
さ
れ
た
縁
組
を
追
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
亡
耕
治
及
び
被
告
さ

だ
と
同
佳
助
と
の
間
の
養
子
縁
組
は
、
民
法
一
一
六
条
の
趣
旨
を
類
推
し
、
耕
治
が
為
し
た
出
生
届
の
当
時
に
遡
つ
て
そ
の
効
力
を
生

じ
た
も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。」

第
二
に
、
虚
偽
の
認
知
届
を
養
子
縁
組
届
に
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
判
昭
五
四
年
一
一
月
二
日
判
時
九
五
五
号
五
六
頁
は
「
養

子
縁
組
は
、
養
親
と
な
る
者
と
養
子
と
な
る
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
と
の
間
の
合
意
に
よ
つ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
認
知
が

認
知
者
の
単
独
行
為
と
し
て
さ
れ
る
の
と
は
そ
の
要
件
、
方
式
を
異
に
し
、
ま
た
、
認
知
者
と
被
認
知
者
の
法
定
代
理
人
と
の
間
の
婚

姻
が
認
知
者
と
被
認
知
者
の
養
子
縁
組
に
関
す
る
何
ら
か
の
意
思
表
示
を
含
む
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
述
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べ
る
。

第
三
に
、
養
子
縁
組（
１９
）

届
を
認
知
届
に
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
大
判
昭
四
年
七
月
四
日
民
集
八
巻
六
八
六
頁
は
「
案
ス
ル
ニ
養
子
縁

組
ト
私
生
子
ノ
認
知
ト
ハ
其
ノ
発
生
ヲ
目
的
ト
ス
ル
私
権
ノ
内
容
ヲ
異
ニ
ス
ル
各
別
箇
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
行
為
ニ
シ
テ
民
法
上
其
ノ
方

式
及
要
件
亦
固
ヨ
リ
同
一
ニ
非
サ
ル
カ
故
ニ
一
ヲ
以
テ
他
ニ
代
ヘ
此
ニ
依
リ
テ
彼
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ハ
言
ヲ
俟
タ

サ
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
サ
レ
ハ
本
件
縁
組
カ
無
効
ナ
リ
ト
ス
ル
モ
右
縁
組
ノ
届
出
ハ
其
ノ
実
質
ニ
於
テ
養
親
タ
ル
亡
梅
津
蔵
之
助
ノ
上
告
人

ニ
対
ス
ル
私
生
子
認
知
ノ
意
思
表
示
ヲ
包
含
ス
ル
ヲ
以
テ
右
届
出
ニ
依
リ
テ
認
知
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ト
ノ
所
論
ハ
之
ヲ
肯
定
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
サ
ル
ヤ
明
瞭
ナ
リ
ト
ス
蓋
養
子
縁
組
ヲ
為
サ
ム
ト
セ
ハ
民
法
上
規
定
セ
ラ
レ
タ
ル
縁
組
ノ
行
為
ニ
依
ル
ヘ
ク
私
生
子
ノ
認
知
ヲ
為
サ

ム
ト
セ
ハ
同
シ
ク
民
法
上
明
示
セ
ラ
レ
タ
ル
認
知
ノ
手
続
ニ
従
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
一
方
ニ
於
テ
養
子
縁
組
カ
無
効
ニ
シ
テ
他
方
ニ
於

テ
認
知
ノ
手
続
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
養
親
ノ
内
心
ニ
潜
在
ス
ル
認
知
ノ
希
望
ヲ
以
テ
直
ニ
認
知
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
做
ス
ヘ
カ
ラ
サ

ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
」
と
述
べ
る
。

結
局
、
最
高
裁
の
レ
ベ
ル
で
は
、
転
換
は
、
家
族
法
に
お
け
る
要
式
行（
２０
）

為
相
互
間
に
限
定
さ
れ
、
そ
こ
で
も
、
目
的
や
保
護
法
益
な

ど
が
同
種
の
行
為
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も
、
方
式
相
互
の
ズ
レ
と
方
式
が
要
請
し
ま
た
基
礎
に
置
く
保
護
法
益
の
維
持
な
ど
が
衡
量
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
出
生
届
と
認
知
届
が
自
然
血
縁
の
存
在
を
と
も
に
前
提
と
し
た
そ
の
承
認
と
い
う
点
で
同
種
（
但
し
届
出
の

性
質
は
報
告
的
と
創
設
的
と
し
て
異
な
る
）
で
あ
る
一
方
、
出
生
届
な
い
し
認
知
届
と
養
子
縁
組
は
、
後
者
が
法
的
に
親
子
関
係
を
擬

制
し
要
式
性
は
当
事
者
の
意
思
確
認
、
実
質
的
要
件
審
査
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
ら
、
制
度
の
異
質
性
や
制
度
相
互
間
の
距
離
は
感

得
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
。
転
換
法
理
へ
の
明
白
な
言
及
は
な
い
が
、
当
事
者
意
思
を
比
較
し
、
そ
の
実
質
的
共
通
性
を
確
認
し
て
い
る

な
ど
、
法
理
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

出
生
届
と
認
知
届
の
間
で
い
わ
ゆ
る
転
換
が
認
め
ら
れ
た
点
を
分
析
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
要
式
行
為
で
あ
る
点
は
、
両
届
出
に
含
ま
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れ
る
当
事
者
の
実
質
的
意
思
の
共
通
性
の
み
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
、
実
質
的
に
は
、
不
要
式
行
為
間
の
転
換
と
な

っ
て
い
る
。
も
し
要
式
性
を
少
し
で
も
考
慮
す
れ
ば
、
た
と
え
無
効
で
あ
る
に
せ
よ
提
出
さ
れ
受
理
さ
れ
た
出
生
届
（
の
存
在
と
い
う

外
観
）
が
、
実
は
認
知
届
の
意
味
の
み
を
も
つ
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
親
子
関
係
承
認
の
要
請
が
当
事
者
の
意
思
を
通
し
て

要
式
性
を
崩
し
た
事
例
と
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
狭
義
の
法
律
行
為
に
限
定
せ
ず
、
ま
た
下
級
審
判
決
に
も
目
を
広
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
判
決
が
見
い
だ
せ
る
。

肯
定
例
と
し
て
、
死
者
を
名
宛
人
と
す
る
農
地
買
収
処
分
を
相
続
人
に
対
す
る
処
分
と
し
て
有
効
と
す
る
東
京
地
判
昭
四
五
年
一
二

月
二
日
判
時
六
三
七
号
三
四
頁
が
あ
る
。「
し
か
し
な
が
ら
、
自
創
法
に
よ
る
自
作
農
創
設
の
事
業
は
戦
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
画
期

的
の
大
事
業
で
、
短
期
間
に
全
国
一
斉
に
、
大
量
的
に
農
地
、
未
墾
地
等
の
買
収
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
大
量
的
な
行
政
処

分
に
お
い
て
個
々
の
農
地
に
つ
い
て
登
記
簿
そ
の
他
の
公
簿
を
は
な
れ
て
真
実
の
所
有
者
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
困
難
で
あ
り
、

公
簿
の
記
載
は
一
応
真
実
に
合
す
る
も
の
と
推
量
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
か
ら
、
行
政
庁
が
農
地
、
未
墾
地
等
の
買
収

処
分
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
一
応
登
記
簿
そ
の
他
の
公
簿
の
記
載
に
従
っ
て
す
る
こ
と
は
行
政
庁
の
事
務
処
理
の
立
場
か
ら
是
認
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
最
高
裁
判
所
昭
和
二
八
年
二
月
一
八
日
大
法
廷
判
決
民
集
七
巻
二
号
一
五
七
頁
参
照
）、
ま
た
、
買
収
処
分
の

名
宛
人
た
る
登
記
簿
上
の
所
有
者
が
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
仮
に
そ
の
死
亡
の
事
実
が
買
収
の
事
務
を
行
う
行
政

庁
に
分
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
特
段
の
事
情
の
な
い
と
き
は
、
そ
の
行
政
庁
の
意
思
は
、
そ
の
他
の
買
収
要
件
が
同
一
で
あ
る
か
ぎ
り
、

死
亡
者
の
相
続
人
か
ら
買
収
す
る
意
思
で
あ
っ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
無
効
行
為
の
転
換
の
理
論
に
よ
り
、

死
者
た
る
被
相
続
人
を
名
宛
人
と
し
た
行
為
を
真
実
の
所
有
者
た
る
相
続
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
有
効
と
し
て
維
持
す
る

を
相
当
と
す
る
と
こ
ろ
、
自
創
法
三
〇
条
に
よ
る
本
件
買
収
処
分
の
ご
と
き
は
、
同
法
三
条
に
よ
る
買
収
処
分
と
異
な
り
、
買
収
さ
る

べ
き
人
の
主
観
的
事
情
は
問
題
と
な
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
被
買
収
土
地
等
の
所
在
、
性
質
等
が
問
題
と
な
る
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
。
し
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た
が
っ
て
、
本
件
買
収
処
分
は
、
死
者
た
る
被
相
続
人
磯
部
辰
次
郎
を
名
宛
人
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
、

こ
れ
を
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
必
ず
し
も
真
の
所
有
者
の
保
護
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
け
だ
し
、
未
墾
地
の
買
収
計
画
が

樹
立
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
の
公
告
が
な
さ
れ
か
つ
公
告
の
日
か
ら
二
〇
日
間
市
町
村
の
事
務
所
に
お
い
て
買
収
す
べ
き

土
地
等
の
所
有
者
の
氏
名
等
お
よ
び
住
所
、
買
収
す
べ
き
土
地
等
の
所
在
、
地
番
、
地
目
お
よ
び
面
積
、
対
価
、
買
収
の
時
期
等
お
よ

び
期
間
を
記
載
し
た
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
（
自
創
法
三
一
条
）、
未
墾
地
買
収
計
画
に
定
め
ら
れ
た
未
墾
地
に
つ
き
所

有
権
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
未
墾
地
買
収
計
画
に
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
異
議
申
立
て
、
訴
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
不
服

の
あ
る
者
に
は
出
訴
の
途
も
開
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
甲
府
地
判
昭
二
九
年
八
月
三
〇
日
行
裁
集
五
巻

八
号
一
九
五
五
頁
が
あ
る
。

債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
解
除
の
主
張
を
民
法
六
四
一
条
に
よ
る
解
除
の
主
張
と
し
て
認
容
し
た
福
岡
地
判
昭
三
六
年
八
月
三
一

日
下
民
集
一
二
巻
八
号
二
一
六
六
頁
が
あ
る
。「
そ
こ
で
訴
外
組
合
の
前
記
契
約
解
除
は
原
告
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
解
除
と
し
て
は

無
効
で
あ
つ
て
も
、
右
民
法
所
定
の
解
除
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
右
両
者
の
解
除
は
、
そ
の
効

果
に
お
い
て
多
少
の
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
訴
外
組
合
の
真
意
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
原
告
と
の
請
負
契
約
の
存
続
を
欲
せ
ず
、
右
契

約
関
係
を
断
絶
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
い
わ
ゆ
る
無
効
行
為
の
転
換
の
法
理
を
適
用
す
る
に

支
障
は
な
い
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」。

否
定
例
と
し
て
、
懲
戒
解
雇
を
普
通
解
雇
と
し
て
有
効
と
す
る
予
備
的
主
張
が
否
定
さ
れ
た
浦
和
地
判
平
一
〇
年
一
〇
月
二
日
判
タ

一
〇
〇
八
号
一
四
五
頁
が
あ
り
、
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
京
都
地
判
昭
三
〇
年
一
一
月
一
〇
日
労
裁
集
六
巻
六
号
一
一
三
一
頁
、
福
岡

高
判
昭
四
七
年
三
月
三
〇
日
判
時
六
六
九
号
九
九
頁
が
あ
る
。
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奈
良
地
判
昭
三
四
年
三
月
二
六
日
労
裁
集
一
〇
巻
二
号
一
四
二
頁
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
被
申
請
会
社
は
本
件
懲
戒
解
雇
が

懲
戒
解
雇
と
し
て
は
無
効
で
あ
つ
て
も
普
通
解
雇
に
転
換
す
る
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
二
種
の
解
雇
は
法
律
的
に
み
て
そ
の
根
拠
を
異

に
し
、
そ
の
内
容
、
効
果
に
於
て
、
又
多
く
の
場
合
手
続
的
に
も
著
し
く
相
違
し
、
且
つ
又
実
際
的
見
地
に
立
つ
て
も
、
か
か
る
転
換

を
認
め
る
事
は
懲
戒
解
雇
の
行
わ
れ
る
場
合
を
不
当
に
拡
大
し
、
之
を
濫
用
す
る
傾
向
を
多
分
に
誘
発
す
る
か
ら
右
転
換
は
許
さ
る
べ

き
で
は
な
い
と
解
す
る
。
／
仮
に
右
転
換
を
許
す
と
し
て
も
、
或
は
又
後
記
（
五
）
の
如
く
被
申
請
会
社
が
申
請
人
等
に
対
し
い
わ
ゆ

る
解
雇
手
当
を
弁
済
の
た
め
に
提
供
し
た
際
、
懲
戒
解
雇
と
は
別
個
に
、
普
通
解
雇
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
も
、
い

ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ら
解
雇
の
意
思
表
示
が
い
ず
れ
も
そ
の
動
機
に
於
て
前
記
判
示
の
と
お
り
申
請
人
等
の
正
当
な
団
体
行
動
権
行
使
を

そ
の
理
由
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
白
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
於
て
右
解
雇
の
意
思
表
示
は
前
述
の
と
お
り
民
法
第
九
十
条
に
よ
り
、

無
効
で
あ
る
。」
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
大
阪
地
判
昭
三
五
年
五
月
一
四
日
労
裁
集
一
一
巻
三
号
四
八
七
頁
が
あ
る
。

地
方
公
務
員
に
対
す
る
分
限
罷
免
処
分
の
懲
戒
罷
免
処
分
へ
の
転
換
を
否
定
し
た
仙
台
高
判
昭
三
六
年
二
月
二
五
日
行
裁
集
一
二
巻

二
号
三
四
四
頁
が
あ
る
。

自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
に
よ
る
買
収
処
分
が
無
効
な
場
合
に
別
の
買
収
処
分
と
し
て
効
力
を
維
持
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
東
京
高

判
昭
二
五
年
一
〇
月
一
六
日
行
裁
集
一
巻
一
一
号
一
五
三
八
頁
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
こ
の
よ
う
に
第
一
の
行
為
を
違
法
と
し

こ
れ
を
第
二
の
行
為
と
し
て
そ
の
効
力
を
維
持
す
る
こ
と
は
第
一
の
行
為
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
第
二
の
行
為
に
つ
い
て
も
そ
の
成

立
を
可
能
な
ら
し
め
る
理
由
が
あ
る
と
同
時
に
行
為
者
に
お
い
て
第
一
の
行
為
の
無
効
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
第
二
の
行
為
の

成
立
を
欲
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
漫
然

こ
れ
が
許
さ
れ
る
と
き
は
第
二
の
行
為
に
つ
い
て
そ
の
理
由
を
不
服
と
す
る
者
も
も
は
や
異
議
訴
願
を
な
す
機
会
を
失
い
保
障
さ
れ
た

権
利
を
奪
は
れ
る
結
果
と
な
る
こ
と
も
明
で
あ
る
本
件
に
お
い
て
は
法
第
三
条
第
一
項
同
条
第
五
項
第
三
、
四
号
に
基
く
農
地
買
収
処
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分
を
違
法
な
も
の
と
し
こ
れ
を
同
条
第
五
項
第
五
号
に
基
く
農
地
買
収
処
分
と
し
て
そ
の
効
力
を
維
持
す
る
こ
と
は
そ
れ
に
つ
い
て
右

の
よ
う
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
足
る
何
等
の
証
拠
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
前
橋
地
判
昭
二
七
年
七
月
二
九
日
行
裁
集
三
巻
八
号
一
五
八
二
頁
が
あ
る
。

自
筆
遺
言
証
書
の
死
因
贈
与
へ
の
転
換
を
否
定
し
た
仙
台
地
判
平
四
年
三
月
二
六
日
判
時
一
四
四
五
号
一
六
五
頁
は
以
下
の
よ
う
に

述
べ
る
。「《
証
拠
略
》
に
よ
れ
ば
、
訴
外
丁
原
は
、
代
筆
し
た
後
、
訴
外
太
郎
が
死
亡
し
て
そ
の
葬
儀
の
日
ま
で
本
件
書
面
を
保
管
し

た
う
え
、
葬
儀
の
日
に
一
郎
方
に
持
参
し
て
、
一
郎
や
原
告
に
対
し
こ
れ
を
呈
示
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
原
告
は
葬

儀
の
日
以
前
に
本
件
書
面
を
見
る
機
会
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
本
人
尋
問
の
結
果
の
う
ち
、
原
告
が
訴
外
太
郎
か
ら
本
件

書
面
を
示
さ
れ
て
死
因
贈
与
を
承
諾
し
た
と
い
う
部
分
は
、
真
実
に
反
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
な
お
、
証
人
甲
野
秋
子
が

当
初
原
告
の
主
張
に
符
合
す
る
証
言
を
し
て
い
る
が
、
右
証
言
は
、
訴
外
丁
原
が
本
件
書
面
を
葬
儀
の
日
に
持
参
し
た
こ
と
に
つ
い
て

い
っ
た
ん
具
体
的
に
し
て
詳
細
な
証
言
を
し
た
う
え
で
証
言
を
変
え
た
後
の
も
の
で
あ
り
、
到
底
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。）。

そ
う
す
る
と
、
本
件
書
面
は
、
遺
言
書
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
作
成
の
状
況
、
保
管
の
経
緯
、
原
告
等
の
親
族
に
呈
示

さ
れ
た
時
期
な
ど
の
事
情
を
加
え
て
斟
酌
し
て
も
、
死
因
贈
与
の
意
思
表
示
の
趣
旨
を
含
む
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
そ
れ
に
対
す

る
原
告
の
承
諾
の
事
実
も
認
め
ら
れ
な
い
。」。

以
上
の
判
決
を
概
観
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
点
が
指
摘
で
き
る
。

肯
定
さ
れ
た
事
案
と
し
て
、
農
地
買
収
処
分
の
名
宛
人
が
当
時
す
で
に
死
亡
し
て
い
て
相
続
人
に
対
す
る
処
分
と
し
て
維
持
し
た
も

の
、
請
負
契
約
に
お
け
る
解
除
理
由
の
変
更
が
あ
る
。
他
方
、
否
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
解
雇
事
由
の
転
換
、
農
地
買
収
処
分
の

別
個
の
買
収
処
分
へ
の
転
換
、
自
筆
遺
言
証
書
の
死
因
贈
与
へ
の
転
換
な
ど
が
あ
る
。
農
地
買
収
処
分
に
つ
い
て
は
、
肯
定
例
・
否
定

例
の
両
者
が
あ
り
、
無
効
原
因
、
当
事
者
の
利
害
、
救
済
手
続
な
ど
に
依
存
し
て
い
る
。
請
負
の
解
除
理
由
の
変
更
は
、
賃
貸
借
に
お
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け
る
賃
借
人
保
護
の
要
請
に
対
応
す
る
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
解
雇
事
由
の
転
換
が
否
定
さ
れ
た
事
案
が
多
い
が
、
解
雇
濫
用

の
お
そ
れ
、
ひ
い
て
は
労
働
者
の
雇
傭
保
護
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
自
筆
証
書
遺
言
の
死
因
贈
与
へ
の
転
換
否
定
は
、
遺
言
制
度
の
方

式
性
・
厳
格
性
に
よ
る
。

か
よ
う
に
、
日
本
の
判
例
は
、
転
換
規
定
が
な
い
こ
と
も
幸
い
し
、
無
効
行
為
の
再
評
価
に
際
し
、
そ
こ
に
潜
む
諸
要
因
を
十
分
評

価
し
た
上
で
判
断
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。

四
、
学
説

転
換
に
つ
き
体
系
書
に
お
い
て
独
立
し
た
節
な
い
し
項
目
を
た
て
、
他
の
法
理
な
い
し
制
度
と
関
連
づ
け
を
せ
ず
に
論
ず
る
場
合
に

は
、
こ
の
法
理
の
独
自
性
が
前
提
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
の
法
理
な
い
し
制
度
と
関
連
づ
け
る
論
者
も
多（
２０a
）
い
。

前
者
の
例
と
し
て
、
石
田
穣
・
民
法
総
則
四
七
二
頁
以
下
（
一
九
九
二
）
は
制
度
の
法
的
性
質
に
は
言
及
せ
ず
、
当
事
者
や
利
害
関

係
人
の
意
思
に
反
し
な
い
か
、
当
事
者
や
利
害
関
係
人
の
利
益
を
不
当
に
害
し
な
い
か
の
観
点
か
ら
具
体
的
に
検
討
し
て
い
る
。

後
者
で
は
、
ま
ず
解
釈
の
一
例
と
す
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
我
妻
・
民
法
総
則
三
九
一
頁
以
下
（
一
九
六
五
）
は
、
明
確
で
は
な

い
が
、「
意
思
表
示
の
内
容
を
合
理
的
に
解
釈
し
て
」
と
い
う
く
だ
り
か
ら
は
、
法
律
行
為
解
釈
の
一
環
と
理
解
す
る
も
の
と
見
ら
れ

る
。
川
島
・
民
法
総
則
四
一
七
頁
（
一
九
六
五
）
は
、
末
弘
・
法
協
五
〇
巻
二
号
一
頁
（
一
九
三
二
）
論
文
に
依
拠
し
つ
つ
、
一
般
的

に
は
法
律
行
為
解
釈
の
問
題
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
無
効
行
為
の
転
換
が
法
律
行
為
解
釈
の
問
題
か
ら
別
個
独
立
の
問
題
と
な
る
の
は
、

要
式
行
為
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
と
す
る
。
星
野
・
民
法
概
論
一
二
三
五
頁
（
一
九
七
一
）
は
、「
法
律
行
為
の
解
釈
と
い
う
手
段
を

用
い
て
、
そ
の
内
容
を
当
事
者
の
意
図
と
は
無
関
係
に
裁
判
所
が
決
め
て
し
ま
う
例
の
一
つ
」
と
す
る
。
例
示
と
し
て
、
賃
貸
借
契
約

に
お
い
て
賃
料
の
支
払
を
延
滞
し
た
場
合
に
催
告
な
く
し
て
解
除
で
き
る
旨
の
特
約
を
一
回
で
も
支
払
を
怠
る
場
合
の
趣
旨
と
解
し
た
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上
で
例
文
と
し
た
原
審
を
、
相
当
期
間
継
続
し
て
支
払
を
怠
る
の
趣
旨
に
解
す
べ
く
、
理
由
な
く
不
合
理
な
解
釈
を
す
べ
き
で
は
な
い

と
し
て
破
棄
差
戻
し
た
大
判
昭
一
〇
年
一
〇
月
一
四
日
新
聞
三
九
二
〇
号
五
頁
を
挙
げ
る
。

次
に
、
一
部
無
効
の
一
例
と
す
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
幾
代
・
民
法
総
則
第
二
版
四
二
三
頁
（
一
九
八
四
）
は
「
一
部
無
効
の
理

論
の
応
用
の
一
種
」
と
す
る
。
四
宮
・
民
法
総
則
第
四
版
補
正
版
二
一
二
頁
（
一
九
九
六
）
は
「
法
的
判
断
者
が
、
利
益
状
況
に
基
づ

い
て
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
当
事
者
の
意
思
を
修
正
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
部
無
効
の
理
論
の
特
殊
な
応
用
で
あ
る
」
と
す
る
。

四
宮
・
能
見
・
民
法
総
則
第
六
版
二
八
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
二
）
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
無
効
原
因
の
種
類
と
の
関
連
性
（
要
式
違

反
の
場
合
は
不
要
式
行
為
へ
の
転
換
は
問
題
な
い
が
、
公
序
良
俗
違
反
の
場
合
は
合
理
的
な
内
容
に
変
更
し
て
か
ら
で
な
い
と
転
換
を

認
め
る
こ
と
は
困
難
）
に
言
及
す
る
。
内
田
・
民
法
�
第
二
版
二
七
〇
頁
（
一
九
九
九
）
は
、「
一
部
無
効
の
理
論
と
同
じ
発
想
で
あ

る
」
と
す
る
。

最
後
に
、
裁
判
官
の
契
約
改
訂
と
位
置
づ
け
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
村
・
基
本
民
法
一
八
五
頁
以
下
（
二
〇
〇
一
）
は
、
契
約

の
一
部
を
無
効
と
す
る
点
か
ら
は
一
部
無
効
と
関
連
す
る
﹇
但
し
同
一
で
は
な
い
点
に
つ
き
、
図
表
六
―
四
参
照
﹈
が
、
当
事
者
の
当

初
の
意
思
と
完
全
に
は
一
致
し
な
い
点
か
ら
は
、（
一
部
無
効
と
同
様
に
）
裁
判
官
に
よ
る
契
約
の
改
訂
（
修
正
）
に
ほ
か
な
ら
な
い

と
す
る
。

転
換
を
一
部
無
効
と
同
視
な
い
し
近
い
制
度
と
位
置
づ
け
る
見
解
は
、
両
者
を
全
く
同
視
す
る
の
で
は
な
く
、
無
効
な
法
律
行
為
を

で
き
る
だ
け
維
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
発
想
な
い
し
機
能
に
共
通
す
る
も
の
を
見
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
、
本
来
の
一

部
無
効
を
量
的
一
部
無
効
と
し
て
、
こ
こ
に
質
的
一
部
無
効
を
構
成
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
解
釈
の
一
種
と
す
る
も
の
は
、
意
思
解

釈
の
延
長
線
上
に
理
解
す
る
立
場
か
ら
、
裁
判
官
の
契
約
改
訂
と
位
置
づ
け
る
立
場
ま
で
幅
が
広
い
。
こ
こ
に
も
、
こ
の
場
合
の
解
釈

の
内
実
を
意
思
の
確
認
作
業
の
枠
内
と
理
解
す
る
か
合
意
内
容
を
合
理
的
に
形
成
す
る
作
業
と
理
解
す
る
か
の
違
い
が
現
れ
て
お
り
、
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後
者
の
見
解
が
時
代
を
追
っ
て
（
解
釈
作
業
の
理
解
の
変
化
と
対
応
し
つ
つ
）
有
力
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
、
で
み
た
よ
う
に
、
日
本
の
判
例
上
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
家
族
法
上
の
分
野
、
と
り
わ
け
届
出
の
よ
う
な
様
式
行
為

が
か
か
わ
る
場
面
で
の
み
転
換
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
か
の
意
味
を
探
求
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

山
本
進（
２１
）

一
は
、
一
九
六
一
年
発
表
の
論
文
に
お
い
て
、「
こ
れ
ら
の
判
例
の
傾
向
の
な
か
に
は
、
要
式
行
為
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
？

そ
の
目
的
か
ら
み
た
場
合
当
該
行
為
に
お
け
る
要
式
性
の
限
界
は
ど
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
か
？
な
ど
要
式
行
為
に
お
け
る
各
個
の

要
式
性
の
も
つ
性
質
、
限
界
へ
の
反
省
は
、
み
じ
ん
も
見
い
だ
さ
れ
な
い
で
終
っ
て
い
る
。」
と
批
判
す
る
。
確
か
に
、
判
決
理
由
に

お
け
る
実
質
的
正
当
化
の
部
分
が
従
来
の
裁
判
例
で
十
分
で
な
く
、
判
決
理
由
に
十
分
反
映
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
そ
の
批
判
の
正
当
さ
は
、
そ
れ
ら
の
裁
判
例
の
実
質
的
正
当
化
理
由
の
推
測
な
い
し
分
析
を
不
必
要
と
さ
せ
る
も
の
で
は

な
か
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
し
、
七
〇
年
以
上
前
に
末
弘
が
当
時
の
内
外
の
学
説
に
対
し
て
行
っ
た
批
判
は
今
も
古
び
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

彼
は
、
以
下
の
三
点
を
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
法
律
行
為
の
種
類
な
い
し
型
に
関
す
る
研
究
が
欠
け
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
転
換

の
問
題
と
法
律
行
為
解
釈
理
論
と
が
極
め
て
密
接
な
関
係
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
釈
理
論
の
限
界
自
体
の
考
究
が
な
い
こ
と
、

第
三
に
、
転
換
の
成
否
が
具
体
的
個
々
的
場
合
を
考
慮
せ
ず
、
一
般
的
理
論
的
に
論
議
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
転
換
成
立
に
必
要
な
因

子
の
全
体
的
研
究
が
な
い
こ
と
、
を
挙
げ（
２２
）

る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
前
提
と
し
て
、
彼
は
、
甲
種
の
行
為
か
ら
乙
種
の
行
為
へ
の
転
換

が
考
え
ら
れ
る
場
合
、
甲
種
が
任
意
的
種
型
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
の
意
図
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
法
律
構
成
を
与
え
る
裁
判
官
の
解
釈

活
動
に
吸
収
さ
れ
、
甲
種
が
強
制
的
種
型
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
転
換
の
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
乙
種
の
行
為
が
強
制
的
種
型
か
任
意

的
種
型
か
で
区
別
さ
れ
る
。
任
意
的
種
型
で
あ
れ
ば
、
解
釈
で
可
能
で
あ
る
。
強
制
的
種
型
の
場
合
に
は
、
そ
の
方
式
要
件
が
あ
る
程

度
寛
容
的
で
あ
れ
ば
、
転
換
は
可
能
で
あ
り
、
厳
格
的
で
あ
れ
ば
不
可
能
で
あ（
２３
）

る
と
述
べ
る
。
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要
す
る
に
、
転
換
を
必
要
と
す
る
場
面
、
そ
れ
が
よ
っ
て
来
た
る
社
会
的
紛
争
・
社
会
的
事
実
そ
の
も
の
を
直
視
し
す
べ
き
こ
と
を

提
案
し
、
場
面
に
応
じ
て
考
察
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
説
が
そ
の
点
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

場
面
の
考
慮
が
要
件
・
効
果
に
十
分
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
本
（
進
一
）
説
は
、
意
思
表
示
解
釈
が
弾
力
性
を
も
つ
こ
と
は
望
ま
し
い
が
、
や
は
り
そ
の
限
界
が
あ
り
、
解
釈
を
越
え
た
解
決

を
与
え
る
ほ
か
な
い
場
合
に
、
固
有
の
解
決
方
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
す（
２４
）

る
。

山
本
説
が
、
転
換
の
許
容
範
囲
を
慎
重
に
限
定
し
て
い
る
姿
勢
は
共
感
で
き
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
規
定
の
な
い
日
本
法

に
お
い
て
も
、
意
思
表
示
解
釈
を
越
え
た
法
理
と
し
て
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
る
意
図
が
筆
者
に
は
十
分
理
解
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
基
礎
に
は
「
解
釈
」
に
盛
り
込
む
内
容
の
広
狭
の
問
題
が
伏
在
し
て
お
り
、
山
本
説
は
狭
い
「（
意
思
）
解
釈
」
な
い
し
は
「
意

思
と
関
係
づ
け
う
る
限
り
で
の
み
解
釈
作
業
を
観
念
す
る
こ
と
が
可
能
」
と
い
う
見
方
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
と
推
測
は
で
き
る
。

し
か
し
、
当
事
者
が
選
択
し
た
法
的
構
成
が
解
釈
に
対
し
て
も
つ
意
義
、
あ
る
い
は
訴
訟
に
お
け
る
意
義
の
相
対
性
（
解
釈
者
や
裁
判

官
は
当
事
者
の
構
成
に
完
全
に
拘
束
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
）
や
、
一
方
で
は
、
自
己
決
定
と
い
う
視
点
か
ら
の
当
事
者

の
意
思
の
尊
重
傾
向
が
ま
す
ま
す
当
事
者
の
意
思
に
依
存
し
な
い
利
益
配
慮
を
（
明
示
せ
ず
に
）
事
後
的
・
後
見
的
に
読
み
込
む
こ
と

へ
の
疑
問
視
、
他
方
で
は
、
意
思
解
釈
を
取
り
囲
む
多
様
な
機
能
を
「
解
釈
」
に
盛
り
込
む
こ
と
に
異
論
の
な
い
現
在
の
解
釈（
２５
）

学
の
到

達
点
か
ら
は
、
解
釈
作
業
の
か
よ
う
な
限
定
は
も
は
や
狭
す
ぎ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
山
本
説
は
、
転
換
制
度
の
活
用
と
い
う

実
践
的
意
図
を
前
提
と
す
る
が
、
ま
さ
に
な
ぜ
活
用
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
の
究
明
こ
そ
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
（
旧
版

注
民
・
奥
田
二
三
七
頁
が
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
が
要
件
を
か
な
り
厳
格
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
と
対
比
し
て
、
活
用
の
た
め
の
要

件
緩
和
を
試
み
る
説
と
し
て
山
本
説
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
く
）。
さ
ら
に
い
え
ば
、
山
本
説
に
お
け
る
、
転
換
制
度
の

活
用
と
い
う
実
践
的
意
図
と
転
換
の
許
容
範
囲
を
慎
重
に
限
定
す
る
姿
勢
が
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
か
。
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五
、
近
時
の
歴
史
研
究
の
成
果

転
換
法
理
が
解
釈
の
諸
手
法
と
密
接
な
関
連
を
有
し
、
当
初
よ
り
、
転
換
法
理
自
体
の
独
自
性
の
有
無
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

点
は
、
解
釈
手
法
の
分
析
が
進
展
し
た
現
在
で
は
よ
り
一
層
問
題
と
な
る
。
近
時
、
立
法
史
研
究
に
も
と
づ
き
、
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定

は
法
律
行
為
の
維
持
的
解
釈
手
法
を
明
確
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
転
換
法
理
の
独
自
性
は
な
く
、
解
釈
（
そ
の
内
容
は
質
的
一
部

無
効
と
再
法
性
決
定
）
に
吸
収
さ
れ
る
と
し
て
、
従
来
の
少
数
説
を
支
持
す
る
ク
ラ
ン
ペ
の
研（
２６
）

究
が
出
て
い
る
。

こ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
の
当
初
は
、
転
換
は
解
釈
に
対
す
る
独
自
性
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
法
律
行
為
の
解
釈
を
当
事

者
が
ま
ず
考
え
た
法
律
行
為
類
型
な
い
し
概
念
に
固
定
し
て
考
え
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
無
効
行
為
の
救
済
手
段
を
必
要
と
し

た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
民
法
典
起
草
に
連
な
る
一
九
世
紀
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
で
は
、
こ
の
よ
う
な
制
約
は
な
く
な

り
、
転
換
は
法
律
行
為
の
維
持
的
解
釈
で
あ
る
こ
と
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
と
さ
れ（
２７
）

る
。

ド
イ
ツ
民
法
一
四
〇
条
「
無
効
な
法
律
行
為
が
別
の
法
律
行
為
の
要
件
に
対
応
す
る
場
合
で
、﹇
当
事
者
が
﹈
無�

効�

を�

知�

っ�

て�

い�

れ�

ば�

後�

者�

の�

妥�

当�

を�

欲�

し�

た�

で�

あ�

ろ�

う�

と�

認�

め�

ら�

れ�

る�

場�

合�

に
は
、
後
者
が
妥
当
す
る
。（
―
傍
点
筆
者
（
以
下
同
じ
）
―
）」
に
結
実
す

る
立
法
過
程
は
以
下
の
よ
う
に
分
析
さ
れ（
２８
）

る
。

ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
影
響
が
明
白
な
バ
イ
エ
ル
ン
草
案
八
二
条
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
起
草
の
部
分
草
案
一
二
九
条

「
当
初
当
事
者
に
よ
り
意
図
さ
れ
な
が
ら
、
無
効
で
あ
る
法
律
行
為
が
別
の
法
律
行
為
の
す
べ
て
の
要
件
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ

が
当�

事�

者�

の�

意�

思�

に�

か�

な�

う�

場�

合�

に
は
、
後
者
が
維
持
さ
れ
る
。」
が
ま
ず
出
さ
れ
、
そ
の
修
正
と
し
て
の
第
一
草
案
一
一
一
条
「
意

図
さ
れ
た
が
、
そ
れ
自
体
無
効
な
法
律
行
為
が
別
の
法
律
行
為
の
要
件
に
対
応
す
る
場
合
、
無�

効�

な�

法�

律�

行�

為�

の�

実�

行�

か�

ら�

明�

ら�

か�

と�

な�

る�

意�

思�

に�

か�

な�

う�

限
り
で
、
後
者
が
維
持
さ
れ
る
。」
が
作
成
さ
れ
る
。

論 説
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ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
は
、
理
由（
２９
）

書
に
お
い
て
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
転
換
に
つ
い
て
の
理
解
を
以
下
の
よ
う
に
引
用
す
る
。
転
換
規
則

は
、
裁
判
官
に
、
法
的
効
果
発
生
の
問
題
を
、
単
に
契
約
締
結
者
が
当
初
念
頭
に
お
き
、
当
該
法
律
行
為
の
有
効
性
の
障
害
と
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
の
法
命
題
に
従
っ
て
答
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
課
題
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
回
答
に
際
し
て
法
の
総
体
を
考
慮
す
る

と
い
う
課
題
を
与
え
る
。
あ
る
法
律
行
為
の
特
性
は
、
そ
の
呼
称
で
は
な
く
、
意
図
さ
れ
た
、
実
体
法
上
の
効
果
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
。

表
示
者
の
意
図
も
こ
の
効
果
そ
の
も
の
の
発
生
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
表
示
者
が
こ
の
効
果
発
生
の
た
め
に
決
定
的
と
考
え
た

法
命
題
に
の
み
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
行
為
上
の
事
実
を
、
当
事
者
に
よ
っ
て
看
過
さ
れ
た
が
、
当
事
者

の
意
図
を
も
っ
と
も
考
慮
す
る
よ
う
な
法
命
題
の
も
と
に
包
摂
す
る
こ
と
は
問
題
が
な
い
だ
ろ
う
。
困
難
は
、
法
律
行
為
の
効
果
を
、

当
事
者
に
よ
っ
て
念
頭
に
置
か
れ
た
法
命
題
以
外
の
法
命
題
か
ら
導
出
す
る
際
に
、
そ
の
効
果
も
別
の
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
別
の
効
果
が
な
お
現
実
に
欲
さ
れ
、
そ
う
表
示
さ
れ
た
も
の
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
か
、
当
事
者
の
意
思

に
暴
力
を
加
え
て
い
な
い
か
、
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
代
替
行
為
の
効
果
は
少
な
く
と
も
、
成
立
し
な
か
っ
た
「
多
」
の
な

か
に
同
種
の
「
少
」
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
個
別
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
、
当
事
者

意
思
の
法
定
の
推
定
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
別
の
行
為
も
欲
さ
れ
た
と
い
う
想
定
は
、
当
事
者
の
表
示
の
中
に
か
よ
う
な
意
図
が
示
唆

さ
れ
る
場
合
に
は
容
易
と
な
る
。

ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
第
一
草
案
へ
の
批
判
は
こ
う
で
あ
る
。
第
一
草
案
は
自
明
の
こ
と
を
規
定
す
る
に
す
ぎ
ず
、
転
換
法
理
が
要

求
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
が
欲
し
た
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
同
種
の
法
律
行
為
を
生
み
出
す
法
律

行
為
を
維
持
す
る
の
が
、
転
換
で
あ
り
、
当
事
者
の
別
種
の
法
律
行
為
へ
の
積
極
的
意
図(velle)

は
必
要
で
は
な
く
、
そ
れ
を
積
極

的
に
拒
否
し
た
の
で
は
な
い(n

on
n

olle)

こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
草
案
が
要
件
と
し
て
掲
げ
る
仮
定
的(even

tu
ell)

意
思
に
つ
い
て
も
、
不
要
と
す
る
。

「転換」法理についての覚書
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
当
時
す
で
に
維
持
的
解
釈
手
法
と
し
て
の
機
能
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
転
換
法
理
を
正
し
く
理
解
す

る
も
の
で
は
な
い
と
ク
ラ
ン
ペ
は
述
べ
る
。

第
二
委
員
会
は
第
一
草
案
を
部
分
的
に
修
正
し
つ
つ
も
そ
の
規
定
を
存
続
さ
せ
た
が
、
そ
の
前
段
階
の
ラ
イ
ヒ
司
法
省
の
準
備
委
員

会
で
は
、
削
除
を
主
張
す
る
意
見
書
を
考
慮
し
た
削
除
説
も
出
さ
れ
た
が
、
転
換
の
許
容
性
が
削
除
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
と
い
う
誤
解

を
生
ぜ
し
め
な
い
た
め
に
存
置
が
決
定
さ
れ
た
。

第
二
草
案
一
一
一
条
「
無
効
な
法
律
行
為
が
別
の
法
律
行
為
の
要
件
に
対
応
す
る
場
合
、﹇
当
事
者
が
﹈
知�

っ�

て�

い�

れ�

ば�

後�

者�

を�

欲�

し�

た�

で�

あ�

ろ�

う�

と�

認�

め�

ら�

れ�

る�

場
合
に
は
、
後
者
が
妥
当
す
る
。」
が
わ
ず
か
な
表
現
の
修
正
の
み
で
成
案
と
な
っ
た
。

転
換
規
定
は
、
出
発
点
と
し
て
当
時
の
普
通
法
学
説
に
お
け
る
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
や
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
な
ど
の
（
転
換
を
解
釈
の
一

種
と
す
る
）
支
配
説
を
受
け
継
ぎ
、
当
事
者
意
思
の
位
置
づ
け
・
そ
の
内
容
に
つ
い
て
修
正
案
や
廃
止
案
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
審
議

過
程
に
お
い
て
振
幅
が
あ
り
つ
つ
も
、
大
き
な
変
更
は
な
さ
れ
ず
に
成
案
に
至
っ
た
と
す
る
。
転
換
を
独
自
の
制
度
と
す
る
見
解
は
、

審
議
過
程
で
、
徐
々
に
当
事
者
意
思
に
対
す
る
要
件
が
緩
和
さ
れ
、
抽
象
化
さ
れ
て
き
た
点
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
第
二
委
員
会
の
議

事
録（
３０
）

に
、
当
事
者
の
現
実
の
意
思
や
、
ま
さ
か
の
時
の
た
め
の(even

tu
ell)

意
思
な
ど
で
は
な
く
、
経
済
的
効
果
に
向
け
ら
れ
た
当

事
者
の
意
思
が
基
準
と
な
る
と
い
う
趣
旨
の
く
だ
り
が
あ
る
点
に
も
依
拠
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
制
度
趣
旨
へ
の
根
本
的
変
更
を

推
測
さ
せ
る
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
す
る
。

H
arpprech

t

以
後
の
普
通
法
に
お
い
て
、
彼
の
功
績
は
し
だ
い
に
忘
れ
ら
れ
て
い
く
が
、
抽
象
的
法
理
の
存
在
は
承
認
さ
れ
た
。

た
だ
、
そ
の
根
拠
づ
け
は
多
様
で
あ
り
、
ま
た
要
件
・
効
果
も
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
に
よ
っ
て
ア
ク
セ
ン
ト
が
異
な
る
。
総
じ
て
、
法
理

と
し
て
の
進
展
が
み
ら
れ
た
の
か
は
筆
者
に
は
疑
問
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
民
法
一
四
〇
条
の
立
法
者
意
思
は
結
局
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、

論 説
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現
在
な
お
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説
が
解
釈
と
区
別
さ
れ
た
独
自
の
制
度
と
理
解
す
る
究
極
の
理
由
は
何
か
と
問
う
と
き
、
そ
こ
に
何
か

積
極
的
な
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
そ
こ
に
実
定
法
規
定
が
あ
る
か
ら
そ
れ
を

説
明
す
る
た
め
に
と
い
う
心
理
を
見
い
だ
す
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

六
、
ま
と
め

一
部
無
効
法
理
で
も
問
題
と
な
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
法
理
が
働
く
場
面
と
の
関
係
を
意
識
し
な
い
で
議
論
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味

が
な
い
で
あ
ろ
う
。
身
分
行
為
の
届
出
を
別
の
届
出
に
転
換
す
る
こ
と
の
是
非
は
、
転
換
の
対
象
と
な
る
二
つ
の
身
分
行
為
の
性
格
、

各
要
式
行
為
の
厳
格
性
の
程（
３１
）

度
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
政
策
的
評
価
、
先
行
す
る
事
実
関
係
尊
重
の
要
請
の
程
度
（
ど
の
程
度
存
続
し
て

い
る
か
）、
第
三
者
の
利
害
が
か
か
わ
っ
て
い
て
も
そ
れ
よ
り
も
優
先
す
る
と
評
価
で
き
る
か
ど
う
か
（
第
三
者
の
言
い
分
が
遺
産
分

割
で
の
争
い
の
口
実
と
な
っ
て
は
い
な
い
か
な
ど
）、
当
事
者
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
代
弁
す
る
訴
訟
代
理
人
）
が
か
よ
う
な
転
換
を
訴

訟
上
主
張
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
な
ど
に
依
存
し
よ
う
。

訴
訟
で
一
方
当
事
者
の
訴
訟
代
理
人
が
一
部
無
効
な
り
、
転
換
な
り
を
主（
３２
）

張
す
る
こ
と
は
、
両
当
事
者
が
当
該
合
意
形
成
時
に
同
様

の
意
図
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
担
保
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
が
、
裁
判
官
が
事
後
的
に
解
釈
作
業
を
す
る
際
に
一
つ
の
手
が
か
り
を

与
え
う
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
つ
の
手
が
か
り
で
あ
り
、
他
方
当
事
者
の
信
頼
や
意
図
を
裏
切
る
形
で
の
運
用
は
信
義
則
で
制
約
さ
れ
よ

う
し
（
訴
訟
上
で
の
不
意
打
ち
禁
止
）、
公
序
良
俗
や
要
式
性
等
の
法
秩
序
か
ら
の
制
約
も
あ（
３３
）

る
。
合
意
一
般
で
は
な
く
、
届
出
に
お

い
て
の
み
実
務
上
問
題
と
な
る
の
は
、
か
よ
う
な
場
面
の
際
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
契
約
の
合
意
の
際
に
は
、
要
式
、
不

要
式
を
問
わ
ず
、
か
よ
う
な
考
慮
要
素
は
当
事
者
の
主
張
の
攻
防
の
過
程
で
自
ず
と
出
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
裁
判
官
自
身
の

釈
明
権
行
使
に
よ
り
解
明
が
促
進
さ
れ
る
。
判
決
に
お
い
て
も
、
裁
判
官
は
当
事
者
の
主
張
す
る
法
的
構
成
に
必
ず
し
も
依
存
し
な
い

「転換」法理についての覚書
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法
性
決
定
を
独
自
に
な
し
う
る
。
ま
た
、
実
際
は
、
一
方
の
無
効
の
主
張
に
対
し
て
、
他
方
が
転
換
の
可
能
性
を
抗
弁
す
る
こ
と
で
問

題
が
提
出
さ
れ
、
裁
判
官
は
、
そ
の
可
能
性
を
総
合
的
見
地
か
ら
判
断
す
る
と
い
う
構
図
が
一
般
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
、
私
見
は
、
転
換
法
理
は
、
修
正
的
解
釈
、
補
充
的
解
釈
な
ど
の
現
在
の
解
釈
方
法
に
解
消
さ
れ
、
独
立
し
た
法
制
度

の
意
味
を
失
っ
て
い
る
と
認
識
し
た（
３４
）

い
。
こ
の
点
は
、
規
定
の
存
在
か
ら
、
そ
の
存
在
価
値
を
（
無
意
識
の
う
ち
に
も
）
発
見
す
る
方

向
へ
傾
き
が
ち
な
（
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
）
一
部
の
議
論
は
参
考
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

合
名
会
社
の
無
効
に
際
し
て
、
民
法
上
の
組
合
に
転
換
で
き
な
い
か
が
争
い
と
な
っ
た
事（
３５
）

案
で
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
が
、
転
換
の
障

害
と
な
る
は
ず
の
（
一
部
）
当
事
者
の
現
実
の
反
対
意
思
を
無
視
し
、
行
為
の
経
済
的
目
的
に
依
拠
し
た
仮
定
的
意
思
を
基
準
と
し
て
、

転
換
を
肯
定
し
た
た
め
、
学
説
の
猛
反
論
を
招
い
た
。
こ
の
場
合
、
問
題
で
あ
る
の
は
、
転
換
法
理
を
援
用
し
た
こ
と
自
体
で
は
な
く
、

連
邦
裁
判
所
が
民
法
上
の
組
合
の
成
立
を
肯
定
し
た
実
質
的
理
由
が
、
転
換
法
理
の
外
皮
に
包
ま
れ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
な
発
想
な
い
し
用
語
の
使
用
自
体
は
排
除
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
一
方
当
事
者
が
無
効
な
法
律
行
為
の
再
評
価
を
主

張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
官
に
そ
の
評
価
を
促
す
き
っ
か
け
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
転
換
」
と
い
う
法
理
に
、
有
効
化
へ
と
方
向
付
け
る
積
極
的
な
魔
力
が
潜
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
裁
判
官
は
、
当
該
事
案
の
文

脈
（
無
効
規
範
の
評
価
、
当
該
法
律
行
為
の
性（
３６
）

質
、
紛
争
の
経
緯
な
ど
）
を
総
合
的
に
判
断
し
た
上
で
結
論
を
出
す
の
で
あ
り
、
判
断

者
が
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
転
換
と
呼
ん
だ
と
た
ん
に
、
か
え
っ
て
そ
の
判
断
過
程
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
弊
害
が
あ
ろ
う
。
あ
る
程

度
定
型
的
な
事
態
に
限
定
し
て
も
、
そ
こ
で
転
換
が
な
し
得
る
か
否
か
は
結
局
事
案
の
個
別
性
に
依
存
す
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
信
義
則
に
よ
る
個
別
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
有
効
化
の
判
決
が
同
種
の

事
案
で
続
け
ば
、
そ
れ
は
法
が
社
会
に
対
応
し
て
い
な
い
一
つ
の
徴
表
で
あ
り
、
正
当
な
要
請
が
法
の
形
式
性
に
阻
ま
れ
て
い
る
と
評
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価
で
き
る
場
合
で
あ
ろ
う
か
ら
、
立
法
者
が
改
正
等
で
対
処
す
べ
き
課
題
と
な
る
場
合
も
あ
り
え
、
判
断
者
の
総
合
的
評
価
が
法
に
定

着
す
る
場
合
も
あ
る
（
わ
ら
の
上
の
養
子
願
望
に
対
す
る
特
別
養
子
制
度
の
新
設
な
ど
）。
逆
に
、
判
決
で
否
定
さ
れ
続
け
る
場
合
は

単
に
当
事
者
の
虫
の
よ
い
主
張
で
あ
り
、
既
存
の
制
約
を
潜
脱
す
る
な
ど
の
弊
害
が
と
も
な
う
と
判
断
さ
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
か

ら
で
あ
る
（
こ
の
場
合
で
も
、
法
の
形
式
性
が
司
法
的
救
済
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
立
法
者
の
考
慮
す
る
と
こ
ろ
と
な
る

場
合
も
あ
り
う
る
）。

（
１
）

基
本
的
な
も
の
と
し
て
、
注
釈
民
法
�
二
三
六
頁
以
下
（
一
九
六
七
）﹇
奥
田
昌
道
﹈。
そ
の
ほ
か
に
、
曄
道
・
京
都
法
学
会
雑
誌
一
三

巻
二
号
一
頁
（
一
九
一
八
）、
末
弘
・
法
協
五
〇
巻
二
号
一
頁
（
一
九
三
二
）、
田
島
・
論
叢
三
三
巻
五
号
一
頁
（
一
九
三
五
）、
山
本
『
無

効
行
為
転
換
の
理
論
』（
一
九
九
五
）﹇
収
録
さ
れ
て
い
る
初
出
論
文
は
ほ
ぼ
一
九
五
〇
か
ら
六
〇
年
代
発
表
の
も
の
﹈。
最
近
の
も
の
と
し

て
、
神
田
・
法
律
論
叢
七
一
巻
四
・
五
号
一
三
七
頁
（
一
九
九
九
）、
長
谷
川
・
（
椿
編
『
法
律
行
為
無
効
の
研
究
』（
二
〇
〇
一
）
所
収
）

六
七
七
頁
以
下
。
な
お
、
日
本
の
議
論
は
ド
イ
ツ
法
の
議
論
の
影
響
下
に
あ
っ
た
が
、
近
時
、
立
法
史
研
究
に
も
と
づ
き
、
ド
イ
ツ
民
法
の

規
定
は
法
律
行
為
の
維
持
的
解
釈
手
法
を
明
確
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
少
数
説
（
独
自
性
否
定
説
）
を
支
持
す
る
研
究(C

h
ristoph

K
ram

pe,D
ie

K
on

version
des

R
ech

tsgesch
äfts

1980.)

が
出
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
レ
ベ
ル
で
の
視
野
か
ら
の
包
括
的
検
討

と
し
て
、G

iu
seppe

G
an

dolfi,
L

A
C

O
N

V
E

R
S

IO
N

E
D

E
L

L
’A

T
T

O
IN

V
A

L
ID

O
,

volu
m

e
prim

o
:

IL
M

O
D

E
L

L
O

G
E

R
-

M
A

N
IC

O
(1984);

volu
m

e
secon

do
:

IL
P

R
O

B
L

E
M

A
IN

P
R

O
IE

Z
IO

N
E

E
U

R
O

P
E

A
(1988)

。

（
２
）

ド
イ
ツ
民
法
典
の
影
響
に
よ
る
転
換
規
定
が
あ
る
立
法
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
（
一
九
四
〇
）、
イ
タ
リ
ア
（
一
九
四
二
）、
ポ
ル
ト
ガ
ル

（
一
九
六
六
）、
オ
ラ
ン
ダ
（
一
九
八
〇
）
が
挙
げ
ら
れ
、
判
例
に
よ
り
転
換
法
理
が
承
認
さ
れ
た
国
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ

ス
が
あ
る(K

ram
pe,aaO

,S
.16

―27
;

G
iu

seppe
G

an
dolfi,D

as
P

roblem
der

K
on

version
des

n
ich

tigen
V

ertrags
in

den

eu
ropäisch

en
R

ech
tsordn

u
n

gen
,in

:
F

estsch
rift

fü
r

P
eter

S
ch

lech
triem

zu
m

70.
G

ebu
rtstag,

H
g.

von
S

ch
w

en
zer

u
.

H
ager

2003,S
.497

に
よ
る
。)

。
ド
イ
ツ
普
通
法
の
議
論
と
そ
れ
に
連
な
る
民
法
典
に
お
け
る
転
換
規
定
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
山

本
・
前
掲
書
六
〇
頁
以
下
に
詳
細
な
検
討
が
あ
る
。

（
３
）

民
法
九
七
一
条
に
お
け
る
秘
密
証
書
遺
言
の
自
筆
証
書
遺
言
へ
の
転
換
が
要
式
行
為
に
関
す
る
具
体
的
規
定
で
あ
る
が
、
注
意
的
規
定
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と
解
さ
れ
て
い
る
。
不
要
式
行
為
の
転
換
例
と
理
解
し
う
る
も
の
は
、
一
一
九
条
但
書
、
五
二
三
条
、
五
二
八
条
で
あ
る
。

（
３a
）

も
ち
ろ
ん
、
古
く
は
ロ
ー
マ
法
源
に
断
片
的
に
み
ら
れ
た
無
効
行
為
の
救
済
例
、
例
え
ば
無
効
な
兵
士
遺
言
を
一
般
遺
言
と
し
て
、
無

効
な
債
務
放
棄
を
不
訴
求
合
意
と
し
て
有
効
と
す
る
例
が
あ
っ
た
。

（
４
）

一
七
四
七
年
のH

arpprech
t

の
博
士
論
文
。
彼
は
転
換
の
プ
ロ
セ
ス
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
転
換
と
は
、
あ
る
行
為
が

複
数
のm

odu
s

に
よ
り
締
結
可
能
な
場
合
に
お
い
て
、
有
効
で
な
い
あ
るm

odu
s

に
代
わ
り
別
の
可
能
なm

odu
s

を
設
定
し
、
そ
れ
に

よ
り
追
求
さ
れ
た
目
的
が
少
な
く
と
も
そ
の
種
に
お
い
て
維
持
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
で
あ
る
。」「
よ
り
広
い
要
件
を
と
も
な
う
あ
る
行
為
が

無
効
で
も
、
同
時
に
よ
り
少
な
い
要
件
を
と
も
な
う
有
効
なm

odu
s

が
締
結
さ
れ
た
と
し
て
、
当
該
行
為
は
維
持
さ
れ
う
る
、
た
と
え
当

初
の
行
為
が
若
干
変
更
さ
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
当
初
予
定
さ
れ
た
も
の
に
と
ど
ま
り
得
な
い
と
し
て
も
。」(K

ram
pe,aaO

,S
.30

f.)

彼
の
学
説
の
特
色
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
教
会
学
（
パ
ン
と
葡
萄
酒
の
キ
リ
ス
ト
の
肉
体
と
血
へ
の
変
態
）
と
当
時
の
哲
学

（
存
在
論
）
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
合
意
に
お
け
る
常
素
と
偶
素
の
区
別
が
み
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
法
源
の
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
で
は
な

く
、
法
理
と
し
て
の
抽
象
化
に
重
点
が
あ
っ
た
。
す
で
に
後
の
ド
グ
マ
の
詳
細
（
要
件
の
大
小
、
目
的
、
当
事
者
意
思
と
の
対
応
、
場
合
分

け
）
が
語
ら
れ
て
い
る
。
当
初
のm
odu

s

に
よ
る
行
為
が
無
効
で
あ
る
の
に
な
ぜ
転
換
が
可
能
か
と
い
う
、
転
換
理
論
に
対
す
る
批
判
に
、

無
効
で
あ
っ
て
も
行
為
は
事
実
上
存
在
す
る
と
反
論
し
て
い
る
。

（
５
）

M
ü

n
ch

K
om

m
-M

ayer-M
aly

,
B

d
.1,

3.A
u

fl.
(1993

)
§

140
;

B
am

berger
/R

oth
,

B
G

B
,

B
d

.1
(2003

),
§

140

(W
en

dtlan
d);

H
K

K
-B

G
B

,
B

d.I
(2003),

§
§

139

―141,
R

n
.39

(D
orn

);
H

an
dkom

m
en

tar
B

G
B

,
3.A

u
fl.

(2003),
§

140

(D
örn

er);
P

alan
dt,63.A

u
fl.(2004),

§
140

(H
ein

rich
s).

（
６
）

以
上
に
つ
き
、Z

im
m

erm
an

n
,T

h
e

L
aw

of
O

bligation
s,R

om
an

F
ou

n
dation

s
of

th
e

C
ivilian

T
radition

,1996
(pa-

perback),pp.683
sqq.

（
７
）

こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
と
草
案
に
つ
き
、
拙
稿
「
無
効
・
取
消
の
要
件
・
効
果
の
一
般
的
枠
組

―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
法
律
家
ア
カ
デ

ミ
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
草
案
を
参
考
に
―
―
」
阪
大
法
学
五
二
巻
三
・
四
号
一
七
七
頁
以
下
。

（
８
）

一
四
五
条

無
効
な
契
約
の
転
換

一
、
四
〇
条
二
項
と
一
四
三
条
一
項
を
除
き
、
無
効
な
契
約
は
、﹇
別
の
契
約
の
﹈
構
成
部
分
が
内
容
と
方
式
の
点
で
存
在
し
、
か
つ
別
の

契
約
が
当
事
者
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
目
的
を
合
理
的
に
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
で
、
別
の
有
効
な
契
約
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
。
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二
、
本
条
一
項
の
規
律
は
、
個
々
の
契
約
条
項
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
。

三
、
転
換
は
、
当
事
者
の
異
な
る
意
思
が
契
約
ま
た
は
事
情
か
ら
明
ら
か
と
な
る
場
合
に
は
、
生
じ
な
い
。

四
、
転
換
は
、
そ
の
要
件
充
足
の
み
で
、
生
ず
る
。
し
か
し
転
換
を
援
用
し
よ
う
と
す
る
当
事
者
は
、
契
約
締
結
時
か
ら
進
行
す
る
三
年
の

時
効
期
間
満
了
の
前
に
、
必
要
な
点
を
挙
げ
た
表
示
を
相
手
方
に
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
表
示
に
は
二
一
条
、
三
六
条
が
適
用
さ
れ

る
。
当
事
者
は
こ
の
期
間
満
了
前
に
裁
判
に
よ
る
確
認
を
要
求
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
訴
え
は
、
当
事
者
に
裁
判
外
で
の
解
明
の
機
会

を
与
え
る
た
め
に
、
表
示
受
領
後
六
ヶ
月
経
過
前
に
は
提
起
で
き
な
い
。
緊
急
の
場
合
に
は
、
一
七
二
条
に
よ
る
措
置
を
裁
判
所
に
求
め

る
権
限
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。

五
、
本
条
の
規
定
は
、取
消
が
な
さ
れ
た
契
約
に
も
適
用
さ
れ
る
。
効
力
発
生
要
件
未
成
就
な
契
約
に
関
し
て
は
、一
五
三
条
が
基
準
と
な
る
。

（
９
）

逆
に
、
明
文
規
定
を
有
さ
な
い
国
で
は
、
そ
の
点
が
否
定
す
る
際
の
論
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
東
京
控
訴
院
大
正
一
〇
年

一
一
月
一
二
日
（
法
律
学
説
判
例
評
論
全
集
一
二
巻
商
法
三
頁
）
は
、
手
形
に
手
形
金
額
支
払
遅
滞
を
条
件
と
し
て
手
形
金
額
の
十
分
の
三

の
金
額
を
支
払
う
べ
き
特
約
を
記
載
し
た
事
案
で
、
当
該
特
約
を
別
個
の
債
務
証
券
と
し
て
指
図
債
権
た
る
効
力
あ
り
と
の
主
張
を
否
定
す

る
際
に
、「
無
効
行
為
の
転
換
を
認
め
ざ
る
我
が
法
律
の
下
に
於
い
て
は
到
底
こ
れ
を
認
容
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
１０
）

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
転
換
法
理(con

version
par

rédu
ction

)

に
関
す
る
判
例
・
学
説
の
態
度
と
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、

O
livier

G
ou

t,L
E

JU
G

E
E

T
L

’A
N

N
U

L
A

T
IO

N
D

U
C

O
N

T
R

A
T

,1999,p.477.

（
１１
）

G
ou

t,p.479.

（
１２
）

G
ou

t,p.477
n

ote
1704.

（
１３
）

G
ou

t,p.493.

（
１４
）

フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
一
部
が
、
転
換
と
い
う
言
葉
をcon

version
par

rédu
ction

と
表
現
す
る
の
は
、
当
初
の
法
律
行
為
が
無
効
と

さ
れ
る
の
は
、
有
効
で
あ
る
た
め
の
諸
要
件
の
う
ち
の
一
部
が
欠
け
る
た
め
で
あ
り
、（
よ
り
少
な
い
要
件
で
済
む
）
別
の
法
律
行
為
に
有

効
な
要
素
が
活
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
当
初
の
も
の
と
比
較
す
れ
ば
、
要
件
が
「
減
少
」
し
た
法
律
行
為
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
由
来
す
る
。

こ
の
理
解
は
、
歴
史
的
沿
革
に
忠
実
な
定
義
で
あ
る
が
、（
法
律
要
件
論
に
か
か
わ
る
が
）
常
に
量
的
多
寡
に
還
元
で
き
る
か
と
い
う
疑
問

が
あ
ろ
う
。

（
１５
）

奥
田
・
前
掲
二
三
九
頁
以
下
。
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（
１６
）

田
尾
・
曹
時
三
二
巻
二
号
一
一
五
頁
。

（
１７
）

同
旨
、
最
判
昭
二
五
年
一
二
月
二
八
日
民
集
四
巻
一
三
号
七
〇
一
頁
、
最
判
昭
四
九
年
一
二
月
二
三
日
民
集
二
八
巻
一
〇
号
二
〇
九
八

頁
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
要
請
に
応
え
る
立
法
と
し
て
特
別
養
子
制
度
が
あ
る
。

（
１８
）

同
旨
、
大
阪
高
判
昭
四
五
年
九
月
二
八
日
下
民
集
二
一
巻
九
・
一
〇
号
一
三
五
八
頁
。

（
１９
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
無
権
代
諾
に
よ
る
養
子
縁
組
の
無
方
式
追
認
を
肯
定
し
た
最
判
昭
二
七
年
一
〇
月
三
日
民
集
六
巻
九
号
七
五
三

頁
、
最
判
昭
三
九
年
九
月
八
日
民
集
一
八
巻
七
号
一
四
二
三
頁
が
重
要
で
あ
る
。

（
２０
）

も
ち
ろ
ん
届
出
は
法
律
行
為
で
は
な
い
。

（
２０a
）

転
換
と
い
う
用
語
に
言
及
し
な
い
平
野
裕
之
・
民
法
総
則
（
二
〇
〇
三
）
も
現
わ
れ
て
い
る
。

（
２１
）

前
掲
書
八
四
―
八
五
頁
。

（
２２
）

末
弘
・
前
掲
論
文
二
―
三
頁
。

（
２３
）

末
弘
・
前
掲
論
文
四
―
八
頁
。

（
２４
）

山
本
・
前
掲
書
九
頁
。
山
本
説
の
核
心
は
、
一
一
〇
―
一
一
一
頁
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
か
な
り
抽
象
的
・
思
弁
的
で
あ
る
。

（
２５
）

L
aren

z/C
an

aris,M
eth

oden
leh

re
der

R
ech

tsw
issen

sch
aft,3.A

u
fl.(1995)

S
S

.28,102.

（
２６
）

C
h

ristoph
K

ram
pe,D

ie
K

on
version

des
R

ech
tsgesch

äfts
1980.

（
２７
）

K
ram

pe,aaO
,S

.34
f.;

42
ff.

こ
れ
以
外
に
、
一
部
無
効
と
す
る
説
や
独
自
の
制
度
と
す
る
説
も
あ
っ
た
。

山
本
・
前
掲
書
四
〇
頁
は
、
転
換
を
法
律
行
為
の
部
分
的
保
持
な
い
し
一
部
有
効
と
理
解
す
る
立
場
の
背
景
を
当
時
の
無
効
が
不
存
在
を

意
味
し
、
存
在
し
な
い
も
の
は
何
も
の
に
も
変
化
し
え
な
い
と
い
う
考
え
を
前
提
と
し
た
か
ら
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
当
初
の
説
で
は
要
求

さ
れ
な
か
っ
た
当
事
者
の
意
思
要
件
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
意
思
理
論
の
影
響
が
あ
る
と
す
る
（
同
・
四
六
頁
以
下
）。

（
２８
）

K
ram

pe,aaO
,S

.130
ff.

（
２９
）

H
K

K
-B

G
B

,B
d.I

(2003),
§
§

139

―141,R
n

.28
(D

orn
).

（
３０
）

P
rotokolle,S

.263.

（
３１
）

山
本
・
前
掲
書
一
四
二
頁
。

（
３２
）

山
本
・
前
掲
書
一
六
二
頁
は
、
転
換
の
主
張
責
任
は
、
転
換
成
立
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
当
事
者
で
あ
り
、
こ
の
者
が
転
換
の
た
め
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の
一
般
的
成
立
要
件
に
つ
き
立
証
責
任
を
負
い
、
転
換
を
排
除
す
る
意
思
の
存
在
等
の
消
極
的
要
件
に
つ
き
、
相
手
方
に
立
証
責
任
が
あ
る

と
す
る
。

（
３３
）

転
換
法
理
の
擁
護
者
も
当
事
者
の
利
害
対
立
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
転
換
を
認
め
る
こ
と
が
他
の
当
事
者
の
利
益
・
予

測
・
期
待
を
害
す
る
場
合
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
と
す
る
（
山
本
・
前
掲
書
一
八
頁
、
一
一
一
頁
、
一
四
三
頁
、
一
四
八
頁
以
下
）。

（
３４
）

か
つ
て
、
拙
稿
「
無
効
行
為
の
追
認
」
阪
大
法
学
五
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
七
―
一
八
頁
に
お
い
て
、
無
効
行
為
の
追
認
を
当

事
者
意
思
の
限
定
的
評
価
と
再
編
成
と
い
う
事
態
と
把
握
し
つ
つ
も
、
要
約
的
に
転
換
構
成
で
説
明
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
現
時
点
で
の
筆

者
の
転
換
法
理
に
対
す
る
消
極
的
評
価
か
ら
は
、
後
者
の
構
成
は
不
要
で
、
前
者
の
実
態
を
も
つ
解
釈
手
法
と
理
解
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。

（
３５
）

B
G

H
Z

19,269.

（
３６
）

判
例
で
も
示
唆
さ
れ
た
よ
う
に
、
法
律
行
為
（
財
産
法
か
家
族
法
か
）
か
届
出
か
行
政
処
分
か
、
要
式
性
の
有
無
（
さ
ら
に
民
事
か
商

事
か
）
な
ど
で
異
な
る
。
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