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損
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損
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財
産
権
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
損
失
補
償
の
要
否
が
問
題
と
な
る
。
実
定
法
上
に
補
償
規
定
が
欠
け
て
い
て
も
、
直
接
憲

法
二
九
条
三
項
に
基
づ
い
て
補
償
を
請
求
で
き
る
と
す
る
通
説
・
判
例
の
下
に
お
い
て
は
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
損
失
補
償
要
否
の
基

準
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
学
説
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
長
一
短
が
あ
っ
て
、
い
ま
だ
定
説
が
な
い
。

　
憲
法
二
九
条
二
項
は
、
財
産
権
の
内
容
は
法
律
に
よ
っ
て
定
め
る
も
の
と
し
て
い
る
。
財
産
権
を
規
制
す
る
法
律
は
、
き
わ
め
て
多
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（
1
）

数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が
、
損
失
補
償
要
否
に
つ
い
て
の
立
法
上
の
取
扱
い
は
、
必
ず
し
も
一
貫
性
を
有
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
損
失
補

償
規
定
が
あ
っ
て
も
、
現
実
に
は
補
償
さ
れ
た
例
が
全
く
な
い
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
結
局
、
立
法
論
的
に
も
解
釈
論
的
に

も
損
失
補
償
要
否
の
基
準
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
財
産
権
の
制
限
は
、
規
制
の
目
的
か
ら
み
る
と
、
災
害
防
止
の
た
め
の
制
限
、
環
境
・
景
観
保
護
の
た
め
の
制
限
、
公
共
事
業
（
都

市
計
画
事
業
、
道
路
事
業
、
河
川
事
業
等
）
の
た
め
の
制
限
等
に
分
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
、
環
境
・
景
観
保
護
の
た
め

の
制
限
を
考
察
対
象
と
す
る
。

　
最
近
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
り
、
財
産
権
の
制
限
と
補
償
に
つ
い
て
、
「
調
整
義
務
あ
る
内
容
規

定
」
と
い
う
法
形
態
が
創
出
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
動
向
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
損
失
補
償
要
否
の
基
準
に
つ
い
て
再

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
　
財
産
権
の
社
会
的
制
約

1
　
損
失
補
償
規
定
を
有
す
る
立
法
例
の
概
観

　
損
失
補
償
規
定
を
有
す
る
立
法
例
と
し
て
は
、
自
然
公
園
法
、
自
然
環
境
保
全
法
、
森
林
法
、
文
化
財
保
護
法
等
が
代
表
的
な
も
の

で
あ
る
。

自
然
公
園
法
三
五
条
一
項
は
、
「
国
は
、
第
一
七
条
第
三
項
、
第
一
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
一
入
条
の
二
第
三
項
の
許
可
を
得
る

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
第
一
九
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
条
件
を
附
せ
ら
れ
た
た
め
、
又
は
第
二
〇
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
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を
受
け
た
た
め
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
自
然
環
境
保
全
法
三
三
条
一

項
も
、
同
趣
旨
で
あ
る
。
森
林
法
三
五
条
は
、
「
国
は
、
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
森
林
の
森
林
所
有
者
そ
の
他
権
原
に
基
き
そ
の

森
林
の
立
木
竹
又
は
土
地
の
使
用
又
は
収
益
を
す
る
者
に
対
し
、
保
安
林
の
指
定
に
よ
り
そ
の
者
が
通
常
受
け
る
べ
き
損
失
を
補
償
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
文
化
財
保
護
法
八
〇
条
は
、
そ
の
一
項
に
お
い
て
、
「
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
に
関
し
そ

の
現
状
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
化
庁
長
官
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
し
、
そ
の
五
項
に
お
い
て
、
「
第
一
項
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
又
は
第
三
項
で
準
用
す
る

第
四
三
条
第
三
項
の
許
可
の
条
件
を
付
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
て
は
、
国
は
、
そ
の
通
常
生
ず
べ
き
損
失

を
補
償
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
通
損
補
償
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
森
林
法
上
の
補
償
を
除
い
て
は
、
現
実
に
補
償
が
な
さ
れ
た
事
例
は
皆
無

　
　
　
　
　

で
あ
る
。
文
献
の
中
に
は
、
「
公
用
制
限
に
関
す
る
補
償
の
定
め
を
こ
の
際
、
根
本
的
に
再
検
討
し
、
実
際
に
運
用
さ
れ
ず
、
い
わ
ば

死
文
化
し
て
い
る
補
償
規
定
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
…
…
実
際
に
運
用
さ
れ
も
し
な
い
補
償
規
定
を
数
多
く
法
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

中
に
存
置
し
て
お
く
の
は
、
ま
さ
に
羊
頭
狗
肉
で
あ
り
、
法
治
国
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
有
害
で
あ
る
」
と
説
く
も
の
さ
え
あ
る
。

2
　
判
例
に
お
け
る
社
会
的
（
内
在
的
）
制
約

　
裁
判
例
は
、
自
然
公
園
法
、
森
林
法
、
文
化
財
保
護
法
等
に
基
づ
く
土
地
の
利
用
制
限
は
一
般
に
財
産
権
の
社
会
的
（
内
在
的
）
制

約
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
超
え
て
特
別
の
犠
牲
を
課
す
る
場
合
に
は
損
失
補
償
が
必
要
で
あ
り
、
自
然
公
園
法
三
五
条
一
項
等
は
こ
れ
を

法
定
化
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
解
し
て
い
る
。
主
要
な
裁
判
例
の
中
か
ら
補
償
要
否
の
基
準
に
つ
い
て
の
判
示
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
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法

て
、
次
に
紹
介
し
て
お
こ
う
（
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
結
論
に
お
い
て
補
償
を
否
定
）
。

国
　
東
京
地
判
昭
和
五
七
・
五
二
二
一
（
行
集
三
三
巻
五
号
一
＝
二
八
頁
）

　
「
公
共
の
福
祉
の
た
め
財
産
権
に
対
し
法
律
上
規
制
が
加
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
そ
の
権
利
主
体
が
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ

　
れ
が
財
産
権
に
内
在
す
る
社
会
的
制
約
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
制
限
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
受
忍
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
補
償
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ

　
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
二
九
条
三
項
に
よ
り
補
償
を
請
求
で
き
る
の
は
、
公
共
の
た
め
に
す
る
財
産
権
の
制
限
が
社
会

　
生
活
上
一
般
に
受
忍
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
、
特
定
の
人
に
対
し
特
別
の
財
産
上
の
犠
牲
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と

解
さ
れ
る
。
」

圖
　
東
京
地
判
昭
和
六
一
・
三
・
一
七
（
行
集
三
七
巻
三
号
二
九
四
頁
）

　
「
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
財
産
権
の
行
使
に
対
し
て
法
律
上
の
規
制
が
加
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
財
産
権
に
つ
い
て
あ
る
種
の
制
限
が
生
じ

　
た
と
し
て
も
、
そ
の
制
限
が
、
当
該
財
産
権
の
本
来
の
性
質
な
い
し
目
的
に
応
じ
て
そ
の
財
産
権
が
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
の
内
容
を

定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
右
制
限
は
、
当
該
財
産
権
に
内
在
す
る
社
会
的
制
約
の
具
体
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、

　
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
補
償
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

團
　
東
京
地
判
平
成
二
・
九
・
一
八
（
行
集
四
一
巻
九
号
一
四
七
一
頁
）

　
「
憲
法
二
九
条
三
項
に
よ
り
補
償
を
要
す
る
の
は
、
公
共
の
利
益
の
た
め
の
財
産
権
の
制
限
が
社
会
生
活
上
一
般
に
受
忍
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
限

度
、
す
な
わ
ち
財
産
権
の
内
在
的
制
約
を
超
え
て
、
特
定
の
者
に
特
別
の
犠
牲
を
強
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
財

産
権
に
対
し
法
律
上
規
制
が
加
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
そ
の
権
利
主
体
が
不
利
益
を
受
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
財
産
権
の
内
在
的
制
約
と
認
め
ら

れ
る
範
囲
内
の
制
限
で
あ
れ
ば
、
補
償
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
…
法
三
五
条
一
項
は
、
要
許
可
行
為
に
つ
い
て
許
可
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を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
て
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
右
の
よ

　
う
な
法
に
定
め
る
利
用
行
為
の
制
限
が
、
そ
の
態
様
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
財
産
権
の
内
在
的
規
制
を
超
え
、
特
定
の
者
に
対
し
て
特
別
な
犠
牲
を

　
強
い
る
こ
と
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
二
九
条
三
項
の
趣
旨
に
基
づ
く
損
失
補
償
を
法
律
上
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で

　
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
補
償
要
否
に
つ
い
て
の
結
論
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
裁
判
例
は
一
致
し
て
、
財
産
権
の
社
会
的
（
内
在
的
）

制
約
に
は
補
償
は
不
要
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
補
償
要
否
の
基
準
は
、
当
該
制
限
が
「
社
会
的
（
内
在
的
）
制
約
」
の

範
囲
内
に
あ
る
か
否
か
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
社
会
的
制
約
に
該
当
す
れ
ば
補
償
は
不
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
超
え
れ
ば
補
償
が
必
要

と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
で
は
、
学
説
の
動
向
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
的
制
約
と
は
一
体
何

か
、
ど
こ
ま
で
が
社
会
的
制
約
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

3
　
社
会
的
（
内
在
的
）
制
約
の
意
味
と
範
囲

　
ω
　
社
会
的
制
約
と
内
在
的
制
約
　
　
財
産
権
の
内
在
的
制
約
に
は
補
償
は
不
要
で
あ
る
、
と
の
内
在
的
制
約
論
は
、
従
来
か
ら
し

ば
し
ば
主
張
さ
れ
、
今
日
に
お
い
て
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
公
共
の
安
全
秩
序
の
維
持
と
い
う
消
極
目
的
の
た

め
の
制
限
は
財
産
権
の
内
在
的
制
約
で
あ
る
か
ら
補
償
を
要
し
な
い
、
と
説
く
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
積
極
目
的
の
た
め
の
財
産
権

制
限
に
つ
い
て
補
償
が
不
要
で
あ
る
場
合
を
説
明
す
る
考
え
方
と
し
て
、
社
会
的
制
約
論
が
あ
る
。
裁
判
例
や
文
献
に
お
い
て
は
、
社

会
的
制
約
と
い
う
言
葉
と
内
在
的
制
約
と
い
う
言
葉
が
同
時
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
前
掲
の
国
判
決
と

圖
判
決
は
、
「
財
産
権
に
内
在
す
る
社
会
的
制
約
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
。
團
判
決
は
単
に
「
財
産
権
の
内
在
的
制
約
」
と
い
う
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表
現
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
自
然
公
園
法
上
の
制
限
を
「
公
用
制
限
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
か
ら
、
国
囮
判
決
と
そ
れ
ほ
ど

相
違
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
社
会
的
制
約
と
内
在
的
制
約
は
、
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

（
4
）

る
。

　
②
　
社
会
的
制
約
の
範
囲
　
　
財
産
権
の
社
会
的
（
内
在
的
）
制
約
の
範
囲
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
財
産
権
規
制
の
目
的

や
程
度
等
に
よ
っ
て
個
別
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
学
説
・
判
例
に
お
け
る
一
般
的
な
考
え
方
を
概
観
し
て
お

こ
・
つ
。

　
文
献
に
お
い
て
は
、
「
現
代
社
会
の
構
成
員
は
、
財
産
権
の
主
体
と
し
て
も
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
、
そ
の
社
会
的
責
任
を
果
た

す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
責
任
を
果
た
す
う
え
で
、
当
然
受
忍
す
べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
程
度
」
の
財
産
権
の
制
限
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

補
償
は
不
要
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
裁
判
例
を
み
る
と
、
前
掲
団
判
決
は
、
財
産
権
の
制
限
が
「
社
会
生
活
上
一
般
に
受
忍
す

べ
き
も
の
と
さ
れ
る
限
度
」
を
超
え
た
場
合
に
特
別
の
犠
牲
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
團
判
決
も
同
趣
旨
で
あ
る
。

圖
判
決
は
、
財
産
権
の
制
限
が
「
当
該
財
産
権
の
本
来
の
性
質
な
い
し
目
的
に
応
じ
て
そ
の
財
産
権
が
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
よ
う

に
そ
の
内
容
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
」
で
あ
る
場
合
は
、
社
会
的
制
約
の
範
囲
内
に
あ
る
と
い
う
。
団
團
判
決
と
囮
判

決
と
で
は
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
圖
判
決
は
い
く
ら
か
具
体
的
に
述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
社
会
的
制
約
の
捉
え
方
が
異
な
っ
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
、
い
ず
れ
も
最
高
裁
判
例
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
最
判
昭
和
五
〇
・
三
・
＝
二
（
判
時
七
七
一
号
三
七
頁
）

は
、
「
公
共
の
た
め
に
す
る
財
産
権
の
制
限
が
社
会
生
活
上
一
般
に
受
忍
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
限
度
」
を
超
え
た
場
合
に
は
補
償
を

要
す
る
、
と
判
示
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
学
説
・
判
例
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
生
活
上
受
忍
す
べ
き
限
度
」
が
社
会
的



制
約
の
範
囲
を
画
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
社
会
生
活
上
受
忍
す
べ
き
限
度
」
と
は
ど
こ
ま
で
を
指
す
も
の
で
あ
る
の
か
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
場
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
、
そ
の
具
体
的
な
判
断
基
準
が
必
要
と
な
る
。

二
　
損
失
補
償
要
否
の
具
体
的
基
準

蜀栖
否

要の
償

補
失

損
と

暇媚灘
財

1

具
体
的
基
準
の
必
要
性

　
財
産
権
の
社
会
的
制
約
に
は
補
償
は
不
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
般
的
な
基
準
で
あ
っ
て
、
そ
の
範
囲
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え

ず
、
現
実
に
適
用
可
能
な
基
準
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
明
確
に
す
る
具
体
的
基
準
が
必
要
と
な
る
。

　
こ
れ
ま
で
提
示
さ
れ
て
き
た
具
体
的
基
準
と
し
て
は
、
①
被
侵
害
者
の
数
の
全
体
に
対
す
る
割
合
（
形
式
的
基
準
）
と
侵
害
の
強
度

（
実
質
的
基
準
）
を
総
合
判
断
す
る
説
、
②
財
産
権
の
制
限
が
消
極
目
的
の
た
め
か
積
極
目
的
の
た
め
か
に
よ
り
判
断
す
る
説
、
が
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
両
説
は
、
補
償
要
否
に
つ
い
て
一
応
の
傾
向
を
示
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
最
終
的
に
は
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　

あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
現
在
で
は
別
の
具
体
的
基
準
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
具
体
的
基
準
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
に
お
け
る
私
的
効
用
説
、
目
的
背
反
説
、
状
況
拘
束
性
の
理
論
等
（
い

ず
れ
も
実
質
的
基
準
説
）
が
我
が
国
の
学
説
・
判
例
に
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
動
向
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に

し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
我
が
国
の
判
例
・
学
説
の
動
向
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

2

判
例
に
お
け
る
実
質
的
基
準

7
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裁
判
例
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
、
判
例
の
動
向
を
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
団
　
津
地
判
昭
和
五
二
．
三
．
一
一
（
訟
月
二
一
二
巻
三
号
五
一
六
頁
。
森
林
法
三
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
事
件
）

　
　
「
本
件
土
地
は
、
歴
史
上
、
文
化
上
由
緒
あ
る
名
勝
の
地
で
あ
る
点
に
価
値
を
有
す
る
と
同
時
に
、
前
記
優
白
質
花
こ
う
岩
等
を
埋
蔵
し
て
い
る
点

　
に
財
産
的
価
値
を
有
し
て
お
り
、
前
記
風
致
保
安
林
、
史
蹟
名
勝
の
指
定
に
よ
り
前
者
の
価
値
を
保
護
す
る
た
め
に
、
本
件
土
地
に
つ
き
現
状
変
更

　
が
禁
止
さ
れ
る
と
き
は
、
本
件
土
地
か
ら
花
こ
う
岩
を
採
取
す
る
こ
と
が
殆
ど
不
可
能
と
な
り
、
右
の
如
き
利
用
制
限
は
、
土
地
の
有
効
利
用
を
本

　
質
と
す
る
本
件
土
地
所
有
権
に
対
す
る
重
大
な
制
約
と
な
る
も
の
と
解
さ
れ
、
A
が
石
材
業
者
な
い
し
は
こ
れ
を
業
と
す
る
会
社
の
経
営
者
で
あ
っ

　
て
、
か
つ
て
花
こ
う
岩
の
採
取
を
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
右
制
約
は
、
歴
史
上
、
文
化
上
由
緒
あ
る
名
勝
の
地
を
保
護
、
保

　
存
す
る
と
い
う
社
会
、
公
共
の
利
益
の
た
め
に
、
本
件
土
地
所
有
権
に
一
般
に
受
忍
を
要
求
さ
れ
る
以
上
の
特
別
の
負
担
を
課
し
て
い
る
も
の
と
い

　
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
A
に
損
失
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
き
に
は
、
森
林
法
三
五
条
の
規
定
に
照
ら
し
、
ま
た
は
憲
法
二
九
条
の
規
定
に
よ

　
り
正
当
な
補
償
を
受
け
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
図
　
東
京
地
判
昭
和
五
七
．
五
．
三
一
（
行
集
三
三
巻
五
号
一
＝
二
八
頁
。
自
然
公
園
法
三
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求

事
件
）

　
「
右
の
よ
う
な
利
用
行
為
の
制
限
は
、
自
然
の
風
景
地
を
保
護
し
、
そ
の
利
用
の
増
進
を
図
る
と
い
う
公
園
法
の
行
政
目
的
の
た
め
に
課
さ
れ
る
も

　
の
で
あ
り
、
そ
の
制
限
の
態
様
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
当
該
財
産
権
の
本
質
的
内
容
を
侵
害
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
当
該
財
産

　
権
の
効
用
と
は
無
関
係
に
偶
然
に
課
さ
れ
る
制
限
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
同
法
に
定
め
る
利
用
行
為
の
制

　
限
を
全
て
所
有
権
の
内
在
的
制
約
と
し
、
土
地
所
有
権
者
は
当
然
に
こ
れ
を
受
忍
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
み
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
。
同
法
三
五
条

　
一
項
が
要
許
可
行
為
に
つ
い
て
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
す
べ
き
旨
規
定
し
た
の
は
、
右
の
よ
う
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な
趣
旨
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
項
が
土
地
の
収
用
、
権
利
の
は
く
奪
そ
の
他
実
質
的
に
こ
れ
と
同
視
し
う
る
場
合
に
の
み
補

　
償
を
要
す
る
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
し
、
ま
た
、
従
前
の
利
用
方
法
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
補
償
を
要
し
な
い
と
い
う
こ
と

　
も
で
き
な
い
。
」

　
團
　
東
京
地
判
昭
和
六
一
．
三
・
一
七
（
行
集
三
七
巻
三
号
二
九
四
頁
。
自
然
公
園
法
三
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
事

件
）　

　
「
自
然
公
園
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
風
致
及
び
景
観
を
保
護
し
こ
れ
を
美
し
い
ま
ま
に
維
持
す
る
こ
と
は
、
特
に
国
土
の
開
発
と
自
然
の
保
護
と
の
調

　
和
が
要
請
さ
れ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
右
の
法
の
趣
旨
に
合
致
し
極
め
て
高
い
公
共
性
を
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て

　
財
産
権
の
内
容
を
定
め
る
に
つ
き
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
公
共
の
福
祉
と
い
う
に
妨
げ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
他
方
、
自
然
公
園
内
に

　
あ
っ
て
す
ぐ
れ
た
風
致
及
び
景
観
を
有
す
る
土
地
の
所
有
者
に
対
し
て
、
そ
の
土
地
所
有
権
の
行
使
に
つ
き
右
の
よ
う
な
公
共
の
福
祉
を
実
現
す
る

　
た
め
に
必
要
で
か
つ
合
理
的
な
範
囲
内
の
制
限
を
加
え
る
こ
と
は
、
そ
の
土
地
が
自
然
公
園
内
に
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
風
致
及
び
景
観
を
も
つ
も
の
と

　
し
て
存
在
し
、
利
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
当
該
財
産
権
本
来
の
性
質
に
応
じ
て
そ
の
財
産
権
の
内
容
を
定
め
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す

　
る
と
、
右
の
よ
う
に
自
然
公
園
内
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
風
致
及
び
景
観
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
で
か
つ
合
理
的
な
範
囲
内
に
お
い
て
制
限
を
加
え

　
る
こ
と
は
、
当
該
土
地
所
有
権
自
体
に
内
在
す
る
社
会
的
制
約
の
具
体
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
制
限
に
よ
っ
て
生
ず

　
る
損
失
は
、
こ
れ
を
補
償
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
囚
　
東
京
地
判
平
成
二
．
九
．
一
八
（
行
集
四
一
巻
九
号
一
四
七
一
頁
。
自
然
公
園
法
三
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
事

件
）　

「
本
件
不
許
可
決
定
に
よ
り
受
け
た
本
件
土
地
の
利
用
行
為
の
制
限
（
本
件
建
物
の
建
築
の
制
限
）
が
財
産
権
の
内
在
的
制
約
の
範
囲
を
超
え
て
特
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別
の
犠
牲
に
当
た
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
損
失
の
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、
本
件
不
許
可
処
分
に
よ
る
制
限
が
特
別

の
犠
牲
に
当
た
る
か
否
か
は
、
本
件
土
地
を
含
む
周
辺
一
帯
の
地
域
の
風
致
・
景
観
が
ど
の
程
度
保
護
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
、
本
件
建
物

が
建
築
さ
れ
た
場
合
に
風
致
・
景
観
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
、
さ
ら
に
、
本
件
不
許
可
処
分
に
よ
り
本
件
土
地
を
従
前
の
用
途
に
従
っ
て

利
用
し
、
あ
る
い
は
従
前
の
状
況
か
ら
客
観
的
に
予
想
さ
れ
得
る
用
途
に
従
っ
て
利
用
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
い
し
著
し
く
困
難
と
な
る
か
否
か
等

の
事
情
を
総
合
勘
案
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
事
情
を
総
合
勘
案
す
る
と
、
本
件
不
許
可
処
分
に
よ
る
本
件
建
物
の
建
築
の
制
限

は
、
国
立
公
園
内
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
風
致
・
景
観
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
合
理
的
な
範
囲
内
の
制
限
と
し
て
、
社
会
生
活
上
一
般
に
受
忍

す
べ
き
財
産
権
の
内
在
的
制
約
の
範
囲
内
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
失
は
、
こ
れ
を
補
償
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」

3
　
判
例
の
検
討

　
団
判
決
は
、
制
限
の
程
度
を
主
要
な
判
断
基
準
と
し
て
い
る
。
良
質
の
岩
石
を
埋
蔵
し
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
岩
石
の
採
取
が

重
要
な
利
用
形
態
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
土
地
所
有
権
に
対
す
る
重
大
な
制
約
と
な
り
、
本
質
的
な
制

限
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
歴
史
的
、
文
化
的
価
値
を
有
す
る
名
勝
地
を
保
護
・
保
存
す
る
こ
と
は
、
公
共
の
利
益
の
た
め
に
必
要

な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
現
状
の
変
更
を
無
補
償
で
禁
止
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
団
判
決
の
考
え
方
は
、

至
極
当
然
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
囮
判
決
は
、
「
当
該
財
産
権
の
本
質
的
内
容
の
侵
害
」
、
あ
る
い
は
、
そ
の
程
度
に
至
ら
な
く
て
も
「
当
該
財
産
権
の
効
用
と
は
無
関

係
に
偶
然
に
課
さ
れ
る
制
限
」
に
は
補
償
が
必
要
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
本
質
的
な
制
限
の
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
財
産
権
の
効
用
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1

と
は
無
関
係
に
偶
然
に
課
さ
れ
る
制
限
に
も
補
償
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
「
財
産
権
の
効
用
と
は
無
関
係
に
偶
．

然
に
課
さ
れ
る
制
限
」
の
意
味
は
、
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
い
が
た
い
。
「
財
産
権
の
効
用
」
に
一
定
の
方
向
づ
け
が
な
さ
れ
て
し
ま

え
ば
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
偶
然
に
課
さ
れ
る
制
限
は
、
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
圖
判
決
は
、
「
〔
自

然
〕
公
園
法
上
の
特
別
地
域
・
特
別
保
護
地
区
は
、
環
境
庁
長
官
が
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
風
致
・
景
観
を
維
持
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
て
指
定
し
た
地
域
・
地
区
で
あ
る
か
ら
、
右
の
指
定
が
取
り
消
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
地
域
・
地
区
内
の
土
地
所
有
者

は
、
こ
の
よ
う
な
行
政
目
的
を
達
成
す
る
た
め
右
の
指
定
の
趣
旨
に
反
し
な
い
限
度
で
当
該
土
地
の
使
用
・
収
益
を
す
べ
き
一
般
的
制

限
を
受
け
て
い
る
」
述
べ
た
う
え
で
、
本
件
許
可
申
請
は
申
請
権
の
濫
用
で
あ
る
か
ら
損
失
補
償
は
不
要
で
あ
る
、
と
判
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
下
で
は
、
あ
る
土
地
が
特
別
地
域
・
特
別
保
護
地
区
に
指
定
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
損
失
補
償
の
請
求
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
團
判
決
は
、
「
当
該
財
産
権
本
来
の
性
質
に
応
じ
て
そ
の
財
産
権
の
内
容
を
定
め
る
制
限
」
に
は
補
償
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
。
そ

こ
で
は
、
「
当
該
財
産
権
本
来
の
性
質
」
の
意
味
が
問
題
と
な
る
が
、
同
判
決
に
よ
れ
ば
、
「
そ
の
土
地
が
自
然
公
園
内
に
あ
り
、
す
ぐ

れ
た
風
致
及
び
景
観
を
も
つ
も
の
と
し
て
存
在
し
、
利
用
さ
れ
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
が
、
「
当
該
財
産
権
本
来
の
性
質
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
「
状
況
拘
束
性
」
の
理
論
に
近
い
考
え
方
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
的
制
約
の
範

囲
は
き
わ
め
て
広
範
囲
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　
囚
判
決
は
、
本
件
土
地
を
含
む
周
辺
一
帯
の
地
域
の
風
致
・
景
観
を
保
護
す
べ
き
程
度
、
本
件
建
物
の
建
築
が
風
致
・
景
観
に
与
え

る
影
響
、
従
前
の
利
用
を
不
可
能
な
い
し
著
し
く
困
難
と
す
る
か
否
か
、
な
ど
の
事
情
を
総
合
勘
案
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
「
状
況
拘
束
性
」
理
論
の
影
響
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
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学
説
の
動
向

　
代
表
的
所
説
と
し
て
、
今
村
説
、
松
島
説
、
遠
藤
説
、
阿
部
説
、
安
本
説
、
小
高
説
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ω
　
今
村
説
　
　
こ
の
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
た
の
は
、
今
村
成
和
教
授
で
あ
る
。
教
授
は
、
比
較
的
早
い
段
階
で
、
次
の

よ
う
な
基
準
を
提
示
さ
れ
た
。
「
ω
財
産
権
の
剥
奪
又
は
当
該
財
産
権
の
本
来
の
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
侵
害
に

つ
い
て
は
、
権
利
者
の
側
に
、
こ
れ
を
受
忍
す
べ
き
理
由
が
あ
る
場
合
で
な
い
限
り
、
当
然
に
補
償
を
要
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。
＠
右
の
程
度
に
至
ら
な
い
財
産
権
行
使
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
㈲
当
該
財
産
権
の
存
在
が
、
社
会
的
共
同
生
活
と
の
調
和
を
保
っ

て
ゆ
く
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
財
産
権
に
内
在
す
る
社
会
的
拘
束
の
表
わ
れ
と
し
て
補
償
を
要
し
な
い
も
の

と
解
す
べ
く
（
た
と
え
ば
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
建
築
の
制
限
）
、
㈲
他
の
特
定
の
公
益
目
的
の
た
め
に
、
当
該
財
産
権
の
本
来
の
社

会
的
効
用
と
は
無
関
係
に
、
偶
然
に
課
せ
ら
れ
る
制
限
で
あ
る
と
き
に
は
（
た
と
え
ば
、
重
要
文
化
財
の
環
境
保
全
の
た
め
、
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
国
立
公
園
内
に
お
け
る
自
然
風
物
の
維
持
の
た
め
の
制
限
）
、
補
償
を
要
す
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」

　
②
　
松
島
説
　
　
松
島
諄
吉
教
授
は
、
形
式
的
基
準
・
実
質
的
基
準
総
合
説
が
依
然
と
し
て
妥
当
性
を
有
す
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、

実
質
的
基
準
に
重
点
を
置
か
れ
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
財
産
権
を
し
て
本
来
的
機
能
を
発
揮
さ
せ
、
当

該
財
産
権
が
保
障
さ
れ
る
所
以
と
な
っ
た
従
来
の
目
的
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
加
え
ら
れ
る
財
産
権
の
制
限
は
、
財
産
権
の
本
体
た
る

そ
の
本
来
的
機
能
を
侵
害
せ
ず
、
従
っ
て
無
償
で
な
さ
れ
る
財
産
権
の
制
限
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
「
公
共
の
福
祉
の
観
点
か
ら
、

そ
の
財
産
権
に
従
来
と
は
異
な
っ
た
目
的
を
与
え
る
た
め
に
、
当
該
財
産
権
に
つ
い
て
、
そ
の
本
来
的
機
能
を
奪
う
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
自
己
の
責
に
帰
す
べ
き
理
由
も
な
く
、
そ
の
財
産
権
の
本
来
的
機
能
を
剥
奪
す
る
侵
害
が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
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す
　

る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
当
然
そ
の
損
失
の
補
償
が
与
え
ら
れ
る
。
」

　
⑧
　
遠
藤
説
　
　
遠
藤
博
也
教
授
は
、
「
地
域
的
特
性
」
と
コ
般
通
常
人
が
と
る
で
あ
ろ
う
利
用
行
為
」
に
着
目
さ
れ
て
、
次
の

よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
「
地
区
指
定
を
し
た
に
は
そ
れ
な
り
の
わ
け
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
や
は
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
柄
な
い

し
地
域
的
特
性
が
地
域
指
定
を
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
実
質
的
に
み
る
か
ぎ
り
、
特
定
の

地
区
指
定
な
ら
び
に
そ
の
趣
旨
に
い
ち
じ
る
し
く
反
す
る
行
為
を
さ
け
る
べ
き
義
務
は
、
無
か
ら
有
を
生
じ
た
ほ
ど
の
新
規
な
創
設
と

い
う
よ
り
は
、
あ
る
程
度
漠
然
と
し
て
す
で
に
存
在
し
て
い
た
も
の
に
、
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
与
え
た
と
い
う
い
み
で
、
確
認
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

要
素
も
み
と
め
ら
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
」
「
地
域
的
特
性
に
即
し
て
一
般
通
常
人
が
と
る
で
あ
ろ
う
利
用
行
為
を
基
準
と
し
て
、
規

制
に
よ
る
権
利
侵
害
の
程
度
の
強
弱
、
財
産
権
に
と
っ
て
内
在
的
・
必
然
的
か
外
在
的
・
偶
然
的
か
の
判
断
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
…
…
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
般
通
常
人
が
と
る
で
あ
ろ
う
利
用
行
為
は
、
単
一
の
も
の
で
は
な
く
、

相
当
の
幅
を
も
っ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
幅
を
は
み
だ
す
行
為
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
判
決
の
い
う
『
申
請
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
濫
用
』
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
」

　
㈲
　
阿
部
説
　
　
阿
部
泰
隆
教
授
は
従
来
の
学
説
を
批
判
的
に
検
討
さ
れ
た
後
に
、
「
点
数
制
に
よ
る
補
償
の
要
否
の
表
示
」
を
提

案
さ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
「
損
失
補
償
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
単
一
の
基
準
で
は
な
く
、
各
種
の
基
準
を
組
み
合
わ

せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
主
に
規
制
の
根
拠
・
目
的
と
規
制
の
程
度
と
の
相
関
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の

よ
う
な
理
由
な
り
目
的
で
、
ど
の
程
度
の
厳
し
い
規
制
を
す
る
か
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
補
償
の
要
否
が
決
ま
る
と
考
え
る
。
規
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

目
的
な
り
根
拠
は
表
に
挙
げ
た
通
り
と
り
あ
え
ず
九
つ
、
規
制
の
程
度
は
四
つ
取
り
あ
げ
た
。
」

　
⑤
　
安
本
説
　
　
安
本
典
夫
教
授
は
、
「
地
域
的
制
約
性
」
を
基
点
に
し
て
、
「
土
地
利
用
に
は
＝
疋
の
地
域
的
制
約
性
が
あ
り
、
地
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指
定
し
た
の
は
、
そ
の
地
域
の
特
性
か
ら
そ
の
よ
う
な
行
為
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
般
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た

よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
地
区
指
定
が
そ
れ
に
明
確
な
形
を
与
え
た
、
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
補
償
の
要
否
の
判
断
に
お
け
る
要
素
と
な
り

　
お
　

え
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
⑥
　
小
高
説
　
　
小
高
剛
教
授
は
、
「
こ
の
種
の
規
制
は
、
た
と
え
ば
、
古
都
の
歴
史
的
風
土
や
自
然
公
園
の
景
観
の
保
持
な
ど
、

指
定
地
域
内
の
財
産
の
本
来
の
効
用
と
は
無
関
係
に
、
か
つ
、
そ
の
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
よ
う
な
内
容
、
性
質
の
規
制
を
加
え
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
受
忍
の
限
度
を
超
え
て
、
財
産
上
の
犠
牲
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
損
失
に
対
し
て
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ

償
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
5
　
学
説
の
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
　

　
ω
　
今
村
説
に
つ
い
て
　
　
今
村
説
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
述
べ
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
、

①
今
村
説
に
お
け
る
「
財
産
権
本
来
の
効
用
」
と
は
何
か
、
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
論
者
の
意
図
と
は
別
に
、
財
産
権
者
本
人
の

利
用
目
的
・
利
用
方
法
に
優
先
す
る
よ
う
な
一
定
の
財
産
権
の
本
来
の
効
用
が
前
提
に
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
財
産
権
の
本

来
の
効
用
の
範
囲
を
確
定
す
る
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
配
慮
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
②
今
村
説
の
第
二
基
準
＠
㈲
「
他
の
特
定
の
公

益
目
的
の
た
め
に
、
当
該
財
産
権
の
本
来
の
社
会
的
効
用
と
は
無
関
係
に
、
偶
然
に
課
せ
ら
れ
る
制
限
に
は
、
補
償
を
要
す
る
」
に
つ

い
て
は
、
こ
の
種
の
制
限
も
財
産
権
の
本
来
の
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
場
合
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
例
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
国
立
公
園
内
に
お
け
る
自
然
風
物
の
維
持
の
た
め
の
制
限
」
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
種
の
制
限
に
よ
り

土
地
の
基
本
的
利
用
方
法
が
制
限
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
の
効
用
の
発
揮
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
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れ
る
。
③
従
っ
て
、
今
村
説
の
第
二
基
準
の
方
が
第
一
基
準
よ
り
も
具
体
的
で
あ
る
点
に
着
目
し
て
、
第
一
基
準
を
一
般
的
基
準
と
し
、

第
二
基
準
を
具
体
的
基
準
と
し
て
、
今
村
説
を
再
構
成
す
べ
き
で
あ
る
。
今
村
説
の
意
義
は
、
従
来
の
学
説
が
財
産
権
の
剥
奪
ま
た
は

本
質
的
制
限
に
は
補
償
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
に
と
ど
ま
り
、
本
質
的
制
限
と
は
何
か
に
つ
い
て
具
体
的
基
準
を
提
示
す
る
に
至
ら
な

か
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
財
産
権
の
本
来
の
効
用
」
を
基
軸
に
し
て
具
体
的
基
準
を
提
示
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
今
村
説
に
対
す
る
右
の
よ
う
な
私
の
分
析
・
評
価
に
対
し
て
、
安
本
典
夫
教
授
は
、
「
今
村
教
授
の
意
図
は
、
お
そ
ら
く
、
一
方
で
、

た
と
え
ば
住
宅
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
べ
き
土
地
で
、
建
築
禁
止
に
至
る
程
度
の
制
限
は
『
本
来
の
効
用
』
の
発
揮
を
妨
げ
る
こ
と
に

な
り
、
他
方
で
、
建
築
自
体
は
禁
止
さ
れ
な
い
が
（
し
た
が
っ
て
、
上
の
意
味
で
の
『
本
来
の
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
』
に
は
あ
た
ら

な
い
が
）
、
そ
の
地
域
の
居
住
環
境
維
持
の
目
的
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
発
見
さ
れ
た
重
要
な
遺
跡
の
周
辺
環
境
の
維
持
目
的
の
た
め

に
建
築
物
の
高
さ
等
に
厳
し
い
制
限
が
か
け
ら
れ
る
時
、
そ
れ
は
当
該
財
産
権
の
『
本
来
の
社
会
的
効
用
』
と
は
無
関
係
の
制
限
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
、
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
今
村
説
は
、
本
来
の
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
場
合
の
ほ
か
に
、
そ
の

程
度
に
至
ら
な
い
場
合
で
も
、
他
の
公
益
目
的
の
た
め
に
、
当
該
財
産
権
の
社
会
的
効
用
と
は
無
関
係
に
偶
然
に
課
せ
ら
れ
る
制
限
に

は
補
償
を
要
す
る
、
説
い
て
い
る
か
ら
、
二
者
択
一
で
は
な
く
て
、
中
間
的
な
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
裁
判
例
に
お
い

て
も
、
例
え
ば
、
前
掲
東
京
地
判
昭
和
五
七
年
は
、
「
同
項
が
土
地
の
収
用
、
権
利
の
は
く
奪
そ
の
他
実
質
的
に
こ
れ
と
同
視
し
う
る

場
合
に
の
み
補
償
を
要
す
る
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
し
、
ま
た
、
従
前
の
利
用
方
法
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
補

償
を
要
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
今
村
説
の
右
の
見
解
に
近
い
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
後
述

す
る
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
「
調
整
義
務
あ
る
内
容
規
定
」
の
形
態
も
、
中
間
的
な
補
償
を
認
め
る
点
に
お
い
て
、
今
村
説
と

共
通
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
「
本
来
の
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
」
こ
と
に
該
当
す
る
の
は
、
建
築
禁
止
だ
け
で
は
な
く
、
本
質
的
制
限
も
こ
れ
に
該
当

す
る
。
建
築
の
禁
止
も
本
質
的
制
限
も
、
本
来
の
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
と
い
う
点
で
は
、
質
的
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
特
別
保

存
地
区
内
の
建
築
物
の
高
さ
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
た
た
め
、
建
築
物
の
新
築
・
改
築
・
増
築
行
為
の
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
は
、
そ
れ
は
本
来
の
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
り
損
失
が
発
生
し
て
い
れ
ば
、
通
損
補
償
が
必
要
と
な
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

　
②
　
松
島
説
に
つ
い
て
　
　
松
島
説
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
述
べ
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
、

①
「
財
産
権
の
本
来
的
機
能
」
の
意
味
が
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
誰
が
本
来
的
機
能
を
決

定
す
る
の
か
も
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
②
財
産
権
の
本
来
的
機
能
を
奪
う
こ
と
と
な
る
基
準
と
し
て
、
「
財
産
権
に

従
来
と
は
異
な
っ
た
目
的
を
与
え
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
従
来
の
目
的
」
自
体
が
必
ず
し
も
明
確
と
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
松
島
説
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
の
詳
細
な
分
析
を
経
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
の
学
説
を
検
討
す
る
際
に
参
考
と
な
る
点

が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
財
産
権
の
「
本
来
的
機
能
」
や
「
従
来
の
目
的
」
が
あ
ら
か
じ
め
一
定
方
向
で
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
財
産
権
の
保
障
は
き
わ
め
て
弱
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
点
で
の
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
㈹
　
遠
藤
説
・
安
本
説
に
つ
い
て
　
　
遠
藤
説
と
安
本
説
は
、
「
地
域
的
特
性
」
ま
た
は
「
地
域
的
制
約
性
」
の
要
素
を
重
視
す
る

も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
に
お
け
る
「
状
況
拘
束
性
」
の
理
論
に
近
い
考
え
方
で
あ
り
、
比
較
的
受
け
入
れ
や
す
い
も
の

と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
地
域
的
特
性
に
し
て
も
地
域
的
制
約
性
に
し
て
も
、
当
該
土
地
の
現
状
か
ら
一
定
の
法
的
制
約
下
に
あ
る

と
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
故
に
当
該
土
地
が
そ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
必
ず
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し
も
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
「
地
区
指
定
を
し
た
に
は
そ
れ
な
り
の
わ
け
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と

は
そ
の
制
限
を
無
補
償
で
甘
受
す
べ
き
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
環
境
・
景
観
保
護
や
文
化
財
保
護
等
の
た
め

に
土
地
の
利
用
規
制
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
国
民
全
体
の
利
益
の
た
め
に
一
部
の
権
利
者
の
犠
牲
の
う
え
で
な
さ
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
は
特
別
の
犠
牲
に
当
た
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
遠
藤
説
に
お
け
る
コ
般
通
常
人
が
と
る
で
あ
ろ
う
利
用
行
為
」
の
観
念
は
、
主
観
的
な
要
素
の
強
い
基
準
で
あ
り
、
一
定
の
立
場

を
前
提
に
し
て
補
償
の
要
否
が
判
断
さ
れ
る
と
い
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
建
築
は
原
則
的
に
自
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
国
民
的
土
壌
か
ら
す
れ
ば
、
一
般
通
常
人

1
1
理
性
的
人
間
の
行
動
を
基
準
に
し
て
無
補
償
の
結
論
を
導
く
こ
と
に
は
疑
問
を
払
拭
で
き
な
い
。
国
民
の
意
識
が
徐
々
に
変
化
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

将
来
的
に
は
我
が
国
に
お
い
て
も
「
建
築
自
由
の
原
則
は
も
は
や
通
用
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
現
時
点
で
の
国
民

意
識
は
そ
こ
ま
で
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
「
一
般
通
常
人
が
と
る
で
あ
ろ
う
利
用
行
為
」
の
レ
ベ
ル
を
あ
ま
り
高
く
設
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ω
　
阿
部
説
に
つ
い
て
　
　
阿
部
説
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
抽
象
的
・
一
般
的
な
補
償
要
否
の
基
準
に
代
え
て
、
具
体
的
な
点
数

制
に
よ
る
補
償
要
否
の
基
準
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
補
償
要
否
の
判
定
基
準
の
「
表
」
に
掲
記
さ
れ
た
点
数
も
、
相
当
に
説
得
力

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
補
償
の
要
否
は
各
種
の
要
素
を
総
合
的
に
判
断
し
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
ほ
と
ん
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

異
論
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
際
の
判
定
基
準
に
つ
い
て
、
規
制
の
根
拠
・
目
的
と
規
制
の
程
度
と
が
同
じ
レ
ベ
ル
に

お
い
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
結
果
的
に
は
、
社
会
的
制
約
と
し
て
無
補
償
で
規
制
さ
れ
る
場
合
が
き
わ
め
て
広
く
認
め
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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小
高
説
に
つ
い
て
　
　
小
高
説
は
、
今
村
説
に
近
い
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
「
財
産
の
本
来
の
社
会
的
効
用
」
と

は
何
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
公
園
の
景
観
を
保
持
す
る
た
め
の
制
限
は
、
指
定
地
域
内
の
財
産
の
本
来
の
社
会
的
効
用
と

は
無
関
係
に
課
せ
ら
れ
る
制
限
で
あ
り
、
そ
の
社
会
的
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
よ
う
な
制
限
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

す
れ
ば
、
指
定
地
域
内
の
土
地
の
「
本
来
の
社
会
的
効
用
」
は
、
遠
藤
説
や
安
本
説
ほ
ど
に
は
、
地
域
的
特
性
や
地
域
的
制
約
性
に
よ

っ
て
あ
ら
か
じ
め
規
制
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
財
産
の
本
来
の
社
会
的
効
用
」
が
、
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
・
景
観
保
護
の
た
め
の
利
用
制
限
は
、
そ
の
多
く
が
こ
の
本
来
の
社
会
的
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
こ
と
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
財
産
権
の
本
質
的
制
限
」
と
「
財
産
の
本
来
の
社
会
的
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
場
合
」

と
は
、
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
小
高
説
と
今
村
説
と
で
は
、
自
然
公
園
法
上
の
指
定
地
域
内
の
土
地
利
用
規
制
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
損
失
は
特
別

の
犠
牲
に
当
た
り
、
補
償
を
要
す
る
と
い
う
結
論
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
理
由
づ
け
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
相
違

が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
指
定
地
域
内
の
土
地
利
用
規
制
は
、
今
村
説
で
は
、
財
産
権
の
本
来
の
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
程
度
に

は
至
っ
て
い
な
い
が
、
他
の
特
定
の
公
益
目
的
の
た
め
に
、
当
該
財
産
権
の
本
来
の
社
会
的
効
用
と
は
無
関
係
に
、
偶
然
に
課
さ
れ
る

制
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
小
高
説
で
は
、
そ
れ
は
本
来
の
社
会
的
効
用
と
は
無
関
係
に
、
財
産
権
の
本
来
の
社
会
的
効
用

の
発
揮
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
規
制
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
来
の
社
会
的
効
用
と
は
無
関
係
に
課
さ
れ
る
制
限
で
あ

る
と
す
る
点
で
は
両
説
は
同
じ
で
あ
る
が
、
今
村
説
で
は
本
来
の
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
程
度
に
至
っ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
小
高

説
で
は
本
来
の
効
用
の
発
揮
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
本
来
の
社
会
的
効
用
」
と
い
う
言
葉
が
異
な
っ
た

意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。



　
小
高
説
と
今
村
説
を
こ
の
よ
う
に
比
較
す
れ
ば
、
小
高
説
の
方
が
理
論
的
に
す
っ
き
り
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
、
そ
の
場
合
に
は
、
あ
え
て
「
財
産
の
本
来
の
社
会
的
効
用
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、

改
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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三
　
損
失
補
償
要
否
の
基
準
と
し
て
の
「
状
況
拘
束
性
」

　
1
　
判
例
に
お
け
る
「
状
況
拘
束
性
」

　
前
述
の
よ
う
に
、
判
例
に
お
い
て
は
、
状
況
拘
束
性
を
重
視
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
前
掲
東
京
地
判
昭
和
五
七
・
五
．
三
一
は
、

「
公
園
法
上
の
特
別
地
域
・
特
別
保
護
地
区
は
、
環
境
庁
長
官
が
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
風
致
・
景
観
を
維
持
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
て
指
定
し
た
地
域
・
地
区
で
あ
る
か
ら
、
右
の
指
定
が
取
り
消
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
地
域
・
地
区
内
の
土
地
所
有
者
は
、

こ
の
よ
う
な
行
政
目
的
を
達
成
す
る
た
め
右
の
指
定
の
趣
旨
に
反
し
な
い
限
度
で
当
該
土
地
の
使
用
・
収
益
を
す
べ
き
一
般
的
制
限
を

受
け
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
申
請
に
係
る
行
為
が
社
会
通
念
上
地
域
・
地
区
の
指
定
の
趣
旨
に
著
し
く
反
す

る
よ
う
な
許
可
申
請
は
、
本
来
公
園
法
の
趣
旨
を
没
却
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
同
法
の
予
定
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
右
の
よ
う
な
申
請
は
、
申
請
権
の
濫
用
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
申
請
が
不
許
可
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
に
対

し
損
失
補
償
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
表
現
は
異
な
る
も
の
の
、
土
地
の
状

況
拘
束
性
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
前
掲
東
京
地
判
昭
和
六
一
・
三
・
一
七
は
、
よ
り
明
確
に
、
「
自
然
公
園
内
に
あ
っ

て
す
ぐ
れ
た
風
致
及
び
景
観
を
有
す
る
土
地
の
所
有
者
に
対
し
て
、
そ
の
土
地
所
有
権
の
行
使
に
つ
き
右
の
よ
う
な
公
共
の
福
祉
を
実
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現
す
る
た
め
に
必
要
で
か
つ
合
理
的
な
範
囲
内
の
制
限
を
加
え
る
こ
と
は
、
そ
の
土
地
が
自
然
公
園
内
に
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
風
致
及
び

景
観
を
も
つ
も
の
と
し
て
存
在
し
、
利
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
当
該
財
産
権
本
来
の
性
質
に
応
じ
て
そ
の
財
産
権
の
内
容
を
定
め
る
も

の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
状
況
拘
束
性
を
強
調
し
て
い
る
。
前
掲
東
京
地
判
平
二
・
九
・
一
八
も
、
「
本
件
不
許
可
処
分

に
よ
る
制
限
が
特
別
の
犠
牲
に
当
た
る
か
否
か
は
、
本
件
土
地
を
含
む
周
辺
一
帯
の
地
域
の
風
致
・
景
観
が
ど
の
程
度
保
護
す
べ
き
も

の
で
あ
る
か
、
ま
た
、
本
件
建
物
が
建
築
さ
れ
た
場
合
に
風
致
・
景
観
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
、
さ
ら
に
、
本
件
不
許
可
処

分
に
よ
り
本
件
土
地
を
従
前
の
用
途
に
従
っ
て
利
用
し
、
あ
る
い
は
従
前
の
状
況
か
ら
客
観
的
に
予
想
さ
れ
得
る
用
途
に
従
っ
て
利
用

す
る
こ
と
が
不
可
能
な
い
し
著
し
く
困
難
と
な
る
か
否
か
等
の
事
情
を
総
合
勘
案
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

2

学
説
に
お
け
る
「
状
況
拘
束
性
」

　
最
近
の
学
説
は
、
補
償
要
否
の
基
準
と
し
て
、
土
地
の
「
状
況
拘
束
性
」
（
ま
た
は
地
域
的
特
性
、
地
域
的
制
約
性
等
）
を
重
視
す

る
傾
向
に
あ
る
。
前
記
の
遠
藤
説
・
安
本
説
等
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
松
島
説
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
市
街
化
調
整
区

域
に
お
け
る
土
地
は
農
林
漁
業
地
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
べ
き
土
地
で
あ
り
、
開
発
規
制
は
「
財
産
権
の
本
来
的
な
機
能
」
を
確
保

す
る
た
め
の
制
限
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
土
地
の
従
前
の
状
況
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
萌
芽
は
、
す
で
に
今
村
説
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
今
村
説
で
は
「
財
産
権
の
本
来
の
効
用
」
が
基
軸
に
置
か
れ
て

お
り
、
状
況
拘
束
性
に
触
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
財
産
権
の
本
来
の
効
用
の
発
揮
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
に
当
た

っ
て
は
、
お
そ
ら
く
当
該
土
地
の
状
況
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
高
説
に
お
い
て
も
、
今
村

説
と
は
や
や
異
な
っ
た
意
味
で
は
あ
る
が
、
「
財
産
の
本
来
の
社
会
的
効
用
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
状
況
拘
束
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性
が
何
ら
か
の
形
で
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
は
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
ろ
う
。

　
阿
部
説
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
状
況
拘
束
性
理
論
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
と
日
本
で
は
前
提
と
な
る
計
画
制
度
が
異
な
っ
て
い
る
の

で
簡
単
に
は
同
日
に
論
じ
ら
れ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
規
制
の
程
度
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
「
現
状
利
用
凍
結
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
「
現
状
凍
結
型
開
発
抑
制
に
つ
い
て
は
、
計
画
が
合
理
的
で
あ
れ
ば
補
償
不
要
と
の
立
場
を
我
国
に
お
い
て
も
確
立
す

べ
き
で
あ
る
。
農
地
を
農
地
の
ま
ま
に
、
山
林
を
山
林
の
ま
ま
に
、
原
野
を
原
野
の
ま
ま
に
せ
よ
と
い
う
法
規
制
は
補
償
な
し
で
可
能

　
　
ハ
む

と
み
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

3

ド
イ
ッ
の
判
例
に
お
け
る
「
状
況
拘
束
性
」

　
ω
　
調
整
義
務
あ
る
内
容
規
定
と
調
整
義
務
の
な
い
内
容
規
定
　
　
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
学
説
に
お
い
て
は
、
補
償
を
必
要
と
し
な

い
財
産
権
の
社
会
的
制
約
（
m
W
O
N
一
巴
げ
一
昌
畠
口
昌
o
諏
）
と
補
償
を
必
要
と
す
る
公
用
収
用
（
国
三
〇
碍
昌
二
昌
o
自
）
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

最
近
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
の
「
財
産
権
の
内
容
規
定
」
（
H
｝
巴
富
ぴ
o
ω
ロ
ヨ
ヨ
琶
o
q
　
亀
o
の

国
貫
①
ロ
言
日
ω
）
の
中
に
は
、
調
整
義
務
の
な
い
内
容
規
定
と
調
整
義
務
あ
る
内
容
規
定
（
9
。
ロ
ω
9
q
姦
6
冨
b
臣
o
巨
o
q
①
　
H
昌
げ
聾
ω
σ
o
ω
口
日
－

日
目
o
q
）
が
あ
り
、
自
然
保
護
法
や
景
観
保
護
上
の
補
償
規
定
は
調
整
義
務
あ
る
内
容
規
定
に
属
す
る
。
こ
の
見
解
の
下
で
は
、
従
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
財
産
権
の
社
会
的
制
約
の
問
題
は
、
財
産
権
の
内
容
規
定
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
内
容
規
定
に
基
づ
く
「
調
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

請
求
権
」
（
〉
ロ
ω
o
窺
蛋
6
冨
鎚
昭
毎
魯
）
は
、
「
損
失
補
償
請
求
権
」
（
国
三
゜
。
o
げ
匿
碍
ロ
昌
o
q
ω
雪
紹
讐
o
げ
）
で
は
な
い
。
最
初
の
判
決
は
、
一

九
八
一
年
七
月
一
四
日
の
決
定
（
献
本
義
務
違
憲
訴
訟
判
決
。
勺
曲
o
耳
o
蓉
日
且
母
－
国
三
゜
。
o
げ
①
一
畠
巨
㎎
b
u
＜
o
ユ
6
国
α
Q
。
」
●
。
刈
）
で
あ
る
。

　
献
本
義
務
違
憲
訴
訟
に
お
い
て
は
、
無
補
償
で
州
立
中
央
図
書
館
へ
の
献
本
を
義
務
づ
け
て
い
る
ヘ
ッ
セ
ン
州
の
出
版
自
由
法
九
条
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法

が
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
と
適
合
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
憲
法
憲
法
裁
判
所
の
決
定
は
、
概
略
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
違
憲

性
を
認
め
た
。

　
《
①
　
出
版
自
由
法
九
条
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
の
意
味
に
お
け
る
内
容
規
定
に
属
す
る
。
献
本
義
務
は
、
個
々
の
出
版
物
に
対
し
て
課
せ

　
ら
れ
て
い
る
が
、
基
本
法
一
四
条
三
項
の
意
味
に
お
け
る
公
用
収
用
で
は
な
い
。
出
版
自
由
法
九
条
は
、
行
政
権
に
対
す
る
授
権
規
定
で
は
な
く
て
、

　
一
般
的
・
抽
象
的
な
方
法
で
現
物
給
付
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。
出
版
物
に
つ
い
て
の
財
産
権
は
、
そ
の
発
生
の
際
に
す
で
に
献
本
を
義
務
づ
け
ら
れ

　
て
い
る
の
で
あ
る
。
献
本
規
定
は
、
従
っ
て
、
一
般
的
形
式
に
お
い
て
出
版
物
財
産
権
の
内
容
を
定
め
る
客
観
的
法
規
定
で
あ
る
。

　
　
②
財
産
権
者
の
義
務
確
定
の
際
に
憲
法
か
ら
明
ら
か
と
な
る
限
界
が
超
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
律
上
の
規
定
は
違
憲
で
あ
り
、
公
用
収

　
用
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
内
容
規
定
と
公
用
収
用
は
、
基
本
的
に
区
別
さ
れ
る
。
献
本
規
定
か
ら
生
ず
る
義
務
は
、
出
版
者
に
課
さ
れ
る
負
担
の
程

　
度
と
関
係
な
く
、
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
の
範
囲
に
属
す
る
。

　
　
③
形
式
的
な
点
に
お
い
て
は
、
九
条
は
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
体
法
上
の
点
に
お
い
て
は
、
九
条

　
は
、
献
本
義
務
を
例
外
な
し
に
無
補
償
で
命
じ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
と
一
致
し
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
れ

　
ま
で
多
く
の
判
決
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
は
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
の
意
味
に
お
け
る
規
定
の
際
に
は
、

　
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
に
よ
る
私
的
財
産
権
の
基
本
法
上
の
承
認
と
基
本
法
一
四
条
二
項
の
社
会
的
要
請
と
を
同
等
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
財
産
権
者
に
憲
法
に
よ
り
受
忍
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
立
法
者
に
よ
り
現
実
化
さ
れ
る
べ
き
拘
束
の
程
度
と
範
囲
は
、
そ
の
財
産
権
の
対

　
象
が
ど
の
程
度
社
会
的
関
係
と
社
会
的
機
能
に
接
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
本
質
的
に
依
存
し
て
い
る
。
財
産
権
の
拘
束
は
、
そ
の
財
産
権
の

　
社
会
的
関
係
や
社
会
的
意
味
、
さ
ら
に
は
規
制
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
過
度
の
負
担
を
導
い
て
は
な
ら
ず
、
財
産
権
者
に
受
忍
で
き
な
い
ほ
ど
の
負

　
担
を
課
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
平
等
原
則
も
、
一
般
的
法
治
国
家
原
理
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
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④
出
版
物
の
無
補
償
で
の
提
供
義
務
は
、
出
版
者
の
財
産
的
負
担
が
本
質
的
に
重
大
で
は
な
い
限
り
に
お
い
て
、
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
の

　
意
味
に
お
け
る
許
容
さ
れ
た
内
容
規
定
で
あ
る
。
発
行
部
数
が
多
数
で
あ
る
場
合
は
、
無
補
償
で
の
提
供
は
、
経
済
的
に
み
て
本
質
的
に
重
大
な
も

　
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
⑤
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
規
定
の
暇
疵
は
、
費
用
弁
償
を
一
律
に
排
除
す
る
よ
う
な
一
般
的
献
本
義
務
が
高
額
で
発
行
部
数
の
少
な
い
出
版
物

　
に
も
及
ん
で
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
出
版
物
の
無
補
償
で
の
献
本
義
務
は
、
安
価
で
大
量
の
発
行
部
数
の
出
版
物
と
比
較
し
て
、

　
重
大
な
負
担
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
基
本
法
一
四
条
二
項
は
、
出
版
者
が
そ
の
よ
う
な
負
担
を
公
共
の
利
益
の
た
め
に
受
忍
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
⑥
財
産
権
の
制
限
は
、
憲
法
上
の
正
当
化
を
基
本
法
一
四
条
二
項
に
見
出
す
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
し
ば
し
ば
、
財
産

　
権
の
社
会
的
機
能
と
社
会
的
意
義
が
財
産
権
者
の
法
的
地
位
の
制
限
を
正
当
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
同
時
に
、

　
立
法
者
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
る
財
産
権
の
拘
束
の
限
界
が
明
ら
か
と
な
る
。
》

　
こ
の
調
整
義
務
あ
る
内
容
規
定
の
形
態
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
公
用
収
用
（
H
W
昌
什
O
一
管
口
昌
碗
）
に

含
ま
れ
て
い
た
も
の
の
多
く
が
、
調
整
義
務
あ
る
内
容
規
定
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
公
用
収
用
の
範
囲
が
狭
く
な
っ
た
。
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
古
典
的
収
用
概
念
へ
の
復
帰
」
（
N
霞
⇔
簿
N
ロ
ヨ
匹
器
゜
。
曽
げ
o
昌
国
三
鉱
題
巨
o
q
ω
げ
。
塞
へ
の
途

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

を
進
ん
で
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
調
整
義
務
あ
る
内
容
規
定
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
文
献
に
お
い
て
賛
否
両
論
が
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
損
失
補
償
要
否
の
基
準
の
問
題
が
解
消
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
調
整
義
務
の
な
い
、
許
容
さ
れ
た
内
容

規
定
と
調
整
義
務
あ
る
内
容
規
定
の
境
界
設
定
の
問
題
が
、
場
面
を
変
え
て
新
た
に
生
じ
て
き
た
。
内
容
規
定
が
金
銭
の
支
払
い
を
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
こ
と
は
き
わ
め
て
例
外
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
境
界
を
画
す
る
基
準
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
前
の
損
失
補
償
要
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否
の
基
準
に
つ
い
て
の
理
論
、
と
り
わ
け
状
況
拘
束
性
理
論
や
私
的
効
用
説
の
適
用
が
再
び
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
っ
炮
。

　
②
　
状
況
拘
束
性
　
　
連
邦
通
常
裁
判
所
に
お
い
て
も
連
邦
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
自
然
保
護
や
記
念
物
保
護
の
た
め
の
財
産

権
制
限
に
対
す
る
損
失
補
償
要
否
の
基
準
と
し
て
、
状
況
拘
束
性
の
理
論
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
状
況
拘
束
性
の
理
論
は
、

学
説
上
有
力
に
説
か
れ
て
き
た
私
的
効
用
説
と
目
的
背
反
説
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
樋
・
こ
の
判
例
理
論
は
・
我

が
国
の
学
説
・
判
例
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
・
著
名
な
判
例
は
・
我
が
国
に
お
い
て
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
寧
こ

こ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
前
掲
決
定
以
後
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
を
二
つ
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
国
　
そ
の
一
は
、
自
然
保
護
地
区
に
指
定
さ
れ
た
土
地
の
所
有
者
が
、
土
地
の
利
用
制
限
が
生
じ
た
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
ザ
ー
ル

ラ
ン
ト
州
の
自
然
保
護
法
に
基
づ
い
て
、
相
当
な
補
償
と
引
替
え
に
土
地
の
買
取
り
を
請
求
し
た
事
件
に
お
け
る
一
九
九
三
年
二
月
一

八
日
の
判
決
（
ゆ
O
一
幽
N
一
b
O
ド
ω
N
◎
◎
）
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
概
略
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

　
《
①
　
自
然
保
護
法
上
の
措
置
は
公
用
収
用
（
国
昇
。
一
讐
§
°
q
）
で
は
な
く
て
、
財
産
権
の
内
容
規
定
（
ぎ
げ
巴
房
げ
①
ω
自
ヨ
目
§
°
q
）
で
あ
る
。
自
然
保

　
護
法
三
七
条
一
項
は
、
財
産
権
の
内
容
規
定
の
枠
内
に
お
け
る
調
整
規
定
（
〉
ロ
ω
笹
①
甘
ゲ
巽
o
o
q
o
冒
昌
o
q
）
と
し
て
、
所
有
者
に
自
然
保
護
法
上
の
措
置

　
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
特
別
の
負
担
を
損
失
補
償
に
よ
り
受
忍
可
能
な
程
度
に
ま
で
縮
小
し
、
違
憲
の
結
果
を
回
避
す
る
と
い
う
目
的
に
奉
仕
す
る

　
も
の
で
あ
る
。

　
　
②
自
然
保
護
法
上
の
措
置
が
当
該
所
有
者
に
受
忍
限
度
を
超
え
て
負
担
を
課
し
、
そ
れ
故
に
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
自
然
保
護
法
に
よ
る
損
失
補
償
請

　
求
権
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
当
裁
判
所
が
収
用
的
効
果
を
有
す
る
侵
害
行
為
と
財
産
権
の
社
会
的
制
約
と
の

　
区
別
に
つ
い
て
の
不
断
の
判
例
に
お
い
て
適
用
す
る
諸
原
則
が
同
様
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
土
地
は
、
そ
の
状

態
と
性
質
、
従
っ
て
、
そ
の
『
状
況
』
（
ω
ぎ
巴
o
ロ
）
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
所
有
者
に
土
地
の
状
況
拘
束
性
（
o
り
一
言
曽
ロ
8
甲
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o
q
o
ぴ
巨
山
①
昌
『
o
ε
か
ら
導
か
れ
る
い
わ
ば
財
産
権
の
内
在
的
制
約
が
課
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
利
用
・
処
分
権
の
制
限
が
生
じ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
限
界
が
個
別
的
場
合
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
引
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
は
、
土
地
の
状
態
と
環
境
関
係
を
考
慮
し
つ
つ
、
公
共
の
福
祉
と

所
有
者
の
利
益
と
の
間
の
衝
突
の
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
通
常
、
従
前
の
利
用
と
過
去
に
お
い
て
す
で
に
実

行
さ
れ
て
い
る
利
用
方
法
、
さ
ら
に
と
り
わ
け
、
土
地
の
状
態
と
性
質
に
従
い
客
観
的
に
現
わ
れ
る
、
許
容
さ
れ
た
利
用
可
能
性
が
禁
止
ま
た
は
本

質
的
に
制
限
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
事
情
が
重
要
で
あ
る
。

　
③
所
有
者
に
自
然
保
護
法
上
の
措
置
に
結
合
す
る
負
担
を
補
償
な
し
で
甘
受
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
得
な
い
場
合
と
並
ん
で
、
そ
の
負
担
が
所

有
者
に
と
っ
て
決
し
て
受
忍
さ
れ
得
な
い
場
合
が
あ
る
。
前
者
の
場
合
の
み
に
、
調
整
義
務
あ
る
内
容
規
定
（
碧
ω
o
q
蛋
o
房
b
臣
o
藍
o
q
o
ぎ
げ
聾
ω
げ
中

ω
匡
日
日
茸
ぴ
q
）
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
の
場
合
は
、
許
容
さ
れ
た
内
容
規
定
の
範
囲
が
超
え
ら
れ
て
お
り
、
利
害
の
紛
争
は
公
用
収

用
の
方
法
で
の
み
解
決
で
き
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
は
、
所
有
者
に
課
さ
れ
た
自
然
保
護
法
上
の
措
置
が
許
容
さ
れ
た
財
産
権
の

内
容
規
定
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
範
囲
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
自
然

保
護
法
三
七
条
に
よ
る
調
整
請
求
権
（
〉
ロ
ω
o
q
互
o
冨
き
ω
胃
ロ
o
ゲ
）
が
考
慮
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
補
償
可
能
性
（
内
o
ヨ
需
ロ
ω
ρ
匡
o
諺
ヨ
o
陰
6
蒔
9
け
）

は
、
財
産
権
の
本
体
を
侵
害
す
る
よ
う
な
、
特
別
に
重
大
な
負
担
を
も
憲
法
上
疑
問
の
な
い
内
容
規
定
と
み
な
す
こ
と
を
承
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。

継
続
し
て
課
せ
ら
れ
た
制
限
が
、
所
有
者
に
法
的
に
許
容
さ
れ
た
利
用
方
法
を
も
は
や
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
か
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
土
地
所

有
権
の
私
的
効
用
（
勺
鼠
く
彗
昌
旨
貫
犀
o
ε
を
廃
止
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
通
常
こ
の
限
界
が
超
え
ら
れ
て
い
る
。

　
④
自
然
保
護
法
上
の
禁
止
は
、
当
該
土
地
の
利
用
を
強
く
制
限
し
て
は
い
る
が
、
地
域
指
定
の
目
的
を
阻
害
し
な
い
よ
う
な
行
為
、
と
り
わ
け
、

従
前
か
ら
の
合
法
的
な
林
業
的
・
農
業
的
利
用
、
そ
の
他
こ
れ
ま
で
行
使
さ
れ
て
き
た
土
地
利
用
等
は
、
そ
れ
ら
が
保
護
目
的
に
反
し
な
い
限
り
、

原
則
的
に
許
容
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
》
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圖
　
そ
の
二
は
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
に
お
い
て
、
景
観
保
護
地
域
に
編
入
さ
れ
た
た
め
に
砂
の
採
取
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

に
よ
る
損
失
の
補
償
の
要
否
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
一
九
九
三
年
七
月
一
六
日
判
決
（
ゆ
〔
甲
口
N
一
N
ω
゜
　
N
ら
N
）
は
、
概
略
次
の
よ

う
に
判
示
し
て
い
る
。

　
《
①
　
上
告
人
の
主
張
す
る
損
失
補
償
請
求
権
の
法
的
根
拠
は
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
の
自
然
保
護
法
五
〇
条
の
み
で
あ
る
。
同
条
一
項
に
よ
れ

　
ば
、
土
地
の
所
有
権
者
そ
の
他
の
権
利
者
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
措
置
に
よ
っ
て
財
産
権
の
社
会
的
制
約
を
超
え
る
よ
う
な
利
用
権
の
制
限
を
課

　
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
損
失
補
償
請
求
権
を
有
す
る
。

　
　
②
自
然
保
護
法
五
〇
条
の
規
定
は
、
公
用
収
用
補
償
の
場
合
を
定
め
る
も
の
で
は
な
く
て
、
収
用
で
は
な
い
が
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
利
用
制
限

　
の
重
大
性
の
故
に
調
整
（
〉
口
ω
o
q
一
〇
陣
6
7
）
な
し
に
は
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
利
用
制
限
の
財
政
的
な
調
整
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
保
護
の
た
め

　
の
利
用
制
限
は
、
公
用
収
用
で
は
な
く
、
財
産
権
の
内
容
の
具
体
化
で
あ
る
。
自
然
保
護
の
た
め
に
す
る
公
用
収
用
の
許
容
性
と
法
的
効
果
は
、
二

　
i
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
に
お
い
て
は
、
自
然
保
護
法
五
〇
条
で
は
な
く
て
、
同
法
四
九
条
と
公
用
収
用
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

　
自
然
保
護
法
上
の
規
制
は
、
そ
れ
が
本
質
的
に
す
で
に
存
在
す
る
自
然
状
態
の
維
持
に
奉
仕
す
る
か
、
ま
た
は
単
に
利
用
の
方
法
と
程
度
を
よ
り
詳

　
細
に
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
は
、
通
常
は
基
本
法
一
四
条
二
項
の
中
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
財
産
権
の
社
会
的
制
約
を
具
体
化
す
る
に
す
ぎ
な
い
、

　
と
い
う
考
慮
と
一
致
し
て
い
る
。
自
然
保
護
法
五
〇
条
は
、
財
産
権
の
内
容
規
定
の
範
囲
に
お
け
る
調
整
規
定
と
し
て
、
財
産
権
者
に
自
然
保
護
法

　
上
の
措
置
に
よ
っ
て
個
別
的
に
課
さ
れ
た
特
別
の
負
担
を
、
金
銭
給
付
に
よ
っ
て
受
忍
可
能
な
程
度
へ
と
減
少
さ
せ
、
さ
も
な
け
れ
ば
生
じ
る
で
あ

　
ろ
う
違
憲
の
結
果
を
回
避
さ
せ
る
と
い
う
目
的
に
奉
仕
す
る
。
従
っ
て
、
財
産
権
者
が
過
度
に
、
あ
る
い
は
他
の
者
と
比
較
し
て
不
平
等
に
負
担
さ

　
せ
ら
れ
る
よ
う
な
財
産
権
へ
の
侵
害
行
為
は
、
調
整
義
務
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
③
一
九
八
四
年
の
景
観
保
護
命
令
（
ピ
題
口
α
o
o
O
げ
聾
o
り
ω
6
げ
口
け
N
＜
①
「
O
『
伽
口
‘
昌
o
q
）
は
、
財
産
権
者
の
私
的
効
用
（
勺
ユ
〈
讐
づ
彗
N
戯
冨
ご
を
完
全
に
破
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棄
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

　
④
控
訴
審
裁
判
所
は
、
自
然
保
護
法
五
〇
条
に
よ
る
調
整
義
務
（
〉
口
ω
簡
四
一
Φ
凶
O
『
ω
O
h
匡
O
げ
什
）
を
結
論
に
お
い
て
否
定
し
た
。
何
故
な
ら
ば
、
景
観

保
護
命
令
は
、
そ
の
命
令
の
発
効
の
際
に
財
産
権
者
に
存
在
し
た
法
的
地
位
を
な
ん
ら
侵
害
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
調
整
給
付
と
引
替
え
に
の
み
剥

奪
さ
れ
得
る
法
的
地
位
を
侵
害
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
財
産
権
者
の
計
画
は
、
基
準
と
な
る
時
点
に
お
い
て
特
別
の
地
域
指
定
な
し
に
、
す
で

に
許
容
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
⑤
こ
の
よ
う
な
状
態
の
下
で
は
、
価
値
あ
る
景
観
の
保
護
と
い
う
公
共
の
利
益
を
重
視
す
れ
ば
、
土
地
財
産
権
を
で
き
る
だ
け
収
益
の
多
い
方

法
で
利
用
す
る
と
い
う
財
産
権
者
の
経
済
的
利
益
は
、
財
産
権
の
私
的
効
用
（
団
鼠
く
曽
9
彗
臥
ひ
q
竃
ご
を
十
分
考
慮
し
て
も
、
劣
位
に
お
か
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
意
図
さ
れ
た
計
画
は
、
従
っ
て
、
景
観
保
護
命
令
の
制
定
と
は
無
関
係
に
、
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
⑥
自
然
・
景
観
保
護
の
た
め
の
措
置
が
当
該
財
産
権
者
に
と
っ
て
受
忍
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
に
あ

た
っ
て
は
、
当
裁
判
所
は
、
補
償
義
務
の
な
い
社
会
的
制
約
と
補
償
義
務
の
あ
る
収
用
的
効
果
を
も
っ
た
侵
害
行
為
と
の
区
別
に
つ
い
て
発
展
さ
せ

て
き
た
原
則
を
引
用
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
土
地
は
、
そ
の
状
態
、
性
質
並
び
に
景
観
・
自
然
へ
の
そ
の
位
置
づ
け
、
従
っ
て
、
そ
の

「
状
況
」
（
腔
け
§
口
8
）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
財
産
権
者
は
、
自
己
の
権
能
の
行
使
の
際
に
は
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、
す
べ
て
の
土
地
に
は
、
い
わ
ば
そ
の
状
況
拘
束
性
（
ω
ぎ
註
8
ω
o
q
o
げ
§
α
o
魯
9
）
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
権
利
の
内
在
的
制
約
が
課
さ
れ

て
お
り
、
そ
こ
か
ら
利
用
・
処
分
権
の
制
限
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
限
界
が
個
別
的
に
ど
の
よ
う
に
引
か
れ
る
べ
き
か
は
、
公
共
の
利
益
と
当
該

財
産
権
者
の
利
益
と
の
衝
突
の
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
土
地
の
状
況
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
負
担
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

公
共
の
福
祉
を
見
失
わ
な
い
、
理
性
的
で
分
別
の
あ
る
財
産
権
者
で
あ
れ
ば
、
土
地
の
状
態
と
周
囲
の
環
境
を
考
慮
し
て
一
定
の
利
用
形
態
を
思
い

と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
通
常
、
そ
の
利
用
方
法
が
過
去
に
お
い
て
す
で
に
実
現
さ
れ
て
い
た
か
否
か
と



2
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い
う
、
こ
れ
ま
で
の
利
用
と
状
態
が
重
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
利
用
の
み
が
目
指
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
土
地

の
状
態
と
性
質
に
従
っ
て
客
観
的
に
現
わ
れ
る
、
許
容
さ
れ
る
利
用
可
能
性
が
禁
止
ま
た
は
本
質
的
に
制
限
さ
れ
る
か
否
か
が
決
定
的
で
あ
る
。
特

別
の
、
社
会
的
制
約
を
現
実
化
す
る
状
況
（
ω
一
雪
」
僧
二
〇
口
）
は
、
あ
る
土
地
が
現
行
景
観
保
護
法
に
従
い
保
全
価
値
あ
る
性
質
を
有
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
か
ら
生
ず
る
。
本
件
財
産
権
者
は
、
本
件
土
地
を
こ
れ
ま
で
林
業
的
に
利
用
し
て
き
た
。
こ
の
利
用
形
態
の
継
続
は
、
砂
採
取
禁
止
に
よ
っ
て

は
妨
げ
ら
れ
な
い
。
財
産
権
者
は
、
従
っ
て
、
土
地
の
状
態
と
性
質
に
従
っ
て
客
観
的
に
現
わ
れ
る
利
用
形
態
を
な
ん
ら
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。

⑦
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
、
当
該
財
産
権
者
に
自
己
の
土
地
に
含
ま
れ
て
い
る
砂
の
採
取
が
許
可
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
土
地
の

上
記
の
状
況
拘
束
性
に
照
ら
し
て
、
自
然
保
護
法
五
〇
条
に
よ
る
損
失
補
償
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
受
忍
さ
れ
得
な
い

負
担
で
は
な
い
。
》

4
　
「
状
況
拘
束
性
」
の
批
判
的
検
討

　
こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
学
説
・
判
例
は
、
表
現
は
若
干
異
な
る
に
し
て
も
、
補
償
要
否
の
基
準

と
し
て
状
況
拘
束
性
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
。
状
況
拘
束
性
を
重
視
す
る
立
場
に
立
て
ば
、
一
般
に
、
現
状
を
凍
結
す
る
に
す
ぎ
な

い
制
限
に
は
補
償
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
緩
和
さ
れ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
前
掲

判
例
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
実
現
さ
れ
て
い
な
い
利
用
方
法
で
も
、
土
地
の
状
況
か
ら
客
観
的
に
現
わ
れ
る
利
用
可
能
性
は
補
償

な
し
に
制
限
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
ま
で
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
状
況
拘
束
性
の
理
論
は
、
補
償
な
し
に
土
地
の
利
用
権
を
制
限
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
財
産
権
の
保
障
と
い
う
点
か
ら
は
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慎
重
な
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
土
地
は
常
に
何
ら
か
の
状
況
の
下
に
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
土
地
の
利
用
制

限
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
当
該
土
地
の
事
実
上
の
状
況
か
ら
土
地
所
有
権
者
の
義
務
が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
の
実
定
法
上
の
根
拠
な
し
に
、
土
地
財
産
権
に
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
公
共
の
安
全
・
秩
序
を
害
す

る
よ
う
な
利
用
の
仕
方
が
、
財
産
権
の
内
在
的
制
約
と
し
て
無
補
償
で
制
限
・
禁
止
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
自
然
・
景
観
を
害

す
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
利
用
形
態
が
無
補
償
で
制
限
・
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
状
況
拘
束
性
だ
け
で
は
、
そ
の
論
拠
は
薄

弱
で
あ
る
。
状
況
拘
束
性
の
理
論
は
、
利
用
制
限
を
正
当
化
す
る
に
し
て
も
、
補
償
な
し
に
受
忍
す
べ
き
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
は

　
　
　
（
3
1
）

で
き
な
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
や
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
状
況
拘
束
性
か
ら
す
る
制
約
は
調
整
義
務
の
な

い
内
容
規
定
（
社
会
的
制
約
）
の
具
体
化
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
我
が
国
に
お
い
て
は
、
状
況
拘
束
性
（
ま

た
は
地
域
的
特
性
、
地
域
的
制
約
性
等
）
か
ら
生
ず
る
と
さ
れ
る
制
約
は
、
従
来
の
意
味
で
の
社
会
的
制
約
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
社
会
的
制
約
の
意
味
・
範
囲
が
拡
大
し
た
と
い
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
必
要
で
あ
っ
て
、

土
地
基
本
法
二
条
（
土
地
に
つ
い
て
の
公
共
の
福
祉
優
先
）
や
三
条
（
適
正
な
利
用
及
び
計
画
に
従
っ
た
利
用
）
の
規
定
の
趣
旨
か
ら

こ
れ
を
説
明
す
る
の
は
、
論
拠
不
十
分
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
状
況
拘
束
性
を
補
償
要
否
の
主
要
な
基
準
と
し
て
持
ち
出
す
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
現
状
を
凍
結
す
る

に
す
ぎ
な
い
場
合
に
補
償
は
不
要
で
あ
る
と
の
見
解
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
我
が
国
の
裁
判

例
に
お
い
て
は
、
自
然
公
園
法
等
に
よ
る
利
用
制
限
に
対
し
て
損
失
補
償
を
肯
定
し
た
事
例
は
皆
無
で
あ
る
が
、
補
償
の
否
定
理
由
が

「
当
該
利
用
制
限
は
社
会
的
制
約
の
範
囲
内
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
建
物
の
建
築
や
土
石
採
取
の
制
限
・
禁
止
が
何
故
に



3
0

（
無
補
償
の
）
社
会
的
制
約
の
範
囲
内
に
あ
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
不
鮮
明
で
あ
る
。
自
然
．
景
観
の
保
護
の
必
要
性
は
認
め
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
利
用
制
限
に
対
す
る
補
償
の
要
否
は
別
の
問
題
で
あ
り
、
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
補
償
の
要
否
は
、
制

限
の
程
度
（
本
質
的
制
限
で
あ
る
か
否
か
）
を
中
心
に
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
制
限
の
目
的
や
状
況
拘
束
性
等
は
、
二
次
的

な
基
準
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

勾㎜

⑫号

鋤蜷郷
論理政

法

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

　
荒
秀
『
開
発
行
政
法
』
二
七
六
頁
以
下
（
一
九
七
五
年
）
、
小
高
剛
「
土
地
利
用
規
制
と
損
失
補
償
を
め
ぐ
っ
て
」
環
境
研
究
四
九
号
四

九
～
五
〇
頁
（
一
九
八
四
年
）
、
玉
巻
弘
光
「
土
地
利
用
規
制
と
損
失
補
償
の
要
否
」
東
海
法
学
九
号
三
二
〇
頁
以
下
（
一
九
九
三
年
）
等

参
照
。

　
宇
賀
克
也
「
公
用
制
限
と
損
失
補
償
（
上
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
四
号
一
二
〇
～
＝
＝
頁
（
一
九
八
九
年
）
参
照
。

　
原
田
尚
彦
『
行
政
法
要
論
〔
全
訂
第
四
版
増
補
版
〕
』
二
五
三
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
。

　
今
日
に
お
い
て
、
内
在
的
制
約
と
社
会
的
制
約
が
き
わ
め
て
接
近
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
藤
田
宙
靖
『
西
ド
イ
ツ
の

土
地
法
と
日
本
の
土
地
法
』
一
四
〇
ー
一
四
一
頁
（
一
九
八
八
年
）
参
照
。
ま
た
、
内
在
的
制
約
と
い
う
用
語
に
代
え
て
社
会
的
制
約
と
い

う
用
語
を
使
用
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
も
の
と
し
て
、
荒
『
建
築
基
準
法
論
H
』
二
七
九
頁
（
一
九
八
七
年
）
、
磯
部
力
「
土
地
利
用
規
制

と
損
失
補
償
－
行
政
法
学
の
立
場
か
ら
ー
」
環
境
研
究
六
四
号
七
〇
頁
（
一
九
八
七
年
V
、
西
埜
『
損
失
補
償
の
要
否
と
内
容
』
五
五

頁
（
一
九
九
一
年
）
参
照
。

　
田
中
二
郎
『
新
版
行
政
法
上
巻
〔
全
訂
第
二
版
〕
』
一
＝
五
頁
（
一
九
七
四
年
）
。

　
佐
藤
功
『
憲
法
上
〔
新
版
〕
』
四
八
八
～
四
八
九
頁
（
一
九
八
三
年
）
、
藤
田
・
前
掲
注
（
4
）
一
四
七
頁
等
参
照
。
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1

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

　
遠
藤
博
也
『
行
政
法
ス
ケ
ッ
チ
』
二
四
三
頁
、
二
五
〇
頁
（
一
九
入
七
年
）
、
阿
部
泰
隆
『
国
家
補
償
法
』
二
六
九
頁
、
二
七
二
頁
（
一

九
八
八
年
）
、
高
田
敏
『
社
会
的
法
治
国
の
構
成
』
二
七
五
頁
（
一
九
九
三
年
）
、
玉
巻
・
前
掲
注
（
1
）
三
五
二
頁
以
下
、
西
埜
・
前
掲
注

（
4
）
五
一
頁
以
下
等
参
照
。

　
今
村
成
和
『
損
失
補
償
制
度
の
研
究
』
三
一
頁
（
一
九
六
入
年
）
。

　
松
島
諄
吉
「
損
失
補
償
」
遠
藤
博
也
1
1
阿
部
泰
隆
編
『
講
義
行
政
法
皿
』
五
九
ー
六
〇
頁
（
一
九
入
二
年
）
。
な
お
、
同
「
新
・
都
市
計

画
法
と
損
失
補
償
の
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
〇
三
号
三
二
頁
（
一
九
六
八
年
）
参
照
。

　
遠
藤
・
前
掲
注
（
7
）
二
五
六
頁
。

　
遠
藤
『
実
定
行
政
法
』
二
四
九
頁
（
一
九
八
九
年
）
。

　
阿
部
・
前
掲
注
（
7
）
二
八
〇
ー
二
八
二
頁
。

　
安
本
典
夫
「
土
地
利
用
規
制
と
補
償
（
一
）
」
立
命
館
法
学
二
二
三
・
二
二
四
号
四
二
九
ー
四
三
〇
頁
（
一
九
九
二
年
）
。

　
小
高
「
土
地
利
用
規
制
と
最
高
裁
判
所
判
決
」
法
曹
時
報
四
七
巻
一
号
二
〇
頁
（
一
九
九
五
年
）
。
な
お
、
同
・
前
掲
注
（
1
）
五
三
頁

参
照
。
そ
の
ほ
か
、
状
況
拘
束
性
を
重
視
す
る
も
の
と
し
て
、
宮
田
三
郎
『
国
家
責
任
法
』
二
四
三
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

　
西
埜
・
前
掲
注
（
4
）
七
六
ー
七
七
頁
。

　
安
本
・
前
掲
注
（
1
3
）
四
二
四
頁
。

　
西
埜
・
前
掲
注
（
4
）
七
七
～
七
入
頁
。

　
同
旨
、
玉
巻
・
前
掲
注
（
1
）
三
五
八
頁
。

　
遠
藤
・
前
掲
注
（
7
）
二
六
〇
ー
二
六
一
頁
。
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第
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法

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

　
塩
野
宏
『
行
政
法
1
〔
第
二
版
ご
二
八
三
頁
（
一
九
九
四
年
）
、
宇
賀
『
国
家
補
償
法
』
四
〇
一
頁
（
一
九
九
七
年
）
等
参
照
。

　
阿
部
『
国
土
開
発
と
環
境
保
全
』
一
〇
七
頁
（
一
九
八
九
年
）
。
な
お
、
塩
野
・
前
掲
注
（
2
0
）
二
八
六
頁
参
照
。

＜
°
q
F
旨
幻
。
N
。
ド
ヨ
。
¢
三
。
房
9
巴
傷
巨
伽
q
〈
8
固
o
q
9
言
日
ω
玄
民
ロ
ロ
゜
q
巨
α
国
三
皿
曽
巨
゜
q
」
O
り
。
。
°
ω
゜
。
。
誠
“
竃
日
げ
o
§
彗
戸
〉
び
ω
匿
昏
ロ
ー

o
q
o
三
口
自
霞
留
N
巨
ぼ
口
住
巨
o
q
9
°
・
田
o
q
2
ε
日
ω
矯
一
8
ρ
ψ
O
ω
゜

　
↓
げ
O
ゴ
目
9
ロ
戸
P
P
O
‘
ψ
一
＝
°

　
＜
讐
，
O
器
8
菖
冨
o
り
け
き
冨
げ
聾
巨
窃
お
9
戸
9
＞
巳
仁
＄
Q
。
’
ψ
一
㊤
ω
“
目
げ
o
H
日
9
。
昌
戸
p
即
ρ
ψ
O
一
．

　
＜
o
q
ピ
O
ω
゜
。
8
σ
薗
巨
噛
p
p
O
‘
ψ
一
Q
。
O
h

　
＜
胆
目
寓
碧
お
烈
b
置
o
q
o
日
o
ぎ
o
ω
＜
o
暑
巴
言
目
o
q
胃
8
9
一
P
》
鼻
一
〇
〇
〇
°
ψ
コ
合
↓
7
0
「
日
⇔
目
葬
p
ρ
ψ
一
蜀

く
°
q
F
§
⊆
§
、
舞
ρ
゜
。
°
§
“
O
°
。
ω
。
昌
窪
算
器
ρ
。
。
」
8
角
げ
o
§
9
。
目
噛
鎚
ρ
ω
』
9

　
Q
o
°
℃
母
0
9
固
o
q
①
ロ
言
巳
゜
・
げ
匿
α
巨
ひ
q
ロ
民
国
耳
9
題
巨
σ
q
巨
2
曽
ε
「
－
§
傷
u
o
艮
日
巴
鶉
ロ
旦
一
〇
黛
ψ
㎝
一
゜

　
遠
藤
『
計
画
行
政
法
」
二
＝
一
頁
以
下
（
一
九
七
六
年
）
、
西
埜
・
前
掲
注
（
4
）
六
一
頁
以
下
等
参
照
。

　
＜
笹
幻
o
N
①
貫
鉾
即
O
‘
ψ
h
o
O
9

　
＜
◎
q
轡
O
ω
゜
。
Φ
口
げ
口
算
即
騨
O
‘
ψ
一
鵡
h

　
宇
賀
・
前
掲
注
（
2
0
）
四
＝
頁
は
、
自
然
公
園
法
上
の
規
制
に
つ
い
て
、
「
特
定
の
者
の
土
地
利
用
規
制
に
よ
り
、
国
民
全
体
が
外
部

経
済
を
享
受
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
国
民
全
体
の
負
担
に
お
い
て
、
補
償
す
る
こ
と
が
公
平
に
か
な
う
場
合
が
あ
り
う

る
」
と
説
い
て
い
る
。
な
お
、
藤
村
和
夫
「
土
地
利
用
規
制
と
損
失
補
償
」
環
境
研
究
六
四
号
八
五
頁
（
一
九
八
七
年
）
、
亘
理
格
「
都
市

計
画
と
景
観
保
全
法
制
」
山
下
健
次
編
『
都
市
の
環
境
管
理
と
財
産
権
』
四
五
頁
（
一
九
九
三
年
）
参
照
。



、


