
本
稿
の
目
的
は
「
自
己
所
有
権

(selfー

o
w
n
e
r
s
h
i
p
)
」
と
い
う
自
己
に
対
す
る
権
利
要
求
の
妥
当
性
と
、
こ
の
権
利
要
求
か
ら
導
か

(2) 

れ
る
自
己
以
外
の
外
的
世
界
に
対
す
る
私
的
所
有
権
の
正
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
己
所
有
権
の
限
界
付
け
と
こ
の
こ
と

か
ら
導
出
さ
れ
る
所
有
権
の
再
正
当
化
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。

各
人
は
自
己
の
身
体
に
所
有
権
を
有
し
て
お
り
、
自
己
の
労
働
を
加
え
た
も
の
に
対
し
て
は
所
有
権
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
ロ
ッ
ク

的
な
所
有
権
理
論
が
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
登
場
以
降
、
英
語
圏
で
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
「
自
分
の
身
体
は

他
の
誰
の
も
の
で
も
な
く
自
分
の
も
の
で
あ
っ
て
、
他
人
に
害
を
与
え
な
い
限
り
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
も
勝
手
な
は
ず
だ
」
と
い
う
ノ
ー

ジ
ッ
ク
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
「
自
己
所
有
権
」
の
主
張
が
具
有
す
る
常
識
に
訴
え
る
力
強
さ
と
、
所
有
権
を
導
く
際
の
論
理
的
な
明

解
さ
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
（
自
分
の
身
体
と
能
力
は
自
分
の
所
有
物
で
あ
り
、
こ
れ
の
使
用
・
処
分
の
決
定
に
関
し
て
、
さ
ら
に
は
使
用
か

ら
得
ら
れ
た
利
益
の
享
受
に
つ
い
て
誰
か
ら
も
干
渉
を
受
け
な
い
）
。
加
え
て
、
人
が
自
分
自
身
に
対
し
て
有
し
て
い
る
規
範
的
な
関
係

自
己
所
有
の
た
め
の
所
有
権
へ

1

導

入

T) 

自
己
所
有
の
た
め
の
所
有
権
へ

福

間

外
的
資
源
に
対
す
る
私
的
所
有
権
の
正
当
性
に
つ
い
て
1

聡
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性
の
本
質
や
重
要
性
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
が
、
現
在
も
な
お
哲
学
的
な
問
い
と
し
て
そ
の
輝
き
を
失
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
所

有
」
と
は
自
己
と
物
と
の
関
係
に
留
ま
ら
ず
、
自
分
自
身
や
他
者
と
の
関
係
性
が
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
諸
問
題
に

(
3
)
 

対
す
る
回
答
の
仕
方
と
し
て
最
適
な
発
想
法
が
「
自
己
所
有
権
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
以
下
に
お
い
て
詳
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
自
己
所
有
権
と
い
う
前
提
に
基
づ
く
所
有
権
論
は
、
個
人
間
の
能
力
差
に
基
づ
く

財
の
不
平
等
な
分
配
を
擁
護
す
る
理
論
で
あ
り
、
ま
た
本
人
の
た
め
で
は
な
い
、
他
者
を
目
的
と
し
た
課
税
を
行
う
再
分
配
政
策
に
異

議
を
唱
え
る
理
論
で
も
あ
る
。
わ
た
し
は
自
己
所
有
権
を
自
然
権
と
見
な
す
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
こ
の
よ
う
な
諸
帰
結
を
批
判
す
る
立

場
か
ら
本
稿
を
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
能
力
に
基
づ
い
て
財
を
獲
得
し
た
と
し
て
も
そ
れ
を
排
他
的
に
自
己
の
所
有
物
と
し
て

は
な
ら
ず
、
他
者
に
還
元
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
を
帰
結
主
義
的
立
場
か
ら
論
証
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

ま
ず
自
己
所
有
権
を
自
然
権

(natural
rights)
と
想
定
す
る
こ
と
に
依
拠
し
て
自
己
の
所
有
か
ら
外
的
世
界
（
自
己
以
外
の
資
源
、

土
地
等
）
に
対
す
る
所
有
権
導
出
の
正
当
化
を
試
み
る
リ
バ
タ
リ
ア
ン

(libertarian)
は
、
ロ
ッ
ク
の
議
論
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
正
当
化
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
俎
上
に
乗
せ
る

(
2
、
3
節
）
。
次
に
自
己
所
有
権
を
自
然
権
と
し
て
で
は
な
く
、
帰
結
主
義
(
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
i
s
m
)
的
要
求
事
項
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
に
基
づ
い
て
、
自
己
所
有
権
か
ら
の
所
有
権
で
は
な
く
自
己
所
有

(self-owning)
の
た
め
の
所
有
権
の
正
当
化
を
行
な
う
。
自
己

所
有
権
の
構
成
要
素
を
人
が
自
己
の
身
体
・
能
力
を
「
支
配
す
る
権
利
」
と
そ
の
行
使
か
ら
「
利
益
を
得
る
権
利
」
と
に
区
別
し
、
ど

ち
ら
の
権
利
が
自
己
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
に
と
っ
て
よ
り
本
質
的
で
あ
る
の
か
を
、
こ
こ
で
は
問
う
(
4
、
5
節
）
。
以
上
を
踏
ま
え

て
最
後
に
、
自
己
の
パ
ー
ソ
ン
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
わ
り
合
い
を
s
e
l
f
ー

o
w
n
e
r
s
h
i
p

で
は
な
く
、
s
e
l
f
—

o
w
n
i
n
g
と
し
て
捉
え
返

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
権
か
ら
と
い
う
よ
り
も
ニ
ー
ズ
か
ら
所
有
権
が
導
か
れ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
な
自
己
所

有
権
理
論
か
ら
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ミ
ニ
マ
ム
に
関
し
て
稜
極
的
な
主
張
を
理
論
そ
の
も
の
か
ら
は
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
わ
た
し
が
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提
示
す
る
代
替
理
論
に
あ
っ
て
は
理
論
内
在
的
に
、
規
範
的
な
主
張
を
な
し
う
る
こ
と
を
示
す

(
6
節）。

自
己
所
有
権
と
い
う
観
念
の
起
源
は
近
代
的
な
所
有
権
観
を
構
築
し
た
ロ
ッ
ク
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
『
統
治
論
第
二
部
j

(
4
)
 

に
お
い
て
「
す
べ
て
の
人
間
は
、
自
分
自
身
の
人
格
・
身
体

(
p
e
r
s
o
n
)

に
対
す
る
所
有
権
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
本

人
以
外
の
誰
も
、
ど
ん
な
権
利
も
持
っ
て
い
な
い
」

[
L
o
c
k
e
1
9
9
3

羞
ec.
2
7
]

と
い
う
前
提
か
ら
、
自
己
の
「
労
働
」
を
混
入
し
た
外

的
世
界
に
対
し
て
は
「
他
者
に
よ
る
同
意
が
な
く
と
も
」

[ib.
s
e
c
.
 2
8
]
所
有
権
を
主
張
で
き
る
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
自
己
の
所
有

権
に
基
づ
く
外
的
世
界
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
所
有
権
の
正
当
化
に
問
題
点
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
自
己
所
有
権
の
（
暫
定
的
な
）
定

式
化
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
論
拠
か
ら
外
的
資
源
へ
の
所
有
権
が
生
じ
る
の
か
を
検
討
し
て
ゆ
く
。
リ
バ
タ
リ
ア
ン
で
あ
っ

て
も
、
平
等
基
底
主
義
者

(
e
g
a
l
i
t
a
r
i
a
n
)

や
リ
ベ
ラ
ル
左
派

(leftistー

l
i
b
e
r
a
l
)

で
あ
っ
て
も
認
め
る
自
己
所
有
権
の
定
義
と
し
て

は
以
下
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
各
個
人
は
自
分
自
身
の
身
体
と
そ
の
諸
力
を
道
徳
的
に
正
当
な
仕
方
で
所
有
す
る
主
体
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
彼
等
が
自
分
の
カ

を
他
者
に
対
す
る
攻
撃
に
振
り
向
け
な
い
か
ぎ
り
、
各
人
は
自
分
の
望
み
ど
お
り
に
そ
の
諸
力
を
行
使
す
る
（
道
徳
的
な
意
味
で
の
）

自
由
を
有
す
る
。
」

[
C
o
h
e
n
1
9
9
5
"
6
7
]
 

自
己
所
有
権
と
い
う
考
え
方
を
こ
の
よ
う
に
分
節
化
し
て
み
る
と
、
こ
の
定
義
に
あ
っ
て
は
自
己
の
身
体
と
能
力
に
対
す
る
権
利
の

み
し
か
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
外
的
世
界
に
対
す
る
何
ら
の
権
利
主
張
も
こ
れ
自
体
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
ロ
ッ

ク
は
自
己
と
外
的
世
界
を
結
び
つ
け
る
概
念
と
し
て
「
彼
の
労
働
」

[
L
o
c
k
e
1
9
9
3
"
s
e
c
.
 2
7
]

を
持
ち
込
ん
で
い
る
。
で
は
こ
の
「
労

自
己
所
有
の
た
め
の
所
有
権
へ

2

自
己
所
有
権
か
ら
の
所
有
権
理
論
・

1

労
働
か
ら
の
理
論
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働
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
解
釈
す
れ
ば
外
的
世
界
に
対
す
る
所
有
権
を
迎
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
リ
バ
タ
リ
ア
ン
の
側
か

ら
最
も
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
解
釈
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
労
働
価
値
付
加
説
」
と
名
付
け
ら
れ
る
理
論
で
あ
る
。

労
働
価
値
付
加
説
と
は
、
自
己
の
労
働
が
外
的
対
象
を
変
形
さ
せ
、
価
値
あ
る
も
の
に
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
対
象
に
そ
の
人
は
所
有

権
を
主
張
で
き
る
（
自
分
の
活
動
の
結
果
と
し
て
対
象
の
経
済
的
価
値
を
増
大
さ
せ
た
人
は
そ
の
価
値
を
体
現
し
た
も
の
へ
の
所
有
権

を
持
つ
）
と
い
う
理
論
で
あ
る
宝
埜
村
1
9
9
5
"
4
6
]

。
労
働
の
本
質
と
は
外
的
資
源
を
改
善
し
、
そ
れ
を
も
っ
と
価
値
あ
る
も
の
に
す
る

と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
誰
で
も
自
分
が
価
値
を
創
出
し
た
対
象
を
所
有
す
る
権
原
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
理
論
は
ど
れ
ほ
ど
の
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
理
論
に
あ
っ
て
最
も
ク
ル
ー
シ
ャ
ル
な
点
は
〈
価
値
創
出
の
存
否
の
判
断
基
準
は
な
に
か
〉
で
あ
る
。
労
働
所
有
論
を
唱
え
る

リ
バ
タ
リ
ア
ン
は
ロ
ッ
ク
と
同
様
に
財
の
価
値
の
源
は
労
働
力
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
労
働
力
の
み
で
価
値
を
創
造

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、

X
さ
ん
は
資
源

zに
自
己
の
労
働
を
費
や
し
、

Y
と
い
う
対
象
を
つ
く
り
出
し
た
。
こ

の
例
に
お
い
て

Y
に
価
値
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
価
値
判
断
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

Y
が
靴
で
あ
る
な

ら
ば
話
は
単
純
で
あ
る
が
、

Y
が
芸
術
作
品
で
あ
る
な
ら
ば
単
純
で
は
な
い
。

Y
が
卓
越
し
た
芸
術
作
品
（
陶
磁
器
）
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
す
ぐ
れ
た
審
美
眼
を
持
た
な
い
一
般
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
価
値
の
無
い
泥
の
塊
と
し
か
思
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
靴

で
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
が
五
セ
ン
チ
の
大
き
さ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
五
セ
ン
チ
の
靴
よ
り
も
価
値
が
な
い
と
成
人
は
み
な
す
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
二
五
セ
ン
チ
の
靴
、
五
セ
ン
チ
の
靴
、
芸
術
作
品
と
い
う
価
値
の
序
列
が
生
じ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
原

(5) 

因
と
な
っ
た
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
対
象
に
対
す
る
他
者
の
欲
求
(
w
a
n
t
)
、
ま
た
は
選
好
(
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
)
の
寡
多
で
あ
る
。

あ
る
資
源
に
労
働
を
費
や
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
生
産
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
他
者
の
選
好
が
全
く
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
そ

の
資
源
を
経
済
的
に
価
値
あ
る
も
の
に
し
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
価
値
を
創
造
す
る
た
め
に
は
自
己
の
労
働
力
の
み
な
ら
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ず
、
そ
の
生
産
さ
れ
た
対
象
に
対
す
る
〈
他
者
の
欲
求
、
選
好
〉
に
関
す
る
情
報
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
情
報
が
な
け
れ
ば
何
を
つ

く
っ
た
ら
価
値
の
創
造
と
な
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
し
か
し
自
己
所
有
権
と
い
う
思
考
法
の
み
で
は
こ
の
情
報
が
ど
の

(6) 

よ
う
に
確
保
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
何
も
答
え
て
は
く
れ
な
い
。

価
値
を
産
み
出
し
、
外
的
資
源
を
排
他
的
に
専
有
す
る
こ
と
を
労
働
の
本
質
と
捉
え
る
ロ
ッ
ク
の
労
働
理
解
は
批
判
に
開
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
労
働
に
よ
る
価
値
付
加
と
い
う
契
機
を
な
く
し
、
単
に
資
源
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
を
所
有
権
が
成
立
す
る
根
拠
と
す
る

な
ら
ば
、
労
働
所
有
論
は
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
〈
ト
マ
ト
ジ
ュ
ー
ス
の
比
喩
〉

[
N
o
z
i
c
k
1
9
7
4
"
1
7
4
f
/
2
9
3
f
]

に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

で
は
ロ
ッ
ク
的
な
労
働
か
ら
で
は
な
く
、
上
述
の
コ
ー
エ
ン
の
定
義
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
自
然
権
と
し
て
の
「
各
人
の
諸
力
を
行

使
す
る
自
由
」
か
ら
所
有
権
は
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
理
論
は
、
特
に
制
限
す
べ
き
理
由
が
な
い
限
り
万
人
に
は
一
般
的
な
行
動

の
自
由
が
あ
り
、
そ
し
て
人
身
以
外
の
外
的
資
源
は
元
来
万
人
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
誰
の
物
で
も
な
い
と
い
う
想
定
か
ら
、
他
人
の

自
己
所
有
権
を
侵
害
し
な
い
か
ぎ
り
、
外
的
資
源
に
対
し
て
何
を
す
る
の
も
自
由
で
あ
り
、
各
人
は
外
的
資
源
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
れ
に
対
す
る
排
他
的
支
配
権
を
獲
得
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
宝
埜
村
1
9
9
5
:

5
2
]

。

こ
の
理
論
に
あ
っ
て
は
、
人
間
に
と
っ
て
基
本
的
な
自
己
の
身
体
を
動
か
す
自
由
が
所
有
権
成
立
の
根
拠
で
あ
り
、
能
動
的
行
為
者

(
7
)
 

と
し
て
世
界
に
作
用
を
及
ぽ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
以
外
の
資
源
に
対
す
る
所
有
権
を
成
立
さ
せ
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人
が

利
用
し
て
い
る
外
的
資
源
は
む
ろ
ん
本
人
の
身
体
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
彼
女
の
自
発
的
な

(voluntary)
活
動
は
そ
れ
と
共
に
具

自
己
所
有
の
た
め
の
所
有
権
へ

3

自
己
所
有
権
か
ら
の
所
有
権
理
論
・

2

自
由
か
ら
の
理
論
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体
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
第
三
者
が
そ
の
物
を
物
理
的
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
彼
女
の
パ
ー
ソ
ン
の
体
現
に
干
渉
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
自
己
所
有
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
人
は
何
で
あ
れ
無
主
物
を
自
分
の
行
動
の
対
象
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
専
有
で
き
る
」
と
い
う
自
由
は
「
早
い
も
の
勝
ち
」
[
森

村
1
9
9
5
:

5
7
]

の
自
由
で
あ
り
、
＾
個
々
人
の
能
力
差
〉
か
ら
生
じ
る
所
有
物
の
不
平
等
な
分
配
を
擁
護
す
る
理
論
に
も
な
っ
て
い
る
（
単

純
化
さ
れ
た
労
働
所
有
論
と
同
様
に
）
。
し
か
し
外
的
資
源
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
自
分
の
身
体
を
動
か
す
こ
と
と
は
異
な

り
、
他
者
に
も
間
接
ま
た
は
直
接
的
に
影
響
を
与
え
る
世
界
の
変
更
と
見
な
さ
れ
う
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
行
為
（
自
由
）
に
よ
っ

て
影
響
を
被
る
お
そ
れ
の
あ
る
＾
他
者
〉
に
対
し
て
こ
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
有
す
る
主
体
に
と
っ
て
の
必
然

性
や
道
徳
的
な
意
義
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

マ
ッ
ク
は
、
自
己
所
有
権
は
自
己
の
身
体
的
な
部
位
、
諸
能
力
、
オ
能
等
の
所
持
を
道
徳
的
に
保
障
し
て
は
い
る
が
、
「
人
間
の
目
的

志
向
的
行
為
に
あ
っ
て
は
外
1

人
格
的
な
対
象
が
各
人
平
等
に
不
可
欠
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
パ
ー
ソ
ン
に
対
す
る
こ
の

権
利
は
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る

[
M
a
c
k
1
9
9
0
"
5
3
2
]

。
つ
ま
り
、
人
間
は
個
々
の
身
体
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
空
間
内
だ
け
で
は
当
然
生
存
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
空
間
を
越
え
た
世
界
の
な
か
で
、
そ
し
て
こ
の
世

界
を
通
じ
て
生
を
営
ん
で
い
る
。
こ
の
自
己
の
身
体
を
超
え
て
拡
が
る
世
界
に
向
か
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
、
人
に
よ
っ
て
異
な

る
価
値
や
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
や
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
自
己
所
有
権
は
こ
の
外
的
世
界
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て

は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
自
己
以
外
の
外
的
資
源
に
対
す
る
権
利
を
妥
当
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
自
己
所
有
権
と
い
う
観
念
に
加
え

て
、
必
然
的
に
外
的
世
界
の
な
か
で
、
そ
し
て
こ
の
世
界
を
通
じ
て
自
己
の
生
を
生
き
る
「
目
的
そ
の
も
の
(
e
n
d
sー

inー

t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
)
」

[
i
b
.
5
3
3
]

と
し
て
人
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
他
者
と
共
に
認
め
合
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
、
と
マ
ッ
ク
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
他
者

と
の
実
践
的
な
相
互
承
認
に
よ
っ
て
、
「
私
的
所
有
の
実
践
へ
の
権
利

(right
to t
h
e
 p
r
a
c
t
i
c
e
 o
f
 p
r
i
v
a
t
e
 p
r
o
p
e
r
t
y
)
」
と
い
う
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外
的
資
源
に
対
す
る
権
利
が
平
等
の
基
本
的
な
権
利
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る

[
i
b
.
5
3
4
]

。

自
己
所
有
権
の
み
で
は
外
的
資
源
に
対
す
る
所
有
権
は
生
じ
え
な
い
こ
と
を
認
め
る
マ
ッ
ク
は
、
人
が
こ
の
世
界
で
生
き
て
い
る
限

り
、
自
己
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
も
外
的
資
源
を
使
用
、
獲
得
、
貯
蔵
、
変
容
す
る
要
求
が
生
じ
る
こ
と
を
真
摯
に
受
け
と
め
、
こ

の
よ
う
な
行
為
に
対
す
る
侵
害
は
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
行
為
主
体
に
対
す
る
侵
害
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る

5
3
8
]
0
 

固
有
の
生
を
持
ち
、
目
的
自
体
で
あ
る
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
個
人
の
地
位
が
、
外
的
資
源
の
所
有
に
対
す
る
正
当
性
を
付
与
す
る

と
マ
ッ
ク
は
考
え
て
い
る

[
i
b
.
J
。
し
か
し
、
こ
こ
で
彼
が
唱
え
て
い
る
「
承
認
」
と
は
〈
消
極
的
な
許
可
〉
で
し
か
な
く
、
「
外
的
資

源
を
使
用
す
る
こ
と
を
あ
な
た
に
認
め
る
か
ら
わ
た
し
に
も
認
め
て
く
れ
」
と
い
う
以
上
の
こ
と
で
は
な
い
。
彼
の
考
え
で
は
他
者
が

実
質
的
に
外
的
資
源
を
使
用
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
生
が
営
ま
れ
て
い
る
の
か
に
関
し
て
配
慮
す
る
こ
と
は
要

求
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
（
こ
の
点
に
お
い
て
マ
ッ
ク
は
リ
バ
タ
リ
ア
ン
に
分
類
さ
れ
る
）
。

し
か
し
マ
ッ
ク
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
主
体
に
よ
る
行
為
は
、
果
た
し
て
リ
バ
タ
リ
ア
ン
が
自
由
の
本
質
と
す
る
「
消
極
的
自

由
」
の
み
の
表
現
な
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
念
頭
に
あ
る
主
体
像
は
「
他
者
か
ら
の
干
渉
が

な
い
こ
と
」
の
み
を
欲
す
る
主
体
で
は
な
く
、
「
稜
極
的
自
由
」
に
分
類
さ
れ
る
「
自
己
実
現
」
や
「
自
己
統
治
」
を
潜
在
的
に
求
め
て

い
る
主
体
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
物
理
的
、
道
徳
的
基
礎
と
し
て
外
的
資
源
を
所
有
す
る
こ
と
の
承
認
を
他
者
に
要

(
8
)
 

求
す
る
主
体
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
体
と
し
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
こ
の
承
認
を
う
る
根
拠
付
け
と
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
他

者
も
同
じ
よ
う
な
主
体
と
し
て
生
を
営
ん
で
い
る
こ
と
に
配
慮
す
る
義
務
が
必
然
的
に
伴
な
う
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
他

者
も
自
分
と
同
様
に
自
分
自
身
の
な
か
に
目
的
を
有
す
る
道
徳
的
主
体
と
し
て
行
為
し
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
、
つ
ま
り
他
者
の
〈
生

存
〉
に
対
す
る
配
慮
が
外
的
資
源
に
対
す
る
所
有
権
獲
得
に
伴
っ
て
義
務
と
し
て
要
求
さ
れ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

自
己
所
有
の
た
め
の
所
有
権
へ

[
i
b
.
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ノ
ー
ジ
ッ
ク
が
自
己
所
有
権
を
提
唱
す
る
際
の
道
徳
的
根
拠
は
三
点
に
要
約
で
き
る
。
も
し
自
分
の
身
体
に
対
し
て
所
有
権
を
主
張

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、

1
・
誰
か
が
わ
た
し
の
身
体
に
対
し
て
所
有
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
奴
隷
状
態
に

あ
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

2
•

ま
た
自
分
に
固
有
な
生
を
支
配
し
う
る
自
律
的
存
在
で
あ
る
た
め
に
は
自
己
所
有
権
を
構
成
し
て
い

る
諸
権
利
を
所
持
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
加
え
て
、

3
・
単
に
手
段
と
し
て
だ
け
で
な
く
目
的
と
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
扱
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
カ
ン
ト
的
原
理
を
真
摯
に
受
け
と
め
る
な
ら
ば
、
本
人
の
同
意
に
よ
ら
ず
に
他
者
の
目
的
達
成
の
た
め
の
犠
牲

や
利
用
の
対
象
と
な
る
こ
と
禁
止
す
る
付
随
制
約
と
し
て
、
自
己
所
有
権
の
不
可
侵
性
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

[
N
o
z
i
c
k

1
9
7
4
:
 
1
7
2
/
2
8
9
f
,
4
8
-
5
1
/
7
6ー

8
1
,
3
0
f
/
4
8
J

。

4
 

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
顧
み
る
と
、
自
己
所
有
権
を
自
然
権
と
解
釈
す
る
こ
と
に
基
づ
い
た
労
働
や
（
消
極
的
）
自
由
か
ら
の
根
拠
付

け
に
よ
っ
て
は
、
外
的
資
源
に
対
す
る
所
有
権
を
醇
く
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
〈
他
者
へ
の
正
当
な
配
慮
〉

を
欠
く
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
難
点
を
克
服
す
る
道
と
し
て
ど
の
よ
う
な
解
決
策
が
わ
れ
わ
れ
に
は
開
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ

た
し
は

l

つ
の
代
替
案
と
し
て
自
己
所
有
権
に
対
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
転
換
す
る
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
外
的
資

源
の
私
的
所
有

(private
p
r
o
p
e
r
t
y
)

化
が
、
他
者
の
固
有
性
の
剥
奪

(
d
e
p
r
i
v
e
d
properties)

を
必
然
的
に
は
伴
わ
な
い
も
の

な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
べ
き
こ
と
と
は
＾
自
己
所
有
権
か
ら
所
有
権
は
導
出
で
き
る
の
か
〉
で
は
な
く
、
＾
他
者
も
自
己
と
同
様

で

9
)

に
自
己
所
有

(
s
e
l
f
-
o
w
n
i
n
g
)

の
主
体
と
し
て
生
を
営
む
た
め
に
必
要

(needs)

と
さ
れ
る
所
有
権
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

の
か
〉
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

自
己
所
有
の
た
め
の
所
有
権
理
論
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ノ
ー
ジ
ッ
ク
に
よ
る
ロ
ー
ル
ズ
的
再
分
配
へ
の
批
判
と
自
己
所
有
権
の
主
張
の
真
の
力
強
さ
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
個
々
人
は
自
分
の

生
を
送
る
う
え
で
他
者
や
国
家
の
奴
隷
で
は
な
く
、
自
律
的
存
在
で
あ
り
、
目
的
自
体
で
も
あ
る
べ
き
だ
と
彼
は
提
言
し
て
い
る
。
ひ

と
は
〈
自
己
所
有
者
〉
と
し
て
自
分
の
生
を
ま
っ
と
う
す
べ
き
だ
と
い
う
基
本
的
観
念
を
彼
は
擁
護
す
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
の
派
生

と
し
て
自
己
や
自
己
以
外
の
外
的
資
源
に
対
す
る
所
有
権
が
薄
出
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

ノ
ー
ジ
ッ
ク
的
な
自
己
所
有
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
も
上
述
の
三
つ
の
要
求
を
充
た
す
こ
と
に
な
る
の
だ

し
か
し
、

ろ
う
か
。

〈
個
人
間
の
能
力
差
〉
か
ら
生
じ
る
財
の
不
平
等
を
正
当
化
す
る
自
己
所
有
権
原
理
の
行
き
着
く
先
は
、
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン

[
M
a
c
-

p
h
e
r
s
o
n
 1
9
6
2
]

が
珀
E

蹄
や
し
た
よ
う
に
「
所
有
的
市
場
社
会

(possessive
m
a
r
k
e
t
 society)
」
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
社
会
で
あ
り

f

こ
の
社
会
に
あ
っ
て
は
生
産
手
段
を
所
有
す
る
も
の
と
所
有
で
き
な
い
も
の
と
が
存
在
す
る
。
資
本
家
の
同
意
な
し
に
は
生
産
手
段
へ

の
ア
ク
セ
ス
が
許
さ
れ
な
い
無
産
労
働
者
は
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
的
な
自
己
所
有
権
の
重
要
な
構
成
要
素
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と

も
で
き
る
。
つ
ま
り
他
者
の
同
意
な
し
に
は
労
働
で
き
な
い
な
ら
ば
、1•

そ
れ
は
他
者
が
自
分
の
身
体
に
対
す
る
部
分
的
所
有
者
で

あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
は
奴
隷
状
態
に
ほ
か
な
ら
ず
、
2
•

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
個
々
人
の
生
の
選
択
の
幅
が
狭
め
ら
れ
る
な
ら

ば
、
自
律
に
と
っ
て
根
幹
と
な
る
選
択
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
3
•

同
意
や
契
約
が
得
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
労

働
者
に
何
を
し
て
も
よ
い
と
す
る
な
ら
ば
、
結
果
と
し
て
彼
女
を
目
的
自
体
と
し
て
扱
わ
な
い
行
為
を
も
容
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る

[
C
o
h
e
n
1
9
9
5
 :
 ch. 1
0
]

。

本
人
の
た
め
で
は
な
い
、
他
者
を
目
的
と
し
た
課
税
を
行
な
う
福
祉
国
家
は
有
能
な
者
の
自
己
所
有
権
を
侵
害
し
て
い
る
と
ノ
ー

ジ
ッ
ク
は
高
唱
す
る
が
、
（
夜
警
国
家
的
）
資
本
主
義
体
制
に
あ
っ
て
は
、
資
本
家
と
労
働
者
間
の
権
力
関
係
に
よ
っ
て
自
己
所
有
権
の

有
す
る
機
能
が
労
働
者
か
ら
剥
奪
さ
れ
て
い
る
と
も
解
釈
し
う
る
。

自
己
所
有
の
た
め
の
所
有
権
へ
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で
は
自
己
所
有
権
と
い
う
原
理
に
よ
っ
て
い
っ
た
い
個
人
の
何
を
保
膜
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
ノ
ー
ジ
ッ
ク
に
よ
る
福
祉
国
家
批

判
と
そ
れ
に
対
す
る
コ
ー
エ
ン
に
よ
る
資
本
主
義
批
判
を
踏
ま
え
て
、
以
下
で
再
考
し
て
み
た
い
。

双
方
の
批
判
に
お
い
て
通
底
し
て
い
る
の
は
、
個
々
人
は
〈
自
己
目
的
〉
と
し
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
〈
自
分
の
生
に
対
す
る
決
定
権
〉
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
分
の
生
を
自
分
の
選
択
に
よ
っ
て
決
定
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。

「
ど
の
よ
う
に
自
分
の
生
を
送
る
の
か
の
選
択
に
お
い
て
、
ま
た
自
分
に
対
し
て
為
さ
れ
て
も
よ
い
こ
と
に
つ
い
て
、
他
の
誰
か
に
で
は

な
く
こ
の
私
に
こ
そ
璽
要
で
最
終
的
な
決
定
を
下
す
基
礎
的
な
権
利
が
あ
る
」

[
G
o
r
r
1
9
9
5
 :
 2
7
1
]

こ
と
の
保
障
で
あ
る
。
こ
の
〈
自

分
の
生
に
対
す
る
決
定
権
〉
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
の
生
を
決
定
す
る
、
私
の
権
利
と
他
者
の
権
利
（
パ
タ
ー
ナ
リ

ズ
ム
）
と
の
非
対
称
性
で
あ
る
。
私
が
自
分
自
身
に
対
す
る
関
わ
り
方
は
誰
か
他
の
人
が
私
に
対
す
る
関
わ
り
方
と
は
全
く
異
な
っ
て

い
る
と
い
う
事
実
の
、
「
適
切
で
規
範
的
な
表
現
が
自
己
所
有
権
で
あ
る
」
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
[
i
b
.
2
8
9
]

。
し
た
が
っ
て
こ

の
権
利
の
眼
目
は
、
〈
他
者
が
有
す
る
諸
権
利
を
侵
害
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
各
人
は
自
分
の
生
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
の
決
定
に

関
す
る
積
極
的
な
権
利
を
持
つ
〉
こ
と
の
保
障
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
護
持
す
る
た
め
に
ノ
ー
ジ
ッ
ク
は
自
己
所
有
権
の
不
可
侵
性
を
唱
え
、
コ
ー
エ
ン
は
そ
れ
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
主
張
し
て
い
る
。
同
じ
目
標
を
二
人
は
目
指
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
甑
齢
を
き
た
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
自
己
所
有
権
と
い
う
権
利
要
求
に
お
け
る
二
人
の
間
で
の
〈
収
益
権

(
i
n
c
o
m
e
right)
〉
の
位
置
付
け
方
の
違
い
に
由
来
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
ノ
ー
ジ
ッ
ク
は
個
人
が
自
己
の
能
力
か
ら
得
た
利
益
は
1

正
当
な
手
続
き
に
則
っ
て
い
る
限
り
[
N
o
z
i
c
k
1
9
7
4
:
 

1
5
1
/
2
5
6
]

ー
不
可
侵
で
あ
り
、
能
力
差
か
ら
生
じ
る
財
の
不
平
等
を
当
然
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
こ
の
不
平
等

は
個
々
人
の
多
様
性
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
目
的
自
体
で
あ
る
た
め
に
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
コ
ー

ェ
ン
は
、
自
己
所
有
権
と
い
う
観
念
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
自
分
の
生
活
を
本
当
に
支
配
で
き
る
環
境
と
い
う
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「
自
分
の
み
が
自
分
自
身
を
決
定
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
重
要
な
楠
成
要
素
と
し
て
、
自
己
支
配
(
s
e
l
f
-
c
o
n
t
r
o
l
)

を
可
能
と
す
る
能
力
と
そ
れ
を
下
支
え
す
る
物
質
的
な
条
件
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
人
が
自
己
を
支
配
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
律
的
で
あ
る
と
は
、
自
分
の
人
生
を
左
右
す
る
選
択
肢
を
考
察
し
、
生
活
に
必
要
な
俯
報
を
集
め
、
こ
れ
に

自
己
所
有
の
た
め
の
所
有
権
へ

5
 

意
味
で
の
自
律
」
[
C
o
h
e
n
1
9
0
0
9
a
:
 
1
2
5
]

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
環
境
が
あ
っ
て
初
め
て
ひ
と
は
目
的
自
体
と
し
て
自
分
の
生
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
各
人
に
十
全
な
自
己
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
能
力
差
に
起
因
す
る
財
の
不
平
等
を
認

め
る
こ
と
が
、
却
っ
て
自
己
や
他
者
の
こ
の
現
境
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
こ
の
権
利
は
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
個
々
人
が
自
己
目
的
で
あ
る
こ
と
を
第
一
義
的
な
要
諦
と
す
る
自
己
所

有
権
に
あ
っ
て
、
〈
各
人
の
能
力
差
か
ら
生
じ
る
財
の
不
平
等
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
か
〉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
、
コ
ー
エ
ン
双
方
の
自
己
所
有
権
原
理
の
理
解
に
お
い
て
中
核
を
な
し
て
い
る
〈
自
分

の
み
が
自
分
自
身
を
決
定
で
き
る
権
利
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
権
利
を
含
む
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
権
利
は

自
分
の
身
体
・
能
力
を
支
配
ま
た
は
占
有
す
る
権
利
(
p
o
s
s
e
s
s
i
o
n
)
を
超
え
て
、
収
益
権
ま
で
も
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
自
分
の
身
体
・
能
力
を
保
持
し
、
そ
れ
を
行
使
す
る
権
利
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
行
使
か
ら
利
益
を
得
る
権
利

(Ill) 

ま
で
も
必
然
的
に
含
意
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
〈
自
分
の
み
が
自
分
自
身
を
決
定
で
き
る
権
利
〉
の
梱
成
要
素
と
し
て
自
己
の
身
体
・
能
力

を
占
有
し
、
行
使
す
る
権
利
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
行
使
か
ら
利
益
を
得
る
十
全
な
権
利
が
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
以
下
で
精
察

す
る
。

支
配
権

(
c
o
n
t
r
o
l
r
i
g
h
t
)

と
収
益
権

(
i
n
c
o
m
e
r
i
g
h
t
)
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基
づ
い
て
推
論
で
き
る
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
特
性
は
己
れ
の
私
的
な
財
や
周
囲
の
環
境
を

「
支
配
・
管
理
」

(
c
o
n
t
r
o
l
)

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
自
分
の
身
の
周
り
の
直
接
的
な
環
境
1

住
居
、

移
動
形
態
、
消
費
活
動
、
衣
服
、
社
会
生
活
へ
の
参
加
ー
ー
_
へ
の
現
実
に
行
使
し
う
る
支
配
権
・
決
定
権
を
持
つ
こ
と
は
自
律
に
必
要

と
さ
れ
る
諸
能
力
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
な
ぜ
な
ら
個
人
の
私
的
な
生
活
に
お
け
る
決
定
、
特
に
私
的
財
の
使
用
・
支
配

の
方
途
は
そ
の
人
の
寵
接
的
な
周
囲
の
環
境
に
影
響
を
与
え
、
こ
の
「
私
的
財
を
含
ん
だ
自
分
の
周
囲
の
環
境
に
対
す
る
支
配
権
」
は

よ
り
重
要
な
「
人
が
自
分
自
身
に
対
す
る
支
配
権
」
、
す
な
わ
ち
自
律
に
直
接
的
な
関
わ
り
合
い
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

[
C
h
r
i
s
t
,

m
a
n
 1
9
9
4
"
1
6
7
]
。

で
は
、
収
益
権
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
を
出
発
点
と
す
る
近
代
的
な
個
人
像
は
「
市
場
的
人
間
(
m
a
r
k
e
t
m
a
n
)
」
[
M
a
c
p
h
e
r
,

s
o
n
 1
9
6
2
:
 2
6
9
/
3
0
2
]
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
人
間
理
解
に
は
す
で
に
個
人
間
の
能
力
差
に
基
づ
く
財
の
不
平
等
を
容
認
す
る
考
え
が

内
包
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
間
モ
デ
ル
の
特
徴
は
、
わ
れ
わ
れ
の
労
働
力
に
も
市
場
が
存
在
し
、
労
働
も
一
個
の
商
品
で
あ
る
と
い
う

点
に
、
す
な
わ
ち
「
所
有
物
」
と
し
て
、
そ
の
使
用
と
処
分
を
彼
女
が
自
由
な
価
格
で
他
人
た
ち
に
手
渡
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
み

な
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
人
間
の
〈
価
値
〉

(
V
a
l
u
e
)

あ
る
い
は
〈
値
打
ち
〉

(
W
o
r
t
h
)
」
と
は
、
他
の
す
ぺ
て
の

財
や
商
品
と
同
様
に
、
市
場
で
の
「
彼
の
〈
価
格
＞
（
P
r
i
c
e
)
」
[
i
b
.
3
7
/
4
8
]
と
み
な
す
傾
向
性
が
こ
の
モ
デ
ル
に
は
含
意
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
リ
バ
タ
リ
ア
ン
の
よ
う
に
収
益
権
を
「
自
分
の
み
が
自
分
自
身
を
決
定
し
て
い
る
」
こ
と
の
本
質
的
な
権
利
と
見
な
す
こ
と

は
、
他
者
と
の
係
わ
り
合
い
が
す
べ
て
市
場
的
関
係
へ
と
、
そ
し
て
す
べ
て
の
道
徳
が
自
己
利
益
に
基
づ
く
市
場
道
徳
へ
と
還
元
さ
れ

て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
自
己
の
能
力
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
の
自
己

支
配
の
能
力
（
自
律
）
の
程
度
を
判
断
す
る
と
い
う
錯
誤
に
も
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
自
分
の
み
が
自
分
自
身
を
決
定
し
て
い
る
」
こ
と
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
他
者
か
ら
の
応
答
が
直
接
的
で
安
定
的
な
交
わ
り
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個
々
人
が
有
し
て
い
る
能
力
、
特
に
労
働
力
と
は
文
脈
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
（
経
済
的
）
価
値
は
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
社
会

の
制
度
や
文
化
を
媒
介
に
し
た
〈
他
者
の
欲
求
〉
に
負
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
労
働
力
と
は
一
個
人
に
完
結
し
た
も
の
で
は
な
く
、
他

者
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
そ
し
て
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
（
諸
制
度
、
文
化
、
慣
習
）
を
含
ん
だ
全
体
的
な
観
点
か
ら
そ
の
意
味
や
価
値

が
判
断
さ
れ
る
＾
社
会
的
構
成
物
〉
で
あ
る
。
物
理
的
に
は
、
こ
の
能
力
は
一
個
人
に
帰
属
し
、
そ
れ
を
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
使
用
す

る
か
の
決
定
権
は
そ
の
個
人
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
能
力
の
価
値
的
な
面
に
関
し
て
は
一
個
人
を
越
え
た
複
数
の
他
者
に
そ
の
決
定

権
が
あ
り
、
他
者
に
開
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
能
力
の
価
値
に
関
し
て
は
、
そ
の
使
用
か
ら
生
じ
る
収
益
や
財
に
関

し
て
は
、
そ
れ
を
有
し
て
い
る
者
の
支
配
が
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
の
価
値
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
「
自
分
の
も
の
で

自
己
所
有
の
た
め
の
所
有
権
へ

6
 

の
場
で
、
自
己
の
能
力
や
身
体
を
自
ら
の
選
択
に
よ
っ
て
自
由
に
行
使
し
た
り
、
発
展
さ
せ
た
り
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
行
使
や
発
展
が
利
益
に
結
び
つ
く
か
否
か
は
、
性
質
上
二
次
的
な
こ
と
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
分
析
か
ら
〈
自
分
の
み
が
自
分
自
身
を
決
定
で
き
る
権
利
〉
に
あ
っ
て
本
質
的
で
あ
る
の
は
自
分
の
身
体
・
能
力
を
＾
占
有
し

行
使
す
る
権
利
〉
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
＾
収
益
を
得
る
権
利
〉
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
な
ら
ば
教
育
・
ヘ
ル
ス
ケ
ア
・

福
祉
・
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
財
と
い
う
自
律
に
と
っ
て
必
要
な
物
質
的
な
資
源

(social

minimum)
が
保
障
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
自
己

の
能
力
か
ら
利
益
を
得
る
権
利
に
な
ん
ら
か
の
制
限
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
＾
自
分
の
み
が
自
分
自
身
を
決
定
で
き
る
権
利
〉
を

剥
奪
し
た
り
、
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
己
所
有
権

(
s
e
l
f
-
o
w
n
e
r
s
h
i
p
)

か
ら
自
己
所
有

(selfー

o
w
n
i
n
g
)

ヘ
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あ
る
」
と
い
う
個
人
的
な
レ
ベ
ル
で
は
捕
ら
え
き
れ
な
い
射
程
が
存
在
す
る
た
め
、
労
働
力
と
は
「
自
分
の
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
も
、

「
所
有
し
て
い
る
」
と
い
う
排
他
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
〈
法
的
タ
ー
ム
〉
で
括
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ

る
能
力
を
行
使
す
る
こ
と
と
、
こ
の
行
使
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
の
間
に
は
〈
他
者
〉
が
介
在
し
て
お
り
、
こ
の
他
者
の
〈
欲
求
〉
に

よ
っ
て
利
益
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
真
摯
に
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
個
人
の
労
働
力
と
は
「
彼
女
の
も
の
」

で
は
あ
る
が
、
「
彼
女
の
所
有
物
」
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
そ
の
能
力
か
ら
生
じ
る
利
益
に
対
し
て
ア
ク
セ
ス
権
を
有
し
て
い

る
「
共
通
資
産
」
と
も
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
4
節
の
問
い
に
対
す
る
回
答
と
し
て
、
〈
他
者
の
欲
求
に
よ
っ
て
価
値
付
与
さ
れ
た
能
力
を
有
す
者
が
、
こ
の
他
者
の
欲

求
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
の
不
平
等
が
生
じ
た
場
合
、
こ
の
利
益
を
他
者
に
還
元
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
財
に
対
す
る
彼
女
の

(11) 

所
有
権
は
正
当
化
さ
れ
な
い
〉
と
い
う
規
範
的
な
主
張
を
わ
た
し
は
提
示
し
た
い
。

能
力
差
か
ら
生
じ
る
こ
の
よ
う
な
不
平
等
が
存
在
し
、
こ
の
こ
と
が
他
者
の
〈
自
分
の
生
に
対
す
る
決
定
権
〉
を
不
可
避
的
に
制
約

し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
不
平
等
を
矯
正
す
る
た
め
に
（
自
己
）
所
有
権
の
う
ち
の
支
配
権
と
収
益
権
を
区
別
し
、
各
人
の
能
力
や
財

に
対
す
る
収
益
権
を
、
自
己
の
み
な
ら
ず
他
者
も
〈
自
分
の
み
が
自
分
自
身
を
決
定
で
き
る
権
利
〉
を
持
つ
主
体
と
し
て
、
す
な
わ
ち

〈
自
己
所
有
者

(
s
e
l
f
,
o
w
n
i
n
g
p
e
r
s
o
n
)
>

と
し
て
生
を
営
む
こ
と
を
保
障
す
る
再
分
配
政
策
ー
|
↓
そ
の
主
要
な
目
的
は
上
述
し
た

ソ
ー
シ
ャ
ル
ミ
ニ
マ
ム
を
各
人
に
保
す
る
こ
と
に
あ
る
ー
の
た
め
に
制
限
す
る
こ
と
が
帰
結
主
義
的
に
要
請
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

単
に
生
存
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
〈
自
己
所
有
者
〉
と
し
て
生
を
送
る
た
め
に
所
有
権
／
所
有
物
は
必
要
と
さ
れ
、
こ
の
〈
必
要

(
n
e
e
d
s
)
)
が
所
有
権
／
所
有
物
の
正
当
性
の
根
拠
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
所
有
権
と
は
各
人
が
自
己
所
有
の
主
体
で

あ
る
こ
と
を
保
障
す
る
基
礎
的
権
利
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
経
済
体
制
に
あ
っ
て
も
個
人
間
の
能
力

(12) 

差
に
よ
っ
て
財
の
不
平
等
は
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
の
選
択
の
幅
が
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
〈
利
益
へ
の
平
等
の
機
会
と
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結
び
つ
い
た
最
低
限
の
選
択
の
幅
と
、
自
己
支
配
を
保
持
し
て
い
る
主
体
〉
と
し
て
、
つ
ま
り
〈
自
己
所
有
者
〉
と
し
て
あ
る
た
め
に

必
要
と
さ
れ
る
物
質
的
条
件
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
念
頭
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は

所
有
権
と
そ
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
〈
自
己
所
有
者
〉
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
て
提
示
し
た
い
こ
と
は
、
〈
自
己
を
持
つ
こ
と
〉
に
お
い
て
自
己
所
有
権
の
よ
う
に
排

他
性
や
自
己
完
結
性
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
所
有
す
る
こ
と

(owning)
に
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
他
者
と
の
係
わ
り
合
い
が
存
在

(13) 

し
、
こ
の
こ
と
を
認
め

(own)
、
こ
の
他
者
か
ら
の
支
え
に
負
う
こ
と

(owe)
に
よ
っ
て
初
め
て
〈
持
ち
前
と
し
て
の
自
己
の
固
有

性
〉
を
保
持
し
う
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
〈
持
ち
前
と
し
て
の
固
有
性
〉
と
は
、
そ
れ
を
失
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
自
分
自
身
で
は
な
く
な
っ

て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
端
的
に
い
う
な
ら
ば
個
々
人
が
有
す
る
労
働
力
と
は
み
な
し
え
な
い
身
体
や
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
獲
得
さ

れ
た
も
の

(
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
d
)

で
は
な
い
、
自
己
に
適
切
な
も
の
と
し
て
備
わ
っ
て
い
る

(
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
)

固
有
性
を
確
保
す
る
た
め

の
基
盤
と
し
て
、
外
的
資
源
に
対
す
る
所
有
権
が
ニ
ー
ズ
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

労
鋤
や
自
由
か
ら
の
理
論
に
お
け
る
よ
う
に
自
己
所
有
権
が
自
然
権
と
解
釈
さ
れ
、
外
的
資
源
の
私
的
所
有
化
に
際
し
て
付
随
制
約

の
機
能
し
か
持
た
な
い
手
続
的
な
(
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
)
要
求
事
項
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
過
程
に
あ
っ
て
そ
の
権
利
が
行
使
さ
れ
た
か
否
か
、

ま
た
は
侵
害
さ
れ
た
か
否
か
が
問
題
に
さ
れ
、
そ
の
帰
結
お
い
て
各
人
の
自
己
所
有
権
が
正
し
く
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
等
閑
視

さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
自
己
所
有
権
を
帰
結
主
義
的
な
要
求
事
項
と
し
て
、
す
な
わ
ち
ニ
ー
ズ
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
外
的
資

源
の
私
的
所
有
化
の
帰
結
と
し
て
各
人
が
〈
自
己
所
有
者
〉
と
し
て
自
分
の
生
を
営
ん
で
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
る
た
め
、
他

者
の
生
を
制
限
し
、
固
有
性
の
剥
奪
を
結
果
と
し
て
招
来
す
る
よ
う
な
所
有
形
態
は
正
当
化
さ
れ
ず
、
反
対
に
〈
自
己
所
有
者
〉
で
あ

る
こ
と
の
条
件
の
た
め
に
自
己
以
外
の
資
源
に
対
す
る
所
有
権
が
導
出
さ
れ
る
。
自
己
所
有
権
を
帰
結
主
義
的
な
要
求
事
項
と
す
る
こ

と
と
は
、
私
的
所
有
権
の
正
当
化
の
根
拠
付
け
に
お
い
て
〈
自
己
所
有
権
者
で
あ
る
か
ら
に
は
ど
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
〉
か
ら
、
〈
自

自
己
所
有
の
た
め
の
所
有
権
へ
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4
)
 

5
)
 

(
3
 

2
)
 

(
l
 

も
含
ま
れ
う
る
こ
と
、

(
U
)
 

己
所
有
者
で
あ
る
た
め
に
は
ど
ん
な
こ
と
が
必
要
(
n
e
e
d
s
)
な
の
か
〉
へ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
プ
転
換
を
お
こ
な
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン
や
ロ
ー
ル
ズ
が
唱
え
た
「
平
等
な
配
慮
と
尊
敬
へ
の
権
利
」
の
中
に
は
「
ニ
ー
ズ
ヘ
の
平
等
な
配
慮
へ
の
権
利
」
を

そ
し
て
ニ
ー
ズ
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
に
あ
っ
て
最
上
位
に
位
置
し
て
い
る
の
は
〈
所
有
権
〉
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ

わ
れ
は
再
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
眼
目
は
自
己
所
有
権
と
い
う
観
念
を
顛
倒
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
外
的
資
源
に
対
す
る
私
的
所
有
権
を
自
然
権
と
し
て
語
る

の
で
は
な
く
、
ニ
ー
ズ
か
ら
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
（
労
働
）
や
自
由
か
ら
所

有
権
が
導
か
れ
る
と
い
う
思
考
法
を
存
在
や
生
存
の
た
め
に
所
有
権
が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
方
向
に
転
回
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

引
用
し
た
語
句
は
「
」
で
示
す
。
文
献
挙
示
は
[
]
内
に
著
者
名
と
発
表
年
、
ペ
ー
ジ
を
並
記
し
、
ス
ラ
ッ
シ
ュ
の
後
の
数
字
は
邦
訳
の
頁
を

示
し
て
い
る
。
文
献
表
は
巻
末
に
ま
と
め
た
。
ま
た
本
文
中
に
お
い
て
＾
＞
で
示
さ
れ
て
い
る
個
所
は
筆
者
の
強
調
し
た
い
語
句
、
ま
た
は
文
章

で
あ
る
。

本
稿
で
考
察
す
る
所
有
権
と
は
私
的
所
有
権
で
あ
り
、
従
っ
て
近
代
社
会
に
お
け
る
所
有
権
概
念
が
批
判
・
検
討
の
対
象
で
あ
る
。
プ
リ
ミ
テ
ィ
プ

な
所
有
観
は
本
稿
の
考
察
対
象
で
は
な
い
。

自
己
所
有
権
以
外
の
私
的
所
有
権
、
ま
た
は
私
有
制
度
を
完
当
化
す
る
論
拠
と
し
て
は
「
責
任
か
ら
の
理
輪
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
」
「
先
占
に
よ
る

理
論
（
グ
ロ
チ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
）
」
、
「
効
用
か
ら
の
理
論
（
ベ
ン
サ
ム
）
」
、
「
人
格
間
の
同
意
（
カ
ン
ト
）
」
、
「
知
識
の
集
合
不
可
能
性
、

人
間
本
性
の
未
知
性
（
ハ
イ
エ
ク
）
」
等
が
思
想
史
的
に
は
存
在
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

cf.
[
R
e
e
v
e
 1
9
8
6
]
,
 

[
R
y
a
n
 1
9
8
7
]
.
 

こ
の

p
e
r
s
o
n
概
念
に
関
し
て
は
一
ノ
瀬
が
詳
論
し
て
い
る
o
C
f
・
[
-
ノ
瀬
1
9
9
7
]
.

こ
の
主
張
は
イ
ギ
リ
ス
古
典
経
済
学
の
労
働
価
値
説
を
批
判
し
て
｀
財
の
備
値
の
源
を
個
人
に
と
っ
て
の
主
観
的
価
値
（
欲
求
）
に
求
め
た
メ
ン

‘̀ たE
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(12) 

(11) 

(10) 
9
)
 

(
7
 

(
8
 

6
)
 

ガ
ー
の
価
値
論
（
限
界
効
用
説
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

vgl.
[
M
e
n
g
e
r
 1
9
6
8
]
.
 

ロ
ッ
ク
が
例
に
出
す
「
農
作
物
」
に
関
し
て
も
こ
の
こ
と
は
妥
当
す
る
。
確
か
に
食
物
は
そ
れ
自
体
に
使
用
価
値

(
G
e
b
r
a
u
c
h
s
w
e
r
t
)
を
包
含
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
あ
ま
り
に
も
蠍
作
で
あ
る
場
合
、
経
済
的
価
値
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
は
キ
ャ
ベ
ッ
な
ど
に
は
よ
く
起
き
る
が
、
こ

の
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
供
給
過
剰
に
よ
っ
て
消
費
者
の
需
要
、
す
な
わ
ち
欲
求
が
相
対
的
に
減
少
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

こ
の
自
由
か
ら
の
所
有
権
を
唱
え
る
代
表
的
論
者
と
し
て
ナ
ー
ヴ
ソ
ン
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

c
f
.
[
N
a
r
v
e
s
o
n
1
9
8
8
"
c
h
s
.
 6-8]. 

つ
ま
り
、
単
な
る
「
自
由
J

の
み
な
ら
ず
「
自
由
の
行
使
の
条
件
」

[
B
e
r
l
i
n
1
9
6
9
:
 
liii/81]

を
も
要
諧
す
る
。
外
的
資
源
に
対
す
る
所
有
権
を

上
述
の
よ
う
な
自
然
権
と
み
な
す
自
分
の
立
場
を
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
る
と
マ
ッ
ク
は
述
べ
て
い
る
[
M
a
c
k
1
9
9
0
;
5
3
8
]
0

こ
の
節
で
の
「
消
極
的

自
由
」
と
「
税
極
的
自
由
」
の
概
念
分
析
は
バ
ー
リ
ン
の
論
文
に
依
拠
し
て
い
る
。

cf.
[
B
e
r
l
i
n
 1
9
6
9
 :
 11
8
-
7
2
/
2
9
5ー

390].

自
己
所
有
権
者

(selfー

o
w
n
e
r
s
h
i
p
p
e
r
s
o
n
)
と
い
う
名
称
に
は
道
徳
主
体
の
み
な
ら
ず
、
所
有
権
主
体
で
あ
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
た
め
、

後
者
の
意
味
を
含
ま
な
い
名
称
と
し
て
は
以
後
、
自
己
所
有
者

(
s
e
l
f
-
o
w
n
i
n
g
p
e
r
s
o
n
)
を
用
い
る
。

s
e
l
f
-
o
w
n
i
n
g
と
い
う
タ
ー
ム
は
こ
の
二

分
法
を
明
確
に
す
る
た
め
に
最
近
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
様
々
な
自
己
所
有
権
の
分
類
と
そ
の
定
義
、
自
己
所
有
権
と
自
己
所
有
の
差

異
を
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
の
評
論

[
V
a
l
l
e
n
t
y
n
e
1
9
9
7
 :
 32
1ー

3
2
8
]

か
ら
学
ん
だ
。

所
有
権
と
は
権
利
の
束
で
あ
り
、

11
の
構
成
要
索
に
分
類
し
う
る
[
H
o
n
o
r
e
1
9
8
7
:
 
1
6
5
-
7
9
]
。
こ
の
こ
と
は
自
己
所
有
権
に
も
当
て
は
ま
り
、
こ

の
権
利
を
分
析
す
る
上
で
身
体
・
能
力
に
対
す
る
権
利
要
求
を
分
節
化
し
、
特
定
化
す
る
試
み
は
ロ
ー
ル
ズ
以
降
の
現
代
正
義
論
、
ま
た
ノ
ー
ジ
ッ

ク
以
降
の
所
有
権
理
論
に
関
す
る
思
想
潮
流
に
お
い
て
―
つ
の
主
流
を
な
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
所
有
権
を
支
配
権
と
収
益
権
と
に
分
け
る
こ
の

発
想
法
を
ク
リ
ス
ト
マ
ン

[
C
h
r
i
s
t
m
a
n
1
9
9
4
]

に
負
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
自
己
の
能
力
に
対
す
る
権
利
の
区
分
を
唱
え
て
い
る
論
者
と
し

て
ウ
ル
フ

[
W
o
l
f
f
1
9
9
1
"
1
2
2
/
2
0
2
]
 
(
ウ
ル
フ
は
所
持
・
使
用
の
権
利
と
譲
渡
の
権
利
に
分
け
て
い
る
）
、
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン

[
S
c
a
n
l
o
n
1
9
8
8
 :
 

186ff] 
(
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
は
自
分
の
自
然
的
資
産
と
同
一
化
し
、
そ
れ
を
享
受
す
る
権
利
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
受
け
取
る
権
利
と
を
区
別

し
て
い
る
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
主
張
は
「
人
々
が
社
会
の
一
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
得
て
い
る
利
益
は
、
再
分
配
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
事
実
上
相
互
に
相
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
」
[
森
村
1
9
9
5
:
8
0
]

と
ぃ
う
考
え
方
に
わ
た
し
は
与
し
な
い
こ
と
の
表
明
で
も
あ
る
o

「
利
益
へ
の
平
等
の
機
会

(
e
q
u
a
l
a
c
c
e
嬌
t
o
a
d
v
a
n
t
a
g
e
)
 J

と
は
個
々
人
の
間
に
お
け
る
生
活
の
造
異
は
そ
の
個
人
の
自
発
的
な
選
択
の
み
か

ら
生
じ
、
そ
の
人
の
責
任
に
備
す
こ
と
が
で
き
な
い
非
選
択
的
な
事
柄
（
非
情
な
不
遥
等
）
を
起
因
と
す
る
不
利
益
は
補
償
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
｀

と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
コ
ー
エ
ン
が
主
張
し
て
い
る
立
場
で
あ
る
。

cf.
[
C
o
h
e
n
 1
9
8
9
b
]
.
 

自
己
所
有
の
た
め
の
所
有
権
へ
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