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天

然

果

實

の

意

義

に

つ

い

て舟

橋

諄

一

一

法
律
的
概
念
が
、
制
度

の
趣
旨
な
い
し
法
律
的
効
果
と
の
關
蓮
に
お
い
て
、
相
対
的

に
、
考
察
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

つ
い
て
は
、
い
ま
さ
ら
、
こ
と
あ
た
ら
し
く
論
す
る
ま
で
も
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
民
法
第

一
條
ノ
三

に
お
け
る

「
出
生
」
の

意
義
、
す
な
わ
ち
、
出
産
過
程
の
い
か
な
る
段
階
に
到
達
す
れ
ば
人
間
な
い
し
人
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
民

法

上
と
刑
法
上
と
で
、
異
な
つ
た
見
解
が
成
立
し
う
る
と
説
き
、
ま
た
、
民
法
第
七
條
に
い
う
禁
治
産
宣
告
の
前
提
要
件

と
し
て
の

「
心

神
喪
失
の
常
況
」
の
意
義
に
つ
き
、
そ
の
法
律
的
判
断
は
、
か
な
ら
す
し
も
醫
學
上
の
判
断

に
拘
束
さ
れ
な
い
と
峻
)
あ
る
い
は
ま
た
、

失
踪
宣
告
に
よ
る

「死
亡
」
は
、
人
の
権
利
能
力
を
全
面
的
に
奪
う
も
の
で
な
く
、
失
踪
者
が
他
所
で
活
動
す
る
場
合
や
歸
來
後

の
法
律

関
係

な
ど
に
つ
い
て
は
、
死
亡
し
た
と
は
認
め
あ
れ
ず
、
死
亡
の
効
果
は
、
た
だ
、
失
踪
者
の
從
來
の
佳
所
ま
た

は
居
所
を
中
心
と
す
る

法
律
関
係

に
つ
い
て
だ
け
、
生
ず

る
に
と
ど
ま
る
も

の
と
説
き
、
そ
め

「
死
亡
」
の
意
義
が
、
法
律
効
果
と
の
關
連

に
お
い
て
、
相
対
的

に
、

把
握
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
、

こ
の
種
の
考
え
か
た
は
、

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
下
に

は
、
こ
の
同
じ
考
え
か
た
の

一
つ
の
適
用
と
し
て
、
天
然
果
實
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

二

な
お
、
天
然
果
實
の
意
義
い
か
ん
の
問
題
の
ご
と
き
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
き
わ
あ
て
小
さ
い
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
末

弘
博
士
も
、

『
定
義
規
定
の
解
釈
方
法
』
お
よ
び

『
考
方
の
順
蓮
』
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
天
然
果
實

の
意
義
の
問
題
を
、



そ
の
具
体
例
と
し
て
取
り
上
げ
亀

そ
し
て

か
よ
う
な
箋

規
定
の
援

に
つ
い
て
・
次
の
よ
う
喚

そ
の
根
本
的
肇

を
明
ら
か

に
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
博
士
は
、
ま
ず
、

『
民
法
の
初
學
者
に
と
つ
て
最
も
不
可
解
に
思
わ
れ
る
も
の
の

一
は
、
恐
ら
く

「
物

ノ
用
方

二
從
ヒ
収
取

ス
ル
産
出
物
ヲ
天
然
果
實
ト
ス
」
と
言
つ
て
い
る
第
八
十
八
條
第

項
に
關
す
る
學
者
の
解
説

で
あ
る
と
思
う
』
、

と
前
置
を
さ
れ
、
そ
し
て
、

『
凡
そ
法
律
が

一
定
の
事
項
に
付
き
定
義
を
盟
ハえ
て
い
る
場
合
に
は
、・
其
定
義
を
使

つ
て
他

の
色
々
の
規
発

を
簡
明
に
立
言
す
る
便
に
供
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
從

っ
て
定
義
が
具
體
的
に
意
味
を
も
つ
の
は
そ
れ
等

の
規
定

の
申
に
於
て
で

あ

つ
て
、
定
義
規
定
の
意
味
も
そ
れ
等

の
規
定
に
關
聯
し
て
の
み
正
し
く
之
を
理
解
し
得

る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
人
々
は
と
か
く
こ
の

極

め
て
明
白
な
理
を
忘
れ
て
定
義
規
定
だ
け
を
引
き
離
し
て
抽
象
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
其
結
果
現
在
吾
々
が
天
然
果

に
關
し
て

見

る
が
如
き
事
態
が
生
れ
る
の
で
あ
る
が
、
實
を
胃
う
と
こ
れ
は
ひ
と
り
此
場
合
に
限
ら
ず
廣
く
定
義
規
定

一
般

の
取
扱
に
關
し
て
見
出

さ
れ
る
弊
風
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
』
、
と
。
そ
し
て
、
最
後
に
、

『
私
が
こ
こ
に

一
般
に
は
比
較
的
軽
く
取
扱
わ
れ
て
い
る
此
種
の

事
柄
を
業

々
し
く
取
上
げ
て
通
説
に
非
難
を
加
え
て
い
る
の
は
、
決
し
て
強
い
て
小
異
を
立
て
て
自
ら
快
し
と
せ
ん
と
す
る
が
如
き
私
念

に
出
す
る
の
で
は
な
い
。
我
國
の
民
法
學
が
今
で
は
全
く
概
念
法
學
の
悪

い
方
面
か
ら
脱
却
し
切

つ
て
い
る
よ
う

に
何
と
な
く

一
般
に
考

え
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
實
際

一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
法
的
思
惟

の
主
調
が
依
然
と
し
て
概
念
法
學
的
の
そ
れ
を
去

る
と
と
決
し
て
遠
か
ら

ざ

る
所
以
を
比
較
的
簡
易
の
例
を
と
つ
て
具
艦
的
に
説
明
し
た
い
の
が
私
の
念
.願
で
あ
る
。

而
し
て
此
種
の
思
惟
方
法
が
支
配
す
る
限

り
、
我
國
民
法
學
を
概
念
法
學
の
弊
か
ら
根
本
的
に
救
う
こ
と
は
到
底
出
來
な
い
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
』
、
と
し
て
、
結
ん
で
お
ら

れ
る
。
博
士
の
こ
の
根
本
的
な
態
度
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
も
ま
た
、
完
全
に
同
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
は
、

「
法
律

的
概
念
の
相
對
性
」
生
い
う
立
場
か
ら
、

天
然
果
實

の
問
題
を
取
上
げ
た
た
め
、

多
少
そ
の
覗
角
を
異
に
す
る
と
と
も
に
、

さ
ら
に
、

i

後
に
述
べ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
1

個
々
め
論
黙

に
つ
巨
て
は
、

か
な
ら
す
し
も
、

博
士
と
、
見
解
を
同

じ
く
す
.る
も
の
で
は
な

い

。



(
】
V
例

え
ば
、
我
妻

、
民
法
総

期

(
民
法
講
義
1
)
」

眠
和

二
大
年
改
版
叛
餌

三
頁
伊

(
二
)
例
え

ば
、
我

妻
前
掲

書
六
五
頁
Q

(
三
)

例

え
ば
、
鳩

山

、「
増
訂
改
版

日
本
民
法
総
論
」

一
二
五
頁
以
下
、
我
妻
前
掲
魯
九
五
頁

、
な
ど
。

(
四
)

末
弘

「
續

民
法
難
記
帳
」

一
三
七
頁

以
下

お
よ
び

一
四
四
頁
以
下
。

(
五
)

末
弘
前
掲
書

=
こ
七
頁
。

(
六
)

末
弘
前
掲
書

一
三
九
頁
。

(
七
)

末
弘
前
掲
書

一
四
九
頁
。

二

一

果
實
と
は
、
物
か
ら
生
ず
る
も
の
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
牧
釜
で
あ

つ
て
、
こ
れ
を
い
い
か
え
る
と
、
社
會
観
念
上
、
元
物

の
價
値
を
減
損
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
元
物
か
ら
生
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
天
然
果
實
に
つ
い
て
も
、

同
様
に
、
そ
れ
は
、
牡
愈
観
念
上
、
元
物
の
価
値
を
減
損
し
な
い
で
、
元
物
か
ら
牧
取
さ
れ
る
産
出
物
だ
と
、
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し

か

る
に
、
民
法
第
八
八
條
第

一
項
は
、
天
然
果
實
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
特
に
、

【,物
ノ
用
方

二
從

ヒ
L
牧
取
す

る
産
出
物
な
る
こ
と

を
、
要
求
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
果
樹
園
の
果
物
や
種
馬
の
子
は
、
天
然
果
實
に
な
る
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
盆
栽

の
木
の
實
や
乗
馬
專

用

の
馬
の
子
は
、
天
然
果
實
で
は
な
い
、
と
い
う
ふ
う
な
説
明

が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
て
あ
る
。

二

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
元
物
の
所
有
権
が
移
転

さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
後
生
じ
た
果
實
は
、
誰
に
歸
属
す

べ
き
か
、
と
い
う
問

題

に
っ
い
て
、
果
樹
園
の
果
物
と
盆
栽
の
木
の
實
と
で
、
ま
た
、
種
馬
の
子
と
乗
馬
專
用
の
馬
の
子
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
異
別
に
取
り
扱

わ
れ
る
べ
き
合
理
的
根
據

あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
る
と
、
民
法
第
八
九
條
笙

項
の
適
用
に
つ
い
て
、
・そ
れ
を
、ら

用
方
L
に



從

つ
た
も
の
だ
け
に
か
ぎ
る
根
様
が
、

あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

わ
た
く
し
に
は
、
一そ
の
合
理
的
根
據
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

け
だ

し
、
塵
者
が
、
第
八
九
條
第

一
項
の
立
法
趣
旨
と
し
て
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
ハ
『天
然
果
實
は
、
元
物
か
ら
分
離
し
な
い
間
は
、

一
般
に
、
元
物
の

一
部
と
し
て
元
物
所
有
権
の
内
容
を
な
す
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
す
、
果
實
の
産
出
に
鑑

し
た
努
力
の
多
少
を

定

め
る
こ
と
も
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
分
割
す
る
こ
と
が
不
適
當
な
も
の
が
多
い
』
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

か
よ
う
な
事
情
は
、

「
用
方
」

に
從

つ
た
も
の
な
る
と
否
と
を
問
わ
す
、
ひ
と
し
く
、
あ
て
は
ま
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
て
み
る
と
、
民
法
第
八
九
條
第

一
項
の
適
用
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
で
は
。
果
實
の
意
義
を
、
特
に
、

「
物

ノ
用
方
」
に
從
つ
た
も

の
に
限
局

し
て
理
解
す
る
必
要
は
、
な
い
わ
け
で
あ
る
。

三

だ
が
、

ひ
る
が
え
つ
て
考
え
て
み
る
に
、
果
實
の
意
義
に
つ
・ぎ
、
常
に
、

「用
方

二
從
」
う
こ
レ
一を
度
外
覗

し
て
、
さ
し
つ
か
え

な

い
で
あ
ろ
う
か
。

お
も
う
に
、
元
物

に
つ
い
て
収
益
の
権
限
が
設
定
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
牧
釜
権
の
範
囲
が
ど
こ
ま
で
及

ぶ
か
、
と
い
ヶ
閣
題

に
つ
い
て
は
、

一
般
に
、
元
物

の
経
済
的
用
途

に
從

っ
た
も

の
だ
け
を
収
取
さ
せ
る
趣
旨
だ
と
解
さ
れ
る
か
ら
、

こ
の
問
題
に
關
連
し

て
、
果
實
で
あ
る
か
否
か
が
間
題
と
な
る
場
合
に
は
、
果
實
は
、

「用
方
」
に
從

つ
た
も
の
に
か
ぎ
る
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
、
し
た
が

つ
て
、
例
え
ば
、
果
樹
園
と
し
て
、
ま
た
は
、
種
馬
と
し
て
、
賃
借
し
た
場
合
に
は
、
も
と
も
と
、
果
樹
に
生
じ
た
實
、
ま
た
は
種
馬
に

生
ま
せ
た
子
を
取
得
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
か
ら
、
賃
借
人
が
、
こ
れ
ら
を
取
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
當
然

で
あ
る
。

こ
れ
に
反

し
、
盆
栽
を
賃
借
し
た
場
合
に
は
、
盆
栽
は
観
賞
と
い
う
経
済

的
目
的
の
た
め
賃
借
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
か
ら
、
た
ま
た
ま
實
が
生
じ

て
も
、
そ
れ
は
、
賃
貸
入
に
.返
還
す
べ
き
で
あ
り
、
賃
借
人
が
こ
れ
を
取
得
軌す
べ
き
筋
合
で
は
な
い
。
ま
た
、
乗

馬
專
用
の
た
め
に
馬
を

賃
借
し
た
場
合
に
も
、
そ
れ
に
、
た
ま
た
ま
子
が
生
ま
れ
て
も
、
右
と
同
様
の
趣
旨
に
よ
つ
て
、
賃
借
,人
拡
、
そ

の
子
を
取
得
す
べ
き
で

な

い
の
で
あ
る
。



四

か
よ
う
に
、
天
然
果
實
に
つ
き
、
特
に

「
物
ノ
用
方
」
に
從

つ
て
牧
取
さ
れ
る
と
い
う
要
件
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
へ
元
物
に
つ

き

収
益
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
牧
釜
権
の
内
容
と
し
て
、
ど
の
範
囲
ま
で
の
産
出
物
を
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
を
決

す

る
た
め
、
い
い
か
え
る
と
、
元
物
の
牧
釜
権
の
及
ぶ
範
囲
を
限
定
す
る
た
め
、
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
元
物

の
収
益
権
の
範
囲
の
限

定
が
…問
題
と
な
ら
な
い
場
合
、
例
え
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
元
物
の
所
有
権
移
転

の
場
合
に
お
け
る
果
實
蹄
薦

の
問
題
に
つ
い
て
は
、

「
用
方
」
に
つ
い
て
の
制
限
を
認
む
べ
き
で
ば
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
同
様
に
解
す
べ
き
場
合
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

①

元
物
に
つ
い
て
抵
當
権
が
設
定
さ
れ
た
場
倉

も
、
元
物
の
所
有
者
は
、
果
實
を
取
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
(

項
)

、

こ
の
場
合
の
天
然
果
實
ξ

い
て
も
、

元
物

の

「
用
方
」
に
從

つ
て
牧
警

れ
る
こ
妄

、

案

す

べ
き

で
は
な
い
。

そ
も
そ

も

、
抵

當
権

は
、

「
抵

當

地

ノ
上

二
存

ス
ル
建

物

ヲ
除

ク
外
其

目

的

タ

ル
不

動

産

二
附

加

シ

テ
之

ト

一
権

ヲ
成

シ

タ

ル
物

二
及

ブ
」

こ
と

に
な
つ
て
い
乏

か
か
わ
ら
す

)
、
そ
の
効
力
が
書

に
及
窪

い
の
は
、
も
と
も
毒

當
権
制
度
が
、
設
定
者
に
、
引
續
き

目
的
物

の
用
釜
を
さ
せ
る
こ
と
を
、
本
旨
と
す
る
の
み
な
ら
す
、
他
面
、
果
實
は
、
目
的
物
か
ら
の
産
出
物
で
あ

つ
て
、
果
實
を
牧
取
し

て
も
、
社
會
観
念

上
、
目
的
物

の
価
値
を
減
損
し
な
い
も
の
ー

い
い
か
え
る
と
、
目
的
物
の
金
銭
的
評
慣
に
影
響

が
な
い
も
の
ー

と

認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
こ
で
は
、
牧
釜
権
の
範
囲
を
限
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
で
な
く
、
た
だ
、
果

實

と
し
て
収
取
さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
目
的
物
の
社
會
的
価
値

な
い
し
金
銭
的
評
価

が
減
損
し
な
い
と
い
う

こ
と
だ
け
が
、
問
題

な

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
は
、
元
物
か
ら

の
産
出
物
で
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ

つ
て
、
、特
に
、

「
物

ノ
用
方
」

に
從
つ
て

牧
取
さ
れ
る
こ
と
を
要
件

と
す
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
山
林
を
抵
當
に
入
れ
た
場
合
に
、

山
林
所
有
者
は
、
山

林

の
下
枝
や
枯
枝
は
も
ち
ろ
ん
、
自
然

に
破
損

し
た
り
倒
れ
た
り
し
た
樹
木
を
採
取
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
し
、
合
理
的
な
維
營
方
法
に

よ
る
輪
伐
や
間
伐
を
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
け

つ
し
て
、
末
弘
博
士
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、

「
物
ノ
用

方
」

に
從
つ
た
収
益
行
爲
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
も
と
も
と

「
用
方
」
が
問
題
と
な
り
え
な
い
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
設
例

の
、
下

、民

三
七
〇

條

本
文

民

三
七

一
條

一



枝

や
枯
枝
や
自
然
に
破
損
し
た
樹
木
な
ど
が
、
抵
當
山
林
の
、
ど
の
よ
う
な

「用
方
」

に
從

っ
・て
牧
取
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
が
、
わ
か

ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
わ
か
ら
な
い
の
が
、
む
し
ろ
當
然
な
の
で
あ
る
。

へ

～

末
弘
博
士
は
.
な
お
、
工
場
財
團
抵
営
の
目
的
物
た
る
上
地
か
ら
良
質

0
砂
利
を
産
出
す
る
を
幸
い
、
,工
場
所
有
者
が
そ
れ
を
掘
取
っ

て
他
人
に
売
却

し
た
場
合
に
、
債
権

者
は
、
そ
の
行
爲
を

[
債
務
者
ガ
担
保

ヲ
殿
滅
シ
叉

ハ
之

ヲ
減
少
シ
タ
ル
L
も

の
と
し
て
、
民
法
第

二
二
七
條

の
適
用
を
主
張
し
う
る
か
、
と
い
う
問
題
を
提
示
さ
れ
、

こ
の
問
題
は
、
當
該
砂
利
掘
取
行
爲
を
第
三
七

一
條

に
よ
る
果
實

の

牧
取
に
す
ぎ
ぬ
と
解
す
べ
き
か
、
ま
た
は
、
抵
當
の
目
的
物
を
殿
損
す
る
行
爲
と
解
す

べ
き
か
に
よ
つ
て
、
定
ま
る
の
だ
、
と
解
説
さ
れ

た
後
、

こ
の
場
合
に
、
お
よ
そ
砂
利
掘
取
の
ご
と
き
は
工
事
敷
地
の
用
方
で
は
な
い
か
ら
、
砂
利
は
、
す
べ
て
當
該
土
地
の
果
實

に
あ
ら

す

と

一
概
に
考
え
る
の
は
疑
わ
し
い
と
さ
れ
て
、
む
し
ろ
、
第
三
七

一
條

の
精
神
か
ら
い
5
1
と
、
砂
利
を
掘
取
賣
却
す
る
行
爲
は
果
實
牧

取

と
は
い
え
な

い
け
れ
ど
も
、
工
揚
主
が
工
揚
建
物
新
築
の
た
め
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
と
し
て
自
己
敷
地
内
の
砂
利

を
掘
取
使
用
す
る
こ

と
や
、
掘
取

つ
た
砂
利
を
國
道
か
ら
工
場
に
至
る
村
道
の
改
修
に
利
用
す
る
こ
と
な
ど
は
、
担
保

物
の
擔
保
價
値
を
減
少
す
る
こ
と
が
な

い
か
ら
、
許
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
、
博
士
の
主
張
は
、
通
説
の
安
易
な
考
え
か
た
に
比
べ
て
、
遙
か
に
進
ん
だ
も

の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
の
立
場
か
ら

い
え
ば
、
な
お
多
少
の
異
論
が
あ
る
。
博
士
は
、
砂
利
の
掘
取
売
却
行
爲
を
も
つ
て
、

一
概
に
、
適
法
な
る
果
實
牧
取
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
掘
取
つ
た
砂
利
の
品
質
分
量
が
極
め
て
貧
弱
僅
少
で
あ

つ
て
、
そ
の
た
め
、
工
揚
敷
地
全
体

分
評
価
に
対
し
て

、
何
ら
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
砂
利
は
、
む
し
ろ
、
土

地

の
産
出
物
た
る
廣
義
の
果
實
と
し
て
牧
取
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
ー

そ
の
際

「
用
方
」
に
從

つ
た
か
ど
う
か
は
問
題

に
な
ら
な
い
ー

、
か
よ
う
な
範
囲
を
超
え
な
い
砂
利
の
掘
取
轄
、
適
法
な
る
果
實
の
牧
取
だ
と
解
す

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
右

の
質

量
を
超
え
て
掘
取

つ
た
た
め
、
工
場
敷
地
の
評
慣
が
減
損
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
、
は
じ
め
て
、
果
實
の
牧
取
必
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
と
な
る
べ
き
な
の
に
、
博
士
の
立
言
は
、
こ
の
點
の
考
慮
を
歓
い
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
砂
利
を
、
工
場
建



物

新

築

用

の

コ

ン
ク

リ
ー

ト
と

し

て

利

用

し

た

り
、

工
場

に
至

る
道

路

の
改

修

に
利

用

し

た

り

す

る
場

合

は

、

た

と

え

そ

の
砂

利

が
多

量

に

の

ぼ
り

、

果

實

た

り

う

る
範

囲

を

超

え

て

い
た

と

し

て
も

、

掘

取

っ
た

砂

利

の
轄

用

に

よ

つ

て
、

む

し

ろ
、
抵

當

の
目

的

物

の
偉

値

が

増

大

な

い

し
保

持

さ
れ

る

こ

と

と
な

る

か
ら

、

第

二

二
七
條

に

い
う

擔

保

の
殿

滅

ま

た

は
減

少

に
な

ら

な

い

だ
け

の
こ

と

で

あ

り
、

砂

利

が

果

實

と
な

る

か
ど

う

か

は

、

と
こ

で

は

、

ど

う

で
も

い
い

こ

と
な

の
で

あ

る
。

②

善
意

の
占
喜

は
、
占
有
物
か
ら
生
す
る
果
實
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
嚇、
あ
る
が

)
、
こ
こ
に
い
う
果
實
は
、

か
な

ら

す

し
も

、

「
物

ノ
用

方
」

に
從

っ
て

牧

取

し

た
も

の
だ

け

に
、

限

定

さ

れ

る

べ
き

で

な

い
。

と

い
う

の

は
、

同

じ

く
権

限

な

き

占

有

者

の
う

ち

で
も
、

自

己

が
賃

借

権

そ

の
他

の
用

釜

槽

を
有

す

る
も

の
と

信

じ

て

占

有

し
た
者

に

つ

い
て

は

、

そ

の
用

益
権

の
範

囲

内

の

も

の
、

い
い
か

え

る

と

、

「、物

ノ
菅
方

」

に

從

つ
た

産
出

物

だ

け

を
、

取

得

さ

せ

る

の
が
妥

當

で
あ

る
け

れ

ど

も
、

自

已

が
所

有

者

だ

と

信

じ

て

占

有

し

た
者

に

つ
い

て

は
、

所
有

者

は
右

の
よ
・へ・
な
制

限

を

受

け

な

い

の
だ

か

ら

、

「
物

ノ
用
。方

」

に
從

う

と
否

と
を

問

わ

す

、

す

べ
て
、

占
有

物

か
ら

生
す

る
産

出

物

ー

廣

義

、・し、果

冒

i
ー
-
を

、

.
取
得
さ

せ

る

の
が
妥

當

な

の
で

あ

る
。

し

た

が

つ
て
、

例

え

ば
、

境

界

の
間

違

い

に

よ

り
善

意

に
他

人

の
土

地

を

占

有

し

て

い

・∩二
蒼
は
、

自

己

を
所

有

者

だ

と
信

じ

て
占
有
43
し

て

い

る
わ

け

で
あ

る

か

ら

、

そ

の
土

地

の
木

の
實

を
取

る
と

か

、

落

葉

枯

枝

の
類

を
虚

分

す

る

と

か

い
う

よ

う

な
行

爲

は
、

適

法

な
果

實

の
牧

取

に
な

る

わ

け

で
あ

る

。

末

弘
博

士

は
、

設

例

の
場

合

に

つ

い

て
、

こ
れ

と
同

じ
結

論

を
認

め

て

お
ら

れ

る
げ

れ

ど

も

、
第

一
に

、
善

意

の
占

有

者

の
う

ち

に
も

、

自

己

に
,,日
益

渉
あ

り

と
信

じ

て

い

る
占
有

者

と
、

自

己

に

所
有
権

あ

り

と
信

じ

て

い

る
占

有

者

と

が
あ

り

、

そ

れ

ら

を
区
別

し

て

取

り
扱

う

べ

き

で
あ

る

の

に
、

斑

別

し

て

器
ら

れ

な

い

こ

と
、

第

二

に
、

設
例

の
、

所

有

者

だ

と
僑

じ

て

い

る
占

有

者

の
場

合

に
、

占

有

者

が

取

得

す

る

こ

と

の

で
き

る
天

然

果

實

に

り

い

て

、

や

は

り
、

「
用

方
」

に
從

つ
た
も

の
な

る
こ

と

を

、

要

求

し
て

お
ら

れ

る

こ

と

な

ど

、

わ

た
く

し
と

.焼
見

を

異

に
せ

ら

れ

る

の
で

あ

る
。

陶

(八

)

例

え

ぽ
、

我

妻

前
掲

書

一
九

三
頁
。

そ

の
他

、

各

種

の
教

科
書

に
も
、

類

似

の
例

、
あ
げ

ら

れ

て

い
る

。
、民

一
入
九

條

　
項



へ花
し

我
妻
前
掲
書

一
九

三
買
以
下
。
鳩
山
蔚
掲
書

二
六
七
頁
も
、
民
法
第
八
九
條
第

一
項

の
立
法
趣
旨

と
し

て
、

『
果
實

の
生
産
中

二
賛
本
又

ハ
労
力

ヲ
供

シ
タ

ル
者

ト
果
實
分
離

ノ
時

二
元
物

ソ
所
有
権
其
他
牧
釜
権
ヲ
有

ス

ル
者

ト
異

レ
ル
場
合

二
後
者
ヲ

シ
テ
果
實

ノ
所
有
椹
ヲ
取
得
セ
シ

ム
ル

ハ

現
今

ノ
社
會

制
度
上
寧

ロ
當
然

ノ
事
ト
言

フ
ベ
シ
。
法
律
的

二
言

ヘ
バ
分
離

ノ
時

二
始

メ
テ
独
立

ノ
物
ヲ
生
ジ
蜀
立

ノ
所
有
権
ヲ
生
ズ

ル
ヲ
以
テ
、

此
蒔

二
所
有
権

ヲ
取
得
ス
ペ
キ
権

利
ヲ
有

ス
ル
者

ガ
果
實
ノ
所
有
権
ヲ
取
得

ス
ル
ナ
リ
』

、
と
説

い
て
い
る
ざ
、

こ
の
趣
旨
か
ら

い
つ
て
も
、
用
途

に
從

つ
た
も

の
と
そ
う

で
な

い
も
の
と
を
涯
樹
す

べ
き
理
由
は
、
見
出
さ
れ
か

い
Q

(
日
(〕
)

山不
弘
乱剛
相胸
曳
自
一
四
()
頁
、

一
四
六
百
ハ。

(
一
日
)

末
弘
前
掲
書

日
四
七
頁
Q

(
】
日
一)

寛小
弘
山剛
掲
蛍
目
日
四
八
頁
〇

三

一

以

上
述

べ
た

と

薯」
●う

に

ょ

つ

て
、

ひ
と

し
く

天

然
果

實

と

い
つ

て
も

、
元

物

の

　
用

方

」

に
從

つ

て
収

取

さ

れ

る

こ
と

を

必

要

と

す

る
も

の

と
、

し

か

ら

ざ

る
も

の
と

の
、

二
種

が
あ

る

こ

と
、

し
た

が

つ

て
、

ま

た

、

民

法

第

八

八

條

第

一
項

に

よ
れ

ば

、

天
然

果

実

と

し

て

は
前
者

だ
け

を

認

め

る
趣

旨

の
よ

う

に
見

え

る
け

れ

ど

も

、

實

は
、

天

然

果
實

が

問

題

と

な

る
具

体

的
な

規

定

を

検
討

し

て

ゆ
く

と

、
後

者

を

も
認

め
す

に

は

い
ら

れ

な

い
こ

と

が
、

明

ら

か

に
さ

れ

た

と

考

え

る
。

そ

れ

ゆ

え
、

わ

た
く

し

は

、
天

然

果
實

の

意
義

に

は

「
物

ノ
用

方

一
に
從

つ

て
牧

取

す

る

こ
と

を

要

件

と

す

る
挾

義

の
も

の
と

、

こ
れ

を

必

要

と

せ
す

、
元

物

か

ら

の
産

出

物

で

さ

え
あ

れ

ば

足

り

る

と
す

る
広

義

の
も

の
と

が
あ

る

こ
と

を

、
主

張

し

た

い
の

で
あ

る
。

こ

の

こ

と

は
、

そ

の
反

面

、

民

法

第

八

八

條

第

一
項

と

い
う

定

義

規

定

が

、
解
釈

論

的

に

も

、
立

法
論

的

に
も

、

反

省

を

要

す

る
と

い
う

こ
と

に

も

な

る

で
あ

ろ

う

。

二

.。、
お
、

從

來

の
涌

説

に

よ

る
と

、

民

法

が

、
天

然

果

實

の

意
義

を

規

定
す

る

に
あ

た

り

、

特

に
、

「
物

ノ
用

方

二
從

ヒ
牧

取

ス

ル
」



も

の
に
か
ぎ
つ
た
理
由
と
し
て
、
鑛
物
や
石
材
の
よ
う
な
無
機
的
産
出
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
は
元
物
を
消
耗
せ
ず
に
収
取
す
る
産
出

物
と
は
い
え
ず
、
さ
り
と
て
、
鑛
山

や
石
坑
か
ら
採
取
す
る
鑛
物
や
石
材
が
果
實
で
な
い
と

い
う
の
は
、

一
般
の
観

念
に
反
す
る
か
ら
、

結

局
、
鑛
山

や
石
坑
か
ら
採
取
す
る
も
の
を
果
實
と
す
る
た
め
に
、
物
の

「用
方
」
と

い
う
基
準
を
持
ち
出
し
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
特
に
無
機
的
産
出
物
を
果
實
と
す
る
た
肋
に
、
案
出
さ
れ
た
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
ま
た
、
他
面
(

「物

ノ
日
方
」
な
る
制
限
は
、
立
法
論
と
し
て
は
、
無
様
的
産
出
物
に
つ
い
て
の
み
、
定
め
る
べ
き
で
あ
つ
た
と
い
う
議
論
も
、
主
張
さ
れ

る

こ
と
と
な
つ
て
い
る
。

し
か
し
、
鑛
山

や
石
坑
か
ら
採
取
し
た
鑛
物
や
石
材
を
、
果
實
ど
し
て
認
め
る
た
め
に
は
、
有
機
的
産
出
物

ー
1
例
え
は
木
の
實
や
牛

馬

の
子
ー
ー
の
場
合
と
ま
つ
た
く
同
様

に
、
元
物
か
ら
の
産
出
物
だ
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

い

い
か
え
る
と
、
産
出
物
と
な
る
た
め
に
は
、
元
物
の
価
値
を
減
損
な
い
し
浩
耗
せ
す

に
牧
取
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
な
ら
ば
足
り
、
し
か

も
、
元
物

の
価
値
が
減
損
な
い
し
消
耗
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
も
つ
ば
ら
社
會

通
念

に
よ
る
べ
き
で
あ
つ
て
、、
い
わ
ゆ
る
物
理
的
観
念
に

よ
る
べ
き
で
ぱ
な

い
。
鑛
山

や
石
坑
か
ら
鑛
物
や
石
材
を
採
取
す
る
こ
と
に
よ
り
、

物
理
的
に
は
、

確
か
に
、

元
物
た
る
鑛
山
や
石
坑

は
、
減
損
し
て
い
る
。
だ
が
、
社
會
通
念
か
ら
見
て
、
そ
の
採
取
が
元
物
の
価
値
を
減
損
し
な

い
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

産
出
物
は
、
果
實
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
同
じ
く
.
鑛
山や
石
坑
か
ら
採
取
す
る
場
合
に
も
、'
そ
れ
が
、
例
え
ば
亘

大
な
機
械
力
を

利
用
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
つ
て
大
量
的
に
な
さ
れ
る
よ
う
な
と
き
は
、

採
取
に
よ
つ
て
、

元
物

の
価
値
は
、
社
會
観

.

念

上
、
減
損
さ
れ
て
ゆ
く
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
採
取
さ
れ
た
も
の
は
、
元
物
の

一
部
な
の
で
あ

つ
て
、
も
は
や
果
實

で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
山
林
か
ら
の
有
機
的
産
出
物
た
る
木
材
に
つ
い
て
、
輪
伐
ま
た
は
間
伐

さ
れ
た
木
材
は
1

確

か
に
物
理
的
に
は
、
元
物
を
消
耗
し
て
牧
取
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
ー

果
實
で
あ
り
、、
そ
れ
を
超
え
て
へ

い
わ
ば
濫
伐
さ
れ
た

、

部

分
は
、
も
は
や
果
實
で
な

い
の
と
、
同
様
で
あ
る
。
ζ
れ
を
要
す
る
に
、
無
機
的
産
出
物
た
る
鑛
物
や
石
材
を
も

つ
て
果
實
と
認
め
る



た

め

に

は
、
社

會

観

念

上

、

元

物

の
價
値

を

減

損

せ
す

に
牧

取

さ
れ

る
も

の

で

さ

え
あ

巾

ば

足

る
の

で
あ
ろ

て
、
.
収
益

権
め
範
囲

を

限

定

す

る

こ
と

が
必

要

な
場

合

の

ほ

か
、

そ

の
た

め

に

、

特

に

、

「
物

ノ
、用

方

」

な

る
も

の
を

持

ち

出

す

必

要

は
な

轡
b

少

く

も

、

こ

の
點

で
、
有

機

的

産

出

物

と

旺
別

さ

れ

る

理
由

は
、

認

め

ら
れ

な

い

の

で
あ

る
。
、

(
一
三
)

梅

「
民
法
要
義
」
巻
之

}
増
訂
版

一
九

四
頁

以
下
、
同

(講

述
)

「
民
法
総
則

(
自
第

一
章

至
第

三
章
)
」

(
法
政
大
学
螢
行
、
刊
行
時
期

不

財

)

ミ
五
五
頁
以
下
、
富
井

「
民
法
原
論
」
第

一
巻

三
五
九
頁
以
下
、
な

ど
。

(
一
四
)

穗
積

「
改
訂

民
法
総
論
」

二
七
〇
頁
。

(
一
五
)

同
旨
、
川
名

「
日
本
民
法
総

論
」

日
四
七
頁
、
嘩

道

「
日
本
戸民
法
要
論
」
第

一
巷

二
八
八
頁

、
そ

の
他
。
川
名
博
士
は
、

『
元
物
ヲ
害

ス
ル
ヤ

否
ヤ

ハ
、
物

理
上
ノ
意
義

二
於

テ
之
ヲ
完

ム
ル
ニ
ア
ラ
ス
、
世
間

ノ
見

λ
所

二
依

タ
テ
定

マ
ル
』
、

と
い
わ
れ
、
嘩
道
博

士

は
、

崎
元
物

ノ

一
部

ノ

分
離
ガ
基
本
盟
ヲ
殿
損
滅
却

シ
タ

ル
ヤ
否

ヤ

ハ
物
理
学
上

ノ
見
解

二
依

リ
テ
決

ス
ベ
キ

モ
ノ
ニ
ア
ラ
惹

シ
テ
取
引

上
ノ
見
解
ヲ
以
テ
決

ス
ベ
キ
モ
ノ
.

ト
ス
』

、
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。


