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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
問
題
の
所
在

　
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
肖
像
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
利
用
に
つ
い
て
、
本
人
が
承
諾
を
与
え
る
場
面
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
の

背
景
に
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
と
い
っ
た
、
本
人
が
自
ら
の
肖
像
を
公
表
す
る
た
め
の
手
段

が
増
加
し
て
き
た
こ
と
や
、
個
人
情
報
が
財
産
的
価
値
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。

　
財
産
権
を
契
約
の
対
象
と
す
る
場
合
、
申
込
み
に
対
し
て
承
諾
を
与
え
て
い
る
な
ら
ば
、
当
事
者
は
契
約
の
拘
束
力
に
服
す
る
の
が
原

則
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
人
格
権
を
契
約
の
対
象
と
す
る
場
合
、
本
人
は
、
軽
率
に
承
諾
を
与
え
た
こ
と
を
後
悔
し
て
、
契
約
の
拘
束
力

か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う（
1
）か。
人
格
権
と
契
約
の
拘
束
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
人
体
の
処
分
を
念
頭
に
置
い
て
論
ず

る
も
の
は
見
ら
れ（
2
）る。

こ
れ
に
対
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
っ
た
精
神
的
人
格
権
（
以
下
で
は
、
肖
像
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
、
氏
名
権
な
ど

の
い
わ
ゆ
る
精
神
的
人
格
権
を
「
人
格
権
」
と
表
記
す
る
）
と
契
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
問
題
関
心
の
高
ま
り
は
見
ら
れ
る
が
、
人
格
権
と
契

約
の
拘
束
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
考
察
が
深
め
ら
れ
て
い
な（
3
）い。
人
格
権
と
契
約
の
拘
束
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、

法
益
と
契
約
の
拘
束
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
財
産
権
や
生
命
・
身
体
と
は
異
な
る
側
面
を
示
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
で
は
、
本
人
の
承
諾
と
契
約
の
拘
束
力
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
本
人
の
承
諾
に
は
、
二
つ
の
法
的
性
質
が
存
在
す（
4
）る。

第
一
は
、
取
引
行
為
と
し
て
で
は
な
く
、
日
常
的
な
写
真
撮
影
に
承
諾
を
与
え

る
場
合
の
よ
う
に
、
事
実
と
し
て
の
承
諾
で
あ
る
。
第
二
は
、
モ
デ
ル
が
事
務
所
と
肖
像
の
利
用
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
、

法
律
行
為
に
お
け
る
申
込
み
の
対
概
念
と
し
て
の
承
諾
で
あ
る
。
第
一
の
場
合
、
承
諾
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
く
、
契
約

の
拘
束
力
か
ら
の
離
脱
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
人
が
翻
意
し
て
、
以
前
に
与
え
た
承
諾
を
撤
回
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
り
、
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承
諾
が
撤
回
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
肖
像
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
情
報
の
利
用
を
継
続
す
る
こ
と
は
違
法
行
為
と
な
る
。
こ

れ
に
対
し
、
第
二
の
場
合
、
承
諾
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
し
て
い
る
な
ら（
5
）ば、

当
時
者
は
契
約
の
拘
束
力
に
服
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

し
か
し
、
契
約
の
対
象
が
人
格
権
で
あ
る
場
合
、
人
格
の
保
護
を
理
由
と
し
て
、
一
定
の
場
合
に
は
、
契
約
の
拘
束
力
か
ら
の
離
脱
を
認

め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

㈡
　
本
稿
の
目
的

　
以
下
で
は
、
ま
ず
、（
１
）
フ
ラ
ン
ス
法
と
の
比
較
研
究
を
行
う
理
由
を
論
ず
る
。
次
に
、（
２
）
フ
ラ
ン
ス
法
研
究
を
沿
革
的
観
点
か

ら
行
う
可
能
性
を
模
索
す
る
。
最
後
に
、（
３
）
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
る
べ
き
か
を
示
そ
う
。

1　

フ
ラ
ン
ス
法
と
の
比
較
研
究
の
理
由

―
条
文
構
造
の
類
似
性
・
学
説
上
の
議
論
の
存
在

　
こ
う
し
た
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
が
有
益
だ
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
に

お
い
て
は
、
従
来
か
ら
人
格
権
と
契
約
の
拘
束
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
問
題
意
識
が
存
在（
6
）し、

と
り
わ
け
、
私
生
活
や
肖
像
権
を
対
象
と

す
る
契
約
を
念
頭
に
置
い
て
、
特
別
の
法
理
を
構
築
す
る
べ
き
か
ど
う
か
に
関
す
る
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
契

約
の
解
消
に
つ
い
て
、
人
格
権
と
い
う
法
益
の
特
殊
性
を
考
慮
し
た
特
別
の
解
除
法
理
を
説
く
見（
7
）解と

、
こ
う
し
た
特
別
の
解
除
法
理
の

存
在
を
否
定
す
る
見（
8
）解が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
対
立
の
背
景
に
は
、
知
的
所
有
権
法
典
一
二
一
条
の
四
（
一
九
五
七
年
の
法
律
第
三
二
条
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
撤

回
権
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
関
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
特
別
の
解
除
法
理
を
肯
定
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
撤
回
権
の
背
後
に

あ
る
理
念
は
、
民
法
に
も
通
用
す
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
特
別
の
解
除
法
理
を
否
定
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
撤
回
権
は

著
作
権
法
に
固
有
の
権
利
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
あ
る
理
念
は
民
法
に
通
用
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
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た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
素
材
と
し
て
、
人
格
権
を
対
象
と
す
る
契
約
に
関
す
る
特
別
の
解
除
法
理
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、

撤
回
権
の
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
。

2　

沿
革
研
究
の
可
能
性

　
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
フ
ラ
ン
ス
著
作
権
法
の
研
究
を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
撤
回
権
の
条
文
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

〇
　
日
本
法

　
著
作
権
法
八
四
条
三
項
　
複
製
権
者
で
あ
る
著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
の
内
容
が
自
己
の
確
信
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
著
作
物
の
出

版
を
廃
絶
す
る
た
め
に
、
出
版
社
に
通
知
し
て
そ
の
出
版
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
廃
絶
に
よ
り
出
版
権
者
に
通
常
生
ず
べ

き
損
害
を
あ
ら
か
じ
め
賠
償
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
旧
著
作
権（
9
）法二

八
条
の
八
　
著
作
権
者
ハ
其
ノ
著
作
物
ノ
出
版
ヲ
廃
絶
ス
ル
為
何
時
ニ
テ
モ
損
害
ヲ
賠
償
シ
テ
出
版
権
ノ
消
滅
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ

得〇
　
フ
ラ
ン
ス
法

　
フ
ラ
ン
ス
知
的
所
有
権
法
典
一
二
一
条
の
四
　
著
作
者
は
、
そ
の
利
用
権
の
譲
渡
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
著
作
物
の
公
表
後
で
あ
っ
て
も
、
譲
受
人

に
対
し
て
悔
悟
（repentir

）
又
は
取
戻
し
（retrait

）
の
権
利
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
著
作
者
は
、
こ
の
悔
悟
又
は
取
戻
し
が
譲
受
人
に
与
え
得
る

損
害
を
事
前
に
賠
償
し
た
場
合
に
限
り
、
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
項
　
著
作
者
は
、
悔
悟
又
は
取
戻
し
の
権
利
の
行
使
し
た
後
に
、
そ
の
著
作
物
を
公
表
す
る
場
合
、
当
初
の
譲
受
人
に
対
し
て
、
当
初
に
定
め
た

条
件
に
従
っ
て
、
そ
の
利
用
権
を
優
先
的
に
提
供
す
る
義
務
を
負
う
。
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撤
回
権
の
規
定
に
つ
い
て
、
日
本
法
と
フ
ラ
ン
ス
法
を
比
較
し
よ
う
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
分
析
す
る
際
に
は
、

悔
悟
と
取
戻
し
を
併
せ
て
「
撤
回
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。

　
ま
ず
、
わ
が
国
の
現
行
著
作
権
法
に
お
け
る
撤
回
権
は
、
複
製
権
者
で
あ
る
著
作
者
に
つ
い
て
、
出
版
権
に
限
定
し
て
規
定
し
て
お
り
、

著
作
権
一
般
に
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
撤
回
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
「
自
己
の
確
信
に
適
合
し
な
く

な
っ
た
」
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
旧
著
作
法
に
お
い
て
は
、
撤
回
権
の
対
象
は
出
版
権
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

著
作
権
者
で
あ
れ
ば
複
製
権
者
で
な
く
て
も
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、「
自
己
の
確
信
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
」
こ
と
は
要
求
さ
れ

て
い
な
い
。

　
次
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
知
的
所
有
権
法
典
一
二
一
条
の
四
第
一
項
は
、
出
版
権
に
限
ら
ず
、
著
作
物
の
利
用
権
の
譲
渡
一
般

に
つ
い
て
撤
回
権
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
撤
回
権
の
よ
う
に
、「
自
己
の
確
信
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
」
こ
と
は

要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
規
定
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
一
九
五
七
年
三
月
一
一
日
の
法
律
に
お
け
る
撤
回
権
の
規
定
と

同
一
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
旧
著
作
法
の
規
定
と
は
、
適
用
対
象
を
出
版
権
に
限
る
ど
う
か
に
つ
い
て
は

相
違
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
他
は
類
似
性
が
あ
る
と
い
え
）
10
（
る
。

　
そ
こ
で
、
旧
著
作
権
法
に
お
け
る
撤
回
権
の
立
法
に
携
わ
っ
た
水
野
錬
太
）
11
（

郎
が
フ
ラ
ン
ス
に
も
留
学
し
て
い
た
こ
と
も
併
せ
て
考
慮
す

る
と
、
一
方
で
、
水
野
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況
を
見
て
旧
著
作
権
法
二
八
条
の
八
を
起
草
し
、
他
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
自
国

の
法
状
況
を
踏
ま
え
て
一
九
五
七
年
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
に
お
け
る
現
行
著

作
権
法
か
ら
旧
著
作
権
法
に
遡
り
、
水
野
錬
太
郎
が
調
査
し
た
フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況
を
結
節
点
と
す
る
沿
革
研
究
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
水
野
錬
太
郎
の
派
遣
先
は
、
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
）
12
（

る
。
そ
の
た
め
、
旧
著
作
権
法
二
八
条
の
八
が
フ
ラ
ン
ス
法
を
参
考
し
て
起
草
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
確
証
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
沿
革
的
観
点
か
ら
フ
ラ
ン
ス
法
研
究
を
行
う
こ
と
は
得
策
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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3　

研
究
方
針

　
わ
が
国
の
著
作
権
法
八
四
条
三
項
は
、
フ
ラ
ン
ス
著
作
権
一
二
四
条
の
四
と
類
似
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
著
作
権
法

の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
形
で
、
人
格
権
を
対
象
と
す
る
契
約
の
解
除
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に
お

い
て
も
、
同
様
の
形
で
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
有
益
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
著
作
権
法
に
お
け
る
撤
回
権
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
二
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
著
作
権
法
八
四
条
三
項
を
拡
大
す
る
可
能
性
の
有
無
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法

と
の
比
較
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
人
格
権
と
契
約
の
拘
束
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
と

の
比
較
を
行
う
た
め
の
前
提
作
業
と
し
た
）
13
（
い
。

　
以
下
に
お
い
て
、
二
で
は
、
一
九
五
七
年
の
法
律
が
制
定
さ
れ
る
前
に
は
、
撤
回
権
が
ど
の
よ
う
に
生
成
し
、
展
開
し
た
の
か
を
追
跡

す
る
。
三
で
は
、
同
法
の
制
定
後
に
お
い
て
、
撤
回
権
が
ど
の
よ
う
な
権
利
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
四
で

は
、
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
議
論
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
五

で
は
、
続
稿
に
残
さ
れ
た
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
　
フ
ラ
ン
ス
著
作
権
法
に
お
け
る
撤
回
権
の
生
成
と
展
開

　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
立
法
草
）
14
（

案
と
し
て
撤
回
権
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
最
終
的
な
立
法
は
一
九
五
七
年
の
法
律
を
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
㈠
撤
回
権
に
関
す
る
議
論
の
前
史
を
一
瞥
す
る
。
次
に
、
㈡
撤
回
権
と
注
文
契
約
に

関
す
る
裁
判
例
に
お
け
る
撤
回
権
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
最
後
に
、
㈢
撤
回
権
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
を
概
観
す
る
。
以
上
を
踏
ま

え
て
、
㈣
立
法
化
前
に
お
い
て
、
撤
回
権
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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㈠
　
前
　
史

　
フ
ラ
ン
ス
の
概
説
書
や
テ
ー
ズ
に
お
い
て
は
、
撤
回
権
に
関
す
る
議
論
の
端
緒
を
注
文
契
約
に
関
す
る
裁
判
例
に
求
め
る
も
の
が
多
い
。

と
こ
ろ
が
、
著
作
物
を
譲
渡
し
た
後
に
、
著
作
者
が
ど
の
よ
う
な
権
利
を
有
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
一
八
世
紀
ご
ろ
に
、
書
籍
商

が
、
王
権
に
対
し
、
自
ら
の
既
得
権
の
保
護
を
求
め
る
た
め
の
理
論
の
一
環
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
）
15
（
る
。
そ
の
中
で
も
、
撤
回
権
と
い
う

観
点
か
ら
重
要
な
の
は
、『
百
科
全
書
』
に
掲
載
さ
れ
た
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
精
神
的
権
利
論
で
あ
る
。

　
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
著
作
者
は
、
著
作
物
の
譲
渡
後
に
そ
の
所
有
権
を
失
う
が
、
著
作
者
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
い
て
、
著
作
物

に
対
す
る
「
監
視
権
（droit d
’inspection

）
及
び
父
性
権
」
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
監
視
権
に
よ
っ
て
、
著
作
者
は
、
著

作
物
を
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
、
及
び
、
自
ら
の
名
誉
の
た
め
に
、
著
作
物
の
修
正
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
）
16
（

る
。
こ
う
し
た
発
想

は
、
現
代
に
お
け
る
精
神
的
権
利
と
共
通
点
が
多
く
、
精
神
的
権
利
の
端
緒
だ
と
評
さ
れ
て
い
）
17
（
る
。
同
様
に
、
ラ
ン
ゲ
も
、
著
作
者
は
、

著
作
物
の
譲
渡
後
で
あ
っ
て
も
著
作
物
を
改
変
す
る
権
利
を
有
す
る
と
す
）
18
（

る
。

　
そ
の
後
、
出
版
契
約
を
念
頭
に
置
い
て
、
著
作
物
の
修
正
に
関
す
る
議
論
が
展
開
し
）
19
（
た
。
た
と
え
ば
、
パ
ラ
デ
ュ
ス
は
、
商
法
の
概
説

書
に
お
い
て
、
複
製
権
の
売
買
と
通
常
の
売
買
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
書
物
の
複
製
権
の
売
買
で
あ
る
出
版
契
約
に
お
い
て
、
出

版
社
は
、
そ
の
物
を
利
用
し
、
享
受
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
出
版
社
は
用
益
権
者
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
著

作
者
は
、
著
作
物
に
対
す
る
所
有
権
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
出
版
社
は
、
書
物
を
公
表
す
る
債
務
を
負
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な

く
、
著
作
物
の
完
全
性
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
債
務
も
負
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
著
作
者
は
、
虚
有
権
者
と
し
て
、
そ
の
物
を
処
分
す

る
権
利
を
有
し
て
い
る
結
果
、
自
ら
の
著
作
物
を
修
正
す
る
権
利
を
維
持
し
て
い
る
と
す
）
20
（
る
。
な
お
、
著
作
者
が
、
追
加
の
報
酬
を
求
め

ず
に
、
著
作
物
の
修
正
や
追
加
を
申
し
出
た
と
き
に
は
、
出
版
社
は
、
損
害
が
生
じ
な
い
限
り
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
）
21
（
る
。
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さ
ら
に
、
一
九
世
紀
、
ト
ロ
ロ
ン
は
、
パ
ラ
デ
ュ
ス
の
見
解
を
引
用
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
著
作
物
の
本
質
は
そ

れ
を
創
作
し
た
者
に
常
に
帰
属
し
て
お
り
、
出
版
社
は
、
そ
の
利
用
権
を
有
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
精

神
的
側
面
と
財
産
的
側
面
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
ト
ロ
ロ
ン
は
、
書
物
の
原
稿
に
関
す
る
売
買
は
、
通
常
の
売
買
と
は
異
な
る

と
す
る
。
そ
し
て
、
著
作
者
は
、
著
作
物
を
修
正
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
利
用
権
の
譲
渡
に
よ
っ
て
、
著
作

者
は
修
正
権
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
修
正
権
は
、
芸
術
と
科
学
の
領
域
に
属
し
て
お
り
、
著
作
者
の
評
判
と
緊
密
に
結
び

つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
）
22
（
る
。

㈡
　
裁
判
例
の
状
況

―
注
文
契
約
に
お
け
る
判
例
法
理
の
展
開

　
こ
こ
で
は
、
撤
回
権
に
関
す
る
学
説
の
展
開
を
追
跡
す
る
前
に
、
裁
判
例
の
状
況
を
確
認
す
る
。
ま
ず
、（
１
）
注
文
契
）
23
（

約
に
お
け
る

判
例
法
理
を
見
よ
う
。
次
に
、（
２
）
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
が
、
ど
の
よ
う
に
裁
判
例
を
分
析
し
て
い
る
の
か
を
概
観
し
た
い
。

1　

裁
判
例
の
紹
介

 

【
一
】
破
毀
院
一
九
〇
〇
年
三
月
一
四
日
判
決
〔Eden
対W

histler

事
）
24
（

件
〕

 

〔
事
実
〕　
Ｘ
（Eden

）
は
、
Ｙ
（
画
家
・W

histler

）
に
、
自
ら
の
妻
の
肖
像
画
を
作
成
し
て
も
ら
う
旨
の
契
約
を
締
結
し
た
。
Ｙ
は
、
肖
像
画
を

描
き
終
え
た
後
、
そ
れ
を
サ
ロ
ン
に
展
示
し
な
が
ら
修
正
し
て
お
り
、
そ
の
肖
像
画
を
Ｘ
に
引
き
渡
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
が
、
Ｙ
に
対

し
、
肖
像
画
の
引
渡
し
を
求
め
て
訴
え
た
。
な
お
、
サ
ロ
ン
に
肖
像
画
を
展
示
し
て
い
る
間
、
Ｙ
は
、
肖
像
画
に
描
か
れ
た
顔
を
他
の
者
の
顔
に
置
き

換
え
る
な
ど
し
て
い
た
。
パ
リ
控
訴
院
一
九
八
二
年
一
二
月
二
日
判
決
は
、
Ｙ
の
負
っ
て
い
る
債
務
は
為
す
債
務
で
あ
る
と
し
て
、
Ｘ
に
よ
る
引
渡
請

求
を
棄
却
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
が
上
告
。

 

〔
判
旨
〕　
棄
却
。
画
家
が
、
一
定
額
の
支
払
い
と
引
換
え
に
、
肖
像
画
を
作
成
す
る
こ
と
を
相
手
方
に
約
す
る
契
約
は
、
特
別
の
性
質
を
有
し
て
お
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り
、
注
文
者
が
絵
画
の
所
有
権
を
終
局
的
に
取
得
す
る
の
は
、
画
家
が
そ
の
絵
画
を
注
文
者
に
引
き
渡
し
た
時
で
あ
る
。
こ
の
時
ま
で
、
画
家
は
著
作

物
を
支
配
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
引
渡
し
を
拒
絶
し
た
と
き
に
は
、
肖
像
画
の
注
文
を
行
っ
た
者
は
、
そ
の
引
渡
し
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
既
に

支
払
っ
た
金
額
と
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。

 

【
二
】
パ
リ
控
訴
院
一
九
四
七
年
三
月
十
九
日
判
決
〔Rouault 

対 Vollard

事
）
25
（

件
〕

 

〔
事
実
〕　
Ｘ
（
画
家
・Rouault

）
は
、
Ａ
（
画
商
・Vollard

）
と
、
Ｘ
が
作
成
す
る
全
作
品
の
所
有
権
は
Ｘ
に
帰
属
す
る
旨
の
契
約
を
締
結
し
た
。

そ
の
後
、
Ａ
が
死
亡
し
た
と
こ
ろ
、
以
前
か
ら
Ｘ
は
未
完
成
の
作
品
の
焼
却
を
望
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
、
Ｘ
は
、
Ａ
の
相
続
人
で
あ
る
Ｙ
に
対
し
、

ア
ト
リ
エ
に
残
っ
て
い
る
絵
画
の
所
有
権
は
自
ら
に
帰
属
す
る
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
引
渡
し
を
求
め
た
。
セ
ー
ヌ
大
審
裁
判
所
一
九
四
六
年
七
月
一
〇

日
判
決
は
、
Ｘ
の
主
張
を
認
め
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
控
訴
。

 

〔
判
旨
〕　
棄
却
。
画
家
は
、
作
品
の
引
渡
し
が
有
効
に
な
さ
れ
る
ま
で
、
自
ら
の
作
品
の
支
配
者
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
引
渡
し
ま
で
の
間
、
画
家

は
、
自
ら
の
作
品
を
完
成
さ
せ
た
り
、
修
正
、
破
壊
を
行
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
、
未
完
成
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
権
利

は
、
画
家
の
精
神
的
権
利
で
あ
り
、
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
に
反
す
る
合
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
権
利
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
不
履
行
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
画
家
は
、
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
に
過
ぎ
ず
、
絵
画
の
所
有
権
は

Ｙ
に
帰
属
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
Ｙ
は
、
Ｘ
に
絵
画
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

【
三
】
パ
リ
大
審
裁
判
所
一
九
二
七
年
一
一
月
一
五
日
判
）
26
（
決
〔Cam

oin

事
件
〕

 

〔
事
実
〕　
一
九
一
四
年
、
Ｘ
（
画
家
・Cam

oin

）
は
、
複
数
の
絵
画
を
破
棄
し
よ
う
と
考
え
て
、
そ
れ
ら
を
破
っ
て
ご
み
箱
に
捨
て
た
。
そ
の
後
、

屑
物
屋
（chiffonnier

）
が
、
絵
画
の
断
片
を
集
め
て
、
蚤
の
市
で
販
売
し
た
、
一
九
二
五
年
、
Ｘ
は
、
一
九
一
四
年
に
破
っ
た
絵
画
の
う
ち
の
四
つ

が
、Francis Carco

で
競
売
に
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
が
絵
画
の
破
壊
を
求
め
た
。
セ
ー
ヌ
大
審
裁
判
所
一
九
二
七
年
一

一
月
一
五
日
判
決
は
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
控
訴
。

 

〔
判
旨
〕　
棄
却
。
文
学
及
び
芸
術
に
関
す
る
所
有
権
は
、
非
金
銭
的
で
あ
り
、
著
作
者
に
属
人
的
な
権
利
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
著
作
者
は
、
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こ
の
権
利
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
適
切
だ
と
判
断
す
る
方
法
と
条
件
で
著
作
物
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
絵
画
を
破
り
、
そ
の
破
片
を
捨

て
る
こ
と
は
、
こ
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
破
片
を
集
め
た
者
が
、
占
有
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
者
と
な
る
こ
と
は
疑

い
得
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
所
有
は
そ
の
破
片
の
物
質
面
に
限
ら
れ
て
お
り
、
著
作
者
が
著
作
物
に
対
し
て
有
し
て
い
る
精
神
的
権
利
を
奪
う
も
の
で

は
な
い
。
以
上
か
ら
、
Ｘ
が
絵
画
の
破
壊
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

【
四
】
破
毀
院
民
事
部
一
九
〇
二
年
六
月
二
五
日
判
決
〔Lecocq

事
）
27
（

件
〕

 

〔
事
実
〕　
Ｙ
（
作
曲
家
・Lecocq

）
は
、
Ｘ
と
後
得
財
産
共
通
制
と
し
て
婚
姻
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
Ｘ
と
Ｙ
は
離
婚
し
た
と
こ
ろ
、
婚
姻

時
か
ら
そ
の
婚
姻
の
解
消
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
著
作
物
を
分
割
の
対
象
に
含
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
こ
う
し
た
清
算
方
法
を
不
服
と
し
て
、

Ｙ
を
訴
え
た
。

 

〔
判
旨
〕　
後
得
財
産
組
合
（société d

’acquêts

）
の
解
消
に
お
い
て
、
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産
に
は
、
夫
婦
財
産
契
約
に
反
対
の
定
め
が
な
い
限

り
、
婚
姻
中
に
夫
婦
の
一
方
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
利
用
独
占
権
が
含
ま
れ
る
。
な
お
、
創
作
物
を
後
に
修
正
又
は
削
除
す
る
権
利
は
著
作

者
の
人
格
に
内
在
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
財
産
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
権

利
が
、
配
偶
者
又
は
そ
の
代
理
人
を
侮
辱
す
る
目
的
で
行
使
さ
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2　

フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
よ
る
裁
判
例
の
評
価

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
裁
判
例
に
つ
い
て
、
学
説
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
現
代
の
概
説
書

も
含
め
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
が
、
一
九
五
七
年
法
に
よ
る
撤
回
権
の
承
認
以
前
の
裁
判
例
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
を
見
て

み
よ
う
。

　
学
説
で
は
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
撤
回
権
に
関
す
る
先
例
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
こ
と
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
）
28
（

る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
見
方
は
、
一
九
五
七
年
の
法
律
が
制
定
さ
れ
る
直
前
に
も
主
張
さ
れ
て
お
り
、
実
定
法
に
は
撤
回
権
は
存
在
し
な
い
と
論
じ
ら
れ
て
い
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た
）
29
（

。
　
こ
れ
に
対
し
、
撤
回
権
の
承
認
に
肯
定
的
な
論
者
に
よ
れ
ば
、【
一
】【
二
】【
三
】【
四
】
判
決
を
捉
え
て
、
撤
回
権
に
関
す
る
先
例
だ

と
さ
れ
て
い
）
30
（
る
。
な
お
、【
四
】
判
決
を
引
用
し
て
、
撤
回
権
は
、
夫
婦
財
産
契
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
第
三
者
と
の
間
で

も
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
立
法
前
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
と
評
価
す
る
見
解
も
あ
）
31
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
定
法
の
状
況
に

つ
い
て
の
見
方
は
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
撤
回
権
に
関
す
る
先
例
は
な
い
と
い
う
見
方
が
有
力
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
と

ど
め
た
い
。

㈢
　
学
説
の
動
向

　
こ
こ
で
は
、
学
説
に
お
い
て
、
撤
回
権
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、（
１
）
撤

回
権
に
関
す
る
議
論
が
、
ど
の
よ
う
に
生
成
し
た
の
か
を
見
る
。
次
に
、（
２
）
そ
う
し
た
議
論
が
、
ど
の
よ
う
に
展
開
に
し
た
の
か
を

見
て
み
よ
う
。

1　

撤
回
権
に
関
す
る
議
論
の
生
成

　
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
撤
回
権
が
ど
の
よ
う
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
を
概
観
し
よ
う
。

　
第
一
に
、
撤
回
権
の
承
認
に
つ
い
て
肯
定
的
な
見
解
に
つ
い
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ダ
ラ
ス
は
、
著
作
者
の
精
神
的
権
利
と
し
て
、

著
作
者
に
著
作
物
を
市
場
か
ら
撤
回
さ
せ
る
権
利
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
精
神
的
権
利
は
譲
渡
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
に

関
す
る
金
銭
的
権
利
を
終
局
的
に
譲
渡
し
た
と
し
て
も
、
著
作
者
は
、
譲
渡
さ
れ
た
著
作
物
の
修
正
や
、
市
場
か
ら
の
撤
廃
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
ダ
ラ
ス
は
、
著
作
者
が
、
気
ま
ぐ
れ
で
あ
っ
た
り
、
不
誠
実
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
特

権
を
付
与
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
）
32
（

る
。
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第
二
に
、
撤
回
権
の
承
認
に
否
定
的
な
見
解
に
つ
い
て
で
あ
る
。
プ
イ
エ
と
オ
ッ
ス
ィ
は
、
理
論
的
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
プ
イ
エ

に
よ
れ
ば
、
引
渡
後
は
、
著
作
物
の
所
有
権
が
完
全
に
移
転
し
て
い
る
た
め
、
撤
回
権
が
消
滅
す
る
と
さ
れ
て
い
）
33
（

る
。
オ
ッ
ス
ィ
に
よ
れ

ば
、
利
用
権
の
譲
渡
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
削
除
も
修
正
も
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
著
作
者

の
契
約
の
相
手
方
は
、
特
定
物
と
し
て
の
著
作
物
に
つ
い
て
契
約
を
締
結
し
た
の
で
あ
り
、
他
の
著
作
物
に
つ
い
て
公
表
す
る
こ
と
を
約

し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
）
34
（

る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
マ
ス
は
、
実
質
的
観
点
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
て
い
る
。
マ
ス
は
、
撤
回
権
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
自
ら
の
芸
術
的
理

想
に
反
す
る
と
主
張
す
れ
ば
、
動
機
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
契
約
を
解
除
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、

撤
回
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
著
作
者
の
不
利
益
に
繫
が
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
つ
で
も
解
除
で
き
る
と
す
れ
ば
、
契
約
の
相
手
方
を

見
つ
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
を
解
除
す
る
の
で
は
な
く
、
改
訂
に
よ
っ
て
対
応
す
る
べ
き
だ
と
す

る
。
と
り
わ
け
、
書
物
に
つ
い
て
は
、
出
版
年
が
記
載
さ
れ
、
さ
ら
に
、
初
版
後
に
著
作
者
が
得
た
肩
書
も
増
版
に
お
い
て
反
映
さ
れ
る

た
め
、
こ
の
よ
う
な
措
置
で
問
題
な
い
と
論
ず
）
35
（

る
。

2　

撤
回
権
に
関
す
る
議
論
の
展
開

　
こ
こ
で
は
、
撤
回
権
に
関
す
る
議
論
が
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
撤
回
権
の
立
法
化
の
直
前
に
お
い
て
も
、
撤

回
権
は
実
定
法
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
撤
回
権
を
承
認
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
見
解
が
あ
っ
）
36
（

た
。
と
こ
ろ
が
、
シ
ル
ツ
と

ヌ
ア
ロ
の
よ
う
に
、
撤
回
権
に
つ
い
て
肯
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
見
解
も
現
れ
る
。

　
シ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
、
撤
回
権
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
契
約
の
拘
束
力
に
つ
い
て
定
め
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
旧
一
一
三
四
条
を
危
機
に
さ

ら
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
著
作
者
が
、
自
ら
の
著
作
物
を
公
表
し
て
か
ら
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
後
悔
し
て
は
な

ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
合
意
は
、
公
序
に
反
す
る
た
め
無
効
だ
か
ら
で
あ
）
37
（
る
。
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ヌ
ア
ロ
は
、
テ
ー
ズ
に
お
い
て
、
撤
回
権
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
撤
回
権
に
つ
い
て
、
引
渡
し
の
前

後
を
区
別
し
て
論
ず
る
。
も
っ
と
も
、
引
渡
し
の
前
後
を
通
じ
て
、
撤
回
が
認
め
ら
れ
る
理
由
は
同
一
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
著

作
者
の
確
信
や
感
情
の
変
化
、
科
学
上
の
発
見
の
よ
う
に
新
た
な
出
来
事
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
著
作
者
の
考
え
と
著
作
物
の
間
に
不
一

致
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
、
こ
の
不
一
致
を
解
消
す
る
の
が
撤
回
権
で
あ
る
と
す
）
38
（
る
。

　
第
一
に
、
引
渡
前
に
お
い
て
、
著
作
物
は
、
引
渡
拒
絶
と
契
約
の
解
除
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
契
約
を
解
除
す

る
場
合
、
契
約
の
相
手
方
が
支
出
し
た
費
用
を
賠
償
す
れ
ば
足
り
る
と
い
）
39
（
う
。

　
第
二
に
、
引
渡
後
に
お
い
て
、
諸
外
国
で
は
、
撤
回
権
は
、
買
戻
し
（rachat

）
と
契
約
の
解
除
と
し
て
現
れ
る
と
す
る
。
ま
ず
、
買

戻
し
と
し
て
、
著
作
者
は
、
一
定
額
を
支
払
っ
て
、
市
場
に
流
通
し
て
い
る
著
作
物
を
買
い
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
著
作
者

は
買
戻
し
の
理
由
を
説
明
す
る
必
要
は
な
く
、
さ
ら
に
、
相
手
方
の
フ
ォ
ー
ト
も
必
要
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

が
本
来
の
意
味
に
お
け
る
撤
回
権
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
著
作
物
を
購
入
し
た
者
に
対
し
て
買
戻
し
を
主
張
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

て
い
な
い
。
次
に
、
契
約
の
解
除
と
し
て
、
著
作
者
は
、
損
害
賠
償
を
支
払
う
こ
と
な
く
、
相
手
方
に
フ
ォ
ー
ト
が
あ
る
と
き
に
限
り
、

契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
買
戻
し
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
解
除
は
、
著
作
物
の
完
全
性
の
侵
害

や
、
契
約
上
の
債
務
へ
の
違
反
の
侵
害
へ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
）
40
（
る
。

　
そ
し
て
、
買
戻
し
と
解
除
に
つ
い
て
、
ヌ
ア
ロ
は
、
次
の
よ
う
に
構
成
す
る
こ
と
で
、
両
者
を
固
有
の
制
度
と
し
て
構
築
す
る
べ
き
こ

と
を
提
案
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
買
戻
し
に
つ
い
て
は
、
⒜
精
神
的
理
由
の
存
在
、
⒝
積
極
損
害
の
み
を
賠
償
す
る
こ
と
、
⒞
属
人
的

性
質
、
及
び
、
相
続
の
対
象
と
な
ら
な
い
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
⒟
出
版
者
に
対
し
、
逸
失
利
益
を
与
え
る
何
ら
か
の
手
続
き
を
確

保
す
る
こ
と
を
論
ず
）
41
（
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
構
成
す
る
と
す
れ
ば
、
資
力
の
あ
る
著
作
者
の
み
が
買
戻
し
を
請
求
で
き
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
文
化
や
社
会
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
し
て
、
国
家
や
、
何
ら
か
の
組
織
が
、

費
用
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
い
）
42
（

う
。
さ
ら
に
、
解
除
は
、
著
作
物
の
形
式
の
尊
重
や
、
出
版
契
約
に
よ
っ
て
課
さ
れ
て
い
る
給
付
の
現
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実
履
行
が
不
可
能
で
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
と
す
）
43
（
る
。

㈣
　
小
　
括

　
先
に
見
た
通
り
、
撤
回
権
に
関
す
る
判
例
が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
見
方
が
強
い
。
そ
の
た
め
、
学
説
で
も
、
当
初
は
撤
回
権
を
認

め
る
こ
と
に
否
定
的
な
見
解
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
七
年
の
法
律
が
制
定
さ
れ
る
直
前
に
は
、
ヌ
ア
ロ
の
よ
う
に
、
撤
回
権

を
肯
定
的
に
捉
え
て
、
そ
の
内
実
を
論
ず
る
学
説
が
現
れ
た
。
ヌ
ア
ロ
の
見
解
は
、
撤
回
権
を
引
渡
し
の
前
後
に
区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
法
的
構
成
を
提
示
し
て
お
り
、
撤
回
権
に
関
す
る
一
つ
の
理
論
的
到
達
点
だ
と
い
え
る
。

三
　
フ
ラ
ン
ス
著
作
権
法
に
お
け
る
撤
回
権
の
立
法
化

　
撤
回
権
は
、
一
九
五
七
年
三
月
一
一
日
の
法
）
44
（

律
三
二
条
に
よ
っ
て
、
初
め
て
立
法
化
さ
れ
）
45
（

た
。
そ
し
て
、
こ
の
条
文
は
、
同
一
の
文
言

で
知
的
所
有
権
法
典
一
二
一
条
の
四
に
引
き
継
が
れ
る
。
以
下
で
は
、
撤
回
権
に
つ
い
て
、
㈠
概
略
と
適
用
範
囲
を
示
し
た
う
え
で
、
㈡

修
正
と
解
除
の
区
別
に
関
す
る
議
論
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
㈢
撤
回
権
の
行
使
要
件
に
つ
い
て
、
判
例
・
学
説
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
㈣
立
法
前
後
の
議
論
を
検
討
す
る
形
で
撤
回
権
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
も
っ
と
も
、
フ

ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
撤
回
権
が
実
務
上
適
用
さ
れ
た
例
は
極
め
て
少
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
）
46
（

る
。

㈠
　
総
　
説

　
こ
こ
で
は
、
三
二
条
が
ど
の
よ
う
な
趣
旨
の
規
定
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
う
え
で
、
同
条
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て

概
観
す
）
47
（
る
。
考
察
の
前
提
と
し
て
、
同
条
を
再
掲
し
て
お
こ
う
。
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一
九
五
七
年
の
法
律
三
二
条
　
著
作
者
は
、
そ
の
利
用
権
の
譲
渡
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
著
作
物
の
公
表
後
で
あ
っ
て
も
、
譲
受
人
に
対
し
て
悔
悟

（repentir

）
又
は
取
戻
し
（retrait

）
の
権
利
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
著
作
者
は
、
こ
の
悔
悟
又
は
撤
回
が
譲
受
人
に
与
え
得
る
損
害
を
事
前
に
賠
償

し
た
場
合
に
限
り
、
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
項
　
著
作
者
は
、
悔
悟
又
は
取
戻
し
の
権
利
の
行
使
し
た
後
に
、
そ
の
著
作
物
を
公
表
す
る
場
合
、
当
初
の
譲
受
人
に
対
し
て
、
当
初
に
定
め

た
条
件
に
従
っ
て
、
そ
の
利
用
権
を
優
先
的
に
提
供
す
る
義
務
を
負
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
項
は
、
著
作
物
の
利
用
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
撤
回
権
を
規
定
し
て
お
り
、
二
項
は
、
撤
回
後
の
再
度
の
公
表
に
つ
い

て
規
定
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
一
項
に
関
し
て
、（
１
）
撤
回
権
の
概
要
、（
２
）
用
語
法
、（
３
）
適
用
範
囲
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

1　

撤
回
権
の
概
要

　
ま
ず
、
撤
回
権
の
趣
旨
に
つ
い
て
。
三
二
条
は
、
一
九
五
七
年
の
法
律
の
立
法
者
が
著
作
者
の
知
的
利
益
と
精
神
的
利
益
に
付
与
し
た

重
要
性
を
最
も
特
徴
的
か
つ
大
胆
に
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
条
に
基
づ
い
て
、
著
作
者
は
、
自
ら
の
作
品
を
公

表
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
知
的
、
美
的
、
精
神
的
観
点
か
ら
後
悔
し
た
と
き
に
は
、
契
約
上
の
債
務
を
負
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
債

務
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
）
48
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
見
解
は
、
三
二
条
に
つ
い
て
、
著
作
者
の
意
思
が
契
約
の
拘
束
力

に
優
位
す
る
こ
と
を
定
め
た
規
定
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
代
の
概
説
書
に
お
い
て
も
、
伝
統
的
見
解
に
よ
る
理
解
が
引
き
継

が
れ
て
い
）
49
（
る
。
こ
れ
に
対
し
、
少
数
説
に
よ
れ
ば
、
撤
回
権
と
は
、
精
神
的
権
利
で
は
な
く
、
財
産
的
権
利
だ
と
さ
れ
て
い
）
50
（
る
。

　
次
に
、
撤
回
権
の
内
容
に
つ
い
て
。
撤
回
権
と
は
、
事
前
の
賠
償
を
要
件
と
し
）
51
（

て
、
著
作
物
の
取
戻
し
や
、
契
約
の
解
除
、
著
作
物
の

修
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
撤
回
権
は
、
著
作
者
に
一
身
専
属
的
な
権
利
で
あ
り
、
譲
渡
す
る
こ
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と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
を
放
棄
す
る
条
項
は
無
効
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
出
版
者
な
ど
の
契
約
の
相
手
方
に
対
し
て
、
撤
回

権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
著
作
物
を
実
際
に
取
得
し
た
買
主
に
対
し
て
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
）
52
（

る
。

2　

用
語
法

―« repentir »

と« retrait » 

　
こ
こ
で
は
、« repentir »

と« retrait » 

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
）
53
（

い
。
学
説
で
は
、
一
方
で
、« repentir »

と
は
、

契
約
を
維
持
し
た
ま
ま
著
作
物
の
修
正
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、« retrait »

と
は
、
契
約
の
解
除
を
求
め
る
こ
と
だ
と
す
る
見
解
が

あ
）
54
（

る
。
他
方
で
、« repentir »

と
は
、
著
作
物
の
公
表
前
の
著
作
物
の
修
正
や
契
約
の
解
除
を
意
味
し
て
お
り
、« retrait »

と
は
、
著

作
物
の
公
表
後
の
修
正
や
契
約
の
解
除
を
意
味
し
て
い
る
と
す
る
見
解
が
あ
）
55
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
定
義
に
つ
い
て
見
解
が
対
立
し

て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
用
語
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
著
作
物
の
修
正
と
契
約
の
解
除
の
二
つ
の
意
味
に
つ
い
て
、
撤
回
と

い
う
表
現
を
用
い
）
56
（
る
。

3　

適
用
範
囲

　
三
二
条
は
、
著
作
物
の
利
用
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
し
か
規
定
し
て
い
な
い
。
同
条
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
上
演
権
（droit de 

représentation

）、
複
製
権
（droit de reproduction

）、
作
曲
権
（droit d

’adaptation

）、
翻
訳
権
と
い
っ
た
、
著
作
物
の
利
用
権
の
譲
渡
だ

と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
破
毀
院
社
会
部
一
九
八
〇
年
五
月
八
日
判
）
57
（

決
に
お
い
て
は
、
上
演
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
撤
回
権
が
行
使
さ

れ
た
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
撤
回
権
は
出
版
契
約
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
し
て
、
適
用
範
囲
を
制
限
し
よ
う
と
す

る
少
数
）
58
（
説
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
支
持
を
得
て
い
な
い
。

　
そ
し
て
、
撤
回
権
に
引
渡
拒
絶
を
含
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
撤
回
権
に
引
渡
拒
絶
を
含
め
る
見

解
は
、
三
二
条
の
「
利
用
権
の
譲
渡
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う
文
言
に
着
目
し
て
、
本
条
は
、
利
用
権
の
譲
渡
前
で
あ
る
、
著
作
物
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の
引
渡
前
に
も
適
用
さ
れ
る
と
捉
え
て
い
る
。
次
に
、
一
九
条
は
、「
著
作
者
の
み
が
、
そ
の
著
作
物
の
公
表
権
（droit de divulgation

）

を
有
す
る
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
条
に
基
づ
い
て
、
引
渡
し
を
拒
絶
で
き
る
と
し
て
、
公
表
権
と
撤
回
権
を
区
別
す
る
見
解
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
表
権
と
は
、
利
用
権
や
著
作
物
の
譲
渡
を
拒
絶
す
る
権
利
で
あ
る
の
に
対
し
、
撤
回
権
と
は
、
著
作
者
が
、
利
用

権
の
譲
渡
を
行
っ
た
後
に
行
使
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
）
59
（
る
。
た
と
え
ば
、
著
作
者
が
、
出
版
社
と
の
間
で
、
書
物
を
執
筆
し
た
う
え
で
、
そ

の
書
物
を
複
製
す
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
を
約
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
作
者
が
著
作
の
引
渡
し
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
公
表
権
の

行
使
と
な
る
の
に
対
し
、
著
作
の
草
稿
を
既
に
出
版
社
に
引
き
渡
し
、
公
表
に
つ
い
て
同
意
を
与
え
て
い
る
と
き
に
は
、
撤
回
権
の
行
使

と
な
る
。

㈡
　
要
　
件

　
こ
こ
で
は
、
撤
回
権
の
行
使
要
件
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
ま
ず
、（
１
）
撤
回
権
の
行
使
に
お
け
る
動
機
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
考

慮
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
次
に
、（
２
）
損
害
の
事
前
の
賠
償
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

1　

撤
回
権
の
行
使
に
お
け
る
動
機

　
三
二
条
に
は
、
撤
回
権
を
行
使
す
る
著
作
者
の
動
機
に
つ
い
て
、
何
ら
の
定
め
も
置
い
て
い
な
）
60
（
い
。
動
機
に
つ
い
て
規
定
が
な
い
こ
と

は
、
撤
回
に
至
っ
た
動
機
を
裁
判
官
が
考
慮
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
学
説
に
お
い
て
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
）
61
（

る
。

　
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
学
説
は
、
動
機
が
精
神
的
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
他

の
動
機
を
隠
匿
し
て
、
単
な
る
方
便
と
し
て
精
神
的
動
機
を
主
張
し
て
い
る
場
合
、
撤
回
権
の
行
使
は
濫
用
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
低
額

の
報
酬
で
著
作
物
の
利
用
権
を
譲
渡
し
た
こ
と
を
後
悔
し
て
、
よ
り
高
額
の
報
酬
を
支
払
っ
て
く
れ
る
相
手
方
と
契
約
を
結
ぶ
た
め
に
、
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当
初
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
を
望
む
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、【
五
】
判
決
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
撤
回
権
の
行
使
は
認

め
ら
れ
な
い
。

 

【
五
】
破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
九
一
年
三
月
一
四
日
判
）
62
（
決

 

〔
事
実
〕　
Ｘ
（Raym

ond CH
IVARIN

O

）
は
、
一
九
五
五
年
か
ら
漫
画
家
と
し
て
Ｙ
社
（la Société parisienne d

’éditions

）
に
勤
務
し
て
い

た
が
、
一
九
七
九
年
に
、
Ｙ
社
の
経
済
的
理
由
か
ら
解
雇
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｘ
は
、
Ｙ
社
に
対
し
、
自
ら
が
執
筆
し
た
漫
画
に
つ
い
て
は
、
共
著

者
と
し
て
携
わ
っ
た
も
の
も
含
め
て
、
公
表
を
禁
ず
る
と
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
八
四
年
に
、
Ｙ
社
は
、
Ｘ
が
共
著
者
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
漫

画
の
増
刷
を
行
っ
た
。
こ
の
増
刷
で
は
、
Ｘ
は
一
％
の
印
税
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
一
％
の
印
税
は
少
額
で
あ
る
と
し

て
、
撤
回
権
を
行
使
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
パ
リ
控
訴
院
は
、
撤
回
権
は
著
作
者
の
精
神
的
権
利
の
保
護
を
目
的
と
し
て
お
り
、
Ｘ
に
よ
る
撤
回
権

の
行
使
は
、
そ
の
目
的
を
逸
脱
し
て
い
る
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
が
上
告
。

 

〔
判
旨
〕　
上
告
棄
却
。
撤
回
権
は
、
著
作
者
が
有
す
る
精
神
的
権
利
の
特
性
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
、
Ｘ
は
、
自
ら
の
請
求
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、

印
税
が
一
％
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
原
審
が
、
こ
う
し
た
動
機
は
、
三
二
条
の
目
的
を
逸
脱
し
て
お
り
、
本
条
を
濫
用
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
権
利
濫
用
を
構
成
す
る
と
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、【
五
】
判
決
で
は
、
印
税
が
低
額
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
撤
回
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
撤
回
権
の
目
的
を
逸
脱

す
る
と
し
て
、
そ
の
行
使
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
動
機
が
精
神
的
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場

合
、
裁
判
官
は
、
撤
回
権
の
行
使
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

事
前
の
賠
償

　
撤
回
権
の
行
使
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
、
著
作
者
は
、
事
前
に
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
著
作



フランス著作権法における撤回権

51

者
が
事
前
の
賠
償
を
支
払
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
撤
回
権
の
行
使
が
否
定
さ
れ
た
事
案
も
存
在
す
）
63
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
著
作

者
に
対
し
事
前
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
作
者
の
精
神
的
権
利
の
保
護
と
契
約
の
相
手
方
の
金
銭
的
利
益
の
保
護
の
調
和
が

図
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
事
前
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
、
賠
償
の
資
力
が
あ
る
著
作
者
と
、
そ
う
で
な
い
著
作
者
に
つ
い
て
異
な
る

取
り
扱
い
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
た
区
別
は
妥
当
で
は
な
い
と
す
る
批
判
も
あ
）
64
（
る
。

　
損
害
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
積
極
損
害
の
み
を
賠
償
す
る
こ
と
と
、
積
極
損
害
だ
け
で
は
な
く
、
逸
失
利
益
も
含
め
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
デ
ボ
ワ
に
よ
れ
ば
、
著
作
者
は
、
い
つ
で
も
撤
回
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
の
全
て
を

賠
償
す
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
出
版
契
約
に
お
い
て
は
通
常
の
金
額
を
超
え
な
い
限
り
、
印
刷
費
用
、
広
告
費
用
、
発

送
（expédition

）
費
用
と
い
っ
た
消
極
損
害
だ
け
で
は
な
く
、
著
作
物
を
出
版
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
逸
失
利
益
も
賠

償
の
対
象
と
な
る
と
さ
れ
て
い
）
65
（
る
。
な
お
、
撤
回
権
を
行
使
し
た
場
合
の
違
約
金
を
事
前
に
定
め
て
お
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、

過
度
に
高
額
な
違
約
金
を
定
め
た
場
合
、
そ
の
合
意
は
無
効
と
な
）
66
（
る
。

㈢
　
効
果

―
修
正
と
解
除
の
区
別

　
撤
回
権
の
効
果
に
つ
い
て
、
著
作
物
の
修
正
と
契
約
の
解
除
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
考
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、（
１
）
修
正
と
解
除
に
つ
い
て
、
同
一
の
考
慮
を
行
う
見
解
を
み
る
。
次
に
、（
２
）
修
正
に
つ
い
て
、
解
除
と
は
異

な
る
考
慮
を
行
う
べ
き
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

1　

修
正
に
固
有
の
意
味
を
見
出
さ
な
い
見
解

　
撤
回
権
の
中
に
修
正
権
が
当
然
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
法
律
に
よ
っ
て
著
作
者
に
は
修
正
権
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
）
67
（

る
。
こ

う
し
た
見
解
は
、
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
趣
旨
は
著
作
者
の
思
考
の
発
展
を
著
作
物
に
反
映
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
契
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約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
自
ら
の
著
作
物
の
修
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。

2　

修
正
に
固
有
の
意
味
を
見
出
す
見
解

　
第
一
に
、
デ
ボ
ワ
に
よ
れ
ば
、
著
作
物
の
修
正
に
お
い
て
は
、
解
除
と
は
異
な
る
考
慮
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
精
神
的
・

知
的
観
点
と
し
て
、
利
用
権
者
は
、
著
作
物
の
内
容
が
変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
、
利
用
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。

次
に
、
商
業
的
観
点
と
し
て
、
修
正
の
結
果
、
修
正
の
重
要
性
と
比
較
し
て
費
用
が
過
大
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
修
正
に

よ
っ
て
必
要
と
な
る
追
加
費
用
に
よ
っ
て
契
約
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
害
さ
な
い
か
ど
う
か
や
、
利
用
権
者
が
負
う
債
務
の
範
囲
を
超
え
て
い

な
い
か
ど
う
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
）
68
（
る
。
そ
し
て
、
修
正
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
著
作
物
の
性
質
に
応
じ
て
判
断
さ
れ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
小
説
で
は
、
筋
立
て
を
変
え
る
よ
う
な
形
で
、
新
た
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挿
入
し
た
り
、
結
末
を
変
更
し
た

り
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
難
い
。
こ
れ
に
対
し
、
学
術
書
（œ

uvre scientifique

）
で
は
、
最
新
の
発
見
や
推
論
を
反
映
す
る
形
で
、
修

正
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
や
す
い
こ
と
に
な
）
69
（

る
。

　
第
二
に
、
シ
リ
ネ
リ
に
よ
れ
ば
、
著
作
物
の
修
正
に
お
い
て
は
、
利
用
権
を
取
得
し
た
契
約
の
相
手
方
も
解
除
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て

い
）
70
（

る
。
な
ぜ
な
ら
、
著
作
物
が
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
作
物
が
契
約
締
結
時
と
は
大
き
く
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
利
用
権
者
が
、
修
正
後
の
著
作
物
に
つ
い
て
利
益
を
見
出
さ
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
。
た
と

え
ば
、
修
正
に
よ
っ
て
、
創
作
物
は
道
徳
に
反
す
る
内
容
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
記
録
に
基
づ
く
著
作
物
（œ

uvre docum
entaire

）
は
、

何
ら
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
、
政
治
的
意
味
を
伴
う
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
利
用
権
者
が
好
意
的
に
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
内
容
が
拡

大
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
シ
リ
ネ
リ
は
、
著
作
物
が
修
正
さ
れ
た
場
合
、
利
用
権
者
は
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
で
、
二
つ
の

帰
結
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　
ま
ず
、
利
用
権
者
が
、
新
た
な
条
件
で
、
修
正
さ
れ
た
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
新
た
な
条
件
が
合
理
的
で
あ
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る
限
り
、
著
作
者
は
、
利
用
権
者
に
優
先
権
を
与
え
る
こ
と
に
合
意
す
る
義
務
が
あ
）
71
（
る
。

　
次
に
、
利
用
権
者
が
、
著
作
物
の
修
正
に
よ
っ
て
、
著
作
部
に
つ
い
て
経
済
的
利
益
を
見
出
せ
な
く
な
っ
た
場
合
、
著
作
権
者
の
責
任

に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
契
約
関
係
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
契
約
の
解
除
に
関
す
る
責
任
を
著
作
権
者
が
負
う
の
は
、
修

正
に
よ
っ
て
、
契
約
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
を
利
用
権
者
が
証
明
し
た
と
き
に
限
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
判
断
は
、
契
約

上
の
均
衡
が
破
壊
さ
れ
た
か
ど
う
か
や
、
著
作
者
が
求
め
る
修
正
に
つ
い
て
、
利
用
権
者
が
通
常
予
見
し
、
修
正
を
受
け
入
れ
る
べ
き
範

囲
を
超
え
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
）
72
（
る
。

㈣
　
検
　
討

　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
撤
回
権
と
は
、
著
作
者
人
格
権
に
基
づ
い
て
、
著
作
物
の
修
正
や
、
利
用
権
の
譲
渡
を
基
礎
づ
け
て
い
た
契

約
の
解
除
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
学
説
の
議
論
の
中
心
は
、
撤
回
権
の
立
法
化
を
受
け
て
、
撤
回
権
を
承
認
す
る
か
ど
う

か
の
議
論
か
ら
、
そ
の
内
実
に
関
す
る
議
論
に
移
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
第
一
に
、
撤
回
権
に
つ
い
て
立
法
前
に
示
さ
れ
た
懸
念
が
、

立
法
後
に
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
二
に
、
撤
回
権
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
第
一
に
、
撤
回
権
の
承
認
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
、
一
九
五
七
年
法
の
制
定
前
に
は
、
撤
回
権
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
否
定
的
な

学
説
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
実
質
的
理
由
と
し
て
、
著
作
物
の
利
用
権
の
譲
渡
行
為
を
自
由
に
撤
回
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、

著
作
権
が
不
安
定
に
な
り
、
著
作
者
が
契
約
の
相
手
方
を
見
つ
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九

五
七
年
法
に
よ
っ
て
撤
回
権
が
立
法
化
さ
れ
て
も
、
こ
う
し
た
懸
念
が
現
実
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
撤
回
権
の
行
使
に
関
す

る
裁
判
例
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
こ
と
は
、
撤
回
権
を
広
く
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
実
務
上
の
障
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
第
二
に
、
撤
回
権
は
、
著
作
物
の
利
用
権
の
譲
渡
契
約
の
解
除
や
、
著
作
物
の
修
正
を
著
作
者
に
認
め
る
こ
と
で
、
契
約
の
拘
束
力
に
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対
し
て
著
作
者
の
人
格
の
保
護
を
優
位
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
損
害
賠
償
を
事
前
に
支
払
う
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
と
し
て

も
、
当
初
の
合
意
を
解
除
又
は
修
正
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
著
作
者
に
契
約
の
拘
束
力
か
ら
の
離
脱
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
対
象
と
な
る
権
利
は
、
出
版
権
に
限
ら
ず
、
著
作
権
一
般
と
さ
れ
て
お
り
、
撤
回
権
の
行
使
に
お
け
る
動
機
に
関
す
る
定
め
も
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
拘
束
力
と
の
関
係
で
は
、
著
作
者
の
人
格
の
保
護
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
、
撤
回
権
の
効
果
と
し
て
、
解
除
と
修
正
の
区
別
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
の
解
除
を
求
め
る
場

合
、
そ
の
効
果
は
契
約
の
解
消
に
尽
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
著
作
物
の
修
正
を
求
め
る
場
合
、
契
約
の
相
手
方
が
当
初
と
は
異
な
る
契
約

内
容
を
押
し
付
け
ら
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
特
別
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

修
正
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
当
初
の
契
約
内
容
に
即
し
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
及
び
、
契
約
の
相
手
方
に
も
解
除
権
を

認
め
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
慮
は
、
撤
回
権
の
行
使
に
よ
っ
て
、
契
約
の
相
手
方
が
過
度
な
不
利
益
を
被
ら
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
日
本
法
へ
の
示
唆

　
以
下
で
は
、
ま
ず
、
㈠
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
著
作
権
法
に
お
い
て
、
撤
回
権
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
比

較
す
る
。
次
に
、
㈡
フ
ラ
ン
ス
法
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
著
作
権
法
八
四
条
三
項
を
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
の
ど

う
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

㈠
　
撤
回
権
に
関
す
る
日
仏
比
較

　
第
一
に
、
撤
回
権
の
対
象
に
つ
い
て
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
撤
回
権
は
、
出
版
権
に
つ
い
て
の
み
定
め
ら
れ
て
お
り
、
著
作
権
一
般
に
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つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
法
お
い
て
は
、
著
作
物
の
利
用
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
規
定
が
置
か

れ
て
お
り
、
撤
回
権
は
、
出
版
権
だ
け
で
は
な
く
、
著
作
権
一
般
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
撤
回
権
の
対
象
と
な
る
権
利
は
、
わ
が

国
に
よ
り
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
方
が
広
い
と
い
え
る
。

　
第
二
に
、
撤
回
権
の
要
件
に
つ
い
て
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
撤
回
権
を
行
使
で
き
る
の
は
、「
著
作
物
の
内
容
が
自
己
の
確
信
に
適
合

し
な
く
な
っ
た
と
き
」
だ
と
さ
れ
て
い
）
73
（

る
。
た
と
え
ば
、
戦
争
を
礼
賛
す
る
小
説
を
出
版
し
た
が
、
後
に
反
戦
主
義
者
と
な
っ
た
場
合
の

よ
う
に
、
自
己
の
確
信
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
場
合
が
こ
れ
に
当
た
）
74
（
る
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
限
定
は

な
い
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
明
文
上
の
限
定
は
な
い
と
し
て
も
、
判
例
・
学
説
に
よ
っ
て
、
人
格
の
保
護
以
外
の
目

的
で
撤
回
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、「
著
作
物
の
内
容
が
自
己

の
確
信
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
」
か
ど
う
か
に
相
当
す
る
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
要
件
に
つ
い
て
、
日
本
と

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
大
き
な
相
違
は
な
い
と
い
え
る
。

　
第
三
に
、
撤
回
権
の
効
果
に
つ
い
て
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
撤
回
権
は
、
出
版
権
の
消
滅
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
版
契

約
の
解
除
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
が
、
著
作
物
の
修
正
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン

ス
で
は
、
著
作
物
の
修
正
は
当
然
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
と
、
特
別
の
考
慮
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
見
解
が
あ
り
、
修

正
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
わ
が
国
に
お
け
る
撤
回
権
が
修
正
を
含
む
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
わ
が
国
に
お

い
て
も
、
著
作
物
の
修
正
の
可
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

㈡
　
著
作
権
法
八
四
条
三
項
の
拡
充
可
能
性

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、（
１
）
出
版
権
消
滅
請
求
の
行
使
主
体
・
対
象
と
な
る
権
利
を
拡
大
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

次
に
、（
２
）
著
作
物
の
修
正
権
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
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1　

行
使
主
体
・
対
象
と
な
る
権
利
の
拡
大
可
能
性

　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
撤
回
権
の
行
使
主
体
は
複
製
権
を
有
す
る
著
作
者
に
限
ら
れ
て
お
ら
ず
、
対
象
と
な
る
権
利
は
著
作
権
一
般

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
撤
回
権
の
背
後
に
は
、
著
作
者
の
人
格
の
保
護
と
い
う
理
念
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
わ
が
国
に
目
を
向
け
る
と
、
出
版
権
消
滅
請
求
権
は
、
著
作
者
人
格
権
の
一
つ
と
し
て
、
著
作
者
の
人
格
を
保
護
す
る
た
め

の
規
定
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
）
75
（

る
。
そ
し
て
、
学
説
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
理
解
を
も
と
に
、
行
使
主
体
及
び
対
象
と
な
る
権
利
に

つ
い
て
、
拡
大
す
べ
き
旨
を
説
く
見
解
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
加
戸
は
、
行
使
主
体
に
つ
い
て
、
出
版
権
消
滅
請
求
の
趣
旨
が
人
格
的
利

益
の
担
保
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
複
製
権
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
版
権
消
滅
請
求
を
認
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
）
76
（

る
。
さ
ら

に
、
斉
藤
は
、
行
使
主
体
の
拡
大
を
説
く
の
み
な
ら
）
77
（
ず
、
対
象
と
な
る
権
利
に
つ
い
て
、
撤
回
権
を
「
出
版
」
の
廃
絶
の
み
に
関
連
づ
け

て
い
る
の
は
中
途
半
端
な
位
置
づ
け
で
あ
る
と
し
て
、
著
作
権
の
一
般
に
拡
大
す
る
こ
と
を
志
向
す
）
78
（
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
撤
回
権
が
人
格
の
保
護
の
た
め
の
規
定
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
行
使
主
体
・
対
象
と
な
る
権
利
に
つ
い
て
拡
大
す
る
こ
と

が
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
撤
回
権
を
著
作
権
一
般
に
認
め
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
立
法
前
に
は
著
作
権
が
不
安
定

に
な
る
こ
と
に
つ
き
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
立
法
後
、
実
務
上
の
問
題
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
撤
回
権

の
行
使
を
広
く
認
め
る
こ
と
に
よ
る
不
利
益
は
大
き
く
な
）
79
（

く
、
一
定
の
場
合
に
は
著
作
権
者
の
人
格
の
保
護
が
契
約
の
拘
束
力
に
優
先
す

る
と
い
う
選
択
肢
を
置
く
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
有
益
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

2　

著
作
物
の
修
正
権

　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
撤
回
権
の
内
容
は
、
著
作
物
の
利
用
契
約
の
解
除
、
及
び
、
著
作
物
の
修
正
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ

し
て
、
著
作
物
の
修
正
に
お
い
て
は
、
解
除
と
は
異
な
る
考
慮
の
必
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
著
作
物
を
修
正
す
る
場
合
、

契
約
の
相
手
方
が
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
著
作
物
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
過
大
な
費
用
が
必
要
に
な
る
可
能
性
が
指
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摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
修
正
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
当
初
の
契
約
に
お
け
る
合
意
の
範
囲
と
の
調
整
が
必
要
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
わ
が
国
に
目
を
向
け
る
と
、
出
版
権
廃
絶
請
求
に
お
い
て
は
、
市
場
か
ら
の
撤
廃
と
将
来
に
お
け
る
出
版
の
停
止
が
念
頭
に

置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
修
正
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
八
二
条
二
項
に
基
づ
い
て
、
出
版
物
を
増
刷
す
る
場
合
に
、
修
正
・
増
減

請
求
を
行
う
ほ
か
な
い
。
も
っ
と
も
、
八
二
条
二
項
、
及
び
、
八
四
条
三
項
の
趣
旨
が
著
作
者
の
人
格
の
保
護
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
著
作

物
一
般
に
つ
い
て
、
修
正
権
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
修
正
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
三
㈢
で
示
し
た
フ
ラ
ン
ス

法
の
議
論
が
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
お
わ
り
に

―
今
後
の
展
望

　
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
著
作
権
法
に
お
け
る
撤
回
権
の
考
察
を
通
じ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
出
版
権
廃
絶
請
求
権
を
拡
大
す
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
理
念
を
梃
子
と
し
て
、
人
格
権
を
対
象
と
す
る
契
約
に
お
い
て
は
、
契
約
の
拘
束

力
か
ら
の
離
脱
に
関
す
る
特
別
の
法
理
を
論
ず
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
検
討
を
足
掛
か
り
と
し
て
、

次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
人
格
権
と
契
約
の
拘
束
力
と
の
関
係
に
関
す
る
研
究
を
深
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
肖
像
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
っ
た
人
格
権
の
利
用
契
約
を
念
頭
に
置
い
て
、
撤
回
権
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本

稿
の
冒
頭
に
示
し
た
通
り
（
一
㈡
（
１
））、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
い
て
撤
回
を
認
め
る
見
解
に
は
、
著

作
権
法
に
お
け
る
撤
回
権
の
議
論
を
前
提
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
人
格
権
の
利
用
に
つ
き
承
諾
を

与
え
た
者
は
、
い
か
な
る
場
合
に
契
約
の
拘
束
力
か
ら
離
脱
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
法
益
の
多
様
性
を
反
映
し
た
う
え
で
、
契
約
の
拘
束
力
か
ら
の
離
脱
に
関
す
る
法
理
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
生
命
・
身
体
を
対
象
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
本
人
に
契
約
の
拘
束
力
か
ら
の
離
脱
が
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
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る
の
に
対
し
、
財
産
を
対
象
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
拘
束
力
か
ら
の
離
脱
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
本
稿

が
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
著
作
権
を
対
象
と
す
る
契
約
に
お
い
て
は
、
事
前
の
賠
償
を
要
件
と
し
て
、
契
約
の
拘
束
力
か
ら
の
離
脱
が

認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
契
約
の
拘
束
力
か
ら
の
離
脱
に
つ
い
て
、
著
作
権
に
関
す
る
規
範

を
生
命
・
身
体
に
関
す
る
規
範
と
財
産
に
関
す
る
規
範
の
中
間
に
位
置
す
る
座
標
軸
と
捉
え
て
、
人
格
権
と
契
約
の
拘
束
力
の
関
係
に
つ

い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）  

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
一
七
条
一
項
⒝
で
は
、
デ
ー
タ
主
体
は
、
個
人
情
報
の
利
用
に
つ
い
て
同
意
を
与
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
同
意
を
撤
回
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
撤
回
権
を
巡
る
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
に
お
け
る
撤
回
権
の
法
的
性
質

や
要
件
・
効
果
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
本
的
視
座
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
）  

た
と
え
ば
、
櫛
橋
明
香
「
人
体
の
処
分
の
法
的
枠
組
み
（
八
・
完
）」
法
協
一
三
一
巻
一
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
五
七
〇
―
二
五
七
一
頁
は
、

人
体
の
処
分
と
契
約
の
拘
束
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
3
）  

た
と
え
ば
、
実
務
家
で
あ
る
板
倉
陽
一
郎
に
よ
っ
て
、
板
倉
陽
一
郎
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
の
考
察
（
１
）」
情
報
法
制

研
究
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
八
―
三
五
頁
か
ら
始
ま
り
、
同
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
の
考
察
（
５
）」
情
報
法
制
研
究

第
五
号
（
二
〇
一
九
年
）
三
九
―
四
三
頁
に
か
け
て
、『
情
報
法
制
研
究
』
に
お
い
て
、
毎
号
連
載
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
本
連
載
で
は
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
契
約
の
拘
束
力
と
の
関
係
に
関
す
る
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
4
）  

石
尾
智
久
「
人
格
権
侵
害
に
お
け
る
被
害
者
の
承
諾
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
格
権
保
護
法
理
の
把
握
に
向
け

て

―
」
法
学
政
治
学
論
究
一
一
八
号
（
二
〇
一
八
年
）
八
四
―
八
五
頁
。
こ
う
し
た
二
側
面
が
承
諾
に
あ
る
こ
と
は
、
契
約
の
拘
束
力
を
伴
わ

な
い
合
意
と
、
契
約
の
拘
束
力
を
伴
う
合
意
の
区
分
と
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）  

石
尾
智
久
「
人
格
権
侵
害
に
お
け
る
被
害
者
の
承
諾
の
判
断
枠
組

―
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
人
格
権
の
保
護
法
理
と
の
比
較

―
」
法
学
政

治
学
論
究
一
一
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
四
三
〇
―
四
三
二
頁
に
お
い
て
、
本
人
の
承
諾
の
成
立
要
件
、
及
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
契
約
の

解
釈
準
則
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

（
6
）  

た
と
え
ば
、Roger N

ERSO
N, Les droits extra patrim

oniaux, thèse Lyon, 1929, n
o 191, p. 423

は
、
非
財
産
的
法
状
況
（situation 
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non patrim
onial

）
に
関
す
る
合
意
に
お
い
て
、
同
意
は
、
履
行
前
だ
け
で
は
な
く
、
履
行
後
で
あ
っ
て
も
撤
回
で
き
る
と
論
ず
る
。

（
7
）  

近
時
の
代
表
的
な
体
系
書
と
し
て
、Jean-Christophe SAIN

T-PAU, （sous la dir.

）, D
roits de la personnalité, Lexis N

exis, 2013, n
o 

1266, pp. 780 -781.

さ
ら
に
、
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
、
一
九
五
七
年
の
法
律
に
明
示
的
に
触
れ
つ
つ
、
私
生
活
の
保
護
に
お
け
る
撤
回
を
論
ず
る

（Robert BAD
IN
TER, « Le droit au respect de la vie privée », JCP, 1968, 1, 2136, n

o 40

）。

（
8
）  
代
表
的
論
者
と
し
て
、
パ
ス
カ
ル
・
ア
ン
セ
ル
は
、
一
九
五
七
年
の
法
律
第
三
二
条
は
例
外
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
契
約
の
拘
束
力
に
介

入
す
る
た
め
に
は
、
立
法
的
措
置
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
、
撤
回
権
の
一
般
化
に
否
定
的
で
あ
る
（Pascal AN

CEL, L

’indisponibilité des 
droits de la personnalité, U

ne approche critique de la théorie de la personnalité, thèse, D
ijon, 1978. n

o 219, pp. 216 -217

）。
さ
ら

に
、
フ
ラ
ン
ス
著
作
権
法
の
概
説
書
に
は
、
撤
回
権
は
、
例
外
規
定
で
あ
る
と
し
て
、
制
限
的
に
解
釈
す
る
べ
き
こ
と
を
説
く
も
の
も
あ
る

（Pierre-Yves G
AU
TIER, Propriété littéraire et artistique, 2016, PU

F, n
o 207, pp. 227 -228

）。

（
9
）  

旧
著
作
権
法
は
、
明
治
三
二
年
三
月
四
日
法
律
第
三
九
号
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
、
同
年
六
月
二
八
日
勅
令
第
一
三
号
を
も
っ
て
七
月
一
五
日
よ

り
施
行
さ
れ
た
。
同
法
の
制
定
経
緯
及
び
沿
革
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
百
年
史
編
集
委
員
会
『
著
作
権
法
百
年
史
』（
社
団
法
人
著
作
権
情
報

セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
）
八
八
頁
以
下
〔
吉
村
保
〕、
杉
林
信
義
編
『
対
象
式
著
作
権
法
令
集
』（
富
山
房
、
二
〇
〇
一
年
）
一
四
九
頁
も
参
照
。

（
10
）  

作
花
文
雄
『
著
作
権
法
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
第
五
版
、
二
〇
一
八
年
）
二
四
七
頁
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
出
版
権
消
滅
請
求
権
は
、
ド
イ
ツ

著
作
権
法
第
四
二
条
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
所
有
権
法
典
一
二
一
条
の
四
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）  

水
野
錬
太
郎
と
旧
著
作
権
法
に
つ
い
て
は
、
大
家
重
夫
「
水
野
錬
太
郎
と
旧
著
作
権
法
」
久
留
米
大
学
法
学
五
八
巻
（
二
〇
〇
七
年
）
一
七

五
―
二
四
四
頁
、
同
「
旧
著
作
権
法
を
立
案
し
た
水
野
錬
太
郎
」『
著
作
権
を
確
立
し
た
人
々
』（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
四
年
）
九
七
―
一

三
一
頁
、
水
野
錬
太
郎
「
著
作
権
ノ
性
質
ニ
就
テ
」
法
学
協
会
雑
誌
二
一
巻
（
一
九
〇
三
年
）
九
〇
五
―
九
三
七
頁
も
参
照
。

（
12
）  

明
治
三
〇
年
一
〇
月
二
〇
日
付
在
英
、
米
、
仏
、
伊
、
墺
、
各
公
使
宛
大
隈
外
相
書
簡
参
照
。

（
13
）  

三
浦
正
広
「
著
作
権
法
に
お
け
る
撤
回
権
の
法
思
想

―
ド
イ
ツ
著
作
権
法
に
お
け
る
撤
回
権
を
中
心
と
し
て

―
」
国
士
舘
法
學
五
一
巻

（
二
〇
一
八
年
）
八
五
―
一
一
七
頁
で
は
、
ド
イ
ツ
著
作
権
法
を
中
心
と
し
て
撤
回
権
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
撤
回
権
の
議
論
を
検
討
す
る
。

（
14
）  

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
一
九
五
七
年
の
法
律
以
前
に
は
、
撤
回
権
に
関
す
る
立
法
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
著
作
権
に
関
す
る
立
法
草

案
に
は
、
撤
回
権
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
マ
ル
セ
ル
に
よ
る
草
案
（
一
九
二
一
年
）
に
お
い
て
は
、「
著
作
物
が
著
作
者
の
評
判
を

侵
害
す
る
形
で
歪
曲
・
修
正
さ
れ
た
と
き
に
は
、
著
作
者
は
、
一
度
与
え
た
承
諾
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
次
に
、
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モ
ン
ズ
ィ
に
よ
る
草
案
（
一
九
三
二
年
）
の
第
一
三
条
は
「
出
版
契
約
は
、
次
の
場
合
に
は
終
了
す
る
」
と
定
め
て
お
り
、
三
項
は
「
著
作
者
が
、

適
切
な
損
害
賠
償
を
事
前
に
支
払
っ
て
、
解
除
を
行
っ
た
と
き
」
と
定
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
ジ
ャ
ン
・
ゼ
イ
に
よ
る
草
案
（
一
九
三
六
年
）
に

は
、
撤
回
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
な
お
、
立
法
草
案
に
つ
い
て
は
、
シ
リ
ネ
リ
に
よ
る
分
析
も
参
照
し
て
い
る
（Pierre SIRIN

ELLI, Le 
D
roit m

oral de l

’auteur et le droit com
m
un des contrats, thèse, Paris 2, 1985, pp. 593 -597

）。

（
15
）  
議
論
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
村
田
健
介
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
所
有
概
念
の
意
義
（
二
）

―
著
作
者
人
格
権
の
法
的
性
質
を
題
材
と
し

て

―
」
論
叢
一
七
二
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
八
―
六
六
頁
、
と
り
わ
け
、
四
〇
―
四
二
頁
も
参
照
。
さ
ら
に
、Laurent PFISTER,  

L

’auteur, propriétaire de son œuvre? : la form
ation du droit d

’auteur du XVI  e siècle à la loi de 1957, thèse, Strasbourg, 1999,  
t. 2, pp. 224 -234

も
参
照
。

（
16
）  M

ichel-A
ntoine D

AV
ID, V

is D
roit de copie, dans D

iderot et Jean-Baptiste D

’Alem
bert, Encyclopédie ou dictionnaire  

raisonne des sciences, des arts et des m
étiers, t. 5, pp. 146 -147.

（
17
）  Laurent PFISTER, supra note 15, t. 2, pp. 228 -230.

（
18
）  Sim

on N
icolas H

enri LIN
G
U
ET, M

ém
oire sur les propriétés et privileges exclusifs de la librairie, 1774, p. 3.

（
19
）  

議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、Laurent PFISTER, supra note 15, t. 2, pp. 623 -627

も
参
照
。

（
20
）  Jean-M

arie PARD
ESSU

S, Cours de droit com
m
ercial, Paris, 1825, 3

e éd., t. 2, n
o 310, p. 317 :  Étienne BLAN

C, Traité de la 
contrefaçon et de sa poursuite en justice, 1838, Paris, pp. 338 -339

も
同
旨
を
述
べ
る
。

（
21
）  Jean-M

arie PARD
ESSU

S, supra note 20, n
o 310, p. 318.

（
22
）  Raym

ond Théodore TRO
PLO
N
G, D

e la vente, ou, Com
m
entaire du titre VI du livre III du Code civil, 1834, n

o 206, pp. 340 -
344.

（
23
）  

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
注
文
契
約
と
い
う
固
有
の
契
約
類
型
が
あ
る
。
注
文
契
約
と
は
、
当
事
者
の
一
方
が
、
著
作
物
及
び
合
意
内
容
に

応
じ
て
、
文
芸
に
関
す
る
作
品
（œ

uvre artistique et littéraire
）
の
作
成
し
、
そ
の
著
作
物
の
所
有
権
や
利
用
権
を
相
手
方
に
移
転
す
る
こ

と
を
約
し
、
他
方
が
対
価
を
支
払
う
義
務
を
負
う
契
約
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
絵
画
や
音
楽
の
作
成
に
関
す
る
契
約
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
て

い
る
。

（
24
）  Cass civ., 14 m

ars 1900, D
., pp. 497 -501, note M

. P.

（
25
）  CA Paris, 19 m

ars 1947, D
., 1949, pp. 20 -23, note H

enri D
ESBO

IS.
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（
26
）  CA Paris, 6 m

ars 1931, D
., 1931, pp. 88 -89, note M

arcel N
AST.

（
27
）  Cass civ., 25 juin. 1902, D. P. 1903. 1. 5, note Am

broise CO
LIN. 

同
判
決
の
紹
介
及
び
分
析
に
つ
い
て
は
、
村
田
健
介
「
フ
ラ
ン
ス

法
に
お
け
る
所
有
概
念
の
意
義
（
五
）

―
著
作
者
人
格
権
の
法
的
性
質
を
題
材
と
し
て

―
」
九
〇
―
九
四
頁
も
参
照
。

（
28
）  H

enri D
ESBO

IS, Le droit d

’auteur en France, 3
e, D
alloz, 1978, n

o 394, pp. 485 -486 : G
érard G

AV
IN, Le droit m

oral de  
l

’auteur dans la jurisprudence et la législation française, D
alloz, 1960, n

o 59, p. 66 : Claude CO
LO
M
BET, Propriété Littéraire 

et artistique et droits voisins, 9
e éd., D

alloz, 1999, n
o 166, p. 149. 

同
書
の
第
四
版
に
つ
い
て
は
、
ク
ロ
ー
ド
・
コ
ロ
ン
ベ
〔
宮
澤
溥
明

訳
〕『
著
作
権
と
隣
接
権
』（
第
一
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
一
二
一
―
一
二
七
頁
も
参
照
。
デ
ボ
ワ
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
リ
・
デ
ボ
ワ
〔
宮
澤
溥
明

訳
〕『
文
学
的
美
術
的
所
有
権
』（
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
四
年
）
七
二
―
七
四
頁
も
参
照
。

（
29
）  P. SARRAU

TE et Paul TAG
ER, « Propriété littéraire et artistique. L

’abus du « droit m
oral »  », G

az. Pal., 1953, pp. 49 -53.

（
30
）  G

eorges M
ICH
A
ÉLID

ÈS-N
O
U
A
RO
S, Le droit m

oral de l

’auteur, Étude de droit français de droit com
pare et de droit  

international, Paris, 1935, n
o 166, pp. 281 -282.

（
31
）  Alain Le TARN

EC, M
anuel de la propriété littéraire et artistique, 2

e éd., D
alloz, 1966, n

o 39, pp. 44 -46.

（
32
）  Alcide DARRAS, D

u droit des auteurs &
 des artistes dans les rapports internationaux, Paris librairie nouvelle de droit et du 

jurisprudence, Arthur Rousseau, 1887, n
o 41, pp. 57 -58.

（
33
）  Eugène PO

U
ILLET, Traite théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation, 1879, n

o 
397, pp. 251 -254.

（
34
）  Charles AU
SSY, D

u droit m
oral de l

’auteur sur les œuvres de littérature et d

’art, Auxerre, pp. 40 -41.

（
35
）  Pierre M
ASSE, Le droit m

oral de l

’auteur sur son œuvre littéraire et artistique, Librairie nouvelle de droit et de jurispru-
dence, 1906, thèse Paris, pp. 50 -55.

（
36
）  P. SARRAU

TE et Paul TAG
ER, supra note 29, pp. 49 -53.

（
37
）  Edouard SILZ, « La nature juridique du droit m

oral de l

’auteur ; son fondem
ent, ses lim

ites », RTD
 civ., 1933, p. 405 et s.

（
38
）  G

eorges M
ICH
AÉLID

ÈS-N
O
U
ARO

S, supra note 30, n
o 163, pp. 277 -278.

（
39
）  G

eorges M
ICH
AÉLID

ÈS-N
O
U
ARO

S, supra note 30, n
o 111, pp. 189 -192.

（
40
）  G

eorges M
ICH
AÉLID

ÈS-N
O
U
ARO

S, supra note 30, n
o 164, pp. 277 -280. 
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（
41
）  G

eorges M
ICH
AÉLID

ÈS-N
O
U
ARO

S, supra note 30, n
o 166, p. 283.

（
42
）  G

eorges M
ICH
AÉLID

ÈS-N
O
U
ARO

S, supra note 30, n
o 167, p. 284.

（
43
）  G

eorges M
ICH
AÉLID

ÈS-N
O
U
ARO

S, supra note 30, n
o 166, pp. 283 -284.

（
44
）  Loi no 57 -298 du 11 m

ars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
（
45
）  
一
九
五
七
年
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、Jean V
ILBO

IS, « H
istoire de la loi du 11 m

ars 1957 », RIDA
, 1958, pp. 29 

et s.

（
46
）  Pascal AN

CEL, supra note 8, n
o 220, pp. 217 -218.

（
47
）  Claude CO

LO
M
BET, supra note 28, n

o 162 -173, pp. 147 -152 : André LU
CAS, H

enri-Jacques LU
CAS, Traité de la propriété 

littéraire et artistique, 2
e éd, Litec, 2001, n

o 390 -400, pp. 323 -327.

（
48
）  H

enri D
ESBO

IS, supra note 28, n
o 392, p. 483.

（
49
）  André LU

CAS, H
enri-Jacques LU

CAS, supra note 47, n
o 391, pp. 323 -324.

（
50
）  Pierre RECH

T, Le droit d'auteur, une nouvelle form
e de propriété : histoire et théorie, LG

D
J, 1969, p. 308.

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

撤
回
権
は
財
産
的
権
利
で
あ
る
か
ら
、
三
二
条
に
反
す
る
合
意
を
行
う
こ
と
や
、
撤
回
権
を
行
使
す
る
場
合
の
損
害
賠
償
額
に
つ
い
て
、
当
時
者

が
事
前
に
合
意
し
て
お
く
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（pp. 313 -314

）。
な
お
、
村
田
健
介
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
所
有
概
念
の
意
義

（
六
）

―
著
作
者
人
格
権
の
法
的
性
質
を
題
材
と
し
て

―
」
七
二
―
七
五
頁
も
参
照
。

（
51
）  

事
前
の
賠
償
を
支
払
わ
せ
る
と
す
る
と
、
資
力
の
な
い
著
作
者
が
撤
回
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
に
な
る
と
し
て 

、
批
判
的
な
見

解
も
あ
る
（Aurelian IO

N
ASCO, « Le droit de repentir de l

’auteur », RIDA
, janvier 1975 p. 47

）。

（
52
）  René SAVATIER, « Loi du 11 m

ars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, Com
m
entaire », S. J., 1957, doctrine, 1398, 

n
o 39 : H

enri D
EBO

IS, « Loi du 11 m
ars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, Com

m
entaire », D. 1957, p. 360.

（
53
）  droit de repentir 

の
訳
語
に
つ
い
て
、
山
口
俊
人
編
『
フ
ラ
ン
ス
法
律
用
語
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
五
〇
九
―
五
一
〇

頁
で
は
悔
悟
権
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
中
村
紘
一
＝
新
倉
修
＝
今
関
源
成
監
訳
『
フ
ラ
ン
ス
法
律
用
語
辞
典
』（
三
省
堂
、
第
三
版
、
二
〇
一
二

年
）
一
七
一
頁
で
は
撤
回
権
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
54
）  G

érard G
AV
IN, supra note 28, n

o 56, p. 63 : Pierre SIRIN
ELLI, supra note 14, pp. 605 -606 : André FRAN

ÇO
N, Cours de 

propriété littéraire, artistique et industrielle, Litec, 1999, pp. 227 -228 : Alain Le TARN
EC, supra note 31, n

o 40, pp. 46 -48 : 
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André LU
CAS, H

enri-Jacques LU
CAS, supra note 47, n

o 390, p. 323.

（
55
）  H

enri D
EBO

IS, supra note 28, n
o 398 b

）, pp. 488 -489 : Claude CO
LO
M
BET, supra note 28, n

o, 163, p. 148 : Roland  
D
U
M
AS, La propriété littéraire et artistique, 1

re éd., PU
F, 1987, p. 223.

（
56
）  Pierre SIRIN

ELLI, supra note 14, p. 606

に
よ
れ
ば
、
学
説
は
、
市
場
か
ら
著
作
物
を
撤
回
す
る
権
利
と
、
著
作
物
を
修
正
す
る
権
利
を

著
作
者
に
認
め
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
の
で
、
用
語
法
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
57
）  Cass. soc., 8 m

ai 1980, RTD
 com

. 1980, pp. 549 -553. 

同
事
案
に
お
い
て
は
、
女
優
で
あ
る
Ｘ
が
、
演
劇
場
で
あ
る
Ｙ
と
演
劇
を
行
う

契
約
を
結
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
出
演
予
定
で
あ
っ
た
演
劇
の
翻
案
者
が
、
Ｘ
の
役
の
一
つ
を
削
除
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
Ｙ
は
、
出

演
料
を
減
額
せ
ず
、
当
初
の
金
額
を
支
払
う
と
述
べ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
は
、
演
劇
を
行
う
こ
と
を
拒
絶
し
た
。
同
判
決
は
、
一
九
五

七
年
の
法
律
に
よ
っ
て
翻
案
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
撤
回
権
が
行
使
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
よ
う
に
述
べ
て
、
ラ
ン
ス
控
訴
院
に

移
送
し
た
。

（
58
）  P. SARRAU

TE et Paul TAG
ER, supra note 29, pp. 49 -53.

（
59
）  H

enri D
ESBO

IS, supra note 28, n
o 398 b

）, pp. 488 -489.

（
60
）  

こ
れ
は
、
イ
タ
リ
ア
法
が
、
撤
回
権
の
行
使
に
つ
い
て
、「
急
を
要
す
る
精
神
的
動
機
（raisons m

orales im
pératives

）」
を
求
め
て
お
り
、

動
機
に
つ
い
て
一
定
の
定
め
を
置
い
て
い
る
の
と
は
異
な
る
。

（
61
）  H

enri D
ESBO

IS, supra note 28, n
o 396, pp. 487 -488.

（
62
）  Cass 1

re civ., 14 m
ai 1991 : JCP 1991, II, 21760, pp. 405 -408, note Pollaud-D

ulian.

（
63
）  

セ
ー
ヌ
大
審
裁
判
所
一
九
六
九
年
一
〇
月
二
七
日
判
決
（27 janvier 1970, RIDA

, 1971 p. 235.

）

（
64
）  H

enri D
ESBO

IS, supra note 28, n
o 400, pp. 490 -491. 

（
65
）  H

enri D
ESBO

IS, supra note 28, n
o 400, pp. 490 -491.

（
66
）  H
enri D

ESBO
IS, supra note 28, n

o 400, p. 491.

（
67
）  André FRAN

ÇO
N, supra note 54, pp. 227 -228 : G

érard G
AV
IN, supra note 28, n

o 64, pp. 71 -72 : Alain Le TARN
EC, supra 

note 31, n
o 40 p. 48

（
68
）  H

enri D
EBO

IS, supra note 28, n
o 402, pp. 493 -495.

（
69
）  H

enri D
EBO

IS, supra note 28, n
o 402, pp. 493 -495.



法学政治学論究　第124号（2020.3）

64

（
70
）  Pierre SIRIN

ELLI, supra note 14, p. 653.

（
71
）  Pierre SIRIN

ELLI, supra note 14, p. 655.
（
72
）  Pierre SIRIN

ELLI, supra note 14, pp. 655 -656.
（
73
）  
加
戸
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
確
信
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
か
ど
う
か
は
著
作
者
の
心
情
の
問
題
で
あ
っ
て
、
主
観
的
性
質
が
強
く
、
出
版
権
者
が

争
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
般
的
に
は
出
版
権
廃
絶
の
請
求
行
為
自
体
に
確
信
不
適
合
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
お

り
、
著
作
物
の
内
容
が
自
己
の
確
信
に
適
合
が
要
件
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
74
）  

中
山
信
弘
『
著
作
権
法
』（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
四
年
）
五
二
四
頁
。

（
75
）  

小
倉
秀
夫
＝
金
井
重
彦
編
著
『
著
作
権
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
』（
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
一
三
年
）
一
一
三
一
頁
〔
隈
元
慶

幸
〕。
半
田
正
夫
『
著
作
権
法
概
説
』（
法
学
書
院
、
第
一
六
版
、
二
〇
一
五
年
）
二
四
二
頁
。
羽
賀
由
利
子
＝
橋
本
阿
友
子
「
著
作
者
人
格
権
の

処
分
に
つ
い
て
の
序
論
的
検
討
」
金
沢
法
学
五
九
巻
（
二
〇
一
六
年
）
一
号
一
二
四
頁
〔
羽
賀
由
利
子
〕。

（
76
）  

加
戸
守
行
『
著
作
権
法
逐
条
講
義
』（
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
、
六
訂
新
版
、
二
〇
一
三
年
）
五
三
四
―
五
三
五
頁
。

（
77
）  

斉
藤
博
「
新
著
作
権
法
と
人
格
権
の
保
護
」
著
作
権
研
究
四
号
（
一
九
七
一
年
）
九
〇
―
九
二
頁
は
、
著
作
者
に
固
有
の
人
格
的
利
益
を
保
護

す
る
た
め
に
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
複
製
権
者
で
あ
る
著
作
者
に
の
み
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
一
貫
性
を
欠
く
と
す

る
。
さ
ら
に
、
同
『
著
作
権
法
』（
有
斐
閣
、
第
三
版
、
二
〇
〇
七
年
）
一
五
五
―
一
五
六
頁
も
参
照
。

（
78
）  

斉
藤
・
前
掲
論
文
（
77
）
九
〇
―
九
二
頁
。

（
79
）  

中
山
信
弘
『
著
作
権
法
』（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
四
年
）
五
二
四
頁
は
、
著
作
権
を
譲
渡
し
た
後
に
撤
回
権
の
行
使
を
認
め
る
と
、
著

作
権
は
不
安
定
な
も
の
と
な
り
、
一
般
論
と
し
て
そ
の
リ
ス
ク
分
だ
け
経
済
的
価
値
が
低
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、
人
格
権
の
保
護

と
著
作
物
の
経
済
的
価
値
の
調
和
の
問
題
だ
と
す
る
。
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石
尾　

智
久
（
い
し
お
　
と
も
ひ
さ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教

　
　
　
　
　
　
駿
河
台
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
仏
法
学
会

専
攻
領
域
　
　
民
法

主
要
著
作
　
　  「
人
格
権
侵
害
に
お
け
る
被
害
者
の
承
諾
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」『
法
学
政
治
学
論

究
』
一
一
八
号
（
二
〇
一
八
年
）

　
　
　
　
　
　  「
人
格
権
侵
害
に
お
け
る
被
害
者
の
承
諾
の
判
断
枠
組
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
一
一

九
号
（
二
〇
一
八
年
）

　
　
　
　
　
　  「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
違
法
行
為
の
停
止
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
一
二
〇
号
（
二

〇
一
九
年
）


