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特
許
権
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定
に
お
け
る
属
地
主
義

─
─
考
慮
段
階
か
ら
の
再
検
討
─
─

馮　
　
　
　
　
　
　
　

茜

は 

じ 

め 
に

　

特
許
権
に
関
す
る
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
通
則
法
上
こ
れ
を
定
め
た
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
属
地

主
義
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
高
裁
Ｂ
Ｂ
Ｓ
事
件
判
決
と
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
事
件
判
決
に
よ

っ
て
、
特
許
権
に
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
「
各
国
の
特
許
権
が
、
そ
の
成
立
、
移
転
、
効
力
等
に
つ
き
当
該
国
の
法
律
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
、
特
許
権
の
効
力
が
当
該
国
の
領
域
内
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
属
地
主
義
原
則
に

従
う
こ
と
が
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
属
地
主
義
の
原
則
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
様
々
な
学
説
は
属
地
主
義

の
概
念
を
解
釈
し
、
特
許
権
に
関
す
る
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定
基
準
を
明
確
に
し
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
。
し
か
し
、
従
来
の

学
説
は
、
属
地
主
義
の
捉
え
方
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
各
々
が
全
く
異
な
る
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
目
指
す
方
向
を
向

い
て
議
論
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
あ
ま
り
か
み
あ
わ
な
い
議
論
を
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
状

況
で
は
、
学
説
を
一
元
的
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
解
決
を
導
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
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し
か
し
、
本
当
に
「
属
地
主
義
」
の
内
容
の
理
解
が
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
各
学
説
に
お
け
る
属
地
主
義

原
則
に
関
す
る
説
明
は
、
い
ず
れ
も
、
ま
さ
に
、
特
許
権
の
付
与
に
関
し
て
発
明
の
保
護
に
適
用
さ
れ
る
法
が
領
域
的
に
限
定
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
に
収
斂
す
る
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
各
学
説
の
違
い
と
は
ど
こ
か
ら
く
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
特
許
権
の
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定
に
お
い
て
、
属
地
主
義
が
ど
の

よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
従
来
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
学
説

の
多
様
化
の
淵
源
が
、
①
準
拠
法
選
択
の
必
要
性
の
判
断
、
②
法
律
問
題
の
性
質
決
定
（
以
下
、「
法
性
決
定
」
と
い
う
）、
③
準
拠
法

選
択
規
則
の
決
定
、
④
連
結
点
の
決
定
と
い
う
適
用
法
を
決
定
す
る
四
つ
の
段
階
の
い
ず
れ
の
段
階
で
属
地
主
義
を
考
慮
す
る
か
と
い

う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
視
点
に
立
ち
、
特
許
権
に
関
す
る
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
を
決
定
す
る
こ
と
に
関
す
る
学
説
の
一
元

的
な
比
較
検
討
を
試
み
る
。

　

ま
ず
、
一
で
異
な
る
見
解
に
お
け
る
特
許
権
の
問
題
に
関
し
て
適
用
す
る
法
の
決
定
と
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
属
地
主
義
の
内
容
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
各
学
説
を
比
較
し
て
検
討
を
行
う
。
そ
し
て
、
二
で
特
許
権
に
関
す
る
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定
過
程
を

四
つ
の
段
階
に
画
定
し
、
各
段
階
に
お
け
る
学
説
の
再
分
析
に
よ
り
、
属
地
主
義
の
内
容
如
何
で
は
な
く
、
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
る

段
階
が
異
な
る
た
め
に
、
学
説
が
多
様
化
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
を
示
す
。

一　

学
説
の
概
観

　

特
許
権
の
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定
に
関
す
る
学
説
は
き
わ
め
て
多
く
あ
る
が
、
各
見
解
に
お
け
る
検
討
は
、
通
常
、
特
許
権

の
効
力
問
題
と
侵
害
問
題
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
検
討
も
、
効
力
問
題
と
侵
害
問
題
を
区
別
し
て
行
う
こ
と
と
す

る
。

（
3
）
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1　

特
許
権
の
効
力
問
題

　

特
許
権
の
効
力
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
特
許
権
の
属
地
主
義
に
基
づ
い
て
、
準
拠
法
選
択
規
則
に
よ
る
準
拠
法
決
定
は
不
要
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
根
拠
に
よ
っ
て
さ
ら
に
二
つ
に
分
か
れ
る
。
特
許
権
の
属
地
主
義
を
公
法
的
な
属
地

主
義
と
同
様
に
扱
う
見
解
と
、
特
許
権
に
関
し
て
は
相
互
に
抵
触
す
る
法
規
範
が
存
在
し
な
い
の
で
、
準
拠
法
決
定
が
不
要
と
な
る
と

す
る
見
解
で
あ
る
。
他
方
で
、
準
拠
法
選
択
を
必
要
と
す
る
見
解
に
立
つ
場
合
に
は
、
一
般
物
権
の
準
拠
法
選
択
規
則
で
あ
る
旧
法
例

一
〇
条
（
通
則
法
一
三
条
）
に
よ
る
財
産
所
在
地
原
則
に
よ
っ
て
準
拠
法
を
選
択
す
る
見
解
と
保
護
国
法
主
義
と
い
う
特
別
な
準
拠
法

選
択
規
則
に
よ
っ
て
準
拠
法
が
決
定
さ
れ
る
見
解
と
に
分
か
れ
る
。

㈠　

Ａ　

準
拠
法
選
択
を
不
要
と
す
る
見
解

　

特
許
権
の
効
力
に
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
準
拠
法
選
択
を
不
要
と
す
る
見
解
が
二
つ
（
ａ
公
法
説
と
ｂ
抵
触

不
存
在
説
）
あ
る
。

ａ
公
法
説

　

特
許
権
の
効
力
に
適
用
さ
れ
る
法
に
つ
い
て
、
特
許
権
の
属
地
主
義
を
公
法
的
な
属
地
主
義
と
し
て
扱
い
、
原
則
と
し
て
各
国
の
特

許
法
の
適
用
は
そ
の
国
の
領
域
内
に
限
定
さ
れ
、
国
際
私
法
適
用
の
前
提
で
あ
る
解
決
す
べ
き
法
律
の
抵
触
は
そ
も
そ
も
生
じ
な
い
と

い
う
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
の
根
拠
と
し
て
は
、
特
許
権
の
付
与
に
係
る
法
は
そ
の
公
益
性
の
強
さ
に
鑑
み
公
法
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

「
域
外
適
用
」
が
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
原
則
と
し
て
は
、
一
国
の
公
法
は
そ
の
制
定
国
の
領
域
内
で
適
用
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ｂ
抵
触
不
存
在
説

　

各
国
特
許
法
の
内
容
に
鑑
み
る
と
、
各
国
の
特
許
権
に
は
抵
触
が
生
じ
な
い
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
属
地
主

（
4
）
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5
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6
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義
は
各
国
の
特
許
法
お
よ
び
そ
の
下
で
認
め
ら
れ
る
特
許
権
は
そ
の
国
の
領
域
内
に
限
定
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
属
地

主
義
の
根
拠
を
、
こ
の
見
解
で
は
、
各
国
の
特
許
法
の
規
定
自
体
に
求
め
る
。
各
国
の
特
許
法
に
は
、
そ
の
国
の
特
許
権
に
よ
る
独
占

権
は
国
外
に
は
及
ば
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
米
国
特
許
法
二
七
一
条
は
、「
合
衆
国
内
で
」
の
米
国
特
許
に
対

す
る
無
断
利
用
は
侵
害
に
あ
た
る
と
す
る
。
こ
の
規
定
か
ら
、
米
国
特
許
の
排
他
的
な
効
力
は
そ
の
国
の
領
域
内
に
し
か
及
ば
な
い
、

と
の
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
日
本
特
許
法
六
九
条
は
、
単
に
日
本
国
内
を
通
過
す
る
に
過
ぎ
な
い
船
舶
若
し
く
は
航
空

機
に
は
特
許
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
、
と
す
る
。
こ
の
規
定
が
、
日
本
の
特
許
権
の
効
力
を
日
本
国
内
に
限
定
す
る
実
質
法
的
な
根
拠

と
理
解
さ
れ
る
。

㈡　

Ｂ
準
拠
法
選
択
を
必
要
と
す
る
見
解

　

以
上
の
見
解
と
は
異
な
り
、
そ
も
そ
も
抵
触
ア
プ
ロ
ー
チ
は
必
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
ａ
物
権
と
類
似
と

み
て
財
産
所
在
地
法
の
適
用
を
主
張
す
る
見
解
と
、
ｂ
特
許
権
は
無
体
財
産
権
で
あ
る
と
し
て
、
有
体
の
物
権
と
区
別
し
、
保
護
国
法

主
義
と
い
う
特
別
な
準
拠
法
選
択
規
則
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
見
解
と
が
存
在
し
て
い
る
。

⑴　
ａ
財
産
所
在
地
原
則
説

　

一
般
物
権
の
準
拠
法
選
択
規
則
で
あ
る
旧
法
例
一
〇
条
（
通
則
法
一
三
条
）
を
適
用
し
て
、
権
利
の
効
力
、
移
転
な
ど
の
問
題
は
そ

の
権
利
を
付
与
し
た
国
の
法
に
よ
る
こ
と
に
な
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
特
許
権
に
関
す
る
問
題
は
「
渉
外
的
私
法
関

係
」
に
該
当
し
、
国
際
私
法
に
よ
る
準
拠
法
選
択
が
必
要
と
な
る
。
特
許
権
の
問
題
は
「
特
定
の
権
利
の
排
他
性
を
第
三
者
に
直
接
及

ぼ
す
問
題
で
あ
り
、
所
有
権
に
基
づ
く
『
物
権
的
請
求
権
』
類
似
の
請
求
権
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
物
権
に
関
す
る
問
題
で
あ

る
と
性
質
決
定
さ
れ
る
」。
物
権
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
法
例
一
〇
条
（
通
則
法
一
三
条
）
に
よ
り
、
財
産
所
在
地
法
が
適
用
さ

れ
る
。
特
許
権
は
無
体
物
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
な
所
在
が
な
い
が
、
そ
の
所
在
地
に
関
す
る
判
断
に
つ
い
て
は
、

（
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（
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ど
の
国
の
領
域
に
所
在
す
る
か
が
確
定
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
特
許
権
は
法
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
権
利
を
付
与
し
た

国
の
経
済
産
業
政
策
と
強
い
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
権
利
の
効
力
範
囲
を
そ
れ
を
付
与
し
た
国
の
領
域
内
に
お
い
て
の
み
認
め

よ
う
と
し
て
、
そ
の
所
在
地
は
権
利
を
付
与
し
た
国
と
擬
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑵　

ｂ
保
護
国
法
主
義
説

　

特
許
権
の
効
力
問
題
に
つ
い
て
、
保
護
国
法
主
義
、
す
な
わ
ち
、「
保
護
が
要
求
さ
れ
る
国
の
法
に
よ
る
」
と
い
う
特
別
な
準
拠
法

選
択
規
則
を
認
め
る
見
解
が
あ
る
。
現
在
、
保
護
国
法
主
義
は
、
多
く
の
国
の
国
際
私
法
に
お
け
る
知
的
財
産
権
問
題
の
準
拠
法
決
定

に
つ
い
て
の
重
要
な
原
則
と
さ
れ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
保
護
国
法
主
義
を
認
め
る
明
文
規
定
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
学
説
上
、

特
許
権
の
効
力
問
題
を
保
護
国
法
主
義
に
よ
ら
し
め
る
べ
き
と
主
張
す
る
見
解
は
多
い
。
し
か
し
、
保
護
国
法
主
義
を
支
持
す
る
見
解

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
拠
は
見
解
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

ｂ
ⅰ
内
国
民
待
遇
の
原
則
に
基
づ
く
保
護
国
法
説

　

保
護
国
法
主
義
の
提
唱
者
と
さ
れ
る
ウ
ル
マ
ー
教
授
は
、
国
境
を
越
え
た
知
的
財
産
権
問
題
に
つ
い
て
は
統
一
実
質
法
に
よ
る
保
護

が
難
し
く
、
準
拠
法
の
選
択
が
必
要
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
権
利
の
取
得
、
範
囲
又
は
存
続
期
間
な
ど
の
問
題
に
お
い
て
、
保
護

が
要
求
さ
れ
る
国
と
い
う
新
し
い
連
結
点
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
権
利
客
体
の
利
用
行
為
に
注
目
す
る
準
拠
法
選
択
規
則
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
ウ
ル
マ
ー
教
授
は
、
保
護
国
と
い
う
連
結
点
を
採
用
す
る
根
拠
を
国
際
条
約
に
求
め
る
。
知
的
財
産
権
に
関
す
る
様
々
な
条
約

に
規
定
さ
れ
て
い
る
内
国
民
待
遇
原
則
（
パ
リ
条
約
二
条
一
項
、
ベ
ル
ヌ
条
約
五
条
二
項
、
万
国
著
作
権
条
約
二
条
二
項
）
に
よ
れ
ば
、

同
盟
国
の
国
民
の
知
的
財
産
権
に
対
し
て
内
国
法
に
よ
り
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
内
国
法
を
、
ベ
ル
ヌ
条
約
の
用
語
を

参
照
し
て
、
保
護
が
要
求
さ
れ
る
国
の
法
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
保
護
国
を
連
結
点
と
す
る
立
場
で
あ
っ
て
も
、
パ
リ
条
約
に
お
け
る
内
国
民
待
遇
原
則
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
見
解
が
あ
る
。
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こ
の
見
解
は
、
ウ
ル
マ
ー
教
授
の
見
解
と
同
様
に
国
際
条
約
に
保
護
国
法
主
義
の
根
拠
を
求
め
る
が
、
特
定
の
条
約
を
示
さ
な
か
っ
た

ウ
ル
マ
ー
教
授
に
対
し
て
、
パ
リ
条
約
と
い
う
特
定
の
条
約
を
根
拠
と
す
る
点
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
リ
条
約
二
条
一
項
に
よ
れ

ば
、
工
業
所
有
権
に
つ
い
て
、
同
盟
国
の
国
民
は
他
の
同
盟
国
に
お
い
て
、
そ
の
国
の
内
国
民
と
同
一
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
各
国
の
特
許
法
は
自
国
に
お
け
る
自
国
民
の
特
許
権
保
護
に
自
国
法
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
の
で
、
同
様
に
、
内
国
に
お
け
る

外
国
人
の
特
許
権
保
護
に
お
い
て
も
、
内
国
の
特
許
法
を
適
用
す
る
。
結
果
と
し
て
、「
知
的
財
産
権
の
保
護
は
各
国
の
内
国
法
に
よ

り
、
か
つ
、
そ
の
効
力
は
保
護
国
の
領
域
内
に
限
ら
れ
る
」（
属
地
主
義
或
は
保
護
国
法
主
義
と
呼
ば
れ
る
）。

ｂ
ⅱ
特
許
独
立
原
則
に
基
づ
く
保
護
国
法
説

　

ま
た
、
パ
リ
条
約
四
条
の
二
の
特
許
独
立
原
則
に
保
護
国
法
主
義
の
根
拠
を
求
め
る
見
解
が
あ
る
。
パ
リ
条
約
四
条
の
二
に
よ
り
、

特
許
権
は
各
国
の
相
互
間
で
属
地
的
独
立
性
を
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
国
で
受
け
た
特
許
権
の
効
力
は
他
の
国

の
同
一
発
明
に
お
け
る
特
許
権
の
効
力
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
一
つ
の
発
明
に
つ
い
て
、
複
数
の
国
に
お
け
る
特
許
権
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
各
権
利
は
こ
れ
を
付
与
し
た
国
の
領
域
内
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。
特
許
権
の
成
立
、
内
容
、
消
滅

な
ど
の
問
題
に
お
け
る
準
拠
法
を
選
択
す
る
際
に
、
各
国
の
権
利
の
属
地
的
独
立
性
か
ら
、
場
所
的
な
連
結
と
し
て
、
保
護
国
法
が
準

拠
法
と
し
て
決
定
さ
れ
る
。

ｂ
ⅲ
パ
リ
条
約
の
暗
黙
的
な
前
提
に
基
づ
く
保
護
国
法
説

　

内
国
民
待
遇
原
則
と
特
許
独
立
原
則
は
国
際
私
法
上
の
原
則
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
保
護
国
法
に
よ
る
と
い
う
抵
触
法
上
の
原
則

は
条
約
の
暗
黙
の
前
提
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
特
許
権
に
つ
い
て
属
地
主
義
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の

特
許
権
の
効
力
が
付
与
国
な
い
し
登
録
国
の
領
域
内
に
の
み
及
ぶ
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
特
許
権
の
成
立
、
効
力
、
消
滅
が
保

護
国
法
に
よ
る
と
い
う
抵
触
法
上
の
原
則
を
含
む
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
根
拠
に
つ
い
て
、
何
を
特
許
に
よ
り
保
護
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す
べ
き
発
明
と
み
る
か
、
ど
の
よ
う
な
要
件
で
特
許
を
付
与
す
る
か
、
付
与
し
た
特
許
権
に
ど
の
よ
う
な
効
力
を
認
め
る
か
な
ど
に
つ

い
て
は
、
各
国
の
産
業
政
策
や
法
思
想
を
反
映
し
て
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
対
象
の
特
定
と
い
う
作
業
や
そ
の
よ
う
な

性
質
を
持
つ
権
利
の
保
護
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
各
国
の
立
法
機
関
の
定
め
る
法
律
や
そ
の
委
任
に
よ
る
行
政
官
庁
の
行
政
行
為
に
委
ね

ざ
る
を
得
な
い
。

　

パ
リ
条
約
は
、
従
来
伝
統
的
に
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
属
地
主
義
の
原
則
に
明
示
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

同
盟
国
の
主
権
的
決
定
を
尊
重
し
た
上
で
、
同
盟
国
が
明
示
的
に
他
の
法
に
よ
る
こ
と
を
定
め
て
い
な
い
場
合
に
は
、
保
護
国
法
に
よ

る
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｂ
ⅳ
利
益
衡
量
に
基
づ
く
保
護
国
法
説

　

利
益
衡
量
に
保
護
国
法
主
義
の
根
拠
を
求
め
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
属
地
主
義
は
「
特
許
利
用
行
為
の
適
正
性
判

断
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
地
を
統
治
し
て
い
る
国
の
法
律
に
よ
る
」、
か
つ
「
一
国
の
特
許
権
の
効
力
は
そ
の
国
の
領
域
内
に
限
定
さ
れ

る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
で
は
、
あ
る
地
で
な
さ
れ
た
発
明
の
利
用
行
為
が
特
許
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
否
か
と
い
う

問
題
に
関
し
て
、
当
該
地
を
統
治
す
る
国
以
外
の
法
が
適
用
さ
れ
れ
ば
、
法
律
関
係
が
錯
綜
す
る
た
め
に
、
権
利
所
有
者
、
権
利
内
容

な
ど
に
対
す
る
判
断
が
困
難
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
る
。
予
測
可
能
性
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
特
許
権
の
利
用
行
為
の

適
正
性
判
断
は
も
っ
ぱ
ら
内
国
特
許
法
に
よ
る
。
結
果
的
に
、
一
国
の
特
許
権
の
効
力
は
そ
の
国
の
領
域
内
に
お
け
る
特
許
発
明
の
実

施
に
の
み
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
一
国
に
お
け
る
特
許
権
の
効
力
は
そ
の
国
の
法
律
に
よ
る
こ
と
は
保
護
国
法
主
義
と
呼
ば

れ
る
。
つ
ま
り
、
特
許
権
の
成
立
、
効
力
、
消
滅
等
は
原
則
と
し
て
そ
の
領
域
内
に
お
い
て
権
利
の
保
護
が
要
求
さ
れ
る
国
の
法
に
よ

る
。
知
的
財
産
の
利
用
者
に
適
用
さ
れ
る
法
に
関
す
る
予
測
可
能
性
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
保
護
国
法
と
は
、
行
為
が
行
わ
れ
る
地
の

法
で
あ
る
。 （
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2　

特
許
権
の
侵
害
問
題

　

特
許
権
の
侵
害
問
題
に
関
す
る
法
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
ず
、
特
許
権
の
属
地
主
義
に
基

づ
い
て
、
準
拠
法
選
択
規
則
に
よ
る
準
拠
法
決
定
は
不
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
見
解
が
二
つ
あ
る
。
特
許
権
の
属
地
主
義
を
公
法

的
な
属
地
主
義
と
同
様
に
扱
う
見
解
と
、
抵
触
す
る
法
規
範
が
存
在
し
な
い
の
で
、
準
拠
法
規
定
を
不
要
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
他
方

で
、
準
拠
法
決
定
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
、
特
許
権
の
侵
害
又
は
そ
れ
に
関
す
る
救
済
請
求
の
法
性
決
定
に
つ
い
て
、
権
利
の
効
力
問

題
と
し
て
扱
う
と
い
う
見
解
と
、
特
許
権
侵
害
に
よ
る
差
し
止
め
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
を
分
け
て
、
差
し
止
め
請
求
は
特
許
権
の
効

力
問
題
と
し
て
扱
い
、
損
害
賠
償
請
求
は
不
法
行
為
と
し
て
扱
う
見
解
と
、
特
許
権
の
侵
害
と
そ
れ
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
と
差
し
止

め
請
求
な
ど
す
べ
て
の
救
済
を
不
法
行
為
の
問
題
と
し
て
扱
う
見
解
が
あ
る
。
不
法
行
為
と
し
て
性
質
決
定
す
る
場
合
に
は
、
不
法
行

為
に
関
す
る
一
般
規
定
で
あ
る
通
則
法
一
七
条
（
法
例
一
一
条
）
に
よ
っ
て
準
拠
法
が
決
定
さ
れ
る
見
解
と
保
護
国
法
主
義
と
い
う
特

別
な
準
拠
法
選
択
規
則
に
よ
っ
て
準
拠
法
を
決
定
す
る
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
通
則
法
一
七
条
（
法
例
一
一
条
）
に
よ
っ
て
準
拠
法

が
決
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
不
法
行
為
地
と
い
う
連
結
点
の
判
断
に
つ
い
て
、
特
許
権
の
属
地
性
に
基
づ
い
て
不
法
行
為
地
を
登
録
国

と
す
る
見
解
と
保
護
国
法
主
義
に
基
づ
い
て
不
法
行
為
地
を
侵
害
行
為
地
と
す
る
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

㈠　

Ａ
準
拠
法
選
択
を
不
要
と
す
る
見
解

ａ
公
法
説

　

前
述
の
特
許
権
の
効
力
問
題
に
お
い
て
公
法
的
な
属
地
主
義
を
と
る
見
解
に
基
づ
い
て
、
一
国
に
お
け
る
特
許
権
の
侵
害
に
適
用
す

べ
き
法
律
に
つ
い
て
は
、
国
際
私
法
に
よ
る
準
拠
法
決
定
を
問
題
と
す
る
ま
で
も
な
く
、
内
国
の
特
許
法
が
適
用
さ
れ
、
違
法
か
否
か

が
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
内
国
法
に
よ
っ
て
外
国
特
許
権
の
効
力
が
認
め
ら
れ
得
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な

場
合
、「
侵
害
」
と
い
う
法
的
事
実
が
成
立
し
な
い
可
能
性
が
高
い
。
満
州
国
特
許
事
件
に
お
け
る
東
京
地
裁
判
決
は
こ
の
よ
う
な
見
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解
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

ｂ
抵
触
不
存
在
説

　

こ
の
見
解
は
、
特
許
権
の
侵
害
問
題
に
つ
い
て
も
抵
触
法
的
な
準
拠
法
選
択
は
不
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
前
に
述
べ
た
抵
触
不
存

在
説
の
立
場
か
ら
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
国
の
特
許
法
自
体
の
実
質
法
的
な
規
定
に
よ
っ
て
、
各
国
特
許

権
の
間
又
は
各
国
の
特
許
法
の
間
に
は
、
本
来
、
相
互
的
な
抵
触
は
生
じ
ず
、
各
国
の
特
許
権
は
権
利
を
付
与
す
る
実
質
法
に
よ
っ
て

規
制
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
特
許
権
の
侵
害
問
題
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、
主
張
さ
れ
て
い
る
特
許
権
が
い
わ
ゆ
る
侵

害
行
為
に
独
占
的
な
効
力
を
及
ぼ
す
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
法
廷
地
の
国
際
私
法
で
は
な
く
、
特
許

権
を
規
制
し
て
い
る
実
質
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

㈡　

Ｂ
準
拠
法
選
択
を
必
要
と
す
る
見
解

　

上
述
の
特
許
権
の
侵
害
問
題
に
お
い
て
準
拠
法
選
択
を
不
要
と
す
る
見
解
に
対
し
て
、
準
拠
法
選
択
規
則
に
よ
る
準
拠
法
決
定
が
必

要
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
有
力
説
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
特
許
権
の
個
人
的
な
私
権
を
保
護
す
る
性
質
、
又
は
国
際
的
な
特
許
侵
害
問

題
の
救
済
提
供
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
る
場
合
、
準
拠
法
を
決
定
す
る
前
に
、
単
位
法
律
関
係
に
対
す
る
法
性
決
定

が
行
わ
れ
る
。

⑴　
ａ
特
許
権
の
効
力
説

　

特
許
権
の
侵
害
行
為
は
権
利
の
効
力
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
特
許
権
自
体
の
準
拠
法
に
よ
る
べ
き
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
特
許
権
の
侵
害
行
為
を
特
許
権
の
効
力
と
し
て
性
質
決
定
す
る
見
解
で
あ
る
。
あ
る
行
為
が
知
的
財
産
権
侵
害
を
構
成
す
る
か

否
か
は
、
事
実
問
題
で
は
な
く
法
律
問
題
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
実
質
法
的
な
内
容
と
し
て
規
定
さ
れ
る
権
利
の
独
占
的
な
効
力
に

よ
っ
て
、
こ
の
領
域
内
に
お
い
て
発
明
を
利
用
す
る
無
権
利
者
の
行
為
は
、
権
利
に
対
す
る
直
接
侵
害
を
構
成
す
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
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う
な
直
接
侵
害
を
必
然
的
に
生
じ
さ
せ
る
行
為
は
間
接
侵
害
と
し
て
規
制
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
何
が
知
的
財
産
権
侵
害
を
構
成
す
る
か

は
、
本
質
的
に
権
利
の
存
否
、
そ
し
て
そ
の
内
容
や
範
囲
と
結
び
つ
く
問
題
、
す
な
わ
ち
権
利
の
効
力
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
た
め
、

こ
の
見
解
は
特
許
権
の
侵
害
に
つ
い
て
も
特
許
権
の
効
力
の
問
題
と
し
て
法
性
決
定
を
す
る
の
で
あ
る
。

⑵　

ｂ
特
許
権
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
・
差
し
止
め
請
求
区
分
説

　

特
許
権
の
侵
害
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
と
差
し
止
め
請
求
を
分
け
て
、
損
害
賠
償
請
求
を
不
法
行
為
に
関
す

る
問
題
と
し
て
性
質
決
定
し
、
差
し
止
め
請
求
を
権
利
の
効
力
問
題
と
し
て
性
質
決
定
す
る
見
解
が
あ
る
。
米
国
特
許
侵
害
に
関
す
る

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
事
件
の
最
高
裁
判
決
は
こ
の
見
解
の
典
型
例
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
に
関
す
る
米
国
特
許
権
を

有
す
る
原
告
が
、
被
告
の
日
本
国
内
に
お
け
る
当
該
製
品
の
製
造
、
お
よ
び
こ
れ
を
米
国
に
輸
出
す
る
行
為
が
、
原
告
の
米
国
特
許
権

の
侵
害
に
当
た
る
と
主
張
し
て
、
行
為
の
差
し
止
め
、
被
告
製
品
の
廃
棄
、
お
よ
び
損
害
賠
償
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

最
高
裁
は
「
外
国
特
許
に
関
す
る
私
人
の
間
の
紛
争
に
お
い
て
、
法
例
で
規
定
す
る
準
拠
法
の
決
定
が
不
要
と
な
る
も
の
で
は
な

い
」
と
判
示
し
て
、
米
国
特
許
権
の
侵
害
に
つ
い
て
準
拠
法
選
択
規
則
に
よ
る
準
拠
法
選
択
を
明
確
に
し
た
。
ま
た
、
損
害
賠
償
請
求

の
法
性
決
定
に
つ
い
て
は
「
特
許
権
特
有
の
問
題
で
は
な
く
、
財
産
権
の
侵
害
に
対
す
る
民
事
上
の
救
済
の
一
環
に
ほ
か
な
ら
な
い
か

ら
、
法
律
関
係
の
成
立
は
不
法
行
為
で
あ
り
、
そ
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
法
例
一
一
条
一
項
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
一

方
で
、
差
し
止
め
請
求
に
つ
い
て
、「
米
国
特
許
権
に
基
づ
く
差
し
止
め
及
び
廃
棄
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
律
関
係
の
性
質
を
特

許
権
の
効
力
と
決
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、「
米
国
特
許
権
に
基
づ
く
差
し
止
め
及
び
廃
棄
請
求
は
、

正
義
や
公
平
の
概
念
か
ら
被
害
者
に
生
じ
た
過
去
の
損
害
の
て
ん
補
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
請
求
と
は
趣
旨

も
性
格
も
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
米
国
特
許
権
の
独
占
的
排
他
的
効
力
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

⑶　
ｃ
不
法
行
為
説
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特
許
権
侵
害
又
は
そ
れ
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
と
差
し
止
め
請
求
を
国
際
私
法
規
則
に
お
け
る
不
法
行
為
の
問
題
と
し
て
法
性
決
定

す
る
見
解
で
あ
る
。
現
在
の
多
数
説
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
特
許
権
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
と
差
し
止
め
請
求
は
、
侵
害
行
為

に
対
す
る
救
済
と
し
て
、
一
体
的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
損
害
賠
償
も
差
し
止
め
請
求
も
、
特
許
権
侵
害
に
お
け
る
損

害
賠
償
は
既
に
行
わ
れ
た
不
法
行
為
か
ら
の
救
済
で
あ
る
の
に
対
し
、
差
し
止
め
は
将
来
に
向
け
た
救
済
で
あ
る
と
い
う
点
で
違
い
が

あ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
比
較
法
上
の
法
性
決
定
の
方
法
に
根
拠
を
求
め
る
説
明
も
あ
る
。
比

較
法
上
、
差
し
止
め
及
び
廃
棄
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
い
ず
れ
も
不
法
行
為
の
効
果
と
法
性
決
定
す
る
こ
と
は
一
般
的
な
考

え
方
で
あ
る
。
国
際
私
法
上
の
法
性
決
定
は
国
際
私
法
独
自
に
行
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
各
国
の
差
し
止
め
請
求
に
関
す
る
実
質
法
の

規
定
を
考
え
て
こ
れ
ら
を
異
な
る
よ
う
に
法
性
決
定
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
不
法
行
為
の
問
題
と
法
性
決
定
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
一
致
を
し
て
い
る
多
数
説
も
、
具
体
的
な
準
拠
法
決
定
に
つ
い
て
は
、
通
則
法
一
七
条
（
法
例
一
一
条
）
の
適
用
と
保
護
国
法
主

義
と
い
う
特
別
な
準
拠
法
選
択
規
則
の
採
用
と
い
う
二
つ
の
学
説
に
分
か
れ
て
い
る
。

㊀　
ｃ
ⅰ
通
則
法
一
七
条
（
法
例
一
一
条
）
適
用
説

　

不
法
行
為
と
し
て
法
性
決
定
す
る
以
上
、
特
許
権
侵
害
問
題
の
準
拠
法
選
択
は
一
般
不
法
行
為
に
関
す
る
準
拠
法
選
択
規
則
に
従
う

見
解
が
有
力
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
場
合
に
は
通
則
法
一
七
条
が
適
用
さ
れ
る
。
通
則
法
一
七
条
の
前
身
で
あ
る
旧
法
例
一
一
条

の
規
定
に
は
、「
不
法
行
為
の
原
因
た
る
事
実
の
発
生
し
た
地
」
と
い
う
連
結
点
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
連
結
点
の
判
断
を
め
ぐ

っ
て
、
特
許
権
の
効
力
の
属
地
性
に
鑑
み
権
利
の
登
録
国
法
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
見
解
と
、
利
益
衡
量
に
よ
る
保
護
国
法
主
義
の
考

え
方
に
基
づ
い
て
、
利
用
行
為
あ
る
い
は
侵
害
行
為
が
行
わ
れ
る
地
の
法
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
対
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、

通
則
法
一
七
条
で
は
一
次
的
な
連
結
点
が
「
加
害
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
」
と
さ
れ
、
同
地
で
の
結
果
発
生
に
つ
き
予
見
可
能
性

を
欠
く
場
合
の
み
、「
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
地
」
へ
と
連
結
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
こ
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
通
則
法
の
下
で
は
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以
下
の
様
な
説
明
と
な
る
。

ｃ
（
ⅰ-

1
）
登
録
国
法
説
（
通
則
法
一
七
条
→
登
録
国
法
の
適
用
）

　

有
力
説
と
し
て
、
特
許
権
の
登
録
国
法
を
不
法
行
為
の
準
拠
法
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
法
例
一
一
条
一
項

に
お
け
る
不
法
行
為
地
は
現
在
の
通
則
法
一
七
条
前
段
の
よ
う
に
加
害
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
特
許
権
の

侵
害
に
つ
い
て
、
そ
の
法
益
の
所
在
に
つ
い
て
は
特
許
権
の
属
地
性
に
よ
っ
て
、
領
域
的
な
制
限
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
許
権
の
成

立
は
国
に
よ
り
権
利
者
に
あ
る
発
明
に
対
す
る
独
占
的
な
権
利
を
付
与
又
は
保
障
す
る
制
度
と
し
て
、
特
許
権
の
排
他
的
な
効
力
は
そ

の
登
録
国
の
領
域
内
に
限
定
さ
れ
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
法
益
」
は
そ
の
領
域
内
に
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
特
許
権

を
対
象
と
し
て
、
侵
害
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
の
行
わ
れ
る
地
に
か
か
わ
ら
ず
、
侵
害
の
結
果
は
そ
の
登
録
国
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
見
解
は
こ
の
様
に
結
果
発
生
地
を
原
則
的
な
連
結
点
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
通
則
法
の
下
で
も
妥
当
し
得

る
。

ｃ
（
ⅰ-

2
）　

保
護
国
法
説
（
法
例
一
一
条
一
項
→
保
護
国
法
の
適
用
）

　

そ
れ
に
対
し
て
、
特
許
権
の
属
地
性
を
認
め
る
が
、
特
許
権
の
問
題
を
利
用
行
為
地
法
に
よ
り
規
律
し
て
い
る
と
い
う
保
護
国
法
主

義
の
原
則
を
属
地
主
義
の
趣
旨
と
捉
え
、
侵
害
行
為
に
よ
り
連
結
点
を
判
断
す
る
見
解
が
あ
る
。
前
述
の
利
益
衡
量
に
よ
る
保
護
国
法

主
義
の
見
解
に
お
け
る
属
地
主
義
に
よ
れ
ば
、
特
許
利
用
行
為
の
適
正
性
判
断
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
地
を
統
治
し
て
い
る
国
の
法
律
に
よ

る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
侵
害
行
為
地
と
は
別
に
不
法
行
為
地
を
決
定
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
決
定
は
利
用
者

に
予
測
可
能
性
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
保
護
国
法
主
義
の
趣
旨
と
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
現
在
の
通
則
法
に
お
い
て
は
原
則
的

な
連
結
点
が
結
果
発
生
地
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
見
解
に
よ
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
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㊁　
ｃ
ⅱ　

保
護
国
法
主
義
説

　

特
許
権
に
関
す
る
無
断
利
用
な
ど
の
問
題
に
お
け
る
準
拠
法
選
択
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
不
法
行
為
と
法
性
決
定
す
る
場
合
で
も
、
通

則
法
一
七
条
の
不
法
行
為
に
関
す
る
一
般
的
な
規
則
を
適
用
せ
ず
に
、
特
許
権
に
お
け
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
特
別
な
準
拠
法
選
択

規
則
を
適
用
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
お
い
て
は
、
保
護
国
法
主
義
の
根
拠
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
学
説
が
分
か
れ
る
。
ま
ず
、
内
国
民
待
遇
の
原
則
に
基
づ
く
保
護
国
法
説
に
よ
る
と
、
特
許
権
は
無
体
財
産
権
と
し
て
、
物
権
の

よ
う
に
空
間
と
の
結
び
つ
き
が
な
い
が
、
属
地
的
な
性
質
が
あ
る
た
め
に
、
特
別
な
準
拠
法
選
択
規
則
が
必
要
と
さ
れ
、
内
国
民
待
遇

原
則
か
ら
導
か
れ
る
抵
触
法
的
な
原
則
に
基
づ
き
、
保
護
国
法
が
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
特
許
独
立
原
則
に
基
づ
く
保
護
国
法
説
に
よ

る
と
、
特
許
権
の
効
力
的
な
限
定
は
そ
の
属
地
性
と
し
て
、
特
許
独
立
原
則
に
よ
り
明
確
化
さ
れ
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
保
護
国
法

主
義
の
適
用
と
い
う
準
拠
法
選
択
上
の
結
論
が
導
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
利
益
衡
量
に
基
づ
く
保
護
国
法
説
に
よ
る
と
、
利
益
衡
量
に
よ

っ
て
、
特
許
権
の
利
用
行
為
が
適
法
と
な
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
そ
の
地
を
統
治
す
る
国
の
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
特
許
権
の
効
力
問
題
と
侵
害
問
題
は
す
べ
て
保
護
国
法
に
よ
る
。

二　

適
用
す
る
法
の
決
定
の
各
段
階
に
お
け
る
属
地
主
義
の
適
用
に
つ
い
て
の
各
見
解
の
再
検
討

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
属
地
主
義
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
も
、
特
許
権
に
関
す
る
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定
に
つ
い
て
も
、
学

説
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実
は
、
い
ず
れ
の
学
説
に
お
い
て
も
、
属
地
主
義
の
内
容
の
理
解
自
体
は
大

き
く
異
な
ら
な
い
が
、
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
る
段
階
が
異
な
る
た
め
に
、
学
説
が
多
様
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

1　

属
地
主
義
の
内
容

　

属
地
主
義
の
内
容
に
関
す
る
説
明
は
様
々
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
、
い
ず
れ
の
見
解
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
の
は
以
下
の
二
つ
の
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内
容
で
あ
る
。
第
一
に
は
、
特
許
権
の
効
力
は
そ
れ
を
付
与
し
た
国
の
領
域
内
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
特

許
権
は
そ
れ
を
認
め
た
国
の
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
例
に
お
け
る
属
地
主
義
の
概
念
に
対
す
る

定
義
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
外
国
の
特
許
法
や
特
許
権
に
着
目
し
て
、
属
地
主
義
に
つ
い
て
、「
外
国
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
権

利
を
自
国
領
域
内
に
お
い
て
承
認
し
な
い
」
と
い
う
説
明
が
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
属
地
主
義
の
原
則
を
特
許
権
の
固
有

の
概
念
で
は
な
く
他
の
法
領
域
に
お
い
て
言
わ
れ
る
属
地
主
義
と
し
て
捉
え
る
説
明
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
公
法
説
に
お
け
る
、
公
法

的
法
規
の
場
所
的
適
用
範
囲
に
つ
き
妥
当
し
て
い
る
属
地
主
義
と
同
様
に
取
り
扱
う
説
明
や
、
属
地
主
義
を
抵
触
法
分
野
に
お
け
る
属

人
法
主
義
に
対
置
す
る
概
念
と
し
て
と
ら
え
る
財
産
所
在
地
原
則
説
、
ま
た
は
、
特
許
権
の
問
題
は
そ
の
領
域
に
つ
い
て
保
護
が
要
求

さ
れ
る
国
の
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
い
う
属
地
主
義
を
、
特
許
権
の
問
題
の
準
拠
法
を
保
護
国
法
と
す
る
特
別
な
準
拠
法
選
択
規

則
の
根
拠
と
す
る
保
護
国
法
主
義
説
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
属
地
主
義
の
内
容
に
つ
い
て
、
学
説
は
多
岐
に
分
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
実
は
前
述
の
い
ず
れ
の
説
明
も
、
特
許

権
の
成
立
に
関
し
て
発
明
の
保
護
に
適
用
さ
れ
る
法
が
領
域
的
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
特
定
の
帰
結
を
、
特

定
の
視
点
か
ら
断
片
的
に
捉
え
た
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

　

こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
特
許
権
に
か
か
る
属
地
主
義
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
。
ま
ず
、
特
許
権
の
効
力
は
そ
れ
を
付

与
し
た
国
の
領
域
内
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
権
利
と
は
法
が
適
用
さ
れ
た
後
に
現
れ
る
一
種
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
特
定
の
法
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
か
の
法
主
体
に
与
え
ら
れ
る
主
観
的
権
利
は
、
当
該
法
が
存
在
し
適
用
さ
れ
う
る
範
囲
内
に
お
い

て
し
か
、
法
律
上
の
保
護
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
の
（
直
接
的
）
効
力
の
領
域
的
な
限
定

性
は
、
そ
れ
を
付
与
す
る
こ
と
に
関
し
て
参
照
す
る
法
の
領
域
的
な
限
定
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
見
解
は
、
特

許
権
は
そ
れ
を
認
め
た
国
の
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
前
述
の
特
許
権
を
付
与
す
る
法
の
領

（
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域
的
限
定
性
は
、
公
法
の
国
際
的
な
適
用
ル
ー
ル
に
似
て
い
る
、
と
す
る
。
自
国
の
領
域
内
に
お
い
て
様
々
な
手
続
き
的
要
件
・
実
体

的
要
件
を
定
め
て
発
明
を
保
護
す
る
と
い
う
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
は
、
そ
の
他
の
私
法
と
は
異
な
っ
て
普
遍
性
を
持
つ
法
と
は
み
な

さ
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
特
許
法
の
場
所
的
な
適
用
範
囲
が
公
法
の
問
題
の
如
く
抵
触
法
を
通
じ
て
再
画
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
国

領
域
内
に
お
け
る
事
象
に
つ
い
て
は
自
国
法
の
み
が
適
用
さ
れ
る
。

　

他
方
、
こ
の
見
解
は
一
国
の
領
域
内
に
お
け
る
発
明
の
保
護
に
関
し
て
適
用
さ
れ
る
の
は
そ
の
国
の
法
の
み
で
あ
る
と
い
う
属
地
主

義
を
一
般
私
権
の
抵
触
法
に
お
け
る
属
地
主
義
の
原
則
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
帰
結
を
導
く
。
何
故
な
ら
、
特
許
権
の

効
力
の
属
地
性
も
私
権
一
般
の
効
力
の
属
地
性
も
、
と
も
に
国
家
管
轄
権
に
基
づ
く
領
域
的
限
界
に
服
す
も
の
で
あ
る
。
私
権
一
般
の

場
合
、
抵
触
法
に
よ
り
外
国
の
実
質
法
を
適
用
し
て
外
国
の
権
利
客
体
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
外
国
の
主
観
的
権
利
の
効
力
を
内
国
に

及
ぼ
す
こ
と
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
く
、
内
国
法
（
内
国
抵
触
法
）
に
よ
り
内
国
に
お
け
る
主
観
的
権
利
を
承
認
す
る
こ
と
と
理
解
さ

れ
る
。
内
国
の
抵
触
法
が
普
遍
性
に
欠
け
る
法
規
範
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
以
上
、
私
法
上
の
主
観
的
権
利
の
効
力
も
内
国
の
主
権
の
及

ぶ
範
囲
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
上
述
し
た
「
外
国
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
権
利
を
自
国
領
域
内
に
お
い
て
承
認
し
な
い
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ

う
に
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
国
領
域
内
に
お
け
る
発
明
の
保
護
に
関
し
て
は
、
自
国
特
許
法
の
み
を
適
用
し
て
、
独
占
権
を
付

与
す
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
発
明
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
、
自
国
に
お
け
る
保
護
に
関
し
て
は
外
国
法
を
適
用
し
な
い
以
上
、
外
国
特

許
権
の
直
接
的
効
力
が
及
ば
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
特
許
権
の
属
地
主
義
に
関
す
る
い
ず
れ
の
説
明
も
結
局
は
「
特
許
権
の
効
力
は
そ
れ
を
付
与
し
た
国
の
領
域
内
に
限

定
さ
れ
る
」
と
「
特
許
権
は
そ
れ
を
認
め
た
国
の
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
」
と
い
う
二
つ
の
内
容
で
理
解
さ
れ
、「
特
許
権
の
付
与
に

関
し
て
発
明
の
保
護
に
適
用
さ
れ
る
法
が
領
域
的
に
限
定
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
収
斂
す
る
と
の
見
解
は
ま
さ
に
当
を
得
た
も
の
で

（
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あ
る
と
い
え
る
。
以
下
、
こ
の
前
提
に
立
っ
て
、
い
か
な
る
点
が
学
説
間
の
相
違
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
、
と
の
点
を
念
頭
に
学
説

の
概
観
を
す
る
。

2　

属
地
主
義
の
考
慮
段
階
に
よ
る
学
説
の
相
違

　

前
述
の
特
許
権
の
効
力
又
は
侵
害
問
題
に
か
か
る
学
説
に
お
い
て
、
適
用
す
る
法
の
決
定
結
果
だ
け
で
は
な
く
、
準
拠
法
選
択
が
必

要
か
ど
う
か
、
問
題
の
法
性
決
定
は
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
準
拠
法
選
択
規
則
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
連
結
点

を
ど
の
よ
う
に
確
定
す
る
の
か
な
ど
の
問
題
に
対
す
る
判
断
に
お
い
て
、
見
解
も
様
々
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
結
果
が

異
な
る
原
因
は
属
地
主
義
が
異
な
っ
て
作
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
繰
り
返
す
が
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
各
学
説
に
お

け
る
属
地
主
義
の
内
容
に
対
す
る
基
本
的
な
理
解
は
異
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
結
果
が
大
き
く
異
な
る
原
因
は

ど
こ
で
属
地
主
義
を
考
慮
す
る
か
否
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
下
で
は
、
特
許
権
に
適
用
さ
れ
る
法
決
定
の
過
程
を
四
つ
の
段
階
に
分
け
て
検
討
し
、
各
見
解
が
属
地
主
義
を
考
慮
す
る
段
階
に

よ
っ
て
分
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
検
証
し
た
い
。

㈠　

特
許
権
に
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定
過
程
の
各
段
階
の
画
定

　

国
際
的
な
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
を
決
定
す
る
過
程
は
、
以
下
の
よ
う
に
四
つ
の
段
階
を
経
て
進
ん
で
い
く
。
四
つ
の
段
階
と
は
、

準
拠
法
選
択
の
必
要
性
判
断
の
段
階
、
法
性
決
定
の
段
階
、
準
拠
法
選
択
規
則
決
定
の
段
階
、
及
び
連
結
点
判
断
の
段
階
で
あ
る
。

　

第
一
段
階
は
準
拠
法
選
択
の
必
要
性
判
断
の
段
階
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
特
許
権
に
関
す
る
問
題
に
対
し
て
、
準
拠
法
選
択
規

則
に
よ
っ
て
準
拠
法
を
決
定
す
る
こ
と
が
必
要
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
準
拠
法
選
択
が
不
要
と
さ
れ
る
の
は
、
以
下
の
二
つ

の
場
合
で
あ
る
。
一
つ
は
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
が
公
法
的
な
問
題
の
場
合
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
は
私

法
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
適
用
す
べ
き
法
が
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
あ
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る
問
題
に
対
し
て
、
法
の
抵
触
が
生
じ
、
準
拠
法
選
択
規
則
が
必
要
と
さ
れ
、
次
の
段
階
に
進
ん
で
い
く
。
法
性
決
定
段
階
で
あ
る
第

二
段
階
で
は
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
の
性
質
を
決
定
す
る
。
第
三
段
階
は
準
拠
法
選
択
規
則
決
定
の
段
階
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
段
階

で
は
前
段
階
で
行
わ
れ
た
法
性
決
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
つ
い
て
、
法
廷
地
国
際
私
法
条
文
を
適
用
す
べ
き
か
、
あ
る
い

は
特
別
な
準
拠
法
選
択
規
則
を
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
判
断
を
行
う
。
そ
し
て
、
第
四
段
階
で
あ
る
連
結
点
判
断
段

階
で
は
、
決
定
さ
れ
た
準
拠
法
選
択
規
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
連
結
点
が
ど
の
国
に
存
在
す
る
の
か
に
つ
い
て
判
断
を
行
う
。
連
結
点

を
確
定
す
る
と
、
最
終
的
に
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
の
準
拠
法
が
決
定
さ
れ
る
。

㈡　

各
段
階
に
お
け
る
属
地
主
義
の
考
慮
に
関
す
る
各
見
解
の
分
析

⑴　

特
許
権
の
効
力
問
題
に
関
す
る
各
見
解
の
分
析

　

ま
ず
は
、
特
許
権
の
効
力
に
関
す
る
問
題
に
お
け
る
各
見
解
を
検
討
す
る
。

　

第
一
段
階
は
、
特
許
権
に
関
す
る
問
題
に
準
拠
法
選
択
が
必
要
と
な
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
う
段
階
で
あ
る
。
特
許
権

の
効
力
問
題
を
公
法
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
る
と
、
準
拠
法
選
択
が
当
然
に
不
要
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
第
一
段
階
に
お
い

て
は
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
を
公
法
的
な
問
題
と
捉
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
私
法
的
な
問
題
と
捉
え
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
判

断
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

特
許
権
の
問
題
を
公
法
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
る
見
解
（
1
㈠
ａ
）
は
、
各
国
の
発
明
を
保
護
す
る
法
律
（
特
許
法
）
の
適
用
は
各

国
の
主
権
が
統
治
し
て
い
る
領
域
内
に
限
定
さ
れ
、
属
地
主
義
の
考
慮
を
こ
の
点
に
つ
い
て
行
う
。
つ
ま
り
、
属
地
主
義
の
原
則
か
ら
、

裁
判
所
は
、
公
法
的
な
問
題
に
対
し
て
、
自
国
の
内
国
法
の
適
用
が
適
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
み
判
断
す
る
と
の
帰
結
を
導
く
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
私
法
上
の
準
拠
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
不
要
に
な
る
。

　

一
方
で
、
特
許
権
の
問
題
を
私
法
的
な
問
題
と
と
ら
え
な
が
ら
準
拠
法
選
択
を
不
要
と
す
る
見
解
（
1
㈠
ｂ
）
は
、
同
様
に
、
属
地
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主
義
の
考
慮
を
第
一
段
階
で
行
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
見
解
は
、
属
地
主
義
の
原
則
の
意
義
を
、
各
国
の
特
許
権
を
規

制
す
る
法
に
は
適
用
範
囲
の
限
定
性
が
あ
る
と
い
う
点
に
見
出
す
。
そ
の
根
拠
は
各
国
の
特
許
法
の
実
質
法
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
特
許
権
を
規
定
す
る
各
国
の
特
許
法
の
間
に
、
抵
触
は
生
じ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
準
拠
法
選
択
は
不
要
と
な
り
、
権
利
を
付
与

し
た
実
質
法
が
直
接
適
用
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
に
た
い
し
て
、
第
一
段
階
で
準
拠
法
選
択
の
必
要
性
が
肯
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
次
の
法
性
決
定
の
段
階
へ
進
ん
で
い
く
。

特
許
権
の
効
力
に
関
す
る
見
解
は
、
す
べ
て
効
力
問
題
と
し
て
こ
の
問
題
を
法
性
決
定
し
て
い
る
点
で
差
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ

で
は
法
性
決
定
の
段
階
で
属
地
主
義
を
考
慮
す
る
と
い
う
も
の
は
な
い
、
と
い
え
る
。

　

特
許
権
の
効
力
問
題
と
し
て
法
性
決
定
さ
れ
た
場
合
、
第
三
段
階
で
は
、
こ
の
問
題
に
お
け
る
準
拠
法
選
択
規
則
に
つ
い
て
判
断
を

行
う
。
準
拠
法
選
択
規
則
は
ま
さ
に
法
の
抵
触
を
解
決
す
る
方
法
で
あ
る
。
法
の
抵
触
を
解
決
す
る
際
に
、
属
地
主
義
原
則
に
お
け
る

特
許
権
の
効
力
は
領
域
的
な
限
定
性
が
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、
各
権
利
に
対
し
て
保
護
国
と
い
う
概
念
が
生
じ
、
特
許
権
の

効
力
問
題
は
そ
れ
に
つ
き
保
護
が
要
求
さ
れ
る
国
の
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
、
と
の
帰
結
に
至
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段

階
に
お
け
る
属
地
主
義
の
考
慮
に
基
づ
い
て
、
特
許
権
の
効
力
問
題
に
つ
い
て
、
保
護
国
法
主
義
と
い
う
特
別
な
準
拠
法
選
択
規
則
が

適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
見
解
1
㈡
⑵
ｂ
ⅰ
、
見
解
1
㈡
⑵
ｂ
ⅱ
、
見
解
1
㈡
⑵
ｂ
ⅲ
、
見
解
1
㈡
⑵
ｂ
ⅳ
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
一

方
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
な
い
場
合
、
見
解
1
㈡
ａ
の
よ
う
に
、
一
般
財
産
と
特
許
権
を
等
し
く
扱
う
と
い
う

見
解
が
導
か
れ
る
。

　

そ
し
て
、
第
四
段
階
で
は
連
結
点
判
断
を
行
う
。
見
解
1
㈡
ａ
に
よ
れ
ば
、
法
例
一
〇
条
（
通
則
法
一
三
条
）
に
よ
っ
て
、
財
産
所

在
地
法
が
適
用
さ
れ
る
。
属
地
主
義
原
則
に
よ
れ
ば
、
特
許
権
の
効
力
は
そ
れ
を
認
め
ら
れ
る
国
の
領
域
に
限
定
的
に
存
在
す
る
の
で
、

特
許
権
と
い
う
知
的
財
産
権
は
そ
れ
を
認
め
ら
れ
る
国
、
す
な
わ
ち
、
登
録
国
に
所
在
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
財
産
所
在
地
と
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い
う
連
結
点
は
、
特
許
権
の
登
録
国
と
な
る
。
つ
ま
り
、
見
解
1
㈡
ａ
は
、
第
四
段
階
に
お
い
て
属
地
主
義
を
考
慮
し
た
も
の
と
い
え

る
。

⑵　

特
許
権
の
侵
害
問
題
に
関
す
る
各
見
解
の
分
析

　

次
に
特
許
権
の
侵
害
問
題
に
関
す
る
各
見
解
を
検
討
す
る
。

　

第
一
段
階
に
お
け
る
属
地
主
義
の
考
慮
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
効
力
問
題
と
同
様
で
あ
る
。

　

第
二
段
階
で
は
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
の
性
質
決
定
を
行
う
。
特
許
権
の
効
力
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
国
の
法
に
よ
り
定
め
ら
れ

る
の
で
、
あ
る
行
為
が
特
許
権
の
侵
害
を
構
成
す
る
か
否
か
は
、
事
実
問
題
で
は
な
く
、
法
律
問
題
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
権
利
の
存

否
、
そ
し
て
そ
の
内
容
や
範
囲
と
表
裏
一
体
に
結
び
つ
い
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
も
し
以
上
の
よ
う
に
属
地
主
義
を
考
慮
す
る
と
、
特

許
の
侵
害
又
は
そ
れ
に
対
す
る
救
済
請
求
の
性
質
決
定
は
、
特
許
権
の
効
力
問
題
と
な
る
と
い
う
判
断
結
果
が
示
さ
れ
る
。
見
解
2
㈡

ａ
に
お
け
る
法
性
決
定
と
見
解
2
㈡
ｂ
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
差
止
請
求
に
対
す
る
法
性
決
定
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
属
地
主
義
を

考
慮
し
た
結
果
、
と
い
え
る
。
も
し
こ
の
段
階
で
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
、
特
許
問
題
に
関
す
る
法
性
決
定
は
侵
害
行
為
と

な
る
。

　

第
三
段
階
に
お
い
て
、
効
力
問
題
と
同
様
に
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
れ
ば
、
見
解
2
㈡
⑶
ｃ
ⅱ
の
よ
う
に
保
護
国
法
主
義
と
い
う
特

別
な
準
拠
法
選
択
規
則
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
、
不
法
行
為
に
関
す
る
準
拠
法
選
択
規

則
で
あ
る
通
則
法
一
七
条
が
適
用
さ
れ
（
見
解
2
㈡
⑶
ｃ
ⅰ
）、
第
四
段
階
へ
と
進
ん
で
い
く
。

　

第
四
段
階
に
お
い
て
、
見
解
2
㈡
⑶
㊀
ｃ
（
ⅰ-

1
）
に
よ
る
と
、
属
地
主
義
原
則
に
従
い
、
特
許
権
の
排
他
的
な
効
力
は
そ
の
登

録
国
の
領
域
内
に
限
定
さ
れ
る
の
で
、
侵
害
行
為
に
よ
り
損
害
さ
れ
た
「
法
益
」
は
登
録
国
の
領
域
内
に
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、
登
録
国
の
他
に
不
法
行
為
の
損
害
結
果
発
生
地
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
行
為
に
関
す
る
連
結
点
は
登
録
国
と
な
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る
と
い
う
判
断
結
果
は
、
第
四
段
階
に
お
け
る
属
地
主
義
原
則
の
考
慮
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
え
る
。

　

一
方
、
第
三
段
階
で
検
討
さ
れ
た
よ
う
に
、
属
地
主
義
原
則
に
お
け
る
「
特
許
権
の
効
力
は
そ
れ
を
認
め
た
国
の
法
に
よ
り
定
め
ら

れ
る
」
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、
保
護
が
要
求
さ
れ
る
国
と
い
う
概
念
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
見
解
2
㈡
⑶
㊀
ｃ
（
ⅰ-

2
）
に
よ

る
と
、
保
護
国
の
概
念
は
、
そ
の
ま
ま
準
拠
法
選
択
規
則
と
な
る
こ
と
で
な
く
、
連
結
点
の
判
断
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
不
法
行
為
に
か
か
わ
る
権
利
侵
害
の
成
立
に
お
い
て
、
属
地
主
義
に
お
け
る
「
特
許
権
の
効
力
が
そ
れ
を
認
め
た
国
の
領
域
内
で

限
定
さ
れ
る
」
と
い
う
点
が
考
慮
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
特
許
権
の
侵
害
は
、「
特
許
権
の
効
力
が
そ
れ
を
認
め
た
国
の
領
域
内
に
限
定

さ
れ
る
」
の
も
と
で
は
、
保
護
国
内
で
し
か
成
立
し
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
保
護
国
と
不
法
行
為
の
原
因
と
な
る
事
実
の
発
生
地
は
一

致
す
る
。
見
解
2
㈡
⑶
㊀
ｃ
（
ⅰ-
2
）
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
属
地
主
義
原
則
の
第
四
段
階
に
お
け
る
考
慮
か
ら
不
法
行
為
に
関
す

る
連
結
点
は
保
護
国
と
な
る
と
い
う
判
断
結
果
を
導
く
の
で
あ
る
。

お 

わ 

り 

に

　

以
上
で
み
た
よ
う
に
、
特
許
権
に
関
す
る
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
な
属
地
主
義
の
内
容
の
理
解
は
異

な
ら
な
い
も
の
の
、
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
る
段
階
が
異
な
る
た
め
に
、
学
説
が
異
な
っ
て
い
る
と
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
。
言
い
換

え
る
と
、
特
許
権
の
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定
に
お
い
て
、
属
地
主
義
が
以
下
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
ど
の
段
階
で

属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
特
許
権
に
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
特
許
権
の
効
力
に
か
か
る
問
題
の
場
合
、
第
一
段
階
に
お
い
て
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
れ
ば
、
法
の
抵
触
が
生
じ
な
く
、

準
拠
法
選
択
が
不
要
に
な
る
。
こ
の
第
一
段
階
で
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
、
準
拠
法
選
択
が
必
要
と
な
り
、
第
二
段
階
へ
進

ん
で
い
く
。
本
稿
で
調
べ
得
た
見
解
の
中
に
は
、
第
二
段
階
で
属
地
主
義
を
考
慮
す
る
と
い
う
も
の
は
な
く
、
第
三
段
階
へ
進
む
こ
と

（
86
）
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と
な
る
。
第
三
段
階
で
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
る
と
、
特
別
な
準
拠
法
選
択
規
則
と
す
る
保
護
国
法
主
義
の
適
用
が
導
か
れ
る
こ
と
に

な
る
。
第
三
段
階
で
も
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
、
第
四
段
階
へ
進
み
、
法
廷
地
国
際
私
法
規
定
、
つ
ま
り
法
例
十
条
（
通
則

法
一
三
条
）
が
適
用
さ
れ
、
連
結
点
判
断
に
つ
い
て
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
る
結
果
、
財
産
所
在
地
が
特
許
権
登
録
国
と
な
る
。

　

特
許
権
の
侵
害
問
題
の
場
合
、
第
一
段
階
の
分
析
は
、
効
力
問
題
と
同
様
に
な
る
。
第
二
段
階
で
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
れ
ば
、
特

許
権
の
侵
害
行
為
及
び
そ
れ
に
よ
る
救
済
は
、
効
力
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
こ
こ
で
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
、
特
許

権
の
侵
害
問
題
は
、
不
法
行
為
と
し
て
法
性
決
定
さ
れ
、
第
三
段
階
へ
進
ん
で
い
く
。
第
三
段
階
に
お
い
て
属
地
主
義
が
考
慮
さ
れ
れ

ば
、
保
護
国
法
主
義
が
適
用
さ
れ
る
。
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
、
通
則
法
一
七
条
が
適
用
さ
れ
、
第
四
段
階
へ
進
ん
で
い
く
。
不
法
行
為

の
損
害
結
果
発
生
地
と
い
う
連
結
点
の
判
断
に
つ
い
て
属
地
主
義
を
考
慮
す
る
と
、
特
許
権
侵
害
の
結
果
は
そ
の
登
録
国
の
領
域
内
で

し
か
発
生
し
な
い
の
で
、
登
録
国
法
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
地
で
損
害
結
果
の
発
生
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
行
為
を

行
っ
た
人
の
予
見
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
行
為
地
法
が
適
用
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
準
拠
法
を
決
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
各
段
階
で
、
あ
る
基
本
原
則
あ
る
い
は
重
大
な
利
益
に
つ
い
て
の
考
慮
の
要

否
を
判
断
し
、
準
拠
法
の
決
定
基
準
を
検
討
す
る
と
い
う
方
法
は
、
特
許
権
の
問
題
に
限
ら
ず
、
他
の
問
題
に
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定

に
つ
い
て
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
更
に
具
体
的
な
問
題
に
応
じ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
今
後

の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
、
特
許
権
の
問
題
を
効
力
問
題
と
侵
害
問
題
の
二
つ
に
分
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
正
確
な
区

別
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
二
つ
の
問
題
の
中
に
も
、
様
々
な
類
型
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
特
許
権
の
効
力
問
題
に
は
、

権
利
の
成
立
、
内
容
、
効
力
、
存
続
期
間
な
ど
複
数
の
問
題
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
毎
に
、
属
地
主
義
を
考
慮
す

る
段
階
が
異
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
適
用
さ
れ
る
法
の
決
定
方
法
が
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
具
体
的
な
問
題
類
型
と
類
型
毎
の

適
用
す
る
法
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
し
い
検
討
を
す
る
必
要
性
が
あ
り
、
も
う
一
つ
の
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
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最
高
裁
平
成
九
年
七
月
一
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
民
集
五
一
巻
六
号
二
二
九
九
頁
、
判
時
一
六
一
二
号
三
頁
、
判
タ
九
五
一
号
一
〇
五

頁
）。最

高
裁
平
成
一
四
年
九
月
二
六
日
第
一
小
法
廷
判
決
（
民
集
五
六
巻
七
号
一
五
五
一
頁
）。

な
お
、
本
稿
で
は
、「
適
用
さ
れ
る
法
」
と
い
う
概
念
は
、
法
性
決
定
・
連
結
点
判
断
の
過
程
を
経
て
選
択
さ
れ
た
準
拠
法
の
み
な
ら
ず
、

実
質
法
自
身
が
領
域
的
な
限
定
性
を
持
つ
た
め
に
、
準
拠
法
選
択
規
則
を
不
要
と
し
て
、
そ
の
領
域
で
適
用
さ
れ
る
唯
一
の
法
を
も
含
む
。

道
垣
内
正
人　
「
国
境
を
越
え
た
知
的
財
産
権
の
保
護
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト　

一
二
二
七
号　

五
二
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）、

井
関
涼
子　
「
日
本
国
内
の
行
為
に
対
す
る
米
国
特
許
権
に
基
づ
く
差
止
及
び
損
害
賠
償
請
求
」
判
例
研
究　

二
四
六
号　

一
五
六
二
頁
以
下

（
二
〇
〇
〇
年
）、
紋
谷
暢
男　
「
知
的
財
産
権
の
国
際
的
保
護
」　
『
国
際
私
法
の
争
点
（
新
版
）』（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
、
一
九
九
六
年
）　

二

七
頁
以
下
。

松
本
直
樹　
「
ク
ロ
ス
・
ボ
ー
ダ
ー
・
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
」
清
水
利
亮
『
現
代
裁
判
法
体
系
二
六
（
知
的
財
産
権
）』（
新

日
本
法
規
、
一
九
九
五
年
）
五
九
頁
以
下
。

斎
藤
彰　
「
並
行
輸
入
に
よ
る
特
許
権
侵
害
」『
知
的
財
産
権
の
法
的
保
護
』（
関
西
大
学
法
学
研
究
所
、
一
九
九
七
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
。

桑
田
三
郎　
「
特
許
製
品
の
並
行
輸
入
問
題
─
東
京
高
裁
の
是
認
判
決
─
」A

.I.P.P.I. V
ol.40 N

o.6　

三
六
二
頁
以
下
（
一
九
九
五
年
）、

土
井
輝
生　
『
国
際
私
法
講
座
（
第
三
巻
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
四
年
）　

八
〇
六
頁
以
下
、
石
黒
一
憲　
「
知
的
財
産
権
と
属
地
主
義
」　

相
澤

英
孝
、
大
渕
哲
也
、
小
泉
直
樹
、
田
村
善
之　

編　
『
知
的
財
産
法
の
理
論
と
現
代
的
課
題
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）　

五
一
一
頁
以
下
、

木
棚
照
一　
「
国
際
的
な
知
的
財
産
紛
争
の
準
拠
法
」
Ｌ
＆
Ｔ　

一
六
号　

五
四
頁
以
下
（
二
〇
〇
二
年
）、
田
村
善
之　
『
機
能
的
知
的
財
産

法
の
理
論
』（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）　

二
四
一
頁
以
下
、
茶
園
成
樹　

｢

特
許
権
侵
害
に
関
連
す
る
外
国
に
お
け
る
行
為｣　

Ｎ
Ｂ
Ｌ　

六
七

九
号　

一
五
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）、Eugen U

lm
er, Intellectual property rights and the conflict of law

s: a study carried 
out for the Com

m
ission of the European Com

m
unities, D

irectorate-General for Internal M
arket and Industrial A

ffairs 
D

eventer: K
luw

er 1978　

p.8.

前
掲
注
（
4
）
道
垣
内　

五
六
頁
以
下
、
前
掲
注
（
4
）
井
関　

一
五
六
二
頁
以
下
、
前
掲
注
（
4
）
紋
谷　

二
七
頁
以
下
。

前
掲
注
（
5
）
松
本　

五
九
頁
以
下
。

前
掲
注
（
5
）
松
本　

五
九
頁
以
下
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）
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35 U
.S. Code 

§271- Infringem
ent of patent (a) Except as otherw

ise provided in this title, w
hoever w

ithout authori-
ty m

akes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, w
ithin the U

nited States or im
ports into the U

nited States 
any patented invention during the term

 of the patent therefor, infringes the patent.

特
許
法
第
六
九
条 

特
許
権
の
効
力
は
、
試
験
又
は
研
究
の
た
め
に
す
る
特
許
発
明
の
実
施
に
は
、
及
ば
な
い
。

2　

特
許
権
の
効
力
は
、
次
に
掲
げ
る
物
に
は
、
及
ば
な
い
。
一 

単
に
日
本
国
内
を
通
過
す
る
に
過
ぎ
な
い
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
又

は
こ
れ
ら
に
使
用
す
る
機
械
、
器
具
、
装
置
そ
の
他
の
物 

二 

特
許
出
願
の
時
か
ら
日
本
国
内
に
あ
る
物
…

前
掲
注
（
5
）
松
本　

五
九
頁
以
下
。

前
掲
注
（
6
）
斎
藤　

一
〇
〇
頁
以
下
。

保
護
国
法
主
義
に
関
す
る
見
解
は
四
つ
あ
る
。
詳
し
く
説
明
は
以
下
の
1
㈡
⑵
に
述
べ
ら
れ
る
。

前
掲
注
（
6
）
斎
藤　

一
〇
〇
頁
以
下
。

前
掲
注
（
6
）
斎
藤　

一
〇
二
頁
。

前
掲
注
（
6
）
斎
藤　

一
〇
六
頁
。

通
則
法
一
三
条
に
基
づ
き
、
動
産
又
は
不
動
産
に
関
す
る
物
権
及
び
そ
の
他
の
登
記
を
す
べ
き
権
利
は
、
そ
の
目
的
物
の
所
在
地
法
に
よ

る
。

た
と
え
ば
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
八
条
一
項
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
一
〇
条
、
韓
国
国
際
私
法
二
四
条
、
中
国
渉
外
民
事
関
係
適
用
法
四
八
条
。

前
掲
注
（
7
）
桑
田　

三
六
二
頁
以
下
、
前
掲
注
（
7
）
土
井　

八
〇
六
頁
以
下
、
前
掲
注
（
7
）
石
黒　

五
一
一
頁
以
下
、
前
掲
注

（
7
）
木
棚　

五
四
頁
以
下
、
前
掲
注
（
7
）
田
村　

二
四
一
頁
以
下
、
前
掲
注
（
7
）
茶
園　

一
五
頁
以
下
。

U
lm

er supra note 7　

p.8.
U

lm
er supra note 7　

p.8.
U

lm
er supra note 7　

p.9.

パ
リ
条
約
二
条
一
項
「
各
同
盟
国
の
国
民
は
、
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
し
、
こ
の
条
約
で
特
に
定
め
る
権
利
を
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

他
の
す
べ
て
の
同
盟
国
に
お
い
て
、
当
該
他
の
同
盟
国
の
法
例
が
内
国
民
に
対
し
現
在
与
え
て
お
り
又
は
将
来
与
え
る
こ
と
が
あ
る
利
益
を
享

受
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
盟
国
の
国
民
は
、
内
国
民
に
課
さ
れ
る
条
件
及
び
手
続
に
従
う
限
り
、
内
国
民
と
同
一
の
保
護
を
受
け
、
か
つ
、
自

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）
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己
の
権
利
の
侵
害
に
対
し
内
国
民
と
同
一
の
法
律
上
の
救
済
を
与
え
ら
れ
る
」。

ベ
ル
ヌ
条
約
五
条
〔
保
護
の
原
則
〕「
⑴
著
作
者
は
、
こ
の
条
約
に
よ
つ
て
保
護
さ
れ
る
著
作
物
に
関
し
、
そ
の
著
作
物
の
本
国
以
外
の

同
盟
国
に
お
い
て
、
そ
の
国
の
法
令
が
自
国
民
に
現
在
与
え
て
お
り
又
は
将
来
与
え
る
こ
と
が
あ
る
権
利
及
び
こ
の
条
約
が
特
に
与
え
る
権
利

を
享
有
す
る
。」

⑵　

⑴
の
権
利
の
享
有
及
び
行
使
に
は
、
い
か
な
る
方
式
の
履
行
を
も
要
し
な
い
。
そ
の
享
有
及
び
行
使
は
、
著
作
物
の
本
国
に
お
け
る
保

護
の
存
在
に
か
か
わ
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
保
護
の
範
囲
及
び
著
作
者
の
権
利
を
保
全
す
る
た
め
著
作
者
に
保
障
さ
れ
る
救
済
の
方
法
は
、

こ
の
条
約
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
専
ら
、
保
護
が
要
求
さ
れ
る
同
盟
国
の
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

万
国
著
作
権
条
約
二
条
二
項
「
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の
国
民
の
発
行
さ
れ
た
著
作
物
は
、
他
の
い
ず
れ
の
締
約
国
に
お
い
て
も
、
そ
の
締

約
国
が
自
国
民
の
発
行
さ
れ
て
い
な
い
著
作
物
に
与
え
て
い
る
保
護
と
同
一
の
保
護
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。」

U
lm

er, supra note 7, pp.9-10.

前
掲
注
（
7
）
桑
田　

三
六
二
頁
以
下
。

日
本
特
許
法
二
五
条
「
日
本
国
内
に
住
所
又
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
し
な
い
外
国
人
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当

す
る
場
合
を
除
き
、
特
許
権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
を
享
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
そ
の
者
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
日
本
国
民
に
対
し
そ
の
国
民
と
同
一
の
条
件
に
よ
り
特
許
権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
の
享
有
を
認

め
て
い
る
と
き
。

二
そ
の
者
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
日
本
国
が
そ
の
国
民
に
対
し
特
許
権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
の
享
有
を
認
め
る
場
合
に
は
日
本
国

民
に
対
し
そ
の
国
民
と
同
一
の
条
件
に
よ
り
特
許
権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
の
享
有
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
き
。

三
条
約
に
別
段
の
定
が
あ
る
と
き
。」

前
掲
注
（
7
）
桑
田　

三
六
七
頁
。

パ
リ
条
約
四
条
の
二
⑴
「
同
盟
国
の
国
民
が
各
同
盟
国
に
お
い
て
出
願
し
た
特
許
は
、
他
の
国
（
同
盟
国
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
）

に
お
い
て
同
一
の
発
明
に
つ
い
て
取
得
し
た
特
許
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
す
る
。」

前
掲
注
（
7
）
土
井　

八
〇
八
頁
。

前
掲
注
（
7
）
土
井　

八
〇
八
頁
。

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）
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前
掲
注
（
7
）
石
黒　

五
二
〇
頁
。

前
掲
注
（
7
）
木
棚　

五
四
頁
以
下
。

木
棚
照
一　
『
国
際
工
業
所
有
権
法
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
）　

七
一
頁
。

木
棚
照
一　
『
国
際
知
的
財
産
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）　

三
六
二
頁
。

前
掲
注
（
38
）
木
棚　

三
六
七
頁
。

前
掲
注
（
7
）
田
村
を
参
照
。

前
掲
注
（
7
）
田
村　

二
四
一
頁
以
下
。

前
掲
注
（
7
）
茶
園　

一
五
頁
以
下
。

前
掲
注
（
7
）
茶
園　

一
五
頁
以
下
。

前
掲
注
（
4
）
井
関　

一
五
六
〇
頁
。

前
掲
注
（
5
）
松
本　

五
九
頁
。

申
美
穂　

｢

い
わ
ゆ
る
『
知
的
財
産
法
に
お
け
る
属
地
主
義
』
の
多
様
性
と
そ
の
妥
当
性｣

国
際
私
法
年
報　

第
九
号
二
六
〇
頁
以
下

（
二
〇
〇
七
年
）。

最
高
裁
平
成
一
四
年
九
月
二
六
日
第
一
小
法
廷
判
決
（
民
集
五
六
巻
七
号
一
五
五
一
頁
）
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
事
件
判
決
。

前
掲
注
（
7
）
桑
田　

三
六
二
頁
以
下
、
前
掲
注
（
7
）
石
黒　

五
一
一
頁
以
下
、
前
掲
注
（
7
）
田
村　

二
四
一
頁
以
下
、
西
谷
祐
子　

「
通
則
法
一
七
条
」　

桜
田
嘉
章
・
道
垣
内
正
人
編　
『
注
釈
国
際
私
法
第
一
巻
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）　

四
五
四
頁
。

渡
辺
惺
之　
「
外
国
特
許
権
侵
害
に
基
づ
く
差
止
・
廃
棄
請
求
及
び
損
害
賠
償
請
求
の
準
拠
法
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
八
）
一
五
七

頁
（
二
〇
〇
四
年
）、
梶
野
篤
志　

｢

特
許
法
に
お
け
る
属
地
主
義
の
原
則
の
限
界｣

知
的
財
産
法
政
策
研
究
一
号　

一
六
一
頁
（
二
〇
〇
三

年
）、
大
友
信
秀　
「
米
国
特
許
侵
害
事
件
の
請
求
を
属
地
主
義
の
原
則
に
基
づ
き
棄
却
し
た
事
例
」（
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
七

一
号　

一
〇
八
頁
以
下
、M

ari N
agata, "T

he A
pplicable Law

 in Patent Infringem
ent", Japanese Y

earbook of International 
Law

, V
ol.55 (2012), p.509.

前
掲
注
（
7
）　

茶
園　

一
六
頁
以
下
。

前
掲
注
（
4
）　

井
関　

一
五
六
二
頁
。

（
35
）

（
36
）

（
37
）

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）

（
44
）

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
50
）

（
51
）
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東
京
地
裁
昭
和
二
八
年
六
月
一
二
日
判
決
（
下
級
民
集
四
巻
六
号
八
七
四
頁
）
満
州
国
特
許
事
件
判
決
。
こ
の
事
件
で
は
、
満
州
国
の
特

許
を
有
す
る
原
告
が
、
被
告
が
自
分
の
特
許
権
に
基
づ
く
特
許
製
品
を
満
州
国
に
輸
入
し
た
行
為
に
対
し
て
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
を

請
求
し
た
。
裁
判
所
は
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
の
理
由
は
「
日
本
国
内
に
お
い
て
は
、
日
本
の
特
許
権
の
み
が
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
、

外
国
特
許
権
は
何
ら
権
利
と
し
て
存
在
を
有
し
な
い
」
ま
た
、「
外
国
特
許
権
を
外
国
に
お
い
て
侵
害
し
た
行
為
は
、
法
例
一
一
条
二
項
に
よ

っ
て
不
法
行
為
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

前
掲
注
（
5
）　

松
本　

五
九
頁
。

た
だ
し
、
こ
の
見
解
に
お
い
て
も
、「
米
国
の
特
許
法
の
よ
う
な
域
外
規
定
を
有
し
て
、
他
国
に
お
け
る
行
為
を
規
制
し
て
い
る
法
律
規

範
に
対
し
て
、
法
的
抵
触
が
生
じ
る
余
地
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
法
廷
地
の
国
際
私
法
の
出
番
と
な
る
。
つ
ま
り
、
外
国
の
域
外
適
用
規
定
を

自
国
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
国
際
私
法
に
よ
る
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
。」
と
の
指
摘
が
あ
る
。（
前
掲
注
（
49
）　

梶
野　

一
六
二
頁
）。

前
掲
注
（
47
）、（
48
）、（
49
）、（
50
）
の
す
べ
て
の
見
解
は
、
特
許
権
の
侵
害
問
題
に
つ
い
て
準
拠
法
選
択
が
必
要
と
な
る
と
い
う
点
に

共
通
し
て
い
る
。

前
掲
注
（
49
）　

梶
野　

一
六
一
頁
以
下
。

前
掲
注
（
46
）　

申　

二
六
一
頁
。

前
掲
注
（
46
）　

申　

二
六
一
頁
。

前
掲
注
（
4
）　

井
関　

一
五
六
二
頁
以
下
。

最
高
裁
平
成
一
四
年
九
月
二
六
日
第
一
小
法
廷
判
決
（
民
集
五
六
巻
七
号
一
五
五
一
頁
）。

特
許
権
の
効
力
の
準
拠
法
選
択
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
属
地
主
義
に
関
す
る
条
理
に
よ
っ
て
判
断
を
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
「（
ア
）

特
許
権
は
、
国
ご
と
に
出
願
及
び
登
録
を
経
て
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、（
イ
）
特
許
権
に
つ
い
て
属
地
主
義
の
原
則
を
採
用

す
る
国
が
多
く
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
各
国
の
特
許
権
が
、
そ
の
成
立
、
移
転
、
効
力
等
に
つ
き
当
該
国
の
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
特
許
権

の
効
力
が
当
該
国
の
領
域
内
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、（
ウ
）
特
許
権
の
効
力
が
当
該
国
の
領
域
内
に
お
い
て
の
み
認
め

ら
れ
る
以
上
、
当
該
特
許
権
の
保
護
が
要
求
さ
れ
る
国
は
、
登
録
さ
れ
た
国
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
特
許
権
と
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る

の
は
、
当
該
特
許
権
が
登
録
さ
れ
た
国
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
属
地
主
義
の
根
拠
又
は
捉
え
方

（
52
）

（
53
）

（
54
）

（
55
）

（
56
）

（
57
）

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）
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に
つ
い
て
、
明
確
な
説
明
が
な
い
の
で
、
大
き
な
争
論
が
生
じ
る
。
具
体
的
に
は
前
述
し
た
特
許
権
の
効
力
問
題
の
部
分
を
参
照
す
る
。

前
掲
注
（
7
）
桑
田　

三
六
二
頁
以
下
、
前
掲
注
（
7
）
石
黒　

五
一
一
頁
以
下
、
前
掲
注
（
7
）
木
棚　

五
四
頁
、
前
掲
注
（
7
）
田

村　

二
四
一
頁
以
下
、
前
掲
注
（
48
）
西
谷　

四
五
四
頁
、
前
掲
注
（
49
）
渡
辺　

一
五
七
頁
、
前
掲
注
（
49
）
梶
野　

一
六
一
頁
、
前
掲
注

（
49
）
大
友　

一
〇
八
頁
以
下
、N

agata, supra note 49, p.509.

前
掲
注
（
49
）
渡
辺
一
五
七
頁
、
木
棚
照
一　
「
知
的
財
産
権
に
関
す
る
準
拠
法　

4
．
日
本
」　

財
団
法
人
産
業
研
究
所
『
知
的
財
産
紛

争
と
国
際
私
法
上
の
課
題
に
関
す
る
調
査
研
究
』　

二
〇
〇
〇
年
三
月　

八
六
頁
。

前
掲
注
（
49
）
渡
辺　

一
五
七
頁
。

前
掲
注
（
63
）
木
棚　

八
六
頁
。

前
掲
注
（
49
）
渡
辺　

一
五
七
頁
、
前
掲
注
（
49
）
梶
野　

一
六
一
頁
、
前
掲
注
（
49
）
大
友　

一
〇
八
頁
以
下
、N

agata, supra 
note 49, p.509

、
前
掲
注
（
7
）
茶
園　

一
六
頁
以
下
。

法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
一
七
条
「
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成
立
及
び
効
力
は
、
加
害
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
の
法

に
よ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
地
に
お
け
る
結
果
の
発
生
が
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
き
は
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
地

の
法
に
よ
る
。」

前
掲
注
前
掲
注
（
49
）
渡
辺　

一
五
七
頁
、
前
掲
注
（
49
）
梶
野　

一
六
一
頁
、
前
掲
注
（
49
）
大
友　

一
〇
八
頁
以
下
、N

agata, su-
pra note 49, p.509.

前
掲
注
（
7
）
茶
園　

一
六
頁
以
下
。

前
掲
注
（
68
）。

N
agata, supra note 49, p.509.

前
掲
注
（
7
）
茶
園　

一
六
頁
。

前
掲
注
（
49
）。

前
掲
注
（
7
）
桑
田　

五
五
頁
。

前
掲
注
（
7
）
石
黒　

五
一
七
頁
。

前
掲
注
（
7
）
田
村　

二
四
二
頁
。

（
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）

（
63
）

（
64
）

（
65
）

（
66
）

（
67
）

（
68
）

（
69
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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パ
リ
条
約
の
暗
黙
的
な
前
提
に
基
づ
く
保
護
国
法
説
を
提
唱
す
る
木
棚
先
生
は
、
こ
れ
を
特
許
権
の
侵
害
問
題
に
適
用
す
る
こ
と
を
提
唱

し
な
い
。
前
掲
注
（
7
）
木
棚　

五
五
頁
。

最
高
裁
平
成
九
年
七
月
一
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
民
集
五
一
巻
六
号
二
二
九
九
頁
、
判
時
一
六
一
二
号
三
頁
、
判
タ
九
五
一
号
一
〇
五

頁
）、
最
高
裁
平
成
一
四
年
九
月
二
六
日
第
一
小
法
廷
判
決
（
民
集
五
六
巻
七
号
一
五
五
一
頁
）。

紋
谷
暢
男　
『
無
体
財
産
法
概
論
（
第
八
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
二
〇
五
頁
以
下
。

前
掲
注
（
46
）
申　

二
二
六
頁
以
下
。

前
掲
注
（
46
）
申　

二
三
二
頁
。

前
掲
注
（
46
）
申　

二
三
六
頁
。

前
掲
注
（
46
）
申　

二
三
七
頁
以
下
。

抵
触
法
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
こ
の
見
解
は
、
単
に
特
許
権
の
成
立
に
関
す
る
事
項
（
特
許
権
の
成
立
、
消
滅
、
無
効
、
存
続
期
間

な
ど
）、
す
な
わ
ち
主
る
主
観
的
権
利
に
関
す
る
問
題
を
対
象
と
な
っ
て
、
各
国
に
お
け
る
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
が
既
定
さ
れ
る
た
め
に
、
法

の
抵
触
が
生
じ
な
く
、
準
拠
法
選
択
の
問
題
が
生
じ
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
特
許
権
に
関
す
る
各
問
題
の
中
に
客
観
的
権
利
に
関

す
る
問
題
も
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
、
法
の
抵
触
が
生
じ
る
余
地
が
あ
り
、
準
拠
法
選
択
規
則
に
よ
り
準
拠
法
を
選
択
す
る
問
題
が
生
じ

る
。

前
掲
注
（
46
）
申　

二
三
四
頁
。

各
国
に
お
け
る
特
許
権
の
効
力
は
法
的
に
異
な
る
も
の
と
な
る
の
で
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
考
慮
も
可
能
で
あ
る
。
今
後
の
研
究
に
お
い

て
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。
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