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一

問
題
提
起

刑
法
上
の
占
有
概
念
は
、
物
に
関
わ
る
領
得
犯
罪
に
お
い
て
、
占
有
侵
害
を
伴
う
か
否
か
に
よ
っ
て
、
窃
盗
罪
や
詐
欺
罪
の
よ
う
な
占
有

移
転
犯
罪
と
横
領
罪
の
よ
う
な
す
で
に
占
有
状
態
の
あ
る
い
わ
ば
濫
用
犯
罪
を
区
別
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
犯
罪
と
占
有
侵
害
も
占
有
状
態
も

前
提
と
し
な
い
遺
失
物
横
領
罪
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
だ
け
か
ら
見
て
も
非
常
に
重
要
な
要
件
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
そ
の
概
念
の
法
的
性
質
と
内
容
に
関
し
て
は
、
大
多
数
の
見
解１

）に
よ
り
、
占
有
と
は
事
実
上
の
支
配
を
意
味
す
る
と
さ
れ
、
客

観
的
要
素
と
し
て
の
物
に
対
す
る
支
配
と
い
う
事
実
と
、
主
観
的
要
素
と
し
て
支
配
の
意
思
が
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
の
適
用
に

あ
た
っ
て
は
き
わ
め
て
緩
和
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
ま
ず
事
実
上
の
支
配
と
い
う
概
念
は
、
純
粋
に
事
実
的
・
物
理
的
に
把
握
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
通
念
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
と
さ
れ
て
お
り２

）、
社
会
的
な
規
範
を
参
照
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る３

）。
さ
ら
に
主

観
的
要
件
と
し
て
の
支
配
の
意
思
に
つ
い
て
は
、
自
己
の
支
配
領
域
内
に
あ
る
物
に
つ
い
て
は
そ
の
所
在
を
見
失
っ
て
も
占
有
は
あ
る
と
さ

れ４
）、

ま
た
置
き
忘
れ
た
物
に
つ
い
て
も
、
場
所
的
時
間
的
懸
隔
が
わ
ず
か
な
場
合
に
は
な
お
占
有
は
肯
定
さ
れ
て
お
り５

）、
占
有
侵
害
時
に
被

害
者
の
具
体
的
な
支
配
の
意
思
が
存
在
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
支
配
の
意
思
と
い
う
主
観
的
要
件
は
事
実

的
支
配
と
い
う
客
観
的
要
件
を
補
完
す
る
要
件
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ６

）、
あ
る
い
は
包
括
的
な
支
配
の
意
思
で
も
よ
い
と
さ
れ
る７

）が
、
要
件
と

し
て
の
意
義
は
相
当
程
度
薄
ら
い
で
お
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
も
そ
も
な
ぜ
支
配
の
意
思
と
い
う
主
観
的
要
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
か

と
い
う
根
拠
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
的
支
配
と
し
て
の
占
有
概
念
を
基
礎
と
し
、
事
実
的
支
配
と
支
配
意
思
を

そ
の
要
件
と
し
て
提
示
す
る
と
い
う
出
発
点
そ
の
も
の
が
理
論
的
反
省
を
加
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
刑
法
上
の
占
有
（

８
）

G
ew
a
h
rsa

m

）
概
念
に
つ
い
て
は
、
民
法
上
の
占
有
概
念
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
と
ら
え
ら

れ９
）、

多
数
派
は
、
こ
れ
を
事
実
的
な
支
配
関
係
と
理
解
し
て
お
り
、
事
実
的
な
物
の
支
配
と
支
配
意
思
を
要
件
と
す
る
点
で
我
が
国
と
類
似

し
た
議
論
状
況
に
あ
る
が
、
他
方
で
、
事
実
説
に
対
し
て
は
厳
し
い
批
判
も
加
え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
立
す
る
考
え
方
と
し
て
規
範
的
・
社
会
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的
（n

o
rm
a
tiv
-so
zia
l

）
占
有
概
念
も
明
確
に
主
張
さ
れ
て
お
り
、
有
力
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
占
有
概
念
の
法
的
性
質
を
め

ぐ
る
議
論
状
況
は
、
我
が
国
の
刑
法
上
の
占
有
概
念
の
法
的
性
質
を
反
省
す
る
機
会
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
以
下
に
お
い
て
は
こ
れ
を
手

か
が
り
と
し
て
刑
法
上
の
占
有
概
念
に
検
討
を
加
え
た
い
。

１
）

団
藤
重
光
「
刑
法
綱
要
各
論

第
三
版
」

一
九
九
九
年
）
五
四
九
頁
、
福
田
平
「
全
訂
刑
法
各
論
第
三
版
増
補
」

二
〇
〇
二
年
）
二
二
一
頁
、
大

塚
仁
「
刑
法
概
説
各
論
第
三
版
増
補
版
」

二
〇
〇
五
年
）
一
八
二
頁
以
下
、
林
幹
人
「
刑
法
各
論
第
２
版
（
二
〇
〇
七
年
）
一
八
四
頁
以
下
、
大
谷
實

「
刑
法
講
義
各
論
新
版
第
３
版
」

二
〇
〇
九
年
）
一
九
八
頁
以
下
、
山
中
敬
一
「
刑
法
各
論
第
２
版
」

二
〇
〇
九
年
）
二
四
一
頁
以
下
、
山
口
厚
「
刑

法
各
論
第
２
版
」

二
〇
一
〇

年
）
一
七
八
頁
以
下
、
西
田
典
之
「
刑
法
各
論
第
五
版
」

二
〇
一
〇
年
）
一
四
一
頁
、
前
田
雅
英
「
刑
法
各
論
講
義
第

五
版
」

二
〇
一
一
年
）
二
五
〇
頁
以
下
。

２
）

団
藤
前
掲
五
四
九
頁
、
山
口
前
掲
一
七
八
頁
。
判
例
も
、
刑
法
上
の
占
有
と
は
人
が
物
を
実
力
的
に
支
配
す
る
関
係
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、

そ
の

物
が
な
お
占
有
者
の
支
配
内
に
あ
る
と
い
う
を
得
る
か
否
か
は
通
常
人
な
ら
ば
何
人
も
首
肯
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
社
会
通
念
に
よ
つ
て
決
す
る
の
外

は
な
い
」
と
す
る
（
最
判
昭
三
二
・
一
一
・
八
刑
集
一
一
・
一
二
・
三
〇
六
一
）。

３
）

占
有
概
念
に
社
会
的
・
規
範
的
側
面
の
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
る
見
解
が
あ
る
（
須
之
内
克
彦
「
刑
法
概
説
各
論
」

二
〇
一
一
年
）
一
一
九

頁
）
一
方
で
、
占
有
概
念
は
あ
く
ま
で
主
体
と
財
物
と
の
間
の
客
観
的
関
係
と
い
う
実
体
的
な
事
実
を
内
容
と
す
る
物
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
社
会
通
念

を
導
入
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
（
林
前
掲
一
八
七
頁
）。

４
）

大
判
大
一
五
・
一
〇
・
八
刑
集
五
・
四
四
〇
。

５
）

前
掲
最
判
昭
三
二
・
一
一
・
八
、
最
決
平
一
六
・
八
・
二
五
刑
集
五
八
・
六
・
五
一
五
。

６
）

大
谷
前
掲
一
九
九
頁
、
山
口
前
掲
一
七
八
頁
、
西
田
前
掲
一
四
一
頁
。

７
）

団
藤
前
掲
五
四
九
頁
、
福
田
前
掲
二
二
一
頁
。

８
）

ド
イ
ツ
に
お
い
て
窃
盗
罪
な
ど
の
占
有
侵
害
・
移
転
犯
罪
を
特
徴
付
け
る
占
有
概
念
に
該
当
す
るG

ew
a
h
rsa

m

は
所
持
と
も
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
、
民
法
上
の
占
有
（B

esitz

）
と
は
異
な
る
意
義
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
ま
た
、
か
つ
て
は
、
刑
法
上
も
改
正
前
の
横
領
罪
規
定
（
旧
二
四
六

条
）
に
お
い
て
「
他
人
の
動
産
を
所
持
（G

ew
a
h
rsa

m

）
ま
た
は
占
有
（B

esitz
）
す
る
者
が
そ
れ
を
違
法
に
領
得
す
る
」
場
合
と
表
現
さ
れ
て
い
た

の
で
、B

esitz

と
異
な
る
概
念
内
容
を
持
つ
も
の
の
如
く
に
解
さ
れ
る
余
地
も
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
帝
国
裁
判
所
が
す
で
に
両
概
念
は
本
質
的
に
異
な
る

も
の
で
は
な
い
と
し
（R

G
S
t 37,

198

）、
支
配
的
見
解
に
よ
っ
て
も
同
じ
意
味
の
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
（B

in
d
in
g
,
L
eh
rb
u
ch
 
d
es
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G
em
ein
en D

eu
tsch

en S
tra
frech

ts,
B
eso

n
d
er T

eil,
1.
B
d
.,
2.
A
u
fl.,

1902,
S
.
286;

M
a
u
ra
ch
,
D
eu
tsch

es S
tra
frech

t,
B
eso

n
d
er T

eil,

5.
A
u
fl.,

1969,
S
.
239;

S
ch
o
n
k
e /S

ch
ro
d
er /E

ser,
S
tG
B
,
K
o
m
m
en
ta
r,
25.

A
u
fl,
1997,

246,
R
n
.
9.

）、
同
じ
よ
う
に
占
有
と
訳
す
こ
と
に

問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

９
）

ド
イ
ツ
で
は
、
民
法
上
の
占
有
は
、
相
続
人
に
受
け
継
が
れ
る
の
に
対
し
（
ド
イ
ツ
民
法
第
八
五
八
条
）、
刑
法
上
の
占
有
は
事
実
上
行
使
す
る
者

に
の
み
属
し
、
占
有
補
助
者
（
ド
イ
ツ
民
法
第
八
五
五
条
）
は
民
法
に
よ
れ
ば
、
占
有
者
で
は
な
い
が
、
刑
法
上
は
占
有
者
と
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
逆

に
、
間
接
占
有
者
（
ド
イ
ツ
民
法
第
八
六
八
条
）
は
刑
法
上
は
占
有
者
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

二

事
実
説
」
の
問
題
性

（
一
）
伝
統
的
に
ド
イ
ツ
の
支
配
的
見
解１

）と
判
例２

）は
、
占
有
概
念
を
「
支
配
意
思
に
担
わ
れ
た
事
実
的
な
支
配
関
係
」
と
定
義
し
て
き
た
の

で
あ
り
、
こ
の
定
義
は
現
在
の
議
論
状
況
に
お
い
て
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
的
支
配
関
係
と
い
う
定
義
に
忠
実
で

あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
占
有
の
概
念
内
容
は
、
人
の
物
に
対
す
る
直
接
的
支
配
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
久
し
い
以
前
か

ら
、
人
が
物
を
直
接
に
現
在
握
持
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
身
体
的
に
物
と
近
接
し
た
関
係
に
あ
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
般

に
物
に
対
し
て
事
実
上
影
響
力
（G

ew
a
lt

）
を
行
使
し
う
る
可
能
性
で
よ
い
と
は
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
以
前
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
占
有
緩
和
（G

ew
a
h
rsa

m
slo
ck
eru

n
g

）
が
当
然
に
認
め
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
典
的
事
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用

さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
農
夫
が
畑
に
置
い
て
き
た
犂
に
対
し
て
は
、
彼
の
農
家
が
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
が
身
体
的
に
た
く
ま

し
い
近
く
に
住
む
隣
人
の
手
に
入
れ
る
に
任
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
占
有
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り３

）、
住
居
所
有
者
は
、
そ
の
中
に
存
在

す
る
対
象
物
に
対
し
て
は
、
た
と
え
一
時
的
に
住
居
を
離
れ
、
他
の
者
が
住
居
に
い
て
よ
り
容
易
に
影
響
を
与
え
う
る
と
し
て
も
、
な
お
占

有
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る４

）。
つ
ま
り
よ
り
物
に
対
し
て
影
響
を
与
え
う
る
人
間
が
い
た
と
し
て
も
農
夫
や
住
居
所
有
者
に
犂
や
住
居
内
の

論 説
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物
に
対
す
る
占
有
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
結
論
的
に
は
異
論
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
実
上
の
影
響
行
使
の
可
能
性
だ
け

で
は
説
明
で
き
な
い
事
案
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
多
く
の
判
例５

）や
学
説６

）は
、
事
実
的
支
配
関
係
を
「
生
活
の
習
慣
（G

ew
o
h
n
h
eit d

es ta
g
li-

ch
en
 
L
eb
en
s

）」、

日
常
生
活
の
感
覚
（A

n
sch

a
u
u
n
g
en
 
d
es
 
ta
g
lich

en
 
L
eb
en
s

）」、

日
常
生
活
の
自
然
的
見
解
（n

a
tu
rlich

en
 

A
u
ffa
ssu

n
g d

es ta
g
lich

en L
eb
en
s

）」

社
会
生
活
上
の
見
解
（V
erk

eh
rsa

u
ffa
ssu

n
g

）」
と
い
う
社
会
的
規
範
を
基
準
と
し
て
解
釈

す
る
こ
と
に
よ
り
適
切
な
結
論
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
。
事
実
的
観
点
を
規
範
的
観
点
に
よ
り
修
正
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
事
実

上
よ
り
強
い
影
響
力
を
行
使
し
う
る
者
が
現
在
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
占
有
の
有
無
が
左
右
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
奇
妙
な
帰
結
を
生

む
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
住
居
に
侵
入
し
て
物
を
窃
取
す
る
と
い
う
場
合
、
人
が
現
在
す
れ
ば
占
有
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
窃
盗

罪
と
な
る
が
、
全
く
不
在
の
場
合
に
は
占
有
侵
害
が
な
く
、
遺
失
物
横
領
罪
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う７

）。
こ
の
よ
う
な
占
有
に
関
す
る
古
典
的

事
例
に
お
い
て
明
ら
か
な
の
は
、
人
と
物
と
の
物
理
的
近
接
性
で
は
な
く
て
、
空
間
的
、
領
域
的
支
配
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
事
実
上
の
影
響
力
行
使
の
可
能
性
で
は
な
く
、
領
域
を
画
す
る
よ
う
な
社
会
的
な
規
範
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ

で
す
で
に
事
実
的
支
配
を
出
発
点
と
す
る
支
配
的
見
解
を
徹
底
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

占
有
の
把
握
に
お
い
て
事
実
的
支
配
を
貫
徹
で
き
る
の
か
と
い
う
観
点
で
問
題
と
な
る
の
が
、
物
を
窃
取
す
る
際
に
被
害
者
あ
る
い
は
第

三
者
に
監
視
さ
れ
て
い
た
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
の
店
で
行
為
者
が
一
箱
の
た
ば
こ
を
棚
か
ら
取
り
、
買
い
物
用
の
か

ご
で
は
な
く
、
領
得
目
的
で
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
突
っ
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
そ
の
際
店
員
に
観
察
さ
れ
て
お
り
、
直
ち
に
店
長
に
知
ら
さ

れ
、
店
長
に
よ
り
レ
ジ
で
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
事
例８

）で
、
窃
盗
罪
の
既
遂
と
な
る
か
が
争
わ
れ
た
。
事
実
的
支
配
と
し
て
の
占
有
と
い
う
観

点
か
ら
は
、
占
有
侵
害
が
既
遂
に
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
行
為
者
が
被
害
者
の
支
配
を
排
除
し
て
自
己
の
支
配
を
獲
得
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
行
為
を
阻
止
す
る
用
意
の
あ
る
被
害
者
側
の
監
視
に
よ
っ
て
事
実
上
支
配
を
確
立
す
る
こ
と
は
不
可

能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
事
実
説
の
立
場
か
ら
は
未
遂
に
と
ど
ま
る
と
い
う
結
論
が
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
に
、
既
遂
の
問

題
に
と
っ
て
は
、
権
限
者
か
ら
物
が
奪
取
さ
れ
た
か
、
す
な
わ
ち
窃
盗
犯
が
権
限
者
を
占
有
か
ら
排
除
し
た
と
い
う
ほ
ど
に
事
実
上
の
物
的
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支
配
を
獲
得
し
た
か
が
決
定
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
決
定
す
る
の
は
、
本
質
的
に
そ
の
事
実
性
に
お
け
る
外
的
な
物
の
状
態
で
あ
る
と
し
た
上

で
、
窃
盗
犯
が
事
実
上
物
を
処
分
で
き
な
い
な
ら
ば
、
占
有
は
有
し
な
い
、
つ
ま
り
社
会
生
活
上
の
見
解
が
窃
盗
犯
に
外
的
な
権
力
が
欠
け

て
い
る
場
合
に
彼
に
占
有
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
説
か
ら
の
一
貫
し
た
主
張
も
あ
る９

）。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
ド
イ

ツ
連
邦
裁
判
所
）
は
、
物
的
支
配
の
問
題
に
と
っ
て
は
日
常
生
活
の
感
覚
が
決
定
的
で
あ
り
、
占
有
概
念
は
本
質
的
に
社
会
生
活
上
の
見
解

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
し
、
社
会
生
活
上
の
見
解
は
、
疑
い
な
く
、
対
象
物
を
服
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
携
帯
す
る
者
に
通
常
占
有
を
与
え
る
と

す
る
、
な
ぜ
な
ら
、
よ
り
強
力
な
物
と
の
支
配
関
係
は
考
え
得
な
い
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
他
者
の
排
除
を
特
に
明
白
に
表
現
し
て
い
る
か

ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る10

）。
事
実
説
の
立
場
か
ら
同
様
の
見
解
を
と
る
者
も
多
い11

）。
こ
の
場
合
も
日
常
生
活
の
自
然
的
見
解
な
ど
の
社
会
的
規

範
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
他
人
の
よ
り
大
き
な
占
有
領
域
の
中
に
あ
っ
て
も
、
人
間
の
身
体
的
領
域
は
そ
の
介
入
に
対
し
て
は
畏
怖
の
念
が

あ
り
、
い
わ
ば
占
有
の
飛
び
地
（G

ew
a
h
rsa

m
sex

k
la
v
e

）
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
身
体
に
隠
す
と
い
う
の
は
そ
れ
だ

け
で
既
遂
な
の
で
あ
る12

）。

逆
に
、
対
象
物
が
掌
中
に
あ
る
と
い
う
物
理
的
支
配
の
典
型
的
な
場
合
で
あ
っ
て
も
直
ち
に
占
有
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
場
合
が

あ
り
う
る
。
ビ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
る
と13

）、
手
す
り
を
掴
ん
だ
り
、
彫
刻
に
触
れ
た
り
、
い
す
に
座
っ
た
り
と
い
う
よ
う
な
程
度
の
表
面
的
な
接

触
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
物
に
対
す
る
占
有
が
発
生
す
る
と
は
誰
も
言
わ
な
い
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
美
術
館
を
訪
れ
た
人
が
触
れ
た
彫
刻
に
対

し
て
、
散
歩
し
て
い
る
人
が
休
息
の
た
め
に
座
る
ベ
ン
チ
に
対
し
て
、
プ
ー
ル
で
泳
ぐ
人
が
そ
の
ま
わ
り
の
水
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
占
有
を

有
す
る
と
い
う
よ
う
な
ば
か
げ
た
帰
結
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
客
が
吟
味
す
る
た
め
に
テ
ニ
ス
ラ
ケ
ッ
ト
を
手
に
持
っ
て
い
る
場
合
も

占
有
が
あ
る
か
は
、
疑
わ
し
い
、
な
ぜ
な
ら
、
客
が
一
般
の
習
慣
に
従
っ
て
買
う
前
の
吟
味
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
業
務
遂
行
と
の
協
調

が
存
在
す
る
か
ら
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
理
的
力
を
行
使
し
て
対
象
物
を
把
握
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
占
有
は
基
礎
づ
け

ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
持
ち
逃
げ
す
る
場
合
に
は
他
者
の
占
有
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
社
会
秩
序
が

占
有
の
所
在
を
決
す
る
こ
と
に
な
る
。
判
例
に
お
い
て
も
、
行
為
者
が
店
内
で
試
着
の
た
め
店
主
に
指
輪
を
指
に
は
め
さ
せ
た
後
、
店
主
に
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暴
行
を
加
え
て
逃
走
し
た
事
案
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
指
輪
を
は
め
さ
せ
た
段
階
で
は
店
主
の
占
有
は
失
わ
れ
て
お
ら
ず
、
少
な
く
と
も
行
為
者

の
占
有
と
並
ん
で
継
続
し
て
い
た
と
し14

）、
ま
た
行
為
者
が
百
貨
店
で
、
真
実
は
盗
取
目
的
で
皮
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
試
着
し
、
そ
の
ま
ま
出
口

に
向
か
お
う
と
し
た
が
、
出
口
に
至
る
前
に
捕
ま
っ
た
事
案
で
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
既
遂
で
は
な
く
、
未
遂
と
し
て
、
行
為
者
側
の
新
た
な
占

有
は
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る15

）。
つ
ま
り
、
物
を
直
接
に
掌
中
に
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
場
合
に
も
、
ま
だ
他
者
の
占
有
を
侵
害
し
て
自
己

の
占
有
を
確
保
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

事
実
的
支
配
と
い
う
観
点
か
ら
、
占
有
を
肯
定
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
公
道
や
広
場
な
ど
一
般
に
開
放
さ
れ
て
い
て

誰
か
の
支
配
領
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
観
念
で
き
な
い
場
所
に
存
在
す
る
物
に
つ
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
路
上
に
置
か
れ
て
い
る
自
転
車

や
自
動
車
の
場
合
で
あ
る
。
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
Ｏ
Ｌ
Ｇ
（
上
級
地
方
裁
判
所
）
は
、
所
有
者
が
自
転
車
を
衛
生
局
の
玄
関
ホ
ー
ル
に
置
い

て
、
二
階
の
待
合
室
に
い
た
と
こ
ろ
、
行
為
者
が
そ
の
自
転
車
を
つ
か
ん
で
、
建
物
の
扉
を
抜
け
て
歩
道
ま
で
押
し
て
い
っ
た
時
に
、
所
有

者
が
二
階
の
窓
か
ら
こ
れ
を
見
て
気
づ
き
叫
ぶ
と
、
行
為
者
は
自
転
車
を
直
ち
に
ホ
ー
ル
に
戻
し
て
逃
げ
た
と
い
う
事
案
で
、
窃
盗
罪
の
既

遂
を
認
め
た16

）。
こ
の
場
合
、
Ｏ
Ｌ
Ｇ
は
、
所
有
者
の
窓
か
ら
の
監
視
は
行
為
者
の
自
転
車
に
対
す
る
支
配
と
奪
取
を
阻
止
し
得
な
い
ほ
ど
弱

く
、
有
効
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
て
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
既
遂
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
が17

）、
こ
れ
は
、
既
遂
か
否

か
が
も
っ
ぱ
ら
争
点
と
な
っ
た
事
案
で
は
あ
る
が
、
事
実
的
支
配
と
し
て
の
占
有
と
い
う
観
点
か
ら
の
論
理
と
し
て
一
貫
し
た
も
の
か
は
疑

わ
し
い
。
こ
の
判
決
を
評
し
た
ザ
ッ
ク
ス
は
、
も
し
所
有
者
が
ホ
ー
ル
に
屈
強
、
冷
静
で
足
の
早
い
監
視
人
を
配
置
し
て
お
れ
ば
所
有
者
の

支
配
は
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
か
と
疑
問
を
呈
し
、
こ
れ
は
支
配
と
い
う
考
え
方
を
あ
ま
り
に
も
極
端
化
す
る
も
の
で
あ
り
、

む
し
ろ
所
有
者
が
監
視
で
は
な
く
、
偶
然
窓
か
ら
目
撃
し
た
場
合
に
も
、
す
で
に
占
有
を
失
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ

は
自
然
的
考
察
方
法
に
依
る
も
の
だ
と
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る18

）。
誰
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
る
よ
う
な
場
所
に
存
在
す
る
物
に
対
し
て

特
定
の
者
が
有
す
る
占
有
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
事
実
的
な
影
響
力
行
使
と
い
う
意
味
で
の
支
配
と
い
う
基
準
は
無
力
で
あ
ろ
う
。
実

際
、
ケ
ル
ン
の
Ｏ
Ｌ
Ｇ
は
、
二
日
間
道
路
の
側
溝
に
落
ち
込
ん
で
い
た
自
動
車
の
残
骸
を
持
ち
去
っ
た
事
案
で
、
無
権
限
者
が
事
情
に
よ
っ
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て
は
妨
げ
ら
れ
ず
に
物
を
取
得
し
う
る
か
、
他
方
で
所
有
者
に
と
っ
て
い
つ
で
も
物
に
対
す
る
支
配
の
実
現
の
可
能
性
が
存
在
す
る
ほ
ど
空

間
的
、
時
間
的
支
配
関
係
が
緩
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
決
定
的
で
は
な
く
、
自
動
車
の
残
骸
が
い
わ
ば
公
衆
の
目
前
に
置
か
れ
て
い

て
、
客
体
の
種
類
に
よ
る
事
情
と
結
び
つ
い
て
密
か
な
持
ち
去
り
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
、
無
権
限
者
は
い
つ
で
も
持
ち
去
る
権
限
の
あ
る

こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
所
有
者
の
占
有
の
存
続
は
、
自
然
的
な
社

会
生
活
上
の
見
解
に
よ
れ
ば
肯
定
で
き
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る19

）。
こ
れ
は
ま
さ
に
社
会
生
活
を
規
律
す
る
い
わ
ば
社
会
的
規
則
に
よ
っ
て

占
有
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

事
実
的
支
配
の
「
可
能
性
」
と
い
う
基
準
は
、
事
実
的
な
影
響
力
に
着
目
す
る
よ
う
に
見
え
て
実
際
は
占
有
概
念
の
拡
張
的
な
適
用
を
許

す
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
す
で
に
Ｒ
Ｇ
（
帝
国
裁
判
所
）
の
判
例
に
お
い
て
、
船
内
に
あ
る
品
物
に
対
す
る
船
の
乗
組
員
の
占
有
に
つ

き
、
船
が
座
礁
し
、
船
員
が
す
で
に
そ
こ
か
ら
離
れ
、
他
の
者
の
占
有
下
に
あ
っ
て
も
、
物
に
対
す
る
直
接
的
な
権
力
と
い
う
身
体
的
関
係

に
再
び
入
る
こ
と
が
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
肯
定
し
た20

）。
二
人
の
労
働
者
が
四
九
ポ
ン
ド
と
四
五
ポ
ン
ド
の
豆
の
詰
ま
っ
た
二
つ

の
袋
を
納
屋
に
隠
し
た
後
、
納
屋
が
施
錠
さ
れ
て
し
ま
い
、
後
に
こ
じ
開
け
て
よ
う
や
く
盗
品
を
獲
得
し
た
と
い
う
事
案
で
は
、
納
屋
の
施

錠
は
袋
を
身
体
的
に
処
分
す
る
こ
と
に
対
す
る
絶
対
的
な
障
害
と
は
な
ら
ず
、
処
分
力
の
完
全
な
喪
失
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
豆
の

袋
に
対
す
る
占
有
を
肯
定
し
た21

）。
ま
た
、
長
い
間
家
か
ら
離
れ
て
い
た
猫
に
対
す
る
飼
い
主
の
占
有
を
以
下
の
理
由
で
肯
定
し
た
。
猫
が
通

常
帰
っ
て
き
て
お
り
、
こ
の
習
慣
を
脱
し
た
と
い
う
事
情
が
現
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
行
為
者
が
猫
を
捕
ま
え
る
ま
で
こ
の
習
慣
は
な

お
存
続
し
て
い
た
と
確
信
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
猫
が
こ
の
習
慣
を
す
で
に
放
棄
し
、
古
い
居
住
領
域
に
帰
る
性
向
を
も
は
や
有
し
て
い
な

い
と
し
て
も
、
こ
れ
は
所
有
者
の
占
有
の
喪
失
を
必
然
的
に
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
す
る
、
な
ぜ
な
ら
、
事
実
上
の
権
力
を
行
使
す
る

所
有
者
の
可
能
性
の
継
続
の
み
が
常
に
決
定
的
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
た
の
で
あ
る22

）。
こ
の
よ
う
に
事
実
上
の
影
響
力
を
行
使
し
え
た
あ
る
い

は
そ
れ
が
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
事
実
的
支
配
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
支
配
は
全
く
無
内
容
な
も
の
と
な
る
。
フ
ィ
グ
ル

ス
タ
ラ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
あ
る
者
が
万
難
を
排
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
犠
牲
に
し
て
一
定
の
対
象
物
に
達
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
物
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に
対
し
影
響
力
を
行
使
し
て
い
る
と
は
言
わ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
な
お
影
響
力
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
純
粋
な
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
な
ろ
う23

）。
こ
の
よ
う
な
も
っ
ぱ
ら
力
の
行
使
の
可
能
性
の
み
で
事
実
的
支
配
を
認
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
基
準
の
無
内
容
さ
に
よ
っ

て
、
占
有
概
念
を
ど
こ
ま
で
も
拡
張
的
に
適
用
す
る
こ
と
を
許
す
だ
け
で
は
な
く
、
影
響
力
を
行
使
し
う
る
者
が
複
数
存
在
す
る
場
合
、
こ

れ
は
ま
さ
に
通
常
的
な
場
合
と
な
る
が
、
そ
の
中
の
誰
が
占
有
主
体
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
事
実
上
の
影
響
力
の
行
使
の
可
能
性
と
い
う
事
実
説
に
お
け
る
占
有
概
念
の
い
わ
ば
中
核
的
要
素
は
、
占
有
が
問
題
と

な
る
多
く
の
事
案
に
お
い
て
、
占
有
を
認
定
す
る
基
準
と
し
て
実
際
に
は
機
能
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
事
実
的
支
配
と
し
て
の
占
有
と
い

う
定
義
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
自
体
に
疑
問
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
社
会
生
活
上
の
見
解
の
よ
う
な
規
範
的
考
慮
が
、
事
実
的
支

配
が
弱
い
と
見
ら
れ
る
場
合
（
占
有
緩
和
）
に
は
拡
張
的
に
、
現
実
に
物
を
掌
中
に
し
て
い
る
場
合
に
は
否
定
的
に
、
つ
ま
り
制
限
的
に
作

用
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
の
方
が
占
有
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
二
）
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
圧
倒
的
に
多
数
の
見
解
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
占
有
を
定
義

す
る
に
あ
た
っ
て
、
事
実
的
支
配
と
並
ん
で
「
占
有
意
思
（G

ew
a
h
rsa

m
sw
ille

）」
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
占
有
移
転
犯

罪
に
お
い
て
い
わ
ば
被
害
者
側
の
要
件
と
し
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
主
観
的
要
件
が
必
要
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
は
検
討
を
必
要

と
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
占
有
に
は
主
観
的
要
件
と
し
て
の
占
有
意
思
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
見
解
も
主
張
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

り
、
必
ず
し
も
占
有
意
思
が
存
在
す
る
と
見
ら
れ
な
い
事
案
で
も
占
有
が
肯
定
さ
れ
た
例
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

歴
史
的
観
点
か
ら
見
る
と
、
占
有
（G

ew
a
h
rsa

m

）
の
語
源
と
も
な
っ
た
、
ド
イ
ツ
古
語
に
お
け
るG

ew
ere

は
、
元
々
屋
敷
施
設
を

囲
む
柵
、
保
護
の
た
め
の
囲
い
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
囲
わ
れ
、
保
護
さ
れ
た
場
所
そ
の
も
の
を
含
む
よ
う
に
拡
張
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
従
っ
て
物
理
的
な
支
配
関
係
を
前
提
と
す
る
概
念
で
あ
っ
た24

）。
つ
ま
り
、
非
常
に
広
範
な
犯
罪
形
態
を
包
括
す
る
ロ
ー
マ
法
上
のfu

r-

tu
m

と
は
異
な
っ
て
、
古
い
ド
イ
ツ
法
上
の
占
有
は
そ
の
核
心
に
お
い
て
事
実
的
な
平
穏
領
域
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
窃
盗
罪

は
横
領
罪
か
ら
所
有
権
に
加
え
て
事
実
的
な
平
穏
状
態
を
侵
害
す
る
こ
と
で
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る25

）。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
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（
一
七
九
四
年
）
も
、
占
有
（G

ew
a
h
rsa

m

）
に
関
し
て
は
、

物
を
他
者
を
排
除
し
て
処
分
す
る
物
理
的
能
力
を
有
す
る
物
が
そ
の
物
を

占
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
所
持
者
と
呼
ば
れ
る26

）」
と
定
義
し
、
も
っ
ぱ
ら
物
理
的
支
配
関
係
に
着
目
し
、
占
有
意
思
は
要
求
し
て
い
な

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
受
け
て
古
い
学
説
に
お
い
て
は
占
有
に
は
占
有
意
思
を
必
要
と
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
客
観
説
も
主
張
さ
れ
て

い
た
。
例
え
ば
ベ
ル
ナ
ー
は
、
占
有
と
は
、
非
常
に
柔
軟
な
意
味
で
の
処
分
権
力
な
の
で
あ
り
、
純
粋
に
事
実
的
支
配
を
意
味
す
る
か
ら
、

場
所
に
つ
い
て
の
認
識
や
物
の
存
在
に
つ
い
て
の
認
識
す
ら
必
要
と
さ
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る27

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
占
有
概
念
に
占
有
意

思
を
必
要
と
す
る
現
在
に
ま
で
至
る
考
え
方
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
普
通
法
時
代
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
見
解
で
あ

る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
ロ
ー
マ
法
上
のp

o
ssessio

とd
eten

tio
n

の
区
別
に
依
拠
し
て
、
法
律
的
意
味
で
の
占
有
（B

esitz

）
と
自
然
的
意
味

で
の
占
有
（D

eten
tio
n

）
を
区
別
し
、
前
者
の
占
有
は
、
常
に
無
制
限
の
支
配
の
意
識
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
意
識
が
成
立
す
る
た
め

に
は
、
物
を
自
己
の
も
の
と
し
て
有
す
る
と
い
う
意
思
（a

n
im
u
s

｜
心
素
｜
）
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
時
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
意

識
が
成
立
す
べ
き
、
可
能
性
に
つ
い
て
の
物
理
的
条
件
（co

rp
u
s

｜
体
素
｜
）
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
が28

）、
後
者
は
、
物
を

自
己
の
も
の
と
し
て
あ
る
い
は
自
己
の
も
の
の
よ
う
に
有
す
る
意
思
が
欠
け
る
場
合
に
成
立
す
る
物
理
的
状
態
で
あ
る
と
す
る29

）。
従
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
民
法
上
の
占
有
論
と
ド
イ
ツ
法
上
の
占
有
（G

ew
a
h
rsa

m

）
概
念
と
は
起
源
を
異
に
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
刑

法
上
の
占
有
概
念
の
解
釈
・
適
用
に
お
い
て
は
ま
す
ま
す
、
民
法
上
の
占
有
概
念
に
依
拠
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
占
有

（G
ew
a
h
rsa

m

）
概
念
の
適
用
に
困
難
が
生
じ
た
場
合
に
ロ
ー
マ
法
に
範
を
求
め
て
占
有
（G

ew
a
h
rsa

m

）
を
事
実
的
な
所
持
の
状
態
で

あ
るd

eten
tio
n

と
解
す
る
考
え
方
が
支
配
的
と
な
っ
た
が
、
物
理
的
支
配
関
係
で
あ
るd

eten
tio
n

だ
け
で
は
窃
盗
の
事
案
な
ど
を
適
切
に

解
決
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
と
、
む
し
ろ
民
法
上
の
学
説
に
は
反
し
て
主
観
的
占
有
意
思
を
伴
うp

o
ssessio

に
関
す
る
規
則
が
適
用
さ

れ
る
に
至
る
、
す
な
わ
ち
事
実
的
支
配
関
係
が
非
常
に
拡
張
的
に
解
釈
さ
れ
た
結
果
、
複
数
の
者
の
中
で
誰
が
占
有
主
体
か
が
問
題
と
な
る

よ
う
な
事
案
で
は
、
占
有
の
客
観
的
要
件
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
、
主
観
的
要
件
を
導
入
し
て
占
有
概
念
を
補
充
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
一
九
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
に
は
、
占
有
（G

ew
a
h
rsa

m

）
を
物
理
的
要
素
と
心
理
的
要
素
か
ら
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な
る
物
に
対
す
る
支
配
関
係
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
と
な
っ
た30

）。
つ
ま
り
、
刑
法
上
の
占
有
（G

ew
a
h
rsa

m

）
概
念
へ
の
心
理
的
契
機

の
導
入
は
、
占
有
を
巡
る
解
釈
上
の
理
論
の
発
展
の
帰
結
と
い
う
よ
り
も
、
事
案
の
解
決
の
た
め
の
概
念
の
便
宜
的
適
用
の
結
果
で
あ
る
こ

と
が
強
く
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｒ
Ｇ
も
、
当
初
は
古
い
ド
イ
ツ
法
の
伝
統
や
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
影
響
の
下
に
、
占
有
に
主
観
的
要
件
を
必
要
と
は
し
て
い
な

か
っ
た
。
役
所
の
事
務
室
に
関
税
納
付
の
た
め
に
物
品
が
置
か
れ
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
物
は
容
器
か
ら
取
り
出
さ
れ
、
事
務
室
に
散
ら

ば
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
、
複
数
の
職
員
が
物
品
を
領
得
し
た
と
い
う
事
案
で
、
Ｒ
Ｇ
は
、
役
所
が
物
品
の
目
下
の
所
在
に
つ
い
て
不
知

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
窃
盗
を
言
い
渡
し
、
単
に
事
実
的
な
状
態
で
あ
る
占
有
に
は
、
他
者
を
排
除
し
て
物
を
処
分
す
る
物
理
的
能
力

に
つ
い
て
の
認
識
は
必
ず
し
も
属
さ
な
い
と
し
た31

）。
注
目
す
べ
き
判
決
と
し
て
、
二
人
の
行
為
者
が
そ
の
う
ち
の
一
人
の
祖
父
の
住
居
に
そ

の
不
在
中
に
入
り
込
ん
で
、
引
き
出
し
か
ら
二
〇
マ
ル
ク
紙
幣
を
盗
み
出
し
、
代
わ
り
に
一
〇
マ
ル
ク
紙
幣
を
そ
の
引
き
出
し
に
入
れ
て
お

き
、
一
日
後
そ
の
一
〇
マ
ル
ク
紙
幣
も
盗
み
取
っ
た
が
、
被
害
者
は
ま
だ
帰
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
で
、
Ｒ
Ｇ
は
、
一
〇
マ
ル
ク
紙

幣
に
対
す
る
祖
父
の
占
有
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
を
挙
げ
た
。

他
人
の
占
有
、
す
な
わ
ち
第
三
者
が
物
の
事
実

上
の
所
持
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
配
し
て
お
り
、
そ
の
支
配
関
係
に
よ
っ
て
他
者
を
排
除
し
て
そ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
点
に
存
在
す
る
状
態
を
無
視
し
、
侵
害
し
て
物
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
純
粋
に
事
実
的
な
支
配
は
、
お

そ
ら
く
空
間
的
あ
る
い
は
経
済
的
諸
関
係
か
ら
生
じ
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
物
と
人
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
物
が
こ
の
人
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
お
そ
ら
く
こ
の
人
だ
け
が
接
近
可
能
で
到
達
可
能
で
あ
り
、
そ
の
人
だ
け
が
影
響
を
及
ぼ
し
う
る

が
、
他
者
は
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
効
果
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
占
有
所
持
者
が
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
、
実
際
に
存
在
す
る
支
配
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
彼
の
意
思
が
権
力
の
行
使
に
、
特
に
彼
の
支
配
領
域
内
の
個
々
の
物
に
対

す
る
権
力
の
行
使
に
特
別
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
…
第
三
者
に
よ
る
物
の
排
他
的
支
配
の
可
能
性
が
事
情

に
よ
り
存
在
す
る
、
特
に
空
間
的
関
係
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
物
を
我
が
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
公
然
と
明
ら
か
と
な
る
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や
い
な
や
、
事
実
的
状
態
が
他
者
の
意
思
に
対
応
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
こ
の
者
が
物
に
対
す
る
支
配
の
行
使
を
自
ら
に
対
し
て
も
要
求
し

て
い
る
と
い
う
証
拠
が
挙
げ
ら
れ
う
る
場
合
に
の
み
『
奪
取
』
だ
と
し
、
こ
れ
に
対
し
、
事
実
的
支
配
関
係
が
所
持
者
の
認
識
な
く
成
立

し
、
そ
の
存
続
が
お
そ
ら
く
そ
の
意
思
に
反
す
る
や
い
な
や
、
そ
の
他
の
事
情
が
全
く
同
じ
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
奪
取
を
拒
否
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
物
が
、
外
面
に
お
い
て
そ
の
場
所
に
あ
る
物
の
支
配
者
と
思
わ
れ
る
者
の
認
識
と
意
欲
に
一
致
し
て
そ
の
場
所
に

存
在
す
る
か
ど
う
か
は
通
常
窃
盗
犯
の
認
識
に
は
な
い
。
つ
ま
り
窃
盗
行
為
を
他
者
の
単
独
の
権
力
領
域
か
ら
盗
ま
れ
た
物
が
意
思
と
意
欲

に
一
致
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
、
あ
る
い
は
誰
か
ら
そ
れ
が
そ
こ
へ
持
っ
て
こ
ら
れ
た
か
、
つ
ま
り
ま
さ
に
そ
れ
を
外
面
的

に
支
配
し
て
い
る
者
か
ら
か
、
第
三
者
か
ら
そ
の
意
思
に
一
致
し
て
か
、
で
な
け
れ
ば
反
面
と
し
て
推
定
さ
れ
う
る
支
配
者
の
同
意
の
結
果

と
し
て
持
っ
て
こ
ら
れ
た
か
に
よ
り
異
な
っ
て
判
断
す
る
の
は
正
当
で
な
い
の
で
あ
る32

）。」
こ
こ
に
お
い
て
Ｒ
Ｇ
は
実
質
的
な
解
釈
論
的
根

拠
を
挙
げ
て
占
有
に
は
占
有
意
思
が
必
要
で
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
点
で
意
義
が
あ
り
、
こ
の
他
に
も
占
有
意
思
の
要
件
を
不
要
と
し
た

Ｒ
Ｇ
の
判
決
が
存
在
す
る33

）。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
法
的
概
念
に
基
礎
を
お
い
た
民
法
上
の
占
有
論
の
影
響
で
一
九
世
紀
末
ま
で
に
は
通

説
化
し
て
い
た
、
客
観
的
要
素
と
主
観
的
要
素
か
ら
な
る
人
と
物
と
の
関
係
と
し
て
の
占
有
と
い
う
考
え
方
は
判
例
に
影
響
を
与
え
ず
に
は

お
か
な
か
っ
た
。
す
で
に
、
行
為
者
ら
が
数
日
前
に
納
屋
に
隠
し
た
豆
の
入
っ
た
袋
を
施
錠
さ
れ
た
納
屋
か
ら
持
ち
出
し
た
と
い
う
前
掲
事

案
に
関
し
て
、
Ｒ
Ｇ
は
、
袋
に
実
を
詰
め
て
隠
す
行
為
は
自
身
の
処
分
権
力
の
獲
得
の
た
め
の
最
初
の
段
階
に
過
ぎ
ず
、
窃
盗
目
的
物
の
建

物
か
ら
の
運
び
出
し
が
初
め
て
占
有
獲
得
の
容
易
な
も
の
と
さ
れ
た
だ
け
の
行
為
と
し
て
目
論
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
場
合
そ
れ
以

前
に
お
い
て
は
奪
取
は
ま
だ
遂
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
窃
盗
は
ま
だ
既
遂
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
、
な
ぜ
な
ら
、
袋
に
詰
め
て
隠
す
と
い
う
そ

れ
以
前
の
行
為
は
客
観
的
側
面
に
基
づ
く
と
占
有
把
握
は
終
了
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
に
適
し
て
い
る
と
し
て
も
、
建
物
か
ら
の
運
び
出

し
ま
で
は
、
直
接
そ
の
た
め
に
行
わ
れ
た
袋
を
再
度
手
に
取
る
行
為
に
は
占
有
把
握
と
奪
取
の
意
思
（a

n
im
u
s

）
が
欠
け
て
い
た
か
ら
で

あ
る
と
し
た34

）。
一
八
九
五
年
の
事
案
に
お
い
て
も
、
Ｒ
Ｇ
は
、
他
人
、
こ
こ
で
は
貸
し
主
か
ら
物
を
奪
取
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
者
に
当

該
対
象
物
に
関
す
る
事
実
上
の
支
配
行
使
の
物
理
的
能
力
、
つ
ま
り
物
を
処
分
す
る
事
実
上
の
可
能
性
が
属
す
る
こ
と
と
彼
が
そ
の
処
分
権
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力
の
行
使
の
意
思
を
も
有
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
し
た35

）。
よ
り
明
白
に
意
思
説
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
一
九
一
八
年
の
判
決
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
占
有
所
持
者
が
誰
で
も
立
ち
入
れ
る
部
屋
に
お
い
て
ベ
ス
ト
か
ら
落
と
し
た
時
計
が
問
題
に
な
っ
た
が
、
Ｒ
Ｇ
は
、

占

有
の
条
件
に
属
す
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
物
の
所
持
者
が
一
時
的
に
消
え
た
物
を
戻
し
、
事
実
的
支
配
を
再
び
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
間
、
彼
は
、
物
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
支
配
を
保
持
す
る
と
い
う
意
思
を
有
し
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
よ
い
。
従
っ
て
、

例
え
ば
、
物
が
存
在
す
る
場
所
が
一
時
的
に
彼
に
は
正
確
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
の
た
め
占
有
を
お
よ
そ
放
棄
す
る
と
い
う

決
意
を
有
し
て
い
て
は
な
ら
な
い36

）」
と
し
た
。
そ
の
他
に
も
占
有
意
思
を
前
提
と
す
る
Ｒ
Ｇ
の
判
決
は
出
さ
れ
て
お
り37

）、
さ
ら
に
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の

判
例
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
占
有
概
念
に
支
配
意
思
を
前
提
と
す
る
立
場
が
一
般
化
す
る
の
で
あ
る38

）。

も
っ
と
も
、
占
有
概
念
の
主
観
的
要
件
と
し
て
の
支
配
意
思
は
、
客
観
的
要
件
で
あ
る
事
実
的
支
配
と
比
べ
て
厳
格
に
は
要
求
さ
れ
な
い

傾
向
が
う
か
が
え
る
。
特
に
占
有
の
取
得
の
際
で
は
な
く
、
占
有
の
存
続
に
関
し
て
は
、
占
有
の
保
存
的
（k

o
n
serv

a
tiv

）
性
質
か
ら
、

い
っ
た
ん
占
有
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
、
占
有
維
持
意
思
は
推
定
さ
れ
る
と
す
る
傾
向
が
強
い39

）。
ま
ず
、
占
有
所
持
者
が
酩
酊40

）あ
る
い
は
睡

眠41
）に

よ
っ
て
一
時
的
に
無
意
識
と
な
つ
て
も
占
有
の
存
続
に
関
し
て
は
影
響
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
結
論
は
争
わ
れ
な
い
と
し
て
も
、
現

実
の
占
有
意
思
が
欠
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
占
有
の
存
続
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
こ
こ
で
占
有
意
思
は
「
要

件
」
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
。
や
は
り
一
時
的
に
占
有
意
思
が
失
わ
れ
る
場
合
と
し
て
占
有
所
持
者
が
物
を
一
時
的
に
置
き
忘
れ
て
立

ち
去
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
占
有
が
継
続
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
占
有
意
思
は
欠
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
る
者
が

ス
タ
ン
ド
に
彼
の
バ
ッ
グ
を
忘
れ
、
短
時
間
経
過
し
た
後
そ
れ
に
気
づ
き
、
ス
タ
ン
ド
に
戻
っ
た
と
い
う
事
案
で
、
Ｒ
Ｇ
は
、
占
有
所
持
者

が
生
活
上
の
経
験
に
し
た
が
っ
て
、
い
つ
で
も
彼
の
意
思
に
よ
る
と
物
を
処
分
し
う
る
こ
と
を
考
慮
で
き
る
こ
と
で
十
分
で
あ
り
、
彼
が
あ

ら
ゆ
る
疑
い
を
排
除
す
る
よ
う
な
明
確
性
を
も
っ
て
ど
こ
の
場
所
に
物
が
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
支
配
の
存
続
が
無
権
限
の
第

三
者
の
侵
害
に
対
し
て
完
全
に
あ
る
い
は
せ
め
て
高
い
程
度
に
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
永
続
的
に
知
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
し
た42

）。
こ

の
よ
う
な
置
き
忘
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
占
有
が
存
続
し
て
い
る
な
ら
ば
、
現
実
の
占
有
意
思
は
要
件
と
し
て
必
要
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
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他
方
で
、
占
有
の
喪
失
に
関
し
て
は
、
支
配
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
有
し
て
い
て
も
、
事
実
的
支
配
関
係
が
移
転
す
れ
ば
占
有
は
失
わ
れ
る

こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
ら
が
被
害
者
の
飲
食
店
を
訪
れ
、
持
っ
て
い
る
金
銭
を
す
べ
て
渡
す
よ
う
要
求
し
た
の
に
対

し
、
被
害
者
は
お
よ
そ
何
か
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
拒
否
し
た
が
、
信
用
さ
れ
ず
、
脅
迫
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
の
で
最
後
に
は
行
為
者
に

財
布
を
渡
し
た
と
こ
ろ
、
行
為
者
ら
は
ま
ず
七
マ
ル
ク
五
〇
を
取
り
出
し
た
が
、
そ
の
額
に
不
満
で
あ
っ
た
の
で
再
度
財
布
を
調
べ
て
い
た

と
き
、
被
害
者
は
そ
の
機
会
を
利
用
し
て
財
布
を
再
び
奪
い
返
し
、
走
り
去
っ
た
と
い
う
事
案
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
財
布
が
不
本
意
な
が
ら
も

渡
さ
れ
た
時
点
で
占
有
移
転
を
承
認
し
た
が
、
財
布
の
引
き
渡
し
に
よ
っ
て
そ
の
中
の
金
銭
も
引
き
渡
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
強
制
さ
れ
た
引

き
渡
し
に
対
す
る
権
利
者
の
内
心
的
留
保
は
何
ら
役
割
を
果
た
さ
ず
、
被
害
者
は
も
は
や
そ
の
支
配
意
思
を
行
為
者
に
対
し
て
場
合
に
よ
っ

て
は
実
力
に
よ
っ
て
貫
徹
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
金
銭
に
対
す
る
占
有
を
有
し
な
か
っ
た
と
し
た43

）。
ま
た
、

行
為
者
が
被
害
者
と
格
闘
中
に
そ
の
金
属
製
腕
輪
が
引
き
ち
ぎ
れ
て
、
時
計
が
床
に
落
ち
た
と
こ
ろ
、
行
為
者
は
身
を
ふ
り
ほ
ど
い
た
後
、

時
計
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
突
っ
込
ん
だ
一
方
で
、
そ
の
間
被
害
者
は
助
け
を
求
め
て
叫
ん
で
い
た
と
い
う
事
案
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
時
計
を
ポ
ケ
ッ

ト
に
突
っ
込
ん
だ
時
点
で
は
じ
め
て
既
遂
を
認
め
、
時
計
が
床
に
落
ち
た
時
点
で
は
所
有
者
の
占
有
を
排
除
し
、
つ
か
み
取
る
可
能
性
は
開

か
れ
た
が
、
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
身
の
処
分
権
力
を
基
礎
づ
け
た
の
で
あ
っ
て
、
被
害
者
は
も
は
や
そ
の
支
配
意
思
を
行

為
者
に
対
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
実
力
に
よ
っ
て
貫
徹
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
し
た
の
で
あ
る44

）。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
明
ら
か
と
な
る

の
は
、
主
観
的
要
件
と
し
て
の
支
配
意
思
は
あ
っ
て
も
、
客
観
的
要
件
と
し
て
の
事
実
的
支
配
が
欠
け
れ
ば
、
支
配
意
思
だ
け
で
は
占
有
を

基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
意
思
説
か
ら
主
張
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
、
物
理
的
要
件
が
欠
け
て
も
支
配
意
思
と

い
う
心
理
的
側
面
が
備
わ
れ
ば
そ
れ
を
補
充
し
て
占
有
は
存
続
す
る
と
い
う
見
解45

）は
基
礎
を
失
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

占
有
取
得
の
際
の
占
有
意
思
の
要
件
に
つ
い
て
も
厳
格
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
小
型
バ
イ
ク
を
所
有
者
が
第

三
者
に
貸
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
者
が
約
束
通
り
走
行
を
終
了
し
た
後
住
居
の
前
に
返
し
て
お
い
た
が
、
所
有
者
は
知
ら
な
か
っ
た
と
い

う
事
案
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
事
実
的
支
配
関
係
は
再
び
確
立
さ
れ
て
お
り
、
支
配
意
思
に
よ
っ
て
も
担
わ
れ
て
い
る
と
し
た
が
、
そ
の
理
由
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は
、
最
初
か
ら
バ
イ
ク
を
短
時
間
だ
け
、
明
ら
か
に
所
有
者
に
知
ら
れ
た
場
所
に
返
す
と
い
う
条
件
で
引
き
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
意
思
は
最
初
か
ら
そ
の
場
所
に
返
さ
れ
た
時
点
で
そ
れ
を
再
び
支
配
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
基
礎
づ
け
ら
れ

た
意
思
は
、
そ
の
間
に
了
解
を
得
て
行
わ
れ
た
短
時
間
の
頼
ま
れ
た
走
行
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
間
所
有
者
が
過
労
と
酩
酊
に
よ
り
眠
り
込
ん

で
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
中
断
さ
れ
ず
、
こ
れ
に
よ
り
い
っ
た
ん
基
礎
づ
け
ら
れ
た
意
思
の
継
続
は
断
絶
さ
せ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
、
つ
ま
り
永
続
的
に
「
意
識
し
た
（w

a
ch

）」
意
思
は
占
有
の
獲
得
に
も
維
持
に
も
必
要
で
な
く
、
一
般
の
生
活
上
の
見
解
に
よ
る
と
、

車
や
バ
イ
ク
の
占
有
者
は
、
彼
の
住
居
の
前
に
置
か
れ
た
そ
れ
ら
の
車
両
に
対
し
て
は
、
た
と
え
一
時
的
に
住
居
を
離
れ
、
あ
る
い
は
住
居

で
眠
り
込
ん
で
も
、
占
有
を
保
持
す
る
と
し
た
の
で
あ
る46

）。
こ
の
場
合
、
所
有
者
は
、
所
有
物
が
住
居
の
前
に
返
さ
れ
た
時
点
で
は
対
象
物

を
全
く
認
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
物
に
対
す
る
具
体
的
な
支
配
意
思
は
有
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
店
の
開
店
時
間
前
の

早
朝
に
店
の
所
有
者
の
了
解
の
下
に
ま
だ
鍵
の
か
か
っ
た
店
の
扉
の
前
に
置
か
れ
た
商
品
（
バ
タ
ー
）
を
そ
の
朝
に
行
為
者
が
奪
取
し
た
と

い
う
事
案
で
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
、
日
常
生
活
の
見
解
に
よ
る
と
、
早
朝
開
店
時
間
の
前
に
店
主
の
た
め
に
そ
の
了
解

を
得
て
ま
だ
鍵
の
か
か
っ
た
店
の
扉
の
前
に
置
か
れ
た
商
品
は
、
す
で
に
店
主
の
占
有
下
に
あ
り
、
店
の
所
有
者
が
商
品
が
置
か
れ
た
時
点

で
は
奪
取
を
事
実
上
阻
止
で
き
な
い
こ
と
は
妨
げ
と
な
ら
ず
、
こ
の
事
案
は
畑
に
残
さ
れ
た
犂
の
奪
取
や
牧
草
地
に
い
る
家
畜
の
連
れ
去
り

が
窃
盗
で
あ
る
の
と
同
じ
だ
と
し
た47

）。
た
だ
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
こ
の
事
案
を
畑
に
残
さ
れ
た
犂
の
奪
取
や
牧
草
地
に
い
る
家
畜
と
い
う
昔
か
ら

占
有
を
認
め
ら
れ
て
き
た
事
案
と
同
一
視
し
た
点
に
対
し
て
は
不
十
分
な
論
拠
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
の
事
案
は
占
有

の
継
続
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
事
案
は
占
有
の
開
始
の
時
点
で
具
体
的
に
物
に
対
す
る
認
識
を
欠
い
て
い
る
場
合
だ

か
ら
で
あ
る48

）。
バ
イ
ク
の
事
案
と
同
じ
く
こ
こ
で
も
店
の
前
に
商
品
が
置
か
れ
た
時
点
で
は
物
に
対
す
る
具
体
的
な
支
配
意
思
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
り
、
店
の
所
有
者
の
占
有
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
占
有
の
開
始
時
点
に
お
い
て
も
具
体
的
な
占
有
意
思
は
必
要
で
な
い
こ
と
に
な

ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
多
数
の
見
解
は
、
多
く
の
事
例
で
占
有
意
思
と
し
て
の
具
体
的
な
特
殊
的
意
思
の
要
求
を
貫
徹
す
る
こ
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と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
要
件
と
し
て
の
具
体
的
意
思
は
放
棄
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
少
数
な
が
ら
こ
の
要
件
を
主
張
す
る
見
解
も
あ

る
。
た
と
え
ば
、
ミ
チ
ェ
リ
は
、
占
有
と
は
物
に
対
す
る
身
体
的
関
係
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
見
解
は
意
思
に
反
す
る
占
有
取
得
を
承
認
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
意
思
自
由
に
対
す
る
侵
害
を
意
味
す
る
結
果
と
な
る
と
し
、
反
対
説
は
、
あ
る
者
の
信
用
を
落
と
す
た
め

に
盗
ま
れ
た
物
を
密
か
に
そ
の
者
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
突
っ
込
む
と
い
う
事
例
で
盗
品
に
対
す
る
そ
の
者
の
占
有
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

こ
れ
は
健
全
な
理
性
と
法
感
情
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
と
す
る49

）。
し
か
し
な
が
ら
、
盗
品
を
密
か
に
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
る
と
い
う
事
例
に
関
し

て
占
有
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
、
も
し
さ
ら
に
そ
れ
を
盗
取
す
る
者
が
あ
っ
た
場
合
、
以
前
の
所
有
者
の
占
有
を
認
め
て
窃
盗
と
す
る
の
で
な

け
れ
ば
、
窃
盗
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ば
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
批
判
さ
れ
て
い
る50

）。
こ
の
場
合
窃
盗

を
否
定
す
る
と
、
盗
品
を
入
れ
ら
れ
た
者
か
ら
窃
盗
罪
規
定
に
よ
る
保
護
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
か
ら51

）、
こ
の
事
例
に
お
い

て
占
有
を
認
め
る
こ
と
が
そ
の
者
の
意
思
自
由
に
反
し
、
法
感
情
に
反
す
る
と
い
う
の
は
当
然
の
結
論
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
占
有
に
は
占
有
意
思
が
必
要
だ
と
す
る
多
く
の
見
解
は
、
個
々
の
物
に
関
係
す
る
具
体
的
意
思
を
要
求
せ
ず
、

一
般
的
な
占
有

意
思
（g

en
erelle G

ew
a
h
rsa

m
sw
ille

）」
で
よ
い
と
す
る52

）。
す
で
に
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
占
有
の
意
思
を
、
我
々
の
事
実
的
支
配
の
領

域
に
入
り
込
ん
で
、
そ
こ
か
ら
ま
だ
離
れ
て
い
な
い
物
を
そ
こ
で
保
持
し
よ
う
と
す
る
意
思
と
定
義
し
て
い
た
の
で
あ
り53

）、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

に
お
い
て
は
、
占
有
意
思
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
物
を
包
括
す
る
必
要
は
な
く
、
支
配
領
域
内
に
達
し
て
い
る
す
べ
て
の
物
の
支
配
者
で

あ
る
と
い
う
一
般
的
意
思
で
十
分
で
あ
り
、
郵
便
箱
に
投
函
さ
れ
た
手
紙
、
住
居
に
放
置
さ
れ
た
物
、
仕
掛
け
ら
れ
た
網
に
か
か
っ
た
魚
に

対
し
て
も
そ
の
よ
う
な
意
思
が
存
在
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る54

）。
判
例
に
お
い
て
も
、
デ
パ
ー
ト
で
客
が
財
布
を
置
き
忘
れ
、
別
の
客
が
そ

れ
を
持
ち
去
っ
た
事
案
で
、
支
配
意
思
は
具
体
的
な
物
に
及
ぶ
必
要
は
な
く
、
一
般
的
な
占
有
意
思
と
し
て
一
般
的
に
表
明
さ
れ
る
か
、
諸

事
情
か
ら
明
ら
か
と
な
る
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
て
、
財
布
に
対
す
る
店
主
の
占
有
を
認
め
た
例
が
あ
る55

）。
つ
ま
り
、
一
般
的
占
有
意
思
と
い

う
観
念
に
よ
っ
て
、
自
己
の
支
配
領
域
内
に
あ
る
物
に
関
し
て
は
、
個
々
の
物
に
対
す
る
特
殊
的
意
思
が
欠
け
て
も
、
占
有
意
思
が
及
ぶ
も

の
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
支
配
領
域
内
に
置
き
忘
れ
ら
れ
た
り
、
隠
さ
れ
た
り
し
た
物
に
関
し
て
も
占
有
意
思
に
よ
っ
て
把
握
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さ
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
意
思
は
法
的
な
も
の
で
は
な
く
自
然
的
意
思
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
心
理
状
態
で
は
な
く
、
い
わ
ば
仮
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り56

）、
最
終
的
に
は
支
配
領
域
と
い
う
客
観
的
条
件

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
限
界
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
一
般
的
占
有
意
思
概
念
の
循
環
論
法
が
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ

ち
緩
和
さ
れ
た
客
観
的
占
有
要
件
を
補
充
し
、
強
化
す
る
も
の
と
し
て
占
有
意
思
が
要
請
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
占
有
意
思
自
体
は
そ

の
よ
う
な
曖
昧
化
し
た
客
観
的
支
配
要
件
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
さ
れ
た
一
般
的

占
有
意
思
は
、
解
釈
論
上
実
際
的
な
不
都
合
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
占
有
者
に
と
っ
て
有
害
な

物
あ
る
い
は
好
ま
し
く
な
い
物
が
支
配
領
域
内
に
密
か
に
置
か
れ
た
場
合
、
た
と
え
ば
、
占
有
者
を
罪
に
陥
れ
る
た
め
に
麻
薬
を
ポ
ケ
ッ
ト

に
忍
ば
せ
る
あ
る
い
は
脅
迫
状
を
郵
便
受
け
に
投
函
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
も
し
こ
こ
で
、
支
配
す
る
者
の
一
般
的
占
有
意
思

を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
の
具
体
的
意
思
に
は
反
す
る
で
あ
ろ
う
支
配
関
係
に
対
す
る
意
思
を
仮
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
矛
盾
が

生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
占
有
意
思
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
物
は
だ
れ
の
占
有
に
も
属
さ
な
い
こ
と
に
な
り
、
第
三
者
が
そ

れ
を
盗
取
し
て
も
せ
い
ぜ
い
（
占
有
離
脱
物
）
横
領
罪
が
成
立
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
が
、
客
観
的
状
況
が
全
く
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
支
配
す
る
者
に
と
っ
て
好
ま
し
い
か
否
か
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
ず
る
こ
と
に
対
し
て
は
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う57

）。

以
上
の
よ
う
に
、
占
有
の
要
件
と
し
て
の
占
有
意
思
が
具
体
的
意
思
を
内
容
と
す
る
も
の
と
し
て
は
多
く
の
事
例
に
お
い
て
実
際
に
は
機

能
せ
ず
、
一
般
的
性
質
と
し
て
の
と
ら
え
方
は
解
釈
論
的
な
意
義
が
疑
わ
し
い
と
す
れ
ば
、
民
法
学
説
の
影
響
と
い
う
歴
史
的
な
経
緯
以
外

に
、
そ
も
そ
も
占
有
意
思
を
要
件
と
し
て
要
求
す
る
解
釈
論
的
根
拠
が
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
占
有
意
思
必

要
説
が
持
ち
だ
す
の
は
、
支
配
し
よ
う
と
す
る
意
思
が
な
け
れ
ば
事
実
上
の
支
配
力
を
行
使
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
概
念
上
の
必

要
性
で
あ
る58

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論
拠
は
、
窃
盗
行
為
な
ど
に
よ
る
占
有
侵
害
あ
る
い
は
占
有
移
転
の
た
め
の
要
件
と
し
て
占
有
意
思

を
要
求
す
る
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
。
占
有
意
思
不
要
論
に
立
つ
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
窃
盗
罪
に
お
け
る
奪
取
は
、
被

害
者
の
意
思
に
反
し
て
も
行
わ
れ
う
る
と
す
る
、
つ
ま
り
「
行
為
は
行
為
者
の
行
為
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
の
構
成
要
件
メ
ル
ク
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マ
ー
ル
に
関
す
る
被
害
者
の
主
観
的
関
心
に
し
た
が
っ
て
評
価
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
行
為
者
が
彼
に
知
ら
れ
た
行
為
事
情
を
実
現
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
為
が
（
未
遂
の
）
窃
盗
か
横
領
か
は
、
行
為
者
に
隠
さ
れ
た
事
情
に
依
存
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
行
為
の
法

的
類
型
を
偶
然
に
委
ね
る
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
の
原
則
（n

u
llu
m
 
crim

en sin
e leg

e

）
に
違
反
す
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、

確
実
に
圧
倒
的
に
多
く
の
場
合
そ
こ
か
ら
出
発
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
支
配
意
思
を
有
す
る
被
害
者
に
ち
ょ
う
ど
出

く
わ
す
か
ど
う
か
は
窃
盗
犯
の
視
点
か
ら
は
偶
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
窃
盗
の
被
害
者
が
彼
の
処
分
権
力
の
下
に
あ
る
物
に
関
し
て
一
定
の

見
解
を
形
成
し
た
か
否
か
に
処
罰
結
果
を
依
存
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
の
原
則
（n

u
lla

 
p
o
en
a
 
sin
e

 
leg
e

）
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
の
場
合
、
行
為
者
の
処
罰
が
法
律
に
で
は
な
く
、

そ
の
た
び
ご
と
に
裁

判
所
に
よ
り
探
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）
被
害
者
の
意
思
形
成
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る59

）。」

す
な
わ
ち
、
こ

こ
で
占
有
す
る
者
の
意
思
が
偶
然
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
占
有
を
侵
害
す
る
行
為
者
の
行
為
の
文
脈
に
は
属
さ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
詐
欺

罪
の
よ
う
な
被
害
者
と
の
相
互
的
な
行
為
に
よ
り
成
立
す
る
犯
罪
と
は
異
な
っ
て
、
窃
盗
罪
の
よ
う
な
占
有
侵
害
犯
罪
は
、
一
方
的
な
規
範

違
反
行
為
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
害
者
の
意
思
は
構
成
要
件
該
当
性
に
は
直
接
的
に
影
響
し
な
い
の
で
あ
り
、
同
意
と
い

う
よ
う
な
形
で
例
外
的
要
因
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
確
か
に
人
と
物
と
の
占
有
関
係
そ
の
も
の
が
形
成
さ
れ
る
際
に
は
占
有
者

の
意
思
が
介
在
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
占
有
が
侵
害
さ
れ
る
時
点
で
占
有
者
の
何
ら
か
の
意
思
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
と
学
説
の
検
討
か
ら
、
通
説
的
見
解
で
あ
る
事
実
説
の
客
観
的
要
件
と
し
て
の
事
実
的
支
配
と
い
う
観
念
も

主
観
的
要
件
と
し
て
の
占
有
意
思
も
要
件
と
し
て
の
役
割
を
十
分
果
た
し
て
お
ら
ず
、
解
釈
論
的
に
も
説
得
的
で
い
な
い
状
況
が
明
ら
か
と

な
っ
た
が
、
事
実
的
支
配
が
緩
和
し
た
事
案
や
占
有
取
得
の
際
に
占
有
意
思
を
欠
い
た
事
案
で
、
判
例
は
も
っ
ぱ
ら
社
会
的
な
見
解
に
依
拠

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
実
際
に
占
有
判
断
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
社
会
的
観
念
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
多

数
派
も
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
見
解
を
占
有
の
要
件
と
は
し
て
い
な
い
が
、
占
有
判
断
の
基
準
あ
る
い
は
限
定
要
件
と
し
て
し
ば
し
ば
援
用

（法政研究80-２･３- ）18 326

論 説



し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
社
会
的
見
解
と
い
う
規
範
的
基
準
が
占
有
の
実
質
的
な
要
件
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
だ
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
占
有
の
判
断
に
社
会
的
見
解
を
考
慮
に
入
れ
る
だ
け
の
判
例
・
通
説
の
や
り
方
に
は

疑
問
が
あ
る
。
社
会
的
見
解
や
そ
れ
に
類
す
る
基
準
は
、
社
会
一
般
の
意
識
に
判
断
の
根
拠
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま

だ
、
任
意
の
内
容
を
盛
り
込
む
こ
と
の
で
き
る
全
く
の
白
地
概
念
（B
la
n
k
ettb

eg
riff

）
で
あ
り60

）、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
帰
結
を
導
き
出

す
た
め
の
手
段
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
か
ら61

）、
そ
の
よ
う
な
不
明
確
な
概
念
に
の
み
依
拠
す
る
こ
と
は
、
刑
法
上
は
明
確
性
の
原
則
に
違
反

す
る
恐
れ
が
あ
ろ
う62

）。
し
た
が
っ
て
、
占
有
を
判
断
す
る
た
め
の
よ
り
明
確
な
規
範
的
基
準
が
構
成
で
き
な
い
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
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a
.a
.O
.,
S
.
13.

７
）

S
ch
u
erh

o
ff,

D
er stra

frech
tlich

e G
ew
a
h
rsa

m
sb
eg
riff,

1976,
S
.
141.

８
）

B
G
H
S
t 16,

271

の
事
案
。

９
）

H
.M
a
y
er,

Z
u
m
 
B
eg
riff d

er W
eg
n
a
h
m
e,
JZ 1962,

S
.
619.

同
旨S
ch
o
n
k
e /S

ch
ro
d
er /E

ser /B
o
sch

,
a
.a
.O
.,
R
n
.
40.

10
）

B
G
H
S
t 16,

273f.

11
）

R
u
ß
,
a
.a
.O
.,
R
n
.
43;

M
a
u
ra
ch
/S
ch
ro
d
er /M

a
iw
a
ld
,
a
.a
.O
.,
S
.
378;

F
isch

er,
a
.a
.O
.,
R
n
.
17ff.;

R
en
g
ier,

a
.a
.O
.,
S
.
14.

12
）

W
im
m
er,

D
ieb
sta
h
l m

ittels V
erb

erg
en
s,
N
JW
 
1962,

S
.
613f.;

S
eelm

a
n
n
,
G
ru
n
d
fa
lle zu d

en E
ig
en
tu
m
sd
elik

ten
,
Ju
S 1985,

S
.
203.

13
）

B
ittn

er,
D
er G

ew
a
h
rsa

m
sb
eg
riff u

n
d sein

e B
ed
eu
tu
n
g fu

r d
ie S

y
stem

a
tik d

er V
erm

o
g
en
sd
elik

te,
2008

(o
rg
.
1972),

S
.
89.

14
）

B
G
H
 
G
A
 
1966,

244.

15
）

B
G
H
 
M
D
R
 
69,

902.

16
）

O
L
G
 
T
u
b
in
g
en
,
S
JZ 1947,

S
.
556f.

17
）

O
L
G
 
T
u
b
in
g
en
,
S
JZ 1947,

S
.
557.

18
）

S
a
x
,
S
JZ 1947,

S
.
558.

19
）

O
L
G
 
K
o
ln
,
V
R
S 14,

S
.
299f.

20
）

R
G
S
t 10,

85.

21
）

R
G
S
t 12,

356.

22
）

R
G
S
t 50,

185.

23
）

F
ig
lesta

h
ler,

U
n
tersu

ch
u
n
g
en zu

m
 
G
ew
a
h
rsa

m
sb
eg
riff im

 
S
tra
frech

t,
1963,

S
.
72.

24
）

詳
し
く
は
、W

erlin
g
,
D
er G

ew
a
h
rsa

m
 
a
ls ra

u
m
lich

es P
h
a
n
o
m
en
,
1983,

S
.
4ff.

25
）

W
elzel,

D
er G

ew
a
h
rsa

m
sb
eg
riff u

n
d d

ie D
ieb
sta
h
le in S

elb
stb
ed
ien
u
n
g
sla
d
en
,
G
A
 
1960,

S
.
364;

B
ittn

er,
a
.a
.O
.,
S
.
35f.

26
）

A
L
R

（
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
）Ⅰ

7
1.

27
）

B
ern

er,
L
eh
rb
u
ch d

es D
eu
tsch

en S
tra
frech

ts,
18.

A
u
fl.,

1898,
S
.
555.

そ
の
他
に
占
有
意
思
を
要
求
し
な
い
見
解
と
し
て
、B

elin
g
,

G
ru
n
d
zu
g
e d

es S
tra
frech

ts,
11.

A
u
fl.,

1930,
S
.
83;

O
p
p
en
h
o
f,
D
a
s S
tra
fg
esetzb

u
ch fu

r d
a
s D

eu
tsch

e R
eich

,
10.

A
u
fl.,

1885
242,

A
n
m
.
16;

G
o
ld
sch

m
id
t,
A
u
s d

er L
eh
re v

o
m
 
D
ieb
sta
h
l,
G
A
 
47,

352ff.;
R
o
m
p
ler,

D
er B

eg
riff d

es G
ew
a
h
rsa

m
s in C

iv
il-

u
n
d

 
S
tra
frech

t,
1894,

S
.
38;

Z
u
ck
erm

a
n
n
,
D
ie E

n
tw
ick

lu
n
g d

es G
ew
a
h
rsa

m
sb
eg
riffs im

 
S
tra
frech

t u
n
d sein

e A
b
g
ren

zu
n
g v

o
m
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ziv
ilistisch

en B
esitzb

eg
riff,

1931,
S
.
38.

28
）

v
.S
a
v
ig
n
y
,
D
a
s R

ech
t d
es B

esitzes,
7.
A
u
fl.,

1865,
S
.
238f.

29
）

v
.S
a
v
ig
n
y
,
a
.a
.O
.,
S
.
109f.

30
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
影
響
か
ら
占
有
概
念
の
主
観
化
に
至
る
経
過
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、S

ch
u
erh

o
ff,

a
.a
.O
.,
S
.
7ff.;

W
erlin

g
,
a
.a
.O
.,
S
.
117ff.

31
）

R
G
S
t 3,

201.

32
）

R
G
S
t 50,

46,
48f.

33
）

R
G
S
t 54,

231;
55,

220;
56,

207.

34
）

R
G
S
t 12,

355.

35
）

R
G
S
t 27,

222.

36
）

B
G
H
 
L
Z 1918,

929.

37
）

R
G
S
t 30,

88;
60,

271.

38
）

B
G
H
 
N
JW
 
1953,

1271;
B
G
H
 
G
A
 
66,

244;
B
G
H
S
t 8,

273;

39
）

S
o
ltm

a
n
n
,
D
er G

ew
a
h
rsa

m
sb
eg
riff in

242 S
tG
B
,
1934,

S
.
29.

40
）

B
G
H
S
t 4,

210.

41
）

B
G
H
 
G
A
 
1962,

78;
B
G
H
S
t 20,

32.

42
）

R
G
 
JW
 
52,

123.

た
だ
し
、
判
例
は
、
他
人
の
支
配
領
域
に
置
き
忘
れ
ら
れ
た
物
に
関
し
て
は
、
以
前
の
占
有
者
の
占
有
は
失
わ
れ
、
そ
の
領
域

の
支
配
者
の
占
有
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。R

G
 
G
A
 
65,

371.

43
）

B
G
H
S
t 7,

252.

44
）

B
G
H
 
N
JW
 
1955,

1238.

45
）

H
a
lsch

n
er,

D
a
s g

em
ein
e d

eu
tsch

e S
tra
frech

t,
Z
w
eiter B

a
n
d
,
1887,

S
.
285;

M
icelli,

D
er B

eg
riff d

es G
ew
a
h
rsa

m
s im

 
S
tra
frech

te,
1906,

S
.
50.

46
）

B
G
H
 
G
A
 
1962,

78.

47
）

B
G
H
 
JZ 1968,

307
( ＝
N
JW
 
1968,

662).

48
）

R
.S
ch
m
itt,

A
n
m
erk

u
n
g
,
JZ 1968,

308.

49
）

M
icelli,

a
.a
.O
.,
S
,
49f.

50
）

R
o
m
p
ler,

a
.a
.O
.,
S
.
39.
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51
）

W
erlin

g
,
a
.a
.O
.,
S
.
145.

52
）

B
in
d
in
g
,
a
.a
.O
.,
S
.
286;

L
iszt-S

ch
m
id
t,
a
.a
.O
.,
S
.
613;

F
ra
n
k
,
a
.a
.O
.,
S
.
513;

K
o
h
lra
u
sch

-L
a
n
g
e,
a
.a
.O
.,
S
.
529;

M
ezg

er-B
lei,

a
.a
.O
.,
S
.
134f.;

M
a
u
ra
ch
,
a
.a
.O
.,
S
.
202;

W
elzel,

a
.a
.O
.,
S
.
348;

R
u
ß
,
a
.a
.O
.,
242,

R
n
.
21;

M
a
u
ra
ch
/S
ch
ro
d
er /M

a
iw
a
ld
,
a
.a
.O
.,

S
.
375;

S
ch
o
n
k
e /S

ch
ro
d
er /E

ser /B
o
sch

,
a
.a
.O
.,
242,

R
n
.
30;

F
isch

er,
a
.a
.O
.,
242,

R
n
.
13;

R
en
g
ier,

a
.a
.O
.,
S
.
14 K

rey
/H
ellm

a
n
n
/

H
ein
rich

,
a
.a
.O
.,
S
.
9.

53
）

B
in
d
in
g
,
a
.a
.O
.,
S
.
286.

54
）

W
elzel,

a
.a
.O
.,
S
.
348.

55
）

O
L
G
 
H
a
m
m
 
N
JW
 
1969,

620.

56
）

W
erlin

g
,
a
.a
.O
.,
S
.
149.

57
）

B
ittn

er,
G
ew
a
h
rsa

m
sb
eg
riff,

S
.
71.

58
）

R
o
terin

g
,
Ü
b
er d

en G
ew
a
h
rsa

m
 
im
 
S
in
n
e d

es
242 d

es S
tra
fg
esetzb

u
ch
s,
G
S 35,

S
.
368;

F
ra
n
k
,
a
.a
.O
.,
S
.
513;

R
u
ß
,
a
.a
.O
.,

242,
R
n
.
21.

59
）

B
ittn

er,
G
ew
a
h
rsa

m
sb
eg
riff,

S
.
85.

60
）

B
ittn

er,
Z
u
r A

b
g
ren

zu
n
g v

o
n T

rick
d
ieb
sta
h
l,
B
etru

g u
n
d U

n
tersch

la
g
u
n
g
,
Ju
S 1974,

S
.
158.

61
）

W
erlin

g
,
a
.a
.O
.,
S
.
204.

62
）

B
ittn

er,
G
ew
a
h
rsa

m
sb
eg
riff,

S
.
85;

W
erlin

g
,
a
.a
.O
.,
S
.
205f.

三

規
範
的
・
社
会
的
占
有
概
念

（
一
）
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
占
有
を
ま
ず
事
実
的
支
配
と
と
ら
え
る
通
説
的
見
解
に
対
し
、
む
し
ろ
社
会
的
、
規
範
的
観
点
か
ら
占
有
概

念
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
実
務
も
学
説
の
多
数
派
も
、
実
際
の
占
有
概
念
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
社
会
的
見

解
に
依
拠
し
て
い
る
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
規
範
的
、
社
会
的
要
素
を
占
有
の
基
準
と
考
え
る
立
場
が
検
討
に
値
す
る
。
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占
有
を
社
会
現
象
と
し
て
と
ら
え
た
者
と
し
て
、
古
く
は
レ
ヅ
ロ
ー
プ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
占
有
を
物
理
的
影
響
力
あ
る

手
段
に
よ
る
支
配
と
構
成
す
る
支
配
的
見
解
に
対
し
て
、
物
理
的
影
響
力
関
係
が
存
在
し
な
い
が
、
窃
盗
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
に
疑
い
の
な

い
多
く
の
場
合
が
存
在
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
不
十
分
で
あ
る
と
批
判
し
、
占
有
の
概
念
を
充
足
す
る
支
配
関
係
の
性
質
を
、
物
理
的
力
に
基

づ
く
の
で
は
な
く
、
必
然
的
に
心
理
的
根
拠
を
持
つ
支
配
で
あ
る
、
つ
ま
り
同
胞
の
尊
重
に
根
拠
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
社
会
的
現
象
で
あ

る
と
す
る
。
例
え
ば
、
御
者
が
居
酒
屋
に
い
て
、
馬
車
を
扉
の
前
に
つ
な
い
で
お
く
と
い
う
場
合
、
御
者
は
馬
車
に
対
し
て
何
ら
物
理
的
影

響
力
を
有
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り
そ
の
馬
車
に
対
す
る
影
響
の
可
能
性
は
通
り
す
が
り
の
者
と
何
ら
異
な
ら
な
い
が
、
御
者
は
そ
の
所
持
者

と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
尊
重
関
係
と
そ
の
占
有
は
消
長
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
占
有
は
そ
の
よ
う
な

尊
重
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る１

）。
も
っ
と
も
、
レ
ヅ
ロ
ー
プ
に
よ
る
と
、
こ
れ
に
よ
り
物
理
的
影
響
力
が
無
意
味
と
な
る
の

で
は
な
く
、
こ
の
尊
重
関
係
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
経
験
が
教
え
る
よ
う
に
、
公
衆
の
見
解
に
お
い
て
物
の
所
持
者
と
し
て

尊
重
さ
れ
る
の
は
、
以
前
に
そ
の
物
に
対
し
物
理
的
な
影
響
力
を
行
使
し
た
場
合
の
み
だ
か
ら
だ
と
す
る
。
尊
重
関
係
は
、
物
理
的
支
配
の

行
使
と
結
び
つ
い
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
と
は
本
質
的
に
異
な
り
、
物
理
的
影
響
力
が
停
止
し
て
も
存
続

し
う
る
の
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
物
を
事
実
上
処
分
し
た
者
は
そ
れ
以
後
も
そ
れ
を
処
分
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
他
の

い
か
な
る
者
も
任
意
に
そ
れ
を
処
分
で
き
な
い
の
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
公
的
平
穏
が
危
険
と
な
る
か
ら
で
あ
る
と
い

う２
）。

た
だ
し
、
レ
ヅ
ロ
ー
プ
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
上
の
影
響
力
の
行
使
に
無
条
件
に
こ
の
尊
重
関
係
が
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
く
、
な
お
、

様
々
な
前
提
条
件
、
つ
ま
り
占
有
意
思
の
よ
う
な
そ
れ
ま
で
の
所
持
者
に
物
に
対
す
る
そ
れ
以
上
の
影
響
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
物
と
の
関

係
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る３

）。

レ
ヅ
ロ
ー
プ
の
見
解
は
、
占
有
を
純
粋
に
事
実
的
な
も
の
と
と
ら
え
ず
、
社
会
的
次
元
で
の
考
慮
が
必
要
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
で

実
際
に
は
社
会
的
見
解
に
依
拠
す
る
支
配
的
見
解
を
一
歩
進
め
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
だ
理
論
的
に
は
不
徹
底
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
一
方
で
同
胞
か
ら
の
尊
重
と
い
う
社
会
的
視
点
を
取
り
入
れ
て
は
い
る
が
、
他
方
で
物
理
的
影
響
力
と
い
う
事
実
的
観
点
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も
重
要
だ
と
し
て
い
る
の
は
異
質
な
も
の
を
並
存
さ
せ
て
お
り
、
矛
盾
し
た
態
度
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い４

）。
ま
た
、
レ
ヅ
ロ
ー
プ
の
言
う
同

胞
の
尊
重
は
、
社
会
的
現
象
と
は
い
え
る
が
、
心
理
的
基
準
で
あ
り
、
い
ま
だ
事
実
的
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
占

有
が
心
理
的
事
実
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
占
有
を
認
定
す
る
た
め
に
は
個
別
的
に
社
会
の
意
識
を
具
体
的
に
認
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
は
具
体
的
占
有
意
志
と
同
じ
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
規
範
的
・
社
会
的
契
機
を
占
有
概
念
の
独
立
し
た
要
素
と
し
て
明
確
に
と
ら
え
た
の
は
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
占

有
概
念
は
三
つ
の
要
素
か
ら
成
る
。
す
な
わ
ち
、
物
理
的
・
現
実
的
要
素
と
し
て
の
支
配
の
事
実
、
精
神
的
要
素
と
し
て
の
占
有
意
思
と
並

ん
で
、
規
範
的
・
社
会
的
要
素
と
し
て
事
実
的
支
配
が
社
会
生
活
の
規
則
に
従
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る５

）。
確
か
に
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

は
、
支
配
的
見
解
と
同
じ
く
、
事
実
的
支
配
も
占
有
の
要
素
と
考
え
る
が
、
事
実
的
な
も
の
が
決
定
的
で
は
な
く
、
社
会
的
要
素
こ
そ
が
決

定
的
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
そ
の
根
拠
を
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
占
有
は
独
立
し
た
刑
法
的
概
念
で
は
あ
る
が
、
民
法
上
の
占
有
と
核
心
に

お
い
て
は
一
致
し
て
お
り
、
そ
れ
は
事
実
的
平
穏
領
域
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
窃

盗
は
横
領
か
ら
、
所
有
権
の
他
に
事
実
的
な
平
穏
状
態
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
で
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
所
有
権
が
純
粋
な
法
的
関
係
で

あ
る
の
に
対
し
、
占
有
と
は
法
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
社
会
的
関
係
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
社
会
的
関
係
を
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
社
会

学
的
関
係
と
も
言
い
換
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
法
的
に
重
要
な
こ
と
は
必
然
的
に
社
会
的
性
質
を
持
つ
と
い
う
平
凡
な
意
味
で
は
な
く
、

法
が
、
す
で
に
存
在
す
る
、
つ
ま
り
法
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
作
り
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
社
会
構
造
に
依
拠
し
、
そ
れ
を
そ
の
範
囲
に
取

り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
社
会
的
生
活
は
、
無
定
形
な
形
成
物
で
は
な
く
、
風
習
、
伝
統
、
習
慣
、
慣
例

に
よ
る
構
造
化
や
秩
序
付
け
を
そ
の
内
に
担
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
法
は
そ
れ
を
多
様
に
内
に
取
り
入
れ
、
保
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
占

有
と
は
そ
の
よ
う
な
一
つ
の
社
会
的
構
造
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
が
｜
共
同
体
に
よ
り
尊
重
さ
れ
て
｜
物
に
対
す
る
そ
の
支
配
を

行
い
う
る
空
間
的
領
域
で
あ
る
。
事
実
的
支
配
の
社
会
的
要
素
は
占
有
概
念
の
不
可
欠
の
構
成
部
分
で
あ
る６

）。」
た
と
え
ば
、
農
夫
は
彼
の

畑
に
置
い
て
お
く
犂
に
対
し
て
は
、
他
の
村
民
よ
り
も
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
て
、
夜
に
は
彼
の
家
に
帰
る
場
合
に
も
、
社
会
的
見
解
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に
し
た
が
う
と
事
実
的
支
配
を
保
持
す
る
の
で
あ
り
、
占
有
緩
和
の
す
べ
て
の
事
例
に
お
い
て
、
占
有
の
継
続
は
占
有
概
念
の
社
会
的
要
素

に
基
づ
く
の
で
あ
る
と
す
る７

）。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
る
と
、
社
会
的
概
念
と
し
て
の
占
有
は
、
社
会
的
な
習
慣
、
観
念
、
慣

例
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
た
人
格
の
生
活
領
域
と
規
定
さ
れ
、
そ
の
中
で
彼
の
意
思
が
他
の
す
べ
て
の
者
を
排
除
し
て
実
現
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
排
他
的
意
思
支
配
の
社
会
的
領
域
に
属
す
る
最
も
目
立
つ
場
合
は
、
家
や
住
居
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
場
合
か
な
り
以
前

か
ら
社
会
的
考
察
が
承
認
さ
れ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
社
会
的
領
域
に
属
す
る
の
が
、
人
格
そ
れ
自
身
が
身
に
つ
け
る
衣
服
や
そ

の
他
身
に
担
う
物
（
バ
ッ
グ
、
手
提
げ
鞄
、
ト
ラ
ン
ク
等
）
で
あ
り
、
し
か
も
住
居
よ
り
も
優
先
し
て
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
的
習
慣
や
観

念
の
観
点
の
下
で
限
界
づ
け
ら
れ
る
よ
り
特
殊
な
形
態
と
し
て
、
購
買
意
欲
の
あ
る
客
が
商
品
を
吟
味
の
た
め
手
に
す
る
あ
る
い
は
衣
服
を

試
着
す
る
と
い
う
場
合
が
あ
り
、
双
方
の
側
に
よ
り
前
提
と
さ
れ
て
い
る
社
会
的
観
念
に
よ
る
と
対
象
物
に
対
す
る
支
配
は
販
売
側
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る８

）。

こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
見
解
は
、
占
有
が
本
来
的
に
社
会
構
造
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
社
会
的
要
素
が
占
有
の

要
件
で
あ
る
と
明
確
に
位
置
づ
け
た
点
で
意
義
を
有
す
る
。
判
例
実
務
で
扱
わ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
占
有
緩
和
の
事
案
が
示
す
よ
う
に
、
一

定
の
領
域
に
お
い
て
は
、
物
に
対
し
元
々
の
占
有
者
の
物
理
的
支
配
が
及
ん
で
い
な
く
て
も
、
社
会
倫
理
的
な
規
則
に
よ
っ
て
な
お
そ
の
者

の
支
配
下
に
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
占
有
は
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
社
会
的
要
素
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き

で
あ
り
、
占
有
要
件
と
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
論
理
的
帰
結
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
直
ち
に
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
考
え
方
に
対
し

生
ず
る
疑
問
は
、
占
有
に
と
っ
て
社
会
的
要
素
が
決
定
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
事
実
的
支
配
の
観
点
も
な
お
維
持
さ
れ
る
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
社
会
的
生
活
見
解
に
よ
る
と
、
事
実
的
支
配
が
緩
和
さ
れ
て
も
、
占
有
が
存
在
し
続
け
る
場
合
を
認

め
る
だ
け
で
は
な
く
、
逆
に
影
響
を
行
使
す
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
活
見
解
に
よ
る
と
他
の
者
が
事
実
的
支
配
者
と
さ
れ

る
場
合
も
明
示
的
に
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら９

）、
物
理
的
な
影
響
力
行
使
の
可
能
性
と
し
て
の
事
実
的
支
配
は
も
は
や
独
立
し
た
要
件

と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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さ
ら
に
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
占
有
の
要
件
と
し
て
、
具
体
的
意
思
で
は
な
く
一
般
的
占
有
意
思
で
は
あ
る
が
、
占
有
意
思
も
要
求
し
て
い

る
点
が
、
社
会
的
要
素
を
決
定
的
と
み
る
態
度
と
矛
盾
し
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
と
き
わ
め
て
近
い
立
場
を

と
る
ネ
ル
デ
ー
ケ
は10

）、
占
有
の
本
質
は
社
会
的
に
尊
重
さ
れ
た
社
会
関
係
だ
と
す
る
前
提
か
ら
、
社
会
生
活
上
の
見
解
に
よ
る
と
、
こ
の
支

配
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
支
配
者
の
意
思
が
占
有
の
本
質
に
属
す
る
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
社
会
的
尊
重
は
、
決
し
て
目
に
見
え

な
い
内
心
の
意
思
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
生
活
上
の
見
解
は
、
常
に
人
と
物
と
の
関
係
の
外
的
事
情
が
対
応
す
る
支
配
意

思
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
場
合
に
占
有
を
承
認
し
て
い
る
と
し
、
そ
の
よ
う
に
客
観
化
さ
れ
て
い
な
い
支
配
意
思
は
占
有
取
得
を
生
じ
さ
せ

る
こ
と
は
出
来
ず
、
同
じ
く
外
的
事
情
が
経
験
上
物
の
空
間
的
平
穏
状
態
に
対
応
す
る
占
有
意
思
が
存
在
す
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
場
合
、

内
心
的
意
思
が
欠
け
て
い
る
こ
と
は
占
有
取
得
を
阻
止
し
え
な
い
と
す
る
の
で
あ
る11

）。
確
か
に
、
社
会
的
観
点
か
ら
す
る
と
、
占
有
を
基
礎

づ
け
る
の
は
、
具
体
的
な
内
心
の
意
思
で
も
、
一
般
的
意
思
で
も
な
く
、
外
的
に
認
識
可
能
な
事
情
か
ら
推
測
さ
れ
る
意
思
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
は
一
貫
し
た
帰
結
で
は
あ
る
が
、
外
部
的
事
情
の
如
何
に
よ
っ
て
占
有
意
思
の
存
在
が
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
も
は
や

主
観
的
要
件
と
し
て
の
占
有
意
思
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
と
同
じ
く
、
支
配
的
見
解
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
占
有
概
念
の
規
範
的
・
社
会
的
要
素
を
よ
り
重
視
し
た
の
が
、

ゲ
ッ
セ
ル
で
あ
る
。
彼
は
、
占
有
の
第
一
の
要
素
と
し
て
外
的
、
事
実
的
な
事
物
支
配
（S

a
ch
h
errsch

a
ft

）
と
、
こ
れ
に
対
応
す
る
内
心

的
、
主
観
的
要
素
と
し
て
意
思
支
配
を
要
求
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
占
有
概
念
の
規
定
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
よ
り
正
確
な
規
定
の
た
め
に

は
、
あ
ら
ゆ
る
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
関
係
の
中
で
一
定
の
グ
ル
ー
プ
の
み
が
占
有
と
し
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
が
見
つ
け
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
求
め
る
た
め
に
ま
ず
手
が
か
り

と
な
る
の
が
法
律
で
あ
り
、
刑
法
上
の
窃
盗
罪
規
定
（
二
四
二
条
）
や
刑
事
訴
訟
法
上
の
押
収
に
関
す
る
規
定
は
、
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物

支
配
関
係
と
し
て
の
占
有
が
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
つ
ま
り
一
定
の
場
合
に
の
み
破
ら
れ
て
よ
い
法
的
障
壁

（S
ch
ra
n
k
e

）
を
成
し
て
い
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
占
有
と
は
、
法
的
障
壁
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
、
保
護
さ
れ
て
い
る
意
思
に
担
わ
れ
た
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事
物
支
配
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ゲ
ッ
セ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
障
壁
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
法
的
空
間
を
領
域
（S

p
h
a
re

）
と
呼

び
、
占
有
と
称
せ
ら
れ
る
べ
き
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
関
係
は
、
法
的
障
壁
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
領
域
に
存
在
す
る
と
い
う12

）。

も
っ
と
も
、
ゲ
ッ
セ
ル
は
、
刑
法
上
の
窃
盗
罪
規
定
そ
の
も
の
を
占
有
概
念
の
規
定
に
お
け
る
法
的
障
壁
と
と
ら
え
る
こ
と
が
循
環
論
法

に
陥
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
窃
盗
罪
規
定
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
事
物
支
配
関
係
が
当
該
規
定
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い

る
、
な
い
し
は
当
該
規
定
の
規
範
に
よ
り
限
定
さ
れ
た
領
域
に
存
在
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
循
環
論
法
で
あ
る
か
ら
、
障
壁
そ
れ
自
体
や

そ
れ
に
よ
り
限
定
さ
れ
た
領
域
を
占
有
の
中
に
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
ず
、
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
関
係
を
占
有
と
す
る
特
徴
を
、
占

有
を
保
護
す
る
窃
盗
罪
規
定
や
こ
の
規
定
に
よ
り
限
界
づ
け
ら
れ
た
法
的
空
間
に
見
い
だ
す
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

占
有
を
囲
む
法
的
障
壁
は
占
有
の
特
徴
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
占
有
は
、
法
的
障
壁
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
法
的
空
間
の
内

部
に
の
み
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
占
有
の
存
在
領
域
と
し
て
の
法
的
空
間
は
、
窃
盗
罪
規
定
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
も
の

と
一
致
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る13

）。
そ
の
よ
う
な
別
の
法
的
障
壁
を
探
す
た
め
ゲ
ッ
セ
ル
が
挙
げ
る
の
は
、
占
有
に
対
す
る
あ
ら

ゆ
る
侵
害
が
禁
止
さ
れ
、
一
定
の
許
容
規
範
の
存
在
す
る
場
合
に
の
み
そ
れ
が
許
さ
れ
る
民
法
上
の
規
定
で
あ
り
、
事
物
支
配
関
係
以
外
の

保
護
客
体
、
例
え
ば
所
有
権
、
財
産
、
一
身
上
の
自
由
、
身
体
的
無
傷
性
、
住
居
権
、
私
的
秘
密
を
保
護
す
る
実
体
刑
法
上
の
規
定
で
あ

り
、
特
別
の
前
提
条
件
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
侵
害
し
て
よ
い
法
益
、
た
と
え
ば
一
身
的
自
由
、
身
体
的
無
傷
性
、
住
居
権
、
秘
密
領

域
、
所
有
権
・
財
産
を
挙
げ
る
刑
事
訴
訟
法
上
の
強
制
処
分
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
全
て
の
様
々
な
法
益
に
共
通
す
る
領
域
を
探
す
こ
と

が
正
当
だ
と
し
、
こ
れ
を
憲
法
に
求
め
る
。
ド
イ
ツ
基
本
法
第
一
条
第
一
項
で
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
た
人
間
の
尊
厳
か
ら
同
法
第
二
条
第
一

項
に
お
け
る
一
定
の
制
限
の
下
で
相
対
的
に
保
護
さ
れ
た
人
格
の
自
由
な
発
展
に
対
す
る
権
利
が
導
き
出
さ
れ
る
が
、
両
条
項
が
結
び
つ
い

て
全
て
の
個
別
的
な
法
仲
間
（R

ech
tsg
en
o
sse

）
の
親
密
領
域
（
人
格
範
囲
）
が
そ
こ
で
侵
害
が
原
則
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
な
い
限
り

憲
法
的
保
護
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
で
あ
ら
ゆ
る
法
仲
間
の
人
格
が
自
由
に
発
展
し
、
特
別
な
法
の
力
に

よ
っ
て
の
み
侵
害
さ
れ
て
よ
い
、
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
法
的
空
間
の
存
在
が
証
明
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
こ
れ
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を
人
格
領
域
（P

erso
n
lich

k
eitssp

h
a
re

）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る14

）。
問
題
は
、
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
関
係
が
こ
の
よ
う
な
人
格
領
域

に
位
置
し
て
い
る
か
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
ゲ
ッ
セ
ル
は
、
ま
ず
、
人
格
権
の
具
体
化
と
し
て
の
個
々
の
独
立
し
て
保
護
さ
れ
る
法
益

と
並
ん
で
、
普
遍
的
な
人
格
権
の
存
在
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
普
遍
的
な
人
格
権
が
人
格
の
個
々
の
活
動

が
行
わ
れ
る
法
的
領
域
に
存
在
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
お
り15

）、
こ
の
領
域
に
、
普
遍
的
な
人
格
権
の
具
体
化
と
し
て
の
人
格
的
諸
法
益
が

同
じ
よ
う
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
属
す
る
領
域
は
、
総
体
と
し
て
構
成
す
る
の
で
は
な
く
人
格
領
域
に
含
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
普
遍
的
な
人
格
権
は
、
そ
の
中
で
人
格
が
、
そ
の
活
動
に
対
す
る
侵
害
を
恐
れ
る
必
要
な
く
、
活
動
し
、
自
己
を
実
現
す

る
、
憲
法
的
に
保
障
さ
れ
、
保
護
さ
れ
た
領
域
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
当
初
の
問
題
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
こ

と
に
な
り
、
人
格
は
人
格
領
域
の
中
で
自
由
に
発
展
し
う
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
格
は
自
由
に
活
動
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
人
間
は
、
か
な
り
の
部
分
で
人
格
や
物
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支

配
関
係
の
行
使
は
人
格
的
法
益
と
見
な
さ
れ
う
る
か
ら
、
一
定
の
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
関
係
を
刑
法
の
窃
盗
罪
規
定
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
た
普
遍
的
人
格
権
の
具
体
化
と
見
な
し
、
人
格
領
域
に
位
置
す
る
も
の
と
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
し
か
も
完
全
に
刑

法
的
保
護
と
は
無
関
係
に
で
あ
る16

）。

し
か
し
な
が
ら
、
ゲ
ッ
セ
ル
に
よ
る
と
、
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
関
係
を
占
有
と
す
る
特
別
な
契
機
が
人
格
領
域
と
い
う
特
別
空
間

で
あ
る
と
言
う
だ
け
で
は
ま
だ
十
分
な
答
え
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
人
格
領
域
の
認
識
可
能
な
限
界
、
そ
の
認
識
可
能
な
範
囲
、

つ
ま
り
人
格
領
域
そ
れ
自
体
の
認
識
可
能
性
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
ま
ず
、
占
有
と
は
、
一
定
の
刑
法
的
効
果
が
結
び
つ
い
て
い
る
一
定

の
事
態
（S
a
ch
v
erh

a
lt

）
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
そ
れ
に
結
び
つ
く
法
効
果
に
つ
い
て
言
明
が
行
わ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
な
ら
ば
、
確
定
可
能
で
、
認
識
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
人
間
の
活
動
と
人
格
領
域
の
内
部
で
の
意
思
に
担

わ
れ
た
事
物
支
配
関
係
も
社
会
的
な
事
態
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的
事
態
の
認
識
可
能
性
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
事
態
は

社
会
生
活
に
お
い
て
認
識
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
社
会
的
に
明
白
で
（m

a
n
ifest

）
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
し
た
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が
っ
て
、
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
関
係
が
人
格
的
領
域
の
保
護
を
享
受
す
る
か
否
か
は
社
会
的
に
認
識
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
保
護
が
法
的
に
は
人
格
領
域
の
存
在
と
具
体
的
場
合
に
お
け
る
基
本
法
に
挙
げ
ら
れ
た
制
限
に
依
存
す
る
な

ら
ば
、
ま
さ
に
社
会
的
認
識
可
能
性
は
、
こ
の
よ
う
な
法
的
要
因
の
帰
結
に
関
係
し
う
る
、
つ
ま
り
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
関
係
に
関

し
具
体
的
に
存
在
し
あ
る
い
は
存
在
し
な
い
保
護
に
関
係
し
う
る
の
で
あ
り
、
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
関
係
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
保

護
は
、
社
会
的
生
活
に
お
い
て
認
識
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
が
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
他
の
法
仲
間
か
ら
一
定
の
対
象
物
を
奪
取
す
る

こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
法
に
忠
実
な
市
民
の
立
場
に
着
目
す
る
場
合
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
ま
さ
に
他
の
法
仲
間
が
彼
の
領
域
を
原

則
と
し
て
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
故
に
、
彼
が
計
画
し
た
行
為
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
い
や
り
方
で
他
の
者
の
領
域
を

侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
を
や
は
り
顧
慮
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
領
域
が
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
、
た
と
え
ば
、
警
察
は
あ
ら
ゆ
る
者
に
対
し
法
的
条
件
の
下
で
捜
索
を
行
っ
て
よ
い
こ
と
や
現
行
犯
の
窃
盗
犯
か
ら
盗
ま
れ
た
物
を
再
び

取
り
戻
し
て
も
よ
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
に
忠
実
と
想
定
さ
れ
た
市
民
は
、
一
定
の
事
態
が
存
す
る
場
合

に
の
み
人
格
領
域
を
侵
害
し
て
よ
い
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
の
点
で
彼
に
と
っ
て
人
格
領
域
の
保
護
が
社
会
的
生
活
に
お
い
て
認

識
可
能
と
な
り
、
人
格
領
域
の
範
囲
や
人
格
領
域
そ
の
も
の
も
認
識
可
能
と
な
る
と
す
る
の
で
あ
る17

）。

こ
こ
か
ら
、
ゲ
ッ
セ
ル
は
、
人
格
領
域
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
保
護
は
、
社
会
的
生
活
の
規
則
が
こ
の
保
護
の
排
除
の
た
め
に
そ
の
権
限

を
与
え
る
事
態
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
可
能
と
な
る
と
述
べ
る
。
た
と
え
ば
、
人
が
手
に
持
ち
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
身
体
に

身
に
つ
け
て
い
る
物
は
通
常
こ
の
者
に
属
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
侵
害
は
、
社
会
的
生
活
の
規
則
に
よ
り
一
定
の
事
態
（
自
力
救

済
、
正
当
防
衛
、
被
害
者
の
同
意
）
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
人
が
携
帯
す
る
鞄
、
書
類
用
フ
ァ
イ
ル
そ

の
他
の
容
器
も
、
こ
の
者
の
人
格
領
域
と
見
な
さ
れ
、
住
居
や
保
護
さ
れ
た
所
有
物
も
住
居
主
が
比
較
的
長
期
の
世
界
旅
行
に
出
か
け
て
い

る
場
合
に
す
ら
、
同
じ
よ
う
に
尊
重
さ
れ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ゲ
ッ
セ
ル
に
よ
る
と
、
占
有
と
は
、
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
関

係
で
あ
る
が
、
他
人
の
侵
害
か
ら
守
ら
れ
た
人
格
領
域
に
属
す
る
こ
と
が
社
会
的
に
明
白
で
あ
る
場
合
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
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る
。
た
と
え
ば
、
歩
き
疲
れ
て
公
園
の
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
い
る
Ａ
の
そ
ば
に
新
聞
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
は
Ａ
の
人
格
領
域
に
属
し

て
お
り
、
そ
の
た
め
、
そ
の
新
聞
を
読
み
た
い
者
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
通
常
、
Ａ
の
人
格
領
域
に
介
入
し
て
新
聞
に
対
す
る
事
実
上
の
支
配

を
獲
得
す
る
た
め
に
Ａ
に
許
可
を
求
め
る
の
で
あ
り
、
置
き
忘
れ
た
所
有
者
で
さ
え
こ
の
領
域
を
尊
重
し
て
Ａ
に
所
有
状
態
の
説
明
を
し
て

は
じ
め
て
介
入
の
権
限
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
所
有
者
は
、
新
聞
に
対
す
る
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
可
能
性
を
有
し
て
は

い
る
が
、
占
有
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
処
分
可
能
性
が
彼
の
人
格
領
域
に
存
す
る
こ
と
は
社
会
的
に

明
白
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
新
聞
に
対
す
る
事
物
支
配
の
獲
得
の
た
め
に
所
有
者
の
領
域
へ
の
介
入
権
限
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
認
識

可
能
で
な
く
、
社
会
的
認
識
可
能
性
は
、
Ａ
が
所
有
者
の
要
求
に
対
し
許
可
を
与
え
た
場
合
に
初
め
て
肯
定
さ
れ
う
る
と
す
る
。
占
有
概
念

の
こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
ゲ
ッ
セ
ル
に
よ
る
と
、
保
護
さ
れ
て
い
る
の
は
刑
法
規
定
で
保
護
さ
れ
て
い
る
事
物
支
配
関
係
で
あ
る
と
い
う
循

環
論
法
を
免
れ
て
い
る
。
人
格
領
域
そ
れ
自
体
は
当
然
に
占
有
の
本
質
的
要
素
と
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
占
有
の
要
素
は
、
そ
れ
自
体
と

は
異
な
る
領
域
の
内
部
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
特
性
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
特
殊
な
特
性
に
よ
っ
て
占
有
は

他
の
意
思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
関
係
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る18

）。

ゲ
ッ
セ
ル
の
見
解
は
、
占
有
概
念
に
お
け
る
規
範
的
・
社
会
的
要
素
に
理
論
的
基
礎
づ
け
を
与
え
よ
う
と
し
た
点
で
意
義
が
あ
り
、
い
わ

ゆ
る
領
域
説
を
規
範
的
・
社
会
的
側
面
か
ら
最
初
に
導
き
出
し
た
こ
と
で
も
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る19

）。
確
か
に
、
ゲ
ッ
セ
ル
は
、
な
お
通

説
的
見
解
を
受
け
継
ぎ
、
事
実
的
な
事
物
支
配
と
、
こ
れ
に
対
応
す
る
主
観
的
要
素
を
要
求
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
要
件
で
構
成
さ
れ
る
意

思
に
担
わ
れ
た
事
物
支
配
関
係
を
規
範
的
・
社
会
的
要
素
に
よ
り
限
定
し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
占
有
概
念
は
後
者
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
実
的
支
配
と
占
有
意
思
は
、
最
終
的
に
は
要
件
と
し
て
大
し
た
意
義
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
る
だ
け
で
は
な

く
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
不
徹
底
は
解
釈
論
上
の
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
事
物
支
配
関
係
が
法
的
障
壁
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
法
と
は
刑
法
以
外
の
法
規
定
で
あ
り
、
最
終
的
に
憲
法
上
の
人
格
領
域
と
し
て
保
護
さ
れ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
な
る
と
一
般
的
に
占
有
が
認
め
ら
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
占
有
緩
和
の
事
例
、
た
と
え
ば
畑
に
置
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か
れ
た
犂
の
事
案
や
誰
で
も
立
ち
入
れ
る
場
所
に
物
が
置
き
忘
れ
ら
れ
た
事
案
で
は
占
有
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う20

）。
確
か
に
刑
法

的
に
保
護
さ
れ
た
領
域
が
刑
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
循
環
論
法
で
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
刑
法
的
に
保
護
さ
れ
る
占
有
が
す

で
に
他
の
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
当
然
の
帰
結
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
法
で
保
護
さ
れ

て
い
な
く
と
も
、
刑
法
が
は
じ
め
て
保
護
す
る
客
体
領
域
も
考
え
得
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
人
格
領
域
の
認
識
可
能
性
と
い
う
形
で
社
会
性
の
次
元
を
考
慮
し
よ
う
と
す
る
ゲ
ッ
セ
ル
の
方
法
論
に
も
問
題
が
あ
る
。
占
有
は

社
会
的
事
態
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的
に
認
識
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
社
会
的
に
明
白
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
刑

法
上
の
概
念
が
社
会
的
事
態
を
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
は
他
の
犯
罪
類
型
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
そ
の
概
念
は
社
会
性

を
持
っ
た
要
素
を
内
容
と
し
、
社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
論
証
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
占

有
概
念
の
特
殊
性
か
ら
社
会
性
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
社
会
的
に
認
識
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

基
準
は
実
際
の
適
用
に
お
い
て
も
不
当
な
帰
結
に
至
る
。
い
わ
ゆ
る
試
着
事
例
に
お
い
て
、
ゲ
ッ
セ
ル
は
、
値
札
な
ど
販
売
者
の
在
庫
に
属

す
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
指
示
標
識
を
伴
う
ス
ー
ツ
の
上
着
が
販
売
者
か
ら
盗
も
う
と
し
て
い
る
行
為
者
に
手
渡
さ
れ
た
場
合
、
当
該
物
品

は
行
為
者
の
保
護
領
域
に
存
す
る
こ
と
は
明
白
で
は
な
い
と
し
て
、
行
為
者
の
占
有
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
と
す
る
の
に
対
し
、
不
審
な

女
性
が
試
着
の
た
め
渡
さ
れ
た
下
着
を
着
た
ま
ま
逃
げ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
販
売
者
は
、
そ
の
下
着
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
特
別
な
侵

害
権
限
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
占
有
を
肯
定
す
る21

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
領
域
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
外
部
的
な
認

識
可
能
性
に
着
目
す
る
立
場
か
ら
は
、
店
内
で
所
持
者
が
誰
か
を
示
す
標
識
を
備
え
な
い
物
、
例
え
ば
雑
誌
な
ど
を
直
ち
に
戻
す
意
図
で
手

に
取
る
場
合
、
当
該
対
象
物
は
す
で
に
そ
の
者
の
人
格
領
域
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
占
有
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
結
論

は
判
例
や
学
説
の
一
般
的
見
解
と
対
立
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
着
服
し
た
場
合
、
店
内
で
直
ち
に
盗
取
し
た
場
合
（
窃
盗
）
と
比
較

し
て
異
な
る
刑
法
的
扱
い
と
な
る
こ
と
が
妥
当
か
疑
問
と
な
ろ
う22

）。

（
四
）
通
説
的
見
解
で
あ
る
事
実
説
と
完
全
に
決
別
し
て
規
範
的
・
社
会
的
観
点
を
貫
く
の
が
ビ
ッ
ト
ナ
ー
で
あ
る
。
彼
は
、
ま
ず
、
す
で
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に
触
れ
た
よ
う
に
、
占
有
に
主
観
的
要
件
は
不
要
で
あ
っ
て
客
観
的
占
有
概
念
が
妥
当
だ
と
し23

）、
物
に
対
す
る
物
理
的
影
響
力
は
何
ら
占
有

の
基
準
で
は
な
く
、
占
有
は
社
会
現
象
で
あ
る
と
と
ら
え
る24

）。
し
か
し
な
が
ら
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
占
有
を
レ
ヅ
ロ
ー
プ
ら
の
よ
う
に
同
胞

の
尊
重
に
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
胞
の
尊
重
が
、
社
会
的
な
規
則
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
成
立
す
る
帰
属
関
係
の
現
れ
た
も
の
に

帰
せ
ら
れ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
、
つ
ま
り
、
占
有
と
は
、
支
配
関
係
で
も
、
尊
重
関
係
で
も
な
く
、
社
会
的
な
帰
属
関
係
（Z

u
o
rd
n
u
n
g
-

sv
erh

a
ltn
is

）
で
あ
り
、
人
的
関
係
つ
ま
り
相
互
作
用
に
お
い
て
の
み
考
え
う
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
出
発
点
と
す
る
場
合
に

の
み
占
有
概
念
を
客
観
的
に
把
握
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る25

）。

占
有
を
社
会
的
関
係
と
と
ら
え
た
場
合
、
存
在
か
ら
当
為
を
導
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
そ
う
は
な
ら
な
い
の

で
あ
り
、
社
会
を
行
為
規
範
化
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
も
の
と
見
て
、
占
有
を
こ
の
よ
う
な
観
点
で
規
定
す
る
こ
と
は
当
為
規
範
の
無
視
で
は

な
い
と
す
る
。
ま
ず
、
ガ
イ
ガ
ー
に
従
っ
て26

）、
社
会
を
最
も
単
純
に
表
現
す
る
と
、
人
間
が
そ
の
現
存
在
に
お
い
て
互
い
に
適
合
し
、
依
存

し
て
い
る
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
社
会
的
な
規
制
の
シ
ス
テ
ム
、
つ
ま
り
社
会
秩
序
が
生
じ
る
と
し
、
ま
た
マ
ッ
ク
ス
・
ウ

エ
ー
バ
ー
に
従
っ
て27

）、
行
為
が
挙
げ
う
る
原
則
を
（
平
均
的
、
近
似
的
に
）
志
向
す
る
場
合
、
社
会
秩
序
を
問
題
に
で
き
、
そ
の
よ
う
な
志

向
づ
け
を
提
供
す
る
の
が
行
為
の
一
定
の
社
会
的
規
則
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
般
に
社
会
的
規
範
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
と
す
る28

）。
そ
こ

で
、
社
会
的
規
範
と
法
秩
序
の
間
の
関
係
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
ま
ず
、

社
会
形
成
体
の
構
成
員
は
そ
の
行
為
に
関
し
て
同
胞
の
永
続

的
な
観
察
の
下
に
あ
る
。
慣
習
的
に
根
を
下
ろ
し
た
あ
る
い
は
規
則
に
従
っ
て
要
求
さ
れ
た
範
型
か
ら
の
逸
脱
は
、
社
会
的
な
反
作
用
や
制

裁
を
呼
び
起
こ
す
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
成
員
は
、
そ
の
同
胞
の
社
会
的
統
制
の
下
に
あ
る
の
で
あ
る29

）。」
そ
の
よ
う
な
社
会
規
制
物

と
呼
び
う
る
の
は
、
社
会
形
成
体
に
お
い
て
そ
の
予
期
可
能
性
と
信
頼
で
き
る
反
復
に
よ
り
調
整
す
る
機
能
を
持
つ
行
為
態
様
、
た
と
え
ば

習
慣
（G
ew
o
h
n
h
eit

）、
慣
習
（B

ra
u
ch

）、
風
習
（S

itte

）、
慣
例
（K

o
n
v
en
tio
n

）、
礼
儀
作
法
、
し
き
た
り
（U

sa
n
ce

）、
名
誉
規

則
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
、
具
体
的
で
、
し
ば
し
ば
潜
在
的
な
、
常
に
一
貫
し
て
究
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
社
会
的
関
係
シ
ス
テ

ム
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
的
規
範
を
問
題
に
し
う
る
の
は
、
集
団
構
成
員
が
規
則
適
合
性
の
反
作
用
（
社
会
的
反
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応
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
）
に
よ
っ
て
拘
束
性
を
承
認
し
、
逸
脱
に
対
し
抵
抗
す
る
場
合
で
あ
る
と
す
る30

）。
し
た
が
っ
て
、
社
会
学
に
よ
っ
て
、
と

も
に
社
会
秩
序
を
成
す
二
つ
の
領
域
、
す
な
わ
ち
社
会
的
規
範
の
領
域
と
法
的
規
範
の
領
域
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
多

く
の
場
合
互
い
に
一
致
す
る
が
、
必
ず
し
も
一
致
が
存
在
す
る
必
要
は
な
く
、
一
定
の
社
会
的
規
範
が
法
に
反
し
て
発
展
す
る
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
法
秩
序
の
変
遷
を
推
測
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
物
の
人
へ
の
帰
属
が
社
会
的
規
範
に
よ
る
と
存
在
す
る

が
、
法
的
規
範
に
よ
る
と
存
在
し
な
い
と
い
う
場
合
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
場
合
も
考
え
得
る
。
た
と
え
ば
、
他
者
の
水
域
で
と
ら
え
ら
れ
た

魚
や
他
者
の
猟
区
で
仕
留
め
ら
れ
た
猟
獣
は
居
住
し
て
い
る
住
民
の
見
解
に
よ
る
と
た
と
え
法
上
は
密
猟
と
な
る
と
し
て
も
そ
の
漁
民
や
猟

師
に
帰
属
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
に
対
し
、
物
を
一
〇
年
間
善
意
で
自
己
の
占
有
下
に
お
く
者
は
民
法
上
の
規
定
に
よ
っ
て
、
こ
の

規
範
が
社
会
的
規
範
に
お
け
る
再
確
認
を
受
け
る
必
要
が
な
く
て
も
所
有
権
を
取
得
し
う
る
の
で
あ
る
（
取
得
時
効
）。
そ
れ
で
は
、
そ
の

よ
う
に
社
会
的
規
範
と
法
的
規
範
が
相
違
す
る
よ
う
な
場
合
、
裁
判
官
は
ど
の
よ
う
に
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
対

し
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
裁
判
官
は
、
法
秩
序
の
諸
規
定
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
社
会
的
規
範
に

軽
視
で
き
な
い
意
義
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
法
の
一
般
的
、
根
本
的
な
原
理
の
維
持
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が

な
け
れ
ば
国
家
的
な
法
秩
序
が
存
在
し
え
な
い
法
的
安
定
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
占
有
の
規
範
的
条
件

の
吟
味
の
際
、
社
会
的
規
範
は
、
法
的
規
範
と
矛
盾
し
な
い
限
り
で
の
み
顧
慮
さ
れ
う
る
が
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
法
が
な
お
現
実
に
即
し

た
も
の
で
あ
り
続
け
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
秩
序
と
協
調
関
係
に
あ

る
社
会
的
規
範
を
い
ず
れ
に
せ
よ
拘
束
的
な
法
規
範
と
と
も
に
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
、

文
化
規
範
（K

u
ltu
rn
o
rm
en

）」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
か

ら
、
占
有
と
は
、
顕
著
な
（o

ffen
k
u
n
d
ig

）、
つ
ま
り
文
化
規
範
に
基
づ
い
て
物
的
（d

in
g
lich

）
領
域
に
生
ず
る
物
の
人
へ
の
帰
属
で
あ

る
、
と
い
う
定
義
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る31

）。

次
に
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
占
有
の
こ
の
よ
う
な
定
義
を
前
提
に
し
て
占
有
形
態
の
分
類
を
試
み
る
。
確
か
に
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
占
有

領
域
あ
る
い
は
帰
属
領
域
（Z

u
o
rd
n
u
n
g
sb
ereich

）
と
呼
び
う
る
空
間
的
領
域
が
区
別
さ
れ
、
そ
れ
は
人
と
物
と
の
多
か
れ
少
な
か
れ
近
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接
的
な
接
触
領
域
な
の
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
帰
属
領
域
に
物
が
存
在
す
る
か
は
占
有
の
有
無
の
問
題
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
い
と
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
実
的
な
接
触
可
能
性
に
基
づ
く
占
有
の
規
定
は
占
有
の
法
技
術
的
側
面
も
社
会
的
側
面
も
十
分
な
程
度
に
考
慮
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
概
観
す
る
た
め
に
占
有
が
通
常
現
れ
る
異
な
っ
た
領
域
に
従
っ
て
分
類
す
る
こ

と
が
推
奨
さ
れ
る
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
占
有
形
態
を
区
別
す
る
。
ま
ず
、
直
接
的
（d

irek
t

）
占
有
と
一
般
的
（g

en
erell

）
占
有
を

区
別
し
、
後
者
を
、
さ
ら
に
、
帰
属
領
域
内
の
物
の
場
合
と
、
帰
属
領
域
外
の
物
の
場
合
を
区
別
す
る
が
、
帰
属
領
域
内
の
場
合
、
ふ
た
た

び
帰
属
領
域
が
私
的
性
質
を
持
つ
場
合
と
公
衆
が
直
ち
に
立
ち
入
れ
る
場
合
と
に
区
別
す
る32

）。

直
接
的
占
有
の
下
に
あ
る
の
は
、
永
続
的
な
監
視
下
に
あ
る
物
、
つ
ま
り
手
に
持
っ
て
い
る
、
身
体
に
身
に
つ
け
て
い
る
あ
る
い
は
別
の

や
り
方
で
携
帯
し
て
い
る
か
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
物
で
あ
り
、
こ
の
場
合
特
徴
的
な
の
は
、
事
実
的
な
支
配
関
係
で
あ
る
が
、
し
か
し

な
が
ら
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
る
と
、
占
有
は
、
文
化
規
範
に
基
づ
い
て
生
ず
る
帰
属
な
の
で
あ
る
か
ら
、
物
に
触
れ
て
い
る
、
身
体
に
身
に

つ
け
て
い
る
あ
る
い
は
そ
の
他
の
や
り
方
で
携
帯
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
何
ら
占
有
を
生
じ
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
品
定
め
の
た
め
テ
ニ
ス
ラ
ケ
ッ
ト
を
手
に
持
つ
客
は
す
で
に
そ
れ
に
対
し
占
有
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
美
術
館
の
訪
問
者
は
、

彼
が
触
れ
た
彫
刻
に
対
し
占
有
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
を
承
認
す
る
の
は
占
有
の
社
会
的
関
連
性
を
否
定
す

る
も
の
だ
と
す
る
。
日
常
的
生
活
に
お
い
て
は
、
物
に
触
れ
た
り
、
手
に
取
っ
た
り
す
る
こ
と
は
全
く
通
常
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
態
度

が
習
慣
、
商
慣
習
、
風
習
、
慣
例
の
よ
う
な
社
会
的
規
範
に
一
致
し
て
い
る
限
り
、
反
社
会
的
行
為
と
は
評
価
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
許
さ
れ
た
、
通
常
一
時
的
で
表
面
的
な
接
触
に
よ
っ
て
す
で
に
他
人
の
占
有
が
排
除
さ
れ
、
自
己
の
占
有
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
的
基
準
が
重
要
な
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
、
被
害
者
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
掏
っ
た
財
布
を
す
ば

や
く
共
犯
者
に
渡
す
掏
摸
は
、
ほ
ん
の
数
秒
し
か
そ
の
財
布
に
対
す
る
身
体
的
影
響
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
の

占
有
を
侵
害
し
て
、
自
己
の
一
時
的
占
有
を
基
礎
づ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
他
人
の
財
布
を
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
許
す
よ
う
な
法
的

規
範
も
社
会
的
規
範
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
の
店
で
商
品
を
手
に
取
る
場
合
、
そ
の
者
は
社
会
的
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秩
序
と
客
観
的
に
一
致
し
た
状
態
に
あ
り
、
商
品
は
店
主
に
属
し
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
好
意
か
ら
オ
ペ
ラ
グ
ラ
ス
を
短
時
間
手
渡
す
よ

う
な
場
合
、
そ
の
物
は
他
人
に
は
属
し
な
い
の
に
対
し
、
賃
貸
す
る
よ
う
な
場
合
は
異
な
り
、
借
用
者
は
借
り
た
物
を
広
範
に
自
由
に
で
き

る
、
つ
ま
り
、
そ
れ
を
持
っ
て
場
所
を
去
り
、
外
部
に
対
し
て
所
有
者
の
よ
う
に
振
る
舞
え
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
更
な
る
例
を
挙

げ
て
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
実
証
し
よ
う
と
す
る
。
劇
場
で
直
ち
に
持
ち
逃
げ
す
る
た
め
に
隣
の
者
か
ら
オ
ペ
ラ
グ
ラ
ス
を
請
い
求
め
る
者
は
、
見

つ
か
ら
ず
に
奪
取
す
る
者
と
同
じ
く
、
邪
魔
さ
れ
ず
に
立
ち
去
る
こ
と
が
出
来
な
い
危
険
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
費
や
さ
れ
た
犯
罪

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
す
る
と
窃
盗
を
実
行
し
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
れ
を
賃
貸
借
し
た
場
合
、
行
こ
う
と
思
う
所
に
赴
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
領
得
す
る
な
ら
ば
、
行
為
類
型
的
に
は
横
領
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
試
着
事
例
に
関
し

て
も
、
行
為
者
が
現
金
で
の
購
入
を
行
う
と
見
せ
か
け
て
、
ま
ず
衣
服
を
身
に
つ
け
た
上
で
、
そ
の
後
ピ
ス
ト
ル
で
販
売
員
を
脅
迫
し
た
と

い
う
判
例
の
事
案33

）に
対
し
、
取
引
に
お
け
る
一
般
的
慣
行
に
基
づ
い
て
、
商
品
、
特
に
衣
類
は
試
着
さ
れ
た
り
あ
る
い
は
持
ち
帰
る
た
め
に

身
に
つ
け
ら
れ
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
物
的
領
域
に
お
け
る
客
へ
の
帰
属
は
生
ぜ
ず
、
現
金
購
入
で
あ
れ
ば
移
転
は
そ
の
都
度
支
払
い
に
対
し

行
わ
れ
、
こ
の
時
点
ま
で
は
、
試
着
さ
れ
た
物
は
民
法
規
範
に
従
っ
て
も
一
般
的
商
慣
行
に
従
っ
て
も
販
売
者
に
帰
属
す
る
と
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
文
化
規
範
に
基
づ
い
て
行
為
者
に
と
っ
て
明
白
な
物
の
商
店
主
へ
の
帰
属
が
存
在
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
商
店
主
の
占
有
下
に
あ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
行
為
者
が
更
衣
室
で
試
着
し
た
衣
類
の
上
に
自
身
の
衣
服
を
重
ね
着
し
て
、
そ
の
ま
ま
邪
魔
さ
れ
ず
に
店
を

去
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
場
合
は
窃
盗
は
既
遂
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
行
為
者
は
そ
の
物
を
も
は
や
暗
黙
の
合
意
に
従
っ
て

試
着
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
習
慣
や
風
習
に
反
し
て
自
己
の
領
域
に
持
ち
こ
ん
で
お
り
、
文
化
規
範
に
従
う
と
彼
に
帰
属
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る34

）。

一
般
的
占
有
と
は
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
る
と
、
間
接
的
な
占
有
形
態
で
あ
り
、
た
い
て
い
の
物
が
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
。
た
と
え

ば
、
我
々
の
住
居
に
あ
る
物
は
不
在
の
場
合
で
も
、
路
上
に
駐
車
し
た
自
動
車
や
畑
に
残
さ
れ
た
犂
に
つ
い
て
も
、
永
続
的
な
監
視
の
下
に

な
く
、
つ
ま
り
直
接
的
接
触
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
規
範
に
基
づ
い
て
帰
属
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
畑
に
腕
時
計
が
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残
さ
れ
て
い
る
あ
る
い
は
劇
場
に
指
輪
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
異
な
る
。
時
計
や
指
輪
は
通
常
、
畑
や
劇
場
に
置
い
て
お
か
れ
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
り
、
誰
も
こ
れ
ら
の
物
と
直
接
的
近
接
状
況
に
な
い
な
ら
ば
、
物
的
領
域
に
お
い
て
他
の
者
に
属
し
得
ず
、
無
占
有
と
み
な

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
生
活
に
お
い
て
は
、
共
同
体
自
体
あ
る
い
は
そ
の
機
関
に
よ
り
一
定
の
社
会
統
制
が
行
使
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
存
在
論
的
な
あ
り
方
を
す
る
所
与
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
人
間
の
共
同
生
活
を
規
制
す
る
法
的
、
社
会
的
規
範
に
基
づ
く
の
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
占
有
と
い
う
社
会
現
象
は
規
範
的
に
規
定
さ
れ
う
る
の
だ
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
占
有
に
と
っ
て
外
的
に
限
界

づ
け
ら
れ
た
領
域
が
無
条
件
に
必
要
な
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
原
則
と
し
て
帰
属
関
係
を
推
測
さ
せ
る
領
域
の
外
に
存
す
る
物
も
一
般
的

占
有
に
服
し
う
る
し
、
な
お
帰
属
領
域
に
存
在
す
る
物
も
風
習
や
慣
例
に
よ
る
と
誰
も
も
は
や
こ
れ
に
対
し
接
触
を
持
た
な
い
場
合
に
は
、

無
占
有
と
な
り
う
る
の
で
あ
る35

）。

こ
の
よ
う
な
一
般
的
占
有
を
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
空
間
的
に
現
象
化
す
る
領
域
と
し
て
の
帰
属
領
域
に
し
た
が
っ
て
区
分
し
、
ま
ず
、
帰

属
領
域
の
内
部
に
存
在
す
る
物
に
対
す
る
占
有
に
関
し
て
、
そ
の
帰
属
領
域
が
私
的
性
質
を
持
つ
場
合
を
取
り
上
げ
る
。
認
識
可
能
的
に
限

界
づ
け
ら
れ
た
領
域
、
た
と
え
ば
住
居
、
柵
で
囲
ま
れ
た
庭
、
倉
庫
、
納
屋
、
狩
猟
小
屋
な
ど
は
、
直
ち
に
だ
れ
で
も
立
ち
入
れ
る
と
い
う

状
態
で
は
な
い
の
で
、
私
的
な
帰
属
領
域
と
呼
び
う
る
が
、
そ
の
内
部
に
存
在
す
る
物
は
原
則
と
し
て
領
域
の
所
有
者
に
属
す
る
と
す
る
。

こ
の
場
合
、
社
会
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
、
限
界
づ
け
ら
れ
た
私
的
領
域
が
存
在
し
、
そ
の
侵
害
は
社
会
的
、
国
家
的
制
裁
を
も
た
ら

す
の
で
あ
る
。
た
と
え
帰
属
領
域
の
所
有
者
が
そ
こ
か
ら
空
間
的
に
遠
ざ
か
っ
て
い
て
も
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
住
居
に
存
在
す
る
家
具
は

す
べ
て
、
文
化
規
範
に
基
づ
く
と
あ
ら
ゆ
る
物
に
と
っ
て
住
居
の
所
有
者
に
属
す
る
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
者
の
占
有
下
に
あ

り
、
私
の
郵
便
受
け
に
投
函
さ
れ
た
封
書
は
、
私
宛
で
あ
ろ
う
が
、
誤
っ
て
投
函
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
の
占
有
下
に
あ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
者
の
占
有
下
に
あ
る
物
が
こ
の
者
に
よ
っ
て
他
人
の
帰
属
領
域
に
持
ち
込
ま
れ
る
場
合
は
異
な
り
、
そ
れ
は
持

ち
こ
ん
だ
者
の
直
接
的
占
有
に
あ
る
限
り
、
他
の
者
は
そ
の
物
に
何
ら
か
の
措
置
を
実
行
す
る
権
限
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
私
を
訪
問
す
る

客
は
、
彼
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
あ
る
物
に
対
し
占
有
を
有
し
、
私
は
他
人
の
物
に
直
ち
に
接
触
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
私
に
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は
属
さ
な
い
と
す
る
。
ホ
テ
ル
の
部
屋
や
転
貸
さ
れ
て
分
離
さ
れ
て
い
な
い
部
屋
な
ど
も
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
す
る36

）。

次
に
、
帰
属
領
域
が
、
公
衆
が
直
ち
に
立
ち
入
れ
る
領
域
と
は
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
る
と
、
百
貨
店
、
飲
食
店
、
銀
行
、
大
学
、
役
所
、

待
合
室
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
開
放
性
は
、
立
ち
入
り
が
一
定
の
条
件
、
た
と
え
ば
、
入
場
券
の
購
入
や
証
明
書
の
呈
示
な
ど
に
依

存
さ
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
も
存
在
し
、
こ
の
よ
う
な
領
域
が
私
的
帰
属
領
域
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
多
数
の
人
が
立
ち
入
る
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
個
々
人
を
一
定
程
度
見
渡
す
こ
と
が
で
き
ず
、
匿
名
的
な
状
態
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
道
に

対
し
開
放
さ
れ
た
農
場
や
収
穫
さ
れ
た
畑
、
施
設
さ
れ
た
漁
網
・
カ
ゴ
や
さ
ら
に
は
困
難
な
く
乗
り
越
え
ら
れ
る
低
い
生
け
垣
で
囲
ま
れ
た

庭
な
ど
も
入
る
が
、
そ
の
よ
う
な
領
域
の
前
提
条
件
が
存
す
る
か
は
、
個
別
事
例
毎
に
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
も
っ
と

も
、
開
放
さ
れ
た
帰
属
領
域
の
内
部
に
は
、
比
較
的
多
く
の
人
的
範
囲
の
者
が
任
意
に
立
ち
入
れ
ず
、
変
動
も
存
し
な
い
限
界
づ
け
ら
れ
た

領
域
が
存
在
し
う
る
が
（
た
と
え
ば
、
百
貨
店
の
事
務
室
）、
そ
れ
は
私
的
領
域
で
あ
り
、
そ
こ
に
存
在
す
る
物
は
、
私
的
領
域
の
所
有
者

の
占
有
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
開
放
さ
れ
た
帰
属
領
域
の
所
有
者
の
占
有
は
、
開
放
さ
れ
た
帰
属
領
域
に
存
在
す
る
対
象
物

が
明
ら
か
に
文
化
規
範
に
基
づ
い
て
彼
に
帰
属
さ
れ
う
る
場
合
に
の
み
成
立
す
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
の
店
で
提
供
さ

れ
て
い
る
商
品
は
店
の
所
有
者
に
、
窓
口
部
屋
に
あ
る
灰
皿
は
銀
行
に
、
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
書
籍
は
図
書
館
に
、
役
所
の
ホ
ー
ル
に
あ

る
く
ず
入
れ
や
花
瓶
は
役
所
に
、
使
用
に
供
さ
れ
て
い
る
下
敷
き
は
施
設
管
理
部
に
、
講
義
室
の
家
具
は
大
学
事
務
局
に
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る

と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
帰
属
は
し
き
た
り
・
慣
習
お
よ
び
民
法
上
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
純
粋
に
法
的
な
領
域
の
み
な
ら

ず
、
物
的
領
域
に
お
い
て
も
で
あ
る
。
そ
の
際
領
域
の
所
有
者
は
永
続
的
な
監
視
を
行
い
あ
る
い
は
行
わ
せ
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
な
ぜ

な
ら
、
当
該
対
象
物
が
誰
に
属
す
る
か
が
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
顕
著
で
あ
る
が
故
に
、
社
会
も
統
制
を
行
使
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
公
衆
が
直
ち
に
立
ち
入
れ
る
領
域
か
ら
そ
の
種
の
物
を
奪
取
す
る
者
は
、
そ
の
職
員
に
よ
っ
て
気
づ
か
れ
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
泥
棒
を
捕
ま
え
て

」
と
い
う
叫
び
声
も
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る37

）。
し
か
し
な
が
ら
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
開
放
的
な
帰
属

領
域
に
お
い
て
失
わ
れ
た
物
や
忘
れ
ら
れ
た
物
の
場
合
は
全
く
異
な
る
と
す
る
。
支
配
的
見
解38

）と
は
異
な
り
、
誰
か
に
属
す
る
の
で
は
な
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く
、
無
占
有
と
な
る
の
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、
開
放
さ
れ
た
空
間
で
失
わ
れ
た
対
象
物
が
物
的
領
域
で
一
定
の
人
に
属
す
る
と
す
る
法
的
規

範
も
社
会
的
規
範
も
存
在
せ
ず
、
開
放
さ
れ
た
領
域
で
特
に
物
の
保
管
の
た
め
の
設
備
が
施
さ
れ
て
い
な
い
場
所
に
忘
れ
ら
れ
た
物
に
関
し

て
も
、
他
の
人
と
の
明
白
な
接
触
関
係
が
存
在
せ
ず
、
人
へ
の
帰
属
が
存
在
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
る39

）。

ビ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
る
と
、
帰
属
領
域
の
外
部
、
た
と
え
ば
公
道
、
広
場
、
柵
の
な
い
畑
、
森
に
あ
る
物
の
場
合
、
認
識
可
能
な
よ
う
に
限

界
づ
け
ら
れ
た
占
有
領
域
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
路
上
に
あ
る
公
園
の
ベ
ン
チ
、
街
灯
、
パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ
ー
、

彫
像
、
プ
ラ
ン
タ
ー
、
ゴ
ミ
容
器
、
自
転
車
、
建
設
機
械
や
建
築
資
材
、
駐
車
さ
れ
た
自
動
車
は
、
文
化
規
範
に
基
づ
き
物
的
領
域
で
そ
れ

ぞ
れ
の
権
限
者
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
誰
も
持
ち
主
の
い
な
い
物
だ
と
は
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
領
得
し
よ
う
と
す
る
行
為
者
は
現

行
犯
で
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
Ｏ
Ｌ
Ｇ
の
前
掲
事
案40

）に
関
係
し
て
、
誰

か
が
路
上
に
自
転
車
を
駐
車
さ
せ
て
お
く
場
合
、
彼
は
占
有
を
保
持
す
る
が
、
そ
れ
は
、
自
転
車
を
路
上
に
置
い
て
お
く
こ
と
は
通
常
的
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
自
転
車
が
誰
か
に
属
し
て
い
る
こ
と
は
第
三
者
に
と
っ
て
顕
著
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
事
実
的
支
配
に

着
目
す
る
支
配
的
見
解
で
は
、
公
開
さ
れ
た
場
所
に
存
す
る
物
に
対
し
て
何
ら
物
理
的
接
触
を
有
し
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
占
有
を
保

持
し
う
る
の
か
根
拠
を
提
供
で
き
な
い
の
に
対
し
、
占
有
を
文
化
規
範
に
基
づ
き
物
的
領
域
で
明
ら
か
と
な
る
社
会
的
な
帰
属
関
係
と
見
る

な
ら
ば
、
個
別
事
例
に
お
い
て
占
有
を
意
義
な
く
探
知
で
き
る
客
観
的
規
範
的
基
準
を
援
用
で
き
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
公
開
さ
れ
た
場
所

に
置
か
れ
た
自
転
車
は
民
法
的
規
範
に
基
づ
い
て
所
有
者
に
属
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
自
転
車
を
路
上
に
置
い
て
お
く
こ
と
は
通

常
的
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的
規
範
に
基
づ
い
て
も
自
転
車
が
そ
れ
を
置
い
て
お
い
た
者
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
文

化
規
範
か
ら
生
ず
る
物
の
人
へ
の
帰
属
は
領
得
し
よ
う
と
す
る
行
為
者
に
と
っ
て
物
的
領
域
で
顕
著
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼

は
、
自
転
車
を
奪
取
す
る
場
合
に
は
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
限
者
の
自

転
車
に
対
す
る
占
有
が
成
立
し
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
店
の
入
り
口
の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
の
前
に
置
か
れ
た
対
象
物
を
行
為
者
が
領
得

し
た
と
い
う
判
例
で
問
題
と
な
っ
た
事
案41

）に
関
し
て
、
物
理
的
処
分
力
に
基
づ
く
支
配
関
係
が
な
い
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
支
配
的
見
解
に
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よ
っ
て
占
有
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
に
対
し
、
占
有
を
文
化
規
範
に
基
づ
い
て
行
為
者
に
と
っ
て
顕
著
に
明
ら
か
と
な
る
よ
う

な
、
物
的
領
域
に
お
け
る
物
の
人
へ
の
帰
属
と
把
握
す
る
な
ら
ば
、
路
上
に
駐
車
さ
れ
た
自
転
車
は
文
化
規
範
に
基
づ
い
て
物
的
領
域
に
お

い
て
そ
れ
を
置
い
た
者
に
帰
属
さ
れ
、
店
の
前
に
置
か
れ
た
商
品
は
店
主
に
帰
属
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
宝
石
店
の
破
壊
さ
れ
た
シ
ョ
ー
ウ
イ

ン
ド
ー
の
前
に
あ
る
装
身
具
も
同
様
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
特
に
問
題
と
な
る
場
合
と
し
て
開
放
さ
れ
た
場
所
に
駐
車
さ
れ

た
自
動
車
の
場
合
を
挙
げ
、
権
限
あ
る
者
が
自
動
車
を
路
上
に
駐
車
し
、
そ
れ
に
対
す
る
接
触
を
維
持
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
が
彼
に
属
す

る
こ
と
は
誰
に
と
っ
て
も
顕
著
で
あ
り
、
車
両
保
有
者
が
し
ば
ら
く
旅
行
に
出
た
場
合
も
、
鍵
を
か
け
た
車
両
を
規
則
通
り
駐
車
さ
せ
た
か

ぎ
り
、
彼
に
帰
属
し
、
ど
こ
に
駐
車
し
た
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
も
、
車
両
を
再
び
発
見
す
る
こ
と
に
大
き
な
困
難
が
な
く
、
社
会
的

つ
な
が
り
（S

o
zia
le K

o
n
n
ex

）
は
絶
た
れ
て
い
な
い
が
故
に
占
有
を
保
持
す
る
と
す
る
。
こ
れ
は
側
溝
に
落
ち
込
ん
だ
事
故
車
両
と
い

う
判
例
で
問
題
と
な
っ
た
前
掲
事
案42

）で
も
同
じ
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
故
車
両
は
た
い
て
い
な
お
価
値
を
有
す
る
か
ら
、
所
有
者

に
よ
り
直
ち
に
は
放
棄
さ
れ
な
い
傾
向
が
あ
り
、
さ
ら
に
事
故
車
両
は
側
溝
に
長
く
残
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
所
有
者
は
す
で
に

警
察
規
定
に
基
づ
い
て
搬
出
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
領
得
し
よ
う
と
す
る
行
為
者
は
、
無
権
限
で
運
び
出
す
な
ら
ば
捕
ま
る
こ
と
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
故
に
、
高
度
の
犯
罪
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
他
人
の
自
動
車

を
無
権
限
で
使
用
し
た
後
、
ど
こ
か
の
路
上
に
放
置
し
て
、
第
三
者
が
取
得
す
る
危
険
に
さ
ら
す
よ
う
な
場
合
も
そ
れ
に
よ
り
、
無
占
有
と

な
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
法
仲
間
に
と
っ
て
権
限
者
に
帰
属
す
る
こ
と
は
顕
著
だ
と
す
る
。
し
か
も
、
純
粋
に
法
的
領
域

に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
物
的
領
域
に
お
い
て
も
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
身
分
証
明
書
が
路
上
に
あ
る
よ
う
な
場
合
と
異
な
り
、
ど
こ
か

で
人
が
離
れ
去
っ
た
自
動
車
が
放
置
し
て
あ
る
の
を
見
た
者
は
直
ち
に
そ
れ
を
取
得
す
る
権
限
は
な
い
の
で
あ
り
、
人
里
離
れ
た
場
所
で
発

見
さ
れ
た
場
合
に
す
ら
、
そ
の
自
動
車
が
発
見
者
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
よ
い
と
い
う
推
測
は
な
さ
れ
え
な
い
、
確
か
に
、
故
障
、
事
故
や

ハ
イ
キ
ン
グ
の
た
め
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
む
し
ろ
発
見
者
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
市
民
と
し
て
、
そ
の
発
見
を
警
察
に
報
告
す

る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
今
日
の
状
況
で
は
、
特
徴
か
ら
車
両
保
有
者
の
確
認
は
き
わ
め
て
短
期
間
に
可
能
で
あ
り
、
し
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た
が
っ
て
、
行
為
者
に
よ
っ
て
ど
こ
か
に
放
置
さ
れ
た
自
動
車
に
対
す
る
権
限
者
の
社
会
的
つ
な
が
り
も
官
庁
と
社
会
的
統
制
に
よ
っ
て
維

持
さ
れ
た
ま
ま
だ
と
す
る
の
で
あ
る43

）。

以
上
の
よ
う
な
ビ
ッ
ト
ナ
ー
の
規
範
的
・
社
会
的
観
点
を
徹
底
す
る
見
解
は
、
支
配
的
見
解
と
は
異
な
り
、
占
有
概
念
に
対
し
て
方
法
論

的
に
一
貫
し
た
基
準
を
提
供
し
、
占
有
が
問
題
と
な
る
領
域
の
類
型
化
を
可
能
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
毎
に
占
有
概
念
の
適
切
な
認
定

の
た
め
の
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
規
範
的
・
社
会
的
基
準
に
対
し
て
は
、
批
判
も

加
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
支
配
的
見
解
の
事
実
的
支
配
と
占
有
意
思
と
い
う
二
元
的
見
解
は
理
論
的
に
も
、
適
用
上
も
問
題
が
あ
り
、

実
際
に
は
社
会
的
見
解
と
い
う
規
範
的
基
準
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
評
価
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
、
占
有
概
念
か
ら
事
実
的
・
物

理
的
要
素
、
特
に
空
間
的
・
時
間
的
事
情
が
完
全
に
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
規
範
的
観
点
を
許
容
す
る
立
場

か
ら
も
支
配
的
な
事
実
説
を
い
わ
ば
修
正
す
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る44

）。
実
際
に
ビ
ッ
ト
ナ
ー
も
、
直
接
的

占
有
と
い
う
領
域
で
は
、
通
常
物
理
的
支
配
の
関
係
が
問
題
に
な
る
と
し
て
、
事
実
的
観
点
を
放
棄
で
き
な
い
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ45

）、
そ
う
だ
と
す
る
と
純
粋
な
規
範
的
観
点
を
貫
徹
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
の
行
う
類
型
化
に
よ
る

占
有
認
定
の
結
論
は
判
例
や
支
配
的
見
解
の
結
論
と
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
の
基
準
は
、
事
実
的
支
配
と
占
有
意

思
と
い
う
二
元
的
な
見
解
か
ら
の
形
式
的
決
別
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
容
的
に
は
同
一
で
あ
り
、
白
地
概
念
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る46

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
必
ず
し
も
決
定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
事
実
的
観
点
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
社
会
的

見
解
な
ど
の
規
範
的
観
点
に
実
質
的
に
依
拠
す
る
支
配
的
見
解
に
比
較
し
て
、
方
法
論
的
反
省
を
経
た
ビ
ッ
ト
ナ
ー
の
徹
底
し
た
見
解
の
方

が
は
む
し
ろ
優
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
多
数
派
の
事
実
的
支
配
の
観
点
は
そ
れ
だ
け
で
は
妥
当
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い

の
は
、
す
で
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
事
実
は
基
準
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
対
象
な
の
で
あ
っ
て
、
事
実
的
と
い
う
だ
け
で
は
統
一
的

基
準
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
修
正
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
基
準
は
別
の
次
元
に
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
判
例
や
支
配
的
見

解
が
社
会
的
見
解
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
点
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
占
有
概
念
の
適
用
の
た
め
の
基
準
が
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
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か
と
い
う
と
そ
れ
は
社
会
的
次
元
に
お
い
て
社
会
的
基
準
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ビ
ッ
ト
ナ
ー
の
導
く
結
論
が
判
例
と
ほ
と
ん

ど
変
わ
ら
な
い
の
は
、
む
し
ろ
社
会
的
見
解
を
判
断
の
基
礎
に
お
く
判
例
と
規
範
的
社
会
的
観
点
を
徹
底
す
る
ビ
ッ
ト
ナ
ー
の
見
解
と
の
結

論
の
一
致
は
当
然
と
も
と
い
え
る
。

よ
り
重
要
な
問
題
は
、
占
有
判
断
の
基
準
を
社
会
の
次
元
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
占
有
は
本
来
法
的
な
概
念
で

あ
り
、
民
衆
に
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
占
有
の
概
念
が
刑
法
上
の
窃
盗
罪
構
成
要
件
に
お
い
て
役
割
を
果
た
し
、
こ
れ

を
本
質
的
に
形
成
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
な
い47

）。
そ
う
な
る
と
、
占
有
の
判
断
基
準
を
社
会
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
疑
問
が

生
じ
る
。
ま
た
、
占
有
と
所
有
権
の
間
の
微
妙
な
区
別
も
、
歴
史
的
経
緯
か
ら
民
衆
の
意
識
の
中
に
は
貫
徹
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
民
衆
の
意
識
で
は
窃
盗
罪
な
ど
は
、
十
分
規
定
で
き
ず
、
占
有
が
で
は
な
く
、
侵
害
さ
れ
た
所
有
権
が
窃
盗
の
認
定
に
決
定
的
影
響
を

与
え
る
危
険
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
構
成
要
件
要
素
が
混
同
さ
れ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る48

）。
そ
う
だ
と
す
る
と
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
も
社
会
一
般
の
意
識
に
占
有
判
断
の
基
準
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
だ
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
的
概
念
が
社
会
の
意

識
に
正
確
な
対
応
物
を
見
い
だ
し
得
な
い
と
言
う
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
規
範
的
構
成
要
件
一
般
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
問
題
で
あ
り
、

ビ
ッ
ト
ナ
ー
の
見
解
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
見
解
を
援
用
す
る
多
数
派
の
立
場
に
も
向
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
占
有
を
法
的

規
範
を
含
め
た
社
会
的
規
範
、
す
な
わ
ち
文
化
規
範49

）に
よ
り
誰
に
属
す
る
と
さ
れ
る
か
と
い
う
社
会
的
帰
属
と
定
義
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

占
有
が
法
的
概
念
と
し
て
ど
う
扱
わ
れ
る
か
、
所
有
権
か
ら
ど
の
よ
う
な
基
準
で
区
別
さ
れ
る
か
に
拘
わ
ら
ず
、
社
会
的
に
誰
の
支
配
下
に

あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
法
的
概
念
と
し
て
の
占
有
が
社
会
的
次
元
で
決
定
さ
れ
る

と
い
う
構
造
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な
批
判
は
重
要
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

ビ
ッ
ト
ナ
ー
が
、
社
会
的
に
帰
属
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
の
際
に
用
い
る
、
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
と
い
う
基
準
や
窃
盗
罪
の
場
合
は
横
領
罪
の
場
合
よ
り
も
よ
り
多
く
の
犯
罪
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
だ
と
い
う
基
準
に
対
し
て
も
、
こ

れ
ら
の
一
般
的
基
準
は
窃
盗
罪
を
他
の
構
成
要
件
か
ら
区
別
す
る
限
界
づ
け
基
準
と
し
て
役
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
占
有
の
認
定
の
基
準
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と
し
て
耐
え
う
る
も
の
で
は
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る50

）。
確
か
に
、
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
る
あ
る
い
は
よ
り
大
な
る
犯
罪
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
占
有
侵
害
に
固
有
の
現
象
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
を
占
有
認
定
の
た
め
の
基
準
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

が
、
社
会
的
規
範
に
従
っ
て
他
者
へ
の
社
会
的
帰
属
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
推
究
さ
せ
る
事
情
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
つ
ま

り
当
該
客
体
が
他
者
に
属
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
が
故
に
そ
れ
を
侵
害
す
る
こ
と
は
現
行
犯
逮
捕
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

の
が
社
会
的
意
識
で
あ
り
、
自
己
の
支
配
下
に
あ
る
物
を
着
服
す
る
場
合
よ
り
も
心
理
的
抵
抗
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ

う
。

（
五
）
ゲ
ッ
セ
ル
や
ビ
ッ
ト
ナ
ー
の
見
解
を
受
け
継
い
で
規
範
的
社
会
的
基
準
を
採
用
す
る
の
が
シ
ュ
ア
ー
ホ
ー
フ
で
あ
る
。
シ
ュ
ア
ー

ホ
ー
フ
は
、
主
観
的
要
素
も
物
理
的
要
素
も
占
有
概
念
の
構
成
的
要
素
と
し
て
は
否
定
し51

）、
真
に
決
定
的
な
基
準
は
「
生
活
観
念

（L
eb
en
sa
n
sch

a
u
u
n
g

）」、
つ
ま
り
純
粋
な
評
価
の
み
で
あ
る
と
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
占
有
関
係
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
判
決
は
、
社
会

生
活
上
の
観
念
と
の
関
連
の
下
で
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
い
ず
れ
に
せ
よ
し
ば
し
ば
個
別
事
例
の
特
殊
な
物
理
的
、
心
理
的
事
情
と
一
致

し
、
そ
の
結
果
明
示
的
に
こ
れ
を
指
摘
す
る
必
要
が
な
い
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
社
会
的
要
素
が
他
の
観
点
を
排
除
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
日
常
生
活
の
見
解
の
背
後
に
は
、
他
な
ら
ぬ
純
粋
な
利
益
評
価
が
潜
ん
で
い
る
、
つ
ま
り
、
そ
の
古
典
的
な
現
象
に
関
し
前
提
と
さ
れ

た
体
素
や
心
素
の
要
素
が
緩
和
さ
れ
あ
る
い
は
欠
如
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
的
な
占
有
状
態
の
保
護
の
た
め
に
占
有
関
係
の
存
在

が
正
当
化
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
衡
量
が
で
あ
り
、
そ
の
場
合
法
的
な
処
分
力
と
事
実
的
な
処
分
力
の
限
界
が
曖
昧
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
事
物
支
配
論
に
支
配
的
見
解
よ
り
も
体
系
性
を
考
慮
し
た
基
礎
を
与
え
る
た
め
の
出
発
点
と
し
て
、
対
象
物
が

一
般
的
に
存
在
し
う
る
空
間
的
領
域
と
い
う
基
準
に
よ
る
場
合
分
け
が
役
に
立
ち
、
そ
れ
は
誰
か
に
属
し
た
支
配
領
域
の
内
部
か
外
部
に
お

い
て
の
み
考
え
得
る
と
す
る52

）。

シ
ュ
ア
ー
ホ
ー
フ
は
、
占
有
が
あ
る
と
す
る
た
め
に
は
、
対
象
物
が
一
見
し
た
と
こ
ろ
人
の
物
的
支
配
の
下
に
服
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ

る
状
態
に
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
つ
ま
り
社
会
的
に
明
白
な
帰
属
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
空
間
的
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に
限
界
づ
け
ら
れ
た
帰
属
領
域
を
問
題
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
自
転
車
を
住
居
の
施
錠
さ
れ
た
地
下
室
や
倉
庫
に
保
管
し
て
い
る
あ
る
い
は

所
有
者
が
そ
れ
に
乗
っ
て
走
行
し
て
い
る
場
合
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
社
会
的
に
明
白
な
帰
属
が
存
在
す
る
と
す
る
が
、
周
囲
か
ら
明
白
に
区

別
さ
れ
た
影
響
範
囲
が
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の
現
代
的
な
大
衆
社
会
生
活
に
よ
っ
て
永
続
的
に
精
緻
化
さ
れ
る
占
有
関
係
を

普
遍
拘
束
的
な
規
則
に
服
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
道
具
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
れ
に
関
連
し
て
人
間
相
互
間
の
秩
序
づ

け
ら
れ
た
交
渉
は
考
え
得
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
領
域
（S

p
h
a
ren

）
に
属
す
る
の
は
、
人
間
の

身
体
と
並
ん
で
、
地
面
に
堅
く
結
び
つ
け
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
空
間
、
さ
ら
に
柵
な
ど
の
囲
い
を
備
え
た
建
物
で
あ
り
、
車
両
も
、
勝

手
な
侵
入
が
す
べ
て
の
外
部
者
に
処
罰
規
定
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
独
立
し
た
物
的
利
益
領
域
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
柵
で
囲
ま

れ
て
い
な
い
畑
は
、
そ
の
他
の
自
由
に
立
ち
入
れ
る
土
地
と
直
ち
に
区
別
さ
れ
え
な
い
が
故
に
、
確
固
し
た
輪
郭
を
描
か
れ
た
事
物
に
対
す

る
影
響
範
囲
が
欠
け
て
い
る
と
す
る
。
個
別
的
に
支
配
さ
れ
た
影
響
範
囲
の
限
界
の
性
質
に
関
し
、
や
や
困
難
が
あ
る
の
は
、
自
由
な
場
所

が
そ
こ
に
あ
る
対
象
物
に
対
す
る
占
有
を
承
認
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
に
囲
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
だ
け
で
あ
り
、

そ
の
内
部
に
存
在
す
る
物
の
占
有
の
発
生
・
継
続
・
消
滅
に
関
し
て
は
簡
単
な
規
則
が
妥
当
す
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
刑
法
的
占
有
の
喪
失

は
元
々
あ
っ
た
物
的
利
益
領
域
か
ら
客
体
を
別
の
領
域
へ
と
運
び
去
る
こ
と
と
共
に
生
じ
、
ま
た
、
た
と
え
ば
、
借
家
人
の
住
居
に
あ
る
装

飾
品
に
対
す
る
事
物
支
配
は
、
訪
問
者
が
そ
の
品
を
吟
味
の
た
め
手
に
と
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
一
般
的
監
視
の
下
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が

故
に
継
続
し
、
上
着
の
袖
に
密
か
に
隠
す
な
ど
自
己
の
身
体
領
域
に
移
す
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
初
め
て
、
権
限
者
へ
の
そ
れ
ま
で
の
帰
属

が
終
了
す
る
と
す
る53

）。

こ
れ
に
対
し
、
シ
ュ
ア
ー
ホ
ー
フ
に
よ
る
と
、
閉
じ
た
支
配
領
域
の
外
部
に
存
在
す
る
物
に
対
す
る
占
有
の
場
合
は
、
客
体
と
人
の
間
の

よ
り
具
体
的
な
、
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
明
ら
か
な
関
連
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
前
述
の
領
域
公
式
は
も
は
や
役
に
立
た
な
い
。
た
と

え
ば
、
歩
道
に
置
か
れ
た
自
転
車
な
ど
は
限
界
づ
け
ら
れ
た
影
響
範
囲
に
よ
り
囲
ま
れ
て
は
い
な
い
が
、
所
持
者
が
一
時
的
に
離
れ
て
も
そ

の
事
実
的
な
処
分
力
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
支
配
領
域
に
基
づ
く
総
括
的
帰
属
に
対
し
て
、
い
わ
ば
個
別
的
帰
属
を
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特
徴
づ
け
る
特
徴
が
見
つ
け
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
「
同
置
問
題
（G
leich

stellu
n
g
sp
ro
b
lem

a
tik

）」
で
あ
る
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
空
間
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
影
響
力
範
囲
と
並
ん
で
、
な
お
、
明
白
な
人
と
物
と
の
結
合
を
証
明
し
、
か
つ
、
独
立
し
た

影
響
範
囲
と
類
似
し
て
、
事
実
的
な
処
分
力
と
い
う
古
典
的
な
現
象
形
態
に
典
型
的
な
所
持
者
の
身
体
的
現
在
性
に
対
す
る
代
替
的
機
能
を

受
け
継
ぐ
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
別
の
構
造
が
ど
の
程
度
存
在
す
る
か
と
い
う
問
題
だ
と
す
る
の
で
あ
る54

）。
こ
の
よ
う
な
代
替
的
場
合
と
し

て
、
シ
ュ
ア
ー
ホ
ー
フ
は
、
閉
鎖
さ
れ
た
支
配
領
域
の
入
場
領
域
（E
in
zu
g
sg
eb
iet

）
に
対
象
物
が
あ
る
場
合
と
防
護
措
置
に
よ
る
場
合

の
二
つ
を
挙
げ
る
。
ま
ず
、
空
間
的
に
画
定
さ
れ
た
影
響
力
領
域
の
入
場
領
域
に
あ
る
物
の
占
有
関
係
に
つ
い
て
は
、
外
部
に
い
る
者
に
対

し
て
そ
の
こ
と
を
予
告
す
る
た
め
に
、
事
情
を
示
す
媒
介
物
を
必
要
と
す
る
と
し
、
客
体
が
単
に
一
定
の
や
り
方
で
そ
の
と
き
ど
き
の
誰
か

の
支
配
領
域
と
空
間
的
接
触
を
持
た
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
場
合
、
た
と
え
ば
住
居
の
扉
の
前
に
置
か
れ
た
新
聞
や
パ
ン
の
よ
う
な
場
合
、
そ

の
者
に
属
し
て
い
る
と
見
な
す
た
め
に
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
障
壁
が
よ
り
心
理
的
性
質
を
持
つ
場
合
、
防
護
あ

る
い
は
固
定
が
行
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
物
理
的
に
知
覚
可
能
な
特
徴
も
示
す
こ
と
に
な
り
、
直
ち
に
立
ち
入
れ
る
前
庭
に
つ
な
が
れ
て
い

る
犬
を
持
ち
去
る
場
合
、
鎖
を
排
除
し
て
は
じ
め
て
窃
盗
の
意
味
で
の
奪
取
の
烙
印
を
押
す
よ
う
な
こ
と
を
実
現
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
者
と
人
と
の
対
象
的
関
係
が
特
殊
な
空
間
的
状
態
に
基
づ
く
場
合
と
し
て
、
さ
ら
に
扉
の
前
に
置
か
れ
た
小
包
、
入
り
口

に
置
か
れ
た
ミ
ル
ク
瓶
、
家
の
壁
に
立
て
か
け
ら
れ
た
ほ
う
き
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る55

）。

こ
れ
に
対
し
、
シ
ュ
ア
ー
ホ
ー
フ
に
よ
る
と
、
領
域
性
の
な
い
（S

p
h
a
ren

frei

）
空
間
で
は
異
な
る
基
準
が
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
こ
に
対
象
物
を
見
い
だ
す
場
合
、
原
則
的
に
以
前
の
所
持
者
の
占
有
は
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
よ
く
、
目
に
見
え
る
か
た
ち

で
一
定
の
外
的
な
防
護
措
置
が
行
わ
れ
て
は
じ
め
て
当
該
客
体
の
人
へ
の
物
的
帰
属
が
明
ら
か
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
御
者
が
馬
を
綱
で
つ

な
い
で
飲
食
店
に
入
る
と
い
う
事
例
で
は
、
馬
を
綱
で
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
限
者
へ
の
物
的
関
係
が
具
体
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
た

め
に
、
占
有
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
馬
を
通
常
遠
く
に
行
か
な
い
と
い
う
習
性
を
信
頼
し
て
自
由
に
駆
け
回
れ
る
ま
ま
に
し
て
お
く
場
合

は
、
社
会
的
に
明
白
な
人
と
者
と
の
関
係
が
欠
け
る
た
め
、
遅
く
と
も
居
酒
屋
に
入
っ
た
時
点
で
も
は
や
占
有
者
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
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た
、
農
夫
が
受
け
取
る
た
め
に
酪
農
家
に
よ
り
一
定
の
離
れ
た
通
り
に
置
か
れ
た
ミ
ル
ク
缶
は
、
物
的
に
は
帰
属
し
な
い
が
、
水
域
に
設
置

さ
れ
た
か
ご
や
漁
網
は
、
固
定
さ
れ
て
い
る
限
り
漁
師
の
占
有
下
に
あ
る
と
す
る56

）。

た
だ
し
、
自
動
車
に
対
す
る
占
有
の
問
題
は
特
殊
な
地
位
を
占
め
る
と
す
る
。
社
会
生
活
上
の
見
解
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
車
の
操
縦
者

が
事
物
支
配
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
外
部
的
な
現
れ
方
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
、
つ
ま
り
乗
っ
て
い
る
者
の
利
益
よ
り
も
高
く

評
価
さ
れ
る
べ
き
対
立
利
益
は
存
在
し
な
い
の
に
対
し
、
車
両
が
公
道
や
駐
車
場
に
あ
っ
て
、
関
係
者
が
明
ら
か
に
近
く
に
い
な
い
場
合
、

状
況
は
よ
り
複
雑
で
あ
り
、
空
間
的
隔
た
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑
法
的
占
有
が
権
限
者
に
保
持
さ
れ
る
の
は
、
規
則
通
り
に
施
錠
し
た
場

合
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
措
置
に
よ
っ
て
運
転
者
の
継
続
的
な
支
配
要
求
が
歴
然
と
明
ら
か
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
鍵

を
か
け
る
こ
と
は
、
一
般
的
慣
習
に
従
う
と
車
に
対
す
る
事
実
的
影
響
力
行
使
の
一
形
態
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般

的
に
共
有
さ
れ
た
確
信
を
成
す
の
は
、
個
別
的
な
具
体
的
影
響
範
囲
の
外
部
に
存
在
す
る
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
は
、
そ
れ
ら
を
社
会
生
活
上
正

し
く
扱
う
限
り
、
使
用
者
の
事
実
的
支
配
力
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、
燃
や
さ
れ
、
利
用
し
う
る
部
分
を
奪
わ
れ

た
自
動
車
が
公
園
に
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
機
能
を
失
い
、
こ
の
場
所
に
属
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、
全
体
事
情
は
元
の
事
物
支
配
の

終
了
を
示
し
て
い
る
が
故
に
刑
法
的
占
有
は
喪
失
し
て
い
る
。
ま
た
、

潜
在
的
）
行
為
者
が
車
に
対
す
る
事
実
的
影
響
力
を
得
る
こ
と
に

取
り
か
か
ら
な
い
限
り
、
以
前
の
支
配
力
は
影
響
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
鍵
の
み
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
車
両
に
対
す
る

占
有
に
関
し
て
は
全
く
何
も
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
占
有
関
係
の
移
行
を
外
部
に
対
し
て
証
明
す
る
さ
ら
な
る
行
為
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い

る57
）。最

後
に
、
公
開
さ
れ
た
領
域
と
は
、
シ
ュ
ア
ー
ホ
ー
フ
に
よ
る
と
、
確
か
に
外
部
的
に
周
辺
か
ら
認
識
可
能
的
に
際
だ
た
せ
る
も
の
は
あ

る
が
、
占
有
の
障
壁
と
い
う
性
質
に
は
及
ば
な
い
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
誰
で
も
自
由
に
立
ち
入
れ
る
畑
、
単
に
目
印
だ
け

で
境
界
を
定
め
た
建
築
現
場
、
低
い
生
け
垣
に
よ
り
囲
ま
れ
た
前
庭
な
ど
、
立
ち
入
る
に
は
単
に
象
徴
的
な
障
壁
を
越
え
る
だ
け
で
よ
い
地

域
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
置
か
れ
た
物
に
関
し
て
は
、
近
く
に
と
ど
ま
る
一
定
の
帰
属
者
の
監
視
に
服
し
て
い
な
い
限
り
、
原
則
と
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し
て
刑
法
的
占
有
は
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
見
解
に
は
反
し
て
、
農
夫
が
離
れ
た
畑
に
置
い
た
犂
の
場
合
も
、
事
実
的
支
配

力
は
及
ば
ず
、
占
有
は
認
め
な
い
。
こ
の
よ
う
な
犂
事
例
の
扱
い
は
、
車
を
白
線
で
区
画
さ
れ
た
公
開
の
駐
車
場
所
に
置
き
、
そ
れ
に
続
い

て
数
年
の
世
界
旅
行
に
出
か
け
る
と
い
う
今
ま
で
の
見
解
に
よ
っ
て
も
占
有
を
失
う
と
い
う
対
応
事
例
と
の
比
較
か
ら
も
示
さ
れ
る
と
し
、

客
体
に
対
す
る
事
実
的
支
配
は
直
接
的
に
、
身
体
的
所
持
に
よ
り
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
間
接
的
に
、
閉
鎖
さ
れ
た
影
響
範
囲
の
設
立
に

よ
り
又
は
外
的
な
防
護
措
置
に
よ
り
社
会
的
に
明
白
に
帰
属
す
る
者
の
み
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
も
問
題
に
な
ら
ず
、
現
実
の
事
物
支
配

関
係
と
同
置
さ
れ
る
べ
き
見
か
け
上
の
関
係
を
選
択
す
る
基
準
が
欠
け
る
と
い
う
点
で
も
そ
う
だ
と
す
る
の
で
あ
る58

）。

以
上
の
よ
う
な
シ
ュ
ア
ー
ホ
ー
フ
の
見
解
も
、
占
有
概
念
を
規
範
的
・
社
会
的
観
点
か
ら
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
支
配
的
な
事
実
説
の

問
題
点
を
克
服
し
て
占
有
概
念
の
適
用
領
域
の
類
型
化
を
一
貫
し
て
可
能
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
す
例
と
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
シ
ュ
ア
ー
ホ
ー
フ
の
構
成
に
は
疑
問
点
も
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、
彼
が
最
終
的
に
占
有
の
判
断
を
行
う
の
は
利
益
衡
量
に
よ
る
と
し
て

い
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
確
か
に
、
利
益
衡
量
論
自
体
は
法
解
釈
に
お
い
て
一
般
的
に
使
わ
れ
る
手
法
で
は
あ
る
が
、
シ
ュ
ア
ー
ホ
ー
フ

は
包
括
的
な
利
益
衡
量
に
基
づ
く
と
述
べ
る
の
み
で
、
ど
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て
利
益
衡
量
が
行
わ
れ
わ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
明
確

に
し
て
い
な
い59

）。
そ
も
そ
も
利
益
衡
量
に
お
い
て
は
通
常
法
で
保
護
さ
れ
る
利
益
が
衝
突
す
る
よ
う
な
場
合
に
法
的
決
定
に
よ
っ
て
最
終
判

断
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
占
有
を
法
益
と
構
成
す
る
か
否
か
は
別
に
し
て
、
規
範
的
社
会
的
観
点
で
は
す
で
に
社
会
的
次
元
で
一
定
の

状
態
が
占
有
と
評
価
さ
れ
法
的
保
護
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
何
ら
か
の
法
的
利
益
の
衝
突
が
あ
る
と
見
る
の
は
無
理

が
あ
り
、
す
で
に
社
会
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ア
ー
ホ
ー
フ
が
利
益
衡
量
論
を
基
礎
に
置
く
こ
と
と
も
関
係
す
る
の
が
、
占
有
判
断
の
衡
量
に
あ
た
っ
て
、
事
実
的
要

素
、
特
に
外
観
を
重
要
視
す
る
こ
と
が
問
題
を
提
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、
領
域
の
外
で
は
、
保
護
的
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
の
外
部

的
現
象
形
態
に
着
目
さ
れ
て
お
り60

）、
そ
こ
か
ら
柵
で
囲
ま
れ
て
い
る
か
、
施
錠
さ
れ
て
い
る
か
が
占
有
の
重
要
な
基
準
と
な
り
、
一
般
の
見

解
に
は
反
し
て
、
畑
に
残
さ
れ
た
犂
の
事
例
や
鍵
の
か
け
ら
れ
て
い
な
い
自
動
車
に
対
す
る
占
有
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
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ら
、
柵
を
設
け
て
い
る
か
否
か
、
鍵
を
か
け
て
い
る
か
否
か
が
占
有
の
決
定
的
基
準
と
な
る
と
す
る
の
は
、
結
論
の
妥
当
性
の
点
で
す
で
に

問
題
が
あ
る
が
、
解
釈
論
的
に
社
会
的
見
解
に
そ
の
根
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
見
解
を
基
準
と
す
る

の
は
決
し
て
ど
う
見
え
る
か
と
い
う
外
観
が
基
準
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
支
配
下
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
か
と
い
う
社
会
的
意
味

が
決
定
的
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
護
措
置
が
施
し
て
あ
る
か
、
施
錠
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
の
要
素
は
誰
か
の
支
配
の
下
に
あ
る
と

い
う
社
会
的
帰
属
の
意
味
を
判
断
す
る
一
つ
の
要
素
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
占
有
が
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

（
六
）
以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
規
範
的
社
会
的
占
有
概
念61

）は
、
事
実
説
と
比
べ
る
と
解
釈
論
的
基
準
と
し
て
は
理
論
的
に
一
貫
し
て
お
り
、

領
域
毎
の
類
型
的
な
占
有
判
断
を
あ
る
程
度
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り62

）、
よ
り
説
得
力
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う

な
規
範
的
社
会
的
方
法
に
対
し
て
は
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
結
論
を
ひ
き
だ
せ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
不
明
確
で
、
恣
意
的
で
あ
る
と

い
う
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る63

）。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
説
の
よ
う
に
占
有
の
基
本
性
質
を
物
理
的
影
響
力
に
求
め
る
こ
と
は
、
実
際
に
は

貫
徹
で
き
ず
、
社
会
的
見
解
も
参
照
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
は
、
事
実
的

な
も
の
と
規
範
的
な
の
を
混
在
さ
せ
、
方
法
論
的
に
一
貫
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
い
ず
れ
の
観
点
を
重
視
す
る
か
に
関
し
不
明
確
さ
を
残

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
規
範
的
観
点
を
一
貫
さ
せ
る
や
り
方
に
対
し
明
確
性
の
点
で
優
位
を
主
張
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、
ド

イ
ツ
に
お
け
る
判
例
の
立
場
の
よ
う
に
社
会
的
見
解
を
援
用
す
る
と
い
う
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
不
明
確
性
の
批
判
に
甘
ん

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
一
貫
し
た
規
範
的
社
会
的
観
点
か
ら
よ
り
明
確
な
下
位
基
準
を
展
開
で
き
る
か
が
こ
の
考
え
方
に
対

す
る
評
価
の
焦
点
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
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と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
が
（S
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o
ff,
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S
.
180

）、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
違
法
性
一
般
の
議
論
と

し
て
で
は
な
く
、
占
有
と
い
う
個
別
的
構
成
要
件
の
一
つ
の
要
素
の
判
断
基
準
と
い
う
異
な
る
文
脈
で
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
用
語
上
の
適
切

さ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
議
論
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

50
）

W
erlin

g
,
a
.a
.O
.,
S
.
216ff.

51
）

S
ch
u
erh

o
ff,

a
.a
.O
.,
S
.
194f.;

199f.

52
）

S
ch
u
erh

o
ff,

a
.a
.O
.,
S
.
201f.

53
）

S
ch
u
erh

o
ff,

a
.a
.O
.,
S
.
203ff.

54
）

S
ch
u
erh

o
ff,

a
.a
.O
.,
S
.
212ff.

55
）

S
ch
u
erh

o
ff,

a
.a
.O
.,
S
.
214ff.

56
）

S
ch
u
erh

o
ff,

a
.a
.O
.,
S
.
219ff.

57
）

S
ch
u
erh

o
ff,

a
.a
.O
.,
S
.
223ff.

58
）

S
ch
u
erh

o
ff,

a
.a
.O
.,
S
.
229ff.

59
）

W
erlin

g
,
a
.a
.O
.,
S
.
245ff.

60
）

W
erlin

g
,
a
.a
.O
.,
S
.
247f.

ヴ
ェ
ア
リ
ン
ク
は
、
社
会
的
現
象
形
態
に
は
所
有
権
と
の
混
同
の
危
険
も
あ
る
と
す
る
。

61
）

本
文
に
挙
げ
た
以
外
に
こ
れ
を
支
持
す
る
者
と
し
て
、S

ch
effler,

A
n
m
erk

u
n
g
,
JR
 
1996,

S
.
342f.;

S
ch
m
itz,

in
;
Jo
eck

s
(H
rsg

.)
M
u
n
-

ch
en
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2012,
242,

R
n
.
55;

W
essels /H

illen
k
a
m
p
,
S
tra
frech

t,
B
eso

n
d
er T

eil 2,
34.

A
u
fl.,

2011,
S
.
37.

62
）

規
範
的
立
場
を
批
判
す
る
ヴ
ェ
ア
リ
ン
ク
は
、
占
有
を
純
粋
に
空
間
的
現
象
と
と
ら
え
、
占
有
の
保
護
機
能
と
平
穏
機
能
に
着
目
し
て
、
地
理
的
・

空
間
的
要
素
か
ら
成
る
地
理
的
占
有
と
一
身
的
、
身
体
的
・
空
間
的
要
素
か
ら
成
る
一
身
的
な
占
有
と
い
う
類
型
化
か
ら
判
例
・
通
説
と
は
必
ず
し
も
一
致

し
な
い
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
（W

erlin
g
,
a
.a
.O
.,S
.254ff.

）
が
、
空
間
的
・
領
域
的
観
点
の
み
に
よ
っ
て
は
、
刑
法
上
の
占
有
の
存
否
の
判
断
は

困
難
で
あ
ろ
う
。

63
）

H
o
y
er,

S
K
 
S
tG
B
,
6.
A
u
fl.,

1999,
242,

R
n
.
31;

K
a
rg
l,
G
ew
a
h
rsa

m
sb
eg
riff u

n
d elek

tro
n
isch

e W
a
ren

sich
eru

n
g
,
Ju
S 1996,

S
.

974;
W
erlin

g
,
a
.a
.O
.,
S
.
205f.

（法政研究80-２･３- ）50 358

論 説



四

結

語

以
上
に
お
い
て
検
討
し
た
事
実
説
の
問
題
性
は
、
我
が
国
に
お
い
て
一
般
的
な
、
事
実
的
支
配
を
概
念
内
容
と
し
な
が
ら
実
際
は
社
会
通

念
に
依
拠
す
る
占
有
論
に
当
て
は
ま
る
の
で
あ
り
、
他
方
で
、
規
範
的
社
会
的
観
点
か
ら
占
有
を
社
会
的
規
則
に
よ
る
社
会
的
帰
属
と
と
ら

え
る
考
え
方
の
説
得
性
は
我
が
国
の
刑
法
解
釈
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
占
有
概
念
を
今
少
し
展

開
し
て
み
た
い
。

一
般
的
見
解
が
占
有
を
「
事
実
」
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
き
た
の
は
、
占
有
が
前
法
的
な
社
会
的
領
域
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
カ
ー
グ
ル
の
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
示
唆
的
で
あ
る
。
保
護
さ
れ
た
生
活
領
域
を
認
識
で
き
る
の
は
、
物

理
的
な
対
象
性
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
侵
害
が
情
緒
的
反
応
を
呼
び
起
こ
し
、
争
い
、
不
和
と
り
わ
け
暴
力
行
為
を
発
生
さ
せ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
、
社
会
的
慣
習
が
昔
か
ら
人
の
周
り
に
平
穏
領
域
を
設
け
て
き
た
の
で
あ

り
、
こ
れ
は
、
無
権
限
者
を
も
保
護
し
、
か
く
て
い
ず
れ
に
せ
よ
共
同
体
に
は
有
害
な
自
力
救
済
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
事
実
的
な
平
穏
状
態
を
法
を
志
向
し
た
平
穏
状
態
に
移
行
さ
せ
た
い
と
思
う
者
は
、
正
当
化
を
強
い
ら
れ
、
逆
に
物
に
対
す
る
処
分

力
を
基
礎
づ
け
た
者
を
権
限
の
外
観
が
保
護
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
外
観
的
権
限
に
人
は
ま
ず
第
一
に
、
自
ら
そ
の
衣
服
と
そ
の
他
身
に

つ
け
て
い
る
物
に
よ
っ
て
与
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
支
配
関
係
の
強
さ
の
た
め
で
は
な
く
、
社
会
的
見
解
に
お
い
て
自
力

救
済
の
回
避
の
た
め
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
使
用
関
係
の
一
応
立
証
さ
れ
た
証
拠
（p

rim
a
-fa
cie-B

ew
eis

）
の
た
め
な
の
で
あ
り
、

住
居
、
家
あ
る
い
は
車
両
の
中
の
す
べ
て
の
物
も
平
穏
状
態
に
よ
っ
て
包
括
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
一
般
的
な
確
信
に
よ
る
と
社
会
的

支
配
領
域
へ
の
侵
入
が
同
時
に
事
実
的
な
平
穏
状
態
の
危
殆
化
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
占
有
領
域
が
衝
突
す

る
場
合
に
は
、
社
会
的
帰
属
に
と
っ
て
、
使
用
権
限
の
外
観
が
決
定
的
で
あ
り
、
物
に
対
す
る
請
求
権
に
関
し
あ
ら
か
じ
め
論
証
的
な
履
行

を
行
う
必
要
が
な
い
者
は
こ
の
よ
う
な
外
観
を
有
し
て
い
る
が
、
逆
に
衝
突
事
例
で
最
初
に
正
当
化
の
圧
力
の
下
に
あ
る
者
は
こ
の
よ
う
な
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外
観
を
有
し
な
い
。
決
定
的
な
の
は
、
暴
力
的
な
紛
争
回
避
の
た
め
に
権
限
の
外
観
で
十
分
と
す
る
事
実
的
な
平
穏
状
態
な
の
で
あ
る１

）。

カ
ー
グ
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、
占
有
と
は
、
前
法
的
な
、
つ
ま
り
法
に
よ
る
紛
争
解
決
前
の
暫
定
的
な
平
穏
状
態
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

事
実
的
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
物
理
的
支
配
の
こ
と
で
は
な
い
。
刑
法
上
占
有
侵
害
が
処
罰
さ
れ
て
い
る
の
は
、
慣
習
に
よ
り
保
護
さ
れ

て
き
た
そ
の
よ
う
な
暫
定
的
な
平
穏
状
態
を
刑
法
的
に
も
保
護
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ー
グ
ル
が
権
限
の
外

観
が
決
定
的
だ
と
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
外
観
と
は
外
か
ら
ど
う
見
え
る
か
と
い
う
見
か
け
を
言
う
の
で
は
な
く
、
社
会
に
対
し
正
当
化
の

負
担
を
負
う
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的
に
一
定
の
者
の
支
配
下
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
社
会
的
意
味
の
次

元
に
お
け
る
、
慣
習
つ
ま
り
社
会
的
規
範
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
人
と
物
と
の
関
係
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
た

と
え
物
理
的
に
支
配
す
る
関
係
が
な
く
て
も
、
人
と
物
と
の
間
に
支
配
者
だ
と
社
会
的
に
推
定
さ
れ
る
接
触
関
係
が
あ
れ
ば
、
占
有
は
肯
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
占
有
は
、
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
占
有
の
要
件
と
し
て
一
般
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る

意
思
に
つ
い
て
も
、
確
か
に
社
会
的
に
占
有
関
係
が
成
立
し
た
り
、
解
消
す
る
際
に
は
占
有
者
の
意
思
が
介
在
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
が
、

占
有
の
要
件
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
占
有
概
念
を
基
礎
に
お
く
と
、
社
会
的
領
域
の
類
型
化
に
よ
る
占
有
判
断
に
も
一
定
の
解
明
が
得
ら
れ
る
。
ビ
ッ
ト
ナ
ー
な

ど
に
な
ら
っ
て２

）、
三
つ
の
領
域
を
区
別
で
き
る
。
第
一
は
、
直
接
的
占
有
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
人
の
身
体
的
領
域
、
つ
ま
り
物
を
現
に
手

で
把
握
し
て
い
る
、
身
に
つ
け
て
い
る
あ
る
い
は
携
行
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
目
前
で
監
視
す
る
よ
う
な
場
合
も
含
ま
れ
る
。
こ
こ
で
は

社
会
的
に
領
域
の
支
配
者
に
物
が
帰
属
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
強
い
推
定
が
は
た
ら
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
占
有
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
、

物
理
的
な
影
響
力
を
行
使
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
社
会
的
規
範
に
よ
り
人
の
親
密
領
域
と
し
て
他
者
の
支
配
が
排
除
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
試
着
事
例
が
示
す
よ
う
に
現
実
に
手
で
把
握
し
て
い
る
だ
け
で
常
に
占
有
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

第
二
は
、
一
般
的
に
支
配
さ
れ
た
領
域
の
場
合
、
つ
ま
り
建
造
物
や
柵
な
ど
で
限
界
づ
け
ら
れ
た
領
域
で
あ
り
、
社
会
的
に
見
る
と
、
そ

こ
に
あ
る
す
べ
て
の
物
は
、
永
続
的
な
監
視
の
下
に
な
く
て
も
、
社
会
的
意
味
で
の
領
域
支
配
に
基
づ
い
て
、
原
則
と
し
て
領
域
の
支
配
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者
、
つ
ま
り
所
有
者
・
管
理
者
に
属
す
る
。
た
だ
し
、
例
外
的
に
、
他
人
の
家
を
訪
問
す
る
者
が
携
行
し
た
物
に
関
し
て
は
（
よ
り
密
接
な

領
域
）、
占
有
は
失
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
さ
ら
に
ビ
ッ
ト
ナ
ー
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
般
的
な
支
配
領
域
は
住
居３

）や
倉
庫４

）な
ど
の
私
的
領

域
と
店
舗
、
飲
食
店
、
役
所
な
ど
の
公
衆
が
自
由
に
立
ち
入
れ
る
領
域
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
そ
の
領
域
で
他
者
が
失
っ
た

り
、
忘
れ
た
物
に
関
し
違
い
が
生
ず
る
。
私
的
領
域
に
忘
れ
ら
れ
た
物
は
、
直
ち
に
、
領
域
の
支
配
者
に
占
有
は
移
行
す
る
が
、
開
放
さ
れ

た
場
所
で
は
、
物
を
失
っ
た
り
、
忘
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
と
っ
て
返
す
よ
う
な
場
合
は
別
と
し
て
、
元
の
占
有
者
と
の
社
会
的
接
触
は

も
ち
ろ
ん
、
他
の
特
定
の
者
と
の
社
会
的
接
触
も
断
た
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
誰
の
占
有
に
も
属
さ
な
く
な
る
の
で
あ
る５

）。

第
三
に
、
帰
属
領
域
の
外
部
、
つ
ま
り
物
が
一
般
的
に
誰
か
に
属
し
て
い
る
と
い
う
支
配
領
域
性
が
存
在
し
な
い
場
所
、
た
と
え
ば
公

道
、
広
場
、
柵
が
な
い
畑
、
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
水
面
・
水
中６

）な
ど
に
存
在
す
る
物
に
関
し
て
は
、
一
般
的
に
誰
に
属
す
る
か
答
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
街
灯
や
、
公
園
ベ
ン
チ
な
ど
管
理
者
が
社
会
的
に
明
白
な
場
合
に
は
、
一
定
の
者
と
の
社
会
的
接
触
は
保
た

れ
て
お
り
、
占
有
を
肯
定
で
き
る
。
公
道
に
駐
車
さ
れ
た
自
動
車
や
自
転
車７

）も
、
社
会
的
接
触
は
依
然
と
し
て
保
た
れ
て
い
る
例
と
し
て
、

占
有
を
肯
定
で
き
る
。
畑
に
置
か
れ
た
犂
と
い
う
ド
イ
ツ
に
お
け
る
古
典
的
事
例
に
関
し
て
も
、
犂
と
農
夫
と
い
う
社
会
的
関
係
か
ら
占
有

が
肯
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
忘
れ
ら
れ
た
物
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
が
な
お
、
所
在
場
所
を
記
憶
し
、
直
ち
に
回
復
す
る
可
能
性

が
あ
る
限
り
、
例
外
的
に
社
会
的
接
触
が
な
お
存
続
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う８

）。

更
な
る
事
例
分
析
は
別
の
機
会
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
社
会
的
規
範
に
よ
る
社
会
的
帰
属
と
い
う
観
点
か
ら
占
有
を
把
握
す
る
こ
と
が
事
案

へ
の
適
用
に
関
し
て
も
、
一
定
程
度
役
に
立
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
出
来
た
で
あ
ろ
う
。
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た
だ
し
、
カ
ー
グ
ル
は
、
社
会
生
活
上
の
観
念

を
事
実
的
概
念
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

２
）

前
章
三
三
頁
以
下
、S
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m
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a
.a
.O
.,
242,

R
n
.
48ff.

（80-２･３- ）361 53

刑法上の占有概念の法的性質について（松生）



３
）

大
判
大
一
五
・
一
〇
・
八
刑
集
五
・
四
四
〇
。

４
）

東
京
高
判
昭
三
一
・
五
・
二
九
束
高
刑
時
報
七
・
六
・
二
二
一
。

５
）

東
京
高
判
平
三
・
四
・
一
判
時
一
四
〇
〇
・
一
二
八
。

６
）

大
判
昭
元
・
一
二
・
二
五
刑
集
五
・
六
〇
三
。

７
）

福
岡
高
判
昭
三
〇
・
四
・
二
五
高
刑
集
八
・
三
・
四
一
八
。

８
）

最
判
昭
三
二
・
一
一
・
八
刑
集
一
一
・
一
二
・
三
〇
六
一
、
最
決
平
一
六
・
八
・
二
五
刑
集
五
八
・
六
・
五
一
五
。
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