
                  

一
、
不
明
確
な
『
天
皇
の
地
位
・
権
限
』
見
直
し

二
、
学
者
間
で
も
解
釈
が
多
岐
に
分
か
れ
る
『
戦
争
放
棄
』
の
見
直
し

三
、
土
地
を
安
く
供
給
す
る
た
め
の
「
私
有
財
産
制
」
の
見
直
し

四
、
違
憲
性
の
強
い
「
私
学
助
成
禁
止
規
定
」
の
見
直
し
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当
団
体
で
は
、
す
で
に
昭
和
五
十
五
年
以
降
、
沢
山
の
改
正
点
の
中
か
ら
二
十
五
項
目
を
選

ぴ
具
体
的
改
憲
案
を
発
表
し
て
い
る
が
、
今
回
は
、
四
項
目
を
選
び
、
詳
し
い
解
説
を
付
し
て

4 

世
に
問
う
次
第
で
あ
る
。

今
の
憲
法
の
条
文
に
不
都
合
が
あ
っ
て
改
正
す
る
場
合
で
も
、
具
体
的
に
、

ど
こ
や
』
、

ど
、
7

改
正
す
る
か
は
、
学
者
で
も
議
員
で
も
問
題
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
人
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
り
得
る
。

当
団
体
で
は
、
昔
か
ら
学
者
・
議
員
・
民
間
の
三
者
合
同
に
よ
る
「
自
主
憲
法
研
究
会
」
を
毎

月
聞
き
、
学
者
の
意
見
を
も
と
に
い
ろ
い
ろ
と
検
討
し
て
き
た
が
、
今
回
の
発
表
は
、
そ
う
し

い
わ
ば
そ
の
「
最
大
公
約
数
」
と
い
う
形
で
ま
と
め
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
改
正
案
の
内
容
は
、
そ
の
時
代
時
代
の
国
民
の
憲
法
問
題
に
対
す
る
認
識
度
・
理
解

度
も
考
慮
し
て
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
回
の
改
正
案
は
、
こ
の
よ
う
な
改
正
案
な
ら
国
民

の
理
解
も
得
ら
れ
や
す
く
、
実
現
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
案
文
を

作
成
し
た
。
こ
れ
に
は
、
出
来
る
だ
げ
分
か
り
ゃ
す
い
解
説
も
付
し
た
の
で
、
単
に
案
文
だ
け

た
意
見
を
、



                  

見
て
の
批
判
で
は
な
く
、
解
説
も
よ
く
お
読
み
い
た
だ
い
て
、
御
叱
正
を
賜
り
た
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
改
正
案
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
得
る
案
の
中
で
、
現
在
の
国
民
に
理
解
し
て

も
ら
え
る
よ
う
な
、
合
理
的
か
つ
実
現
性
の
あ
る
案
文
を
、
「
最
大
公
約
数
」
的
に
ま
と
め
て
提

供
し
た
も
の
で
あ
り
、
両
団
体
の
全
体
会
の
承
認
を
得
た
決
定
案
で
は
な
く
、
団
体
の
首
脳
陣

と
日
頃
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
学
者
の
監
修
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
試
案
」
で
あ
る
が
、
現
行
憲

法
の
改
正
が
、
な
ぜ
必
要
か
、
ど
こ
を
、
ど
う
改
正
す
る
の
か
、
私
た
ち
の
考
え
方
を
知
っ
て

い
た
だ
く
材
料
と
し
て
、
国
民
の
み
な
さ
ま
に
提
供
す
る
次
第
で
あ
る
。

昭
和
六
十
三
年
五
月
三
日

自
主
憲
法
期
成
議
員
同
盟

自
主
憲
法
制
定
国
民
会
議

事

務

局

長

清

原

淳

平

5 



                  

〔
注
〕
現
行
憲
法
に
は
、
改
正
点
が
沢
山
あ
る
が
、
今
回
は
、
以
下
の
四
項
目
を
提
起
す
る
。

一、

第百
工確
之〉な

「
天
皇
の
地
位
・
権
限
」

の
見
直
し

第
の日 一
象 本条
徴国〔
での天
あ元|皇
つ首lの
てで地案

あ位(
こり・傍
の、権織
地日限は
位本〕改
は国天正

民皇個
主 統は 所
権合、)

改

正

の
存
す
る
日
本
国
民
の
伝
統
的
総
意
に
基

つ
く
。

6 

現

--1T 

法

第

一
条

〔天
皇
の
地
位
・
権
限
〕
天
皇
は
、

日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、

日
本
国
民
統
合

の
象
徴
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
位
は
、
主
権

の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
く
。



                  

ノ¥

理

由

れ
る
者
が
お
り
、
諸
外
国
で
は
、
誰
が
元
首
で
あ
る
か
、
憲
法
上
、
明
確
に
き
れ
て
い
る
の

が
通
常
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
、
現
行
法
上
、
天
皇
が
「
象
徴
」
と
書
か
れ
て
い
る
た
め
、

国
家
に
は
、

そ
の
国
を
代
表
す
る
者
、

一
般
に
「
元
首
」
「
ぽ
包
え
任
。
∞

E
Z」
と
呼
ば

学
説
上
、
元
首
を
、
内
閣
、
内
閣
総
理
大
臣
、
国
会
な
ど
と
す
る
説
も
か
な
り
優
勢
で
あ
る
。

こ
の
際
、
誰
が
日
本
国
の
元
首
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、

こ
う
し
た
疑
義
を
な
く
す
べ
き

で
あ
る
。

9
u
 表

す
場
合
(
平
和
を
鳩
、
愛
を
蕃
蔽
で
表
す
ご
と
し
)
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
事
物
も
、
動
植

「
象
徴
」
と
い
う
語
は
、
本
来
、
抽
象
的
な
観
念
を
実
在
的
な
事
物
に
よ
っ
て
具
象
的
に

物
で
あ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
特
定
の
人
間
で
あ
る
こ
と
は
、

外
国
の
憲
法
で
は
、
そ
の
国
を
対
外
的
に
代
表
す
る
者
を

一
般
に
「

Z
包

え

F
2
5
8」

一
般
に
な
い
。

(3) 

と
表
現
し
、

わ
が
国
で
は
、

こ
れ
を
「
元
首
」
と
訳
し
て
来
た
。

y 



                  

(4) 

「
象
徴
」

(Foagσ
。
]
)
は
元
首
「
宮
包
え
吾
作

ω
g
z」
の
属
性
(
当
然
に
備
わ
る

8 

も
の
)
で
は
あ
る
が
、
本
来
、
法
律
用
語
で
は
な
く
、

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
国
家
の
基
本
法
た
る
憲
法
と
し
て
は
、
疑
義
を
生
じ
な
い
よ
う
、

い
わ
ば
「
社
会
的
な
意
味
の
属
性
」

(5) 
法
律
用
語
を
使
用
す
ノミ

き
で
あ
ろ
っ

た
だ
、
「
元
首
」
と
い
う
用
語
を
使
う
場
合
に
、
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
十
八
1
十
九
世
紀
憲
法
の
下
で
、
多
く
の
君
主
国
は
、
「
元
首
」
と
は
一
般

ゆ

』

、

a 

統
治
権
の
総
撹
者
で
あ
り
、
そ
し
て

b

三
軍
の
統
帥
権
、

C 

対
外
的
代
表
権

な
ど
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、

二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
次
第
に
、
前
記
の

a
と

b
の
法
的
属
性
は
、
実
質
的
に
、
内
閣
や
内
閣
総
理
大
臣
あ
る
い
は
立
法
府
な
ど
へ
移
っ
て
、

い
ま
で
は
、
「
元
首
」
の
法
的
属
性
は
、

ほ
と
ん
ど
、

c
の
「
対
外
的
代
表
権
」
に
限
ら
れ
る

も
の
、

と
解
さ
れ
て
来
て
い
る
の
が
現
況
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(6) 

日
本
で
は
、

一
部
の
人
々
が
、

こ
う
し
た
時
代
の
推
移
に
よ
る
用
語
内
容
の
変
化
を
知
ら



                  

な
い
た
め
、
も
し
「
元
首
」
と
い
う
用
語
を
復
活
す
れ
ば
、

天
皇
が
絶
対
的
権
限
を
行
使
し

て
、
再
び
戦
争
の
時
代
が
来
る
と
誤
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
元
首
」
の
概
念
を
、
上
述
の

ご
と
く
現
代
的
に
解
す
れ
ば
、

天
皇
を
「
元
首
」
と
し
て
「
対
外
的
代
表
権
」
を
認
め
て
も
、

な
ん
ら
問
題
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

巧-
皇
の
地
位
を
単
に
「
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
く
」
と
す
る
と
き
は
、

政
党
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
多
数
決
で
天
皇
制
を
廃
止
で
き
る
、
と
す
る
暴
論
が
現
れ

最
後
に
、
第
一
条
後
段
に
、
「
伝
統
的
」
な
る
用
語
を
挿
入
し
た
の
は
、
現
在
の
よ
う
に
天

一
部
の

て
く
る
の
で
、
こ
う
し
た
考
え
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
る
。

倒
わ
が
国
の
天
皇
制
は
、
数
千
年
の
歴
史
に
立
脚
し
て
お
り
、
伝
統
的
な
文
化
遺
産
・
精
神

遺
産
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
仮
に
も

一
時
期
の
国
民
が
、
多
数
決
で
否
定
し
て
よ

い
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
、
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で

本
町
ヲ
hv

。

9 



                  

10 

一一、
学
者
間
で
も
解
釈
が
多
岐
に
分
か
れ
る

「
戦
争
放
棄
」
(
第
九
条
)
の
見
直
し

案

(傍
線
は
改
正
個
所
)

①
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を

基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、

国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る

威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を

解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ

を
否
認
す
る
。

改

正

第
九
条

②
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空

軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な

現

行

法

第
九
条

①
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を

基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、

国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る

威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を

解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ

を
放
棄
す
る
。

②
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空

軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な



                  

い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

③
前
二
項
の
規
定
は
、
国
際
法
上
許
さ
れ

な
い
侵
略
戦
争
な
ら
び
に
武
力
に
よ
る
威

嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
を
禁
じ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
自
衛
の
た
め
に
必
要
な
限
度
の

軍
事
力
を
持
ち
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と

ま
で
禁
じ
た
も
の
で
は
な
い
。

い
。
国
の
交
戦
権
は
、

こ
れ
を
認
め
な
い
。

右
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
私
ど
も
は
、
現
行
第
九
条
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
が
、
当
面
①
項
、
②
項
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
新
た
に
③
項
を

設
け
、
こ
こ
で
内
容
が
唆
味
な
①
項
、
②
項
を
補
足
す
る
形
で

(
こ
れ
を
学
問
上
、
解
釈
規
定

と
い
う
)
、
①
項
、
②
項
の
本
来
の
趣
旨
は
、
「
わ
が
国
は
、
自
衛
の
た
め
の
戦
力
は
持
て
る
が
、

侵
略
戦
争
な
ど
は
し
な
い
」
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

1/ 



                  

〆‘、
E里

由

12 

(1) 
ぞ
れ こ

の
第
九
条
の
規
定
の
仕
方
が
明
瞭
で
な
い
た
め
、
①
項
、
②
項
の
中
の
言
葉
を
、
そ
れ

ど
う
解
釈
し
、
ま
た
そ
れ
を
ど
う
組
み
合
わ
せ
る
か
に
よ
っ
て
、
学
者
聞
で
も
十
八

通
り
に
解
釈
が
分
か
れ
る
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
第
九
条
の
解
釈
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

ω
本
来
、
憲
法
は
、
国
の
基
本
法
と
し
て
、
小
学
校
の
高
学
年
ぐ
ら
い
の
者
が
読
ん
で
素
直

に
分
る
程
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
流
の
学
者
が
集
ま
っ
て
、
な
お
沢
山
に
解

釈
が
分
か
れ
る
よ
う
な
規
定
を
お
く
こ
と
自
体
、
お
か
し
な
話
で
あ
る
o

q
J
 

国
際
間
で
は
、
す
で
に
一
九

O
七
年
に
、
占
領
者
は
占
領
地
の
現
行
法
制
を
尊
重
す
べ
き

で
あ
る
と
の
趣
旨
の
、

い
わ
ゆ
る
ハ
|
グ
国
際
条
約
が
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
も
日
本
も
こ
れ
に

ア
メ
リ
カ
は
日
本
占
領
直
後
、
あ
え
て
憲
法
を
変
え
さ
せ
た
点
で
も
、

国
際
法
上
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
現
行
憲
法
に
は
、
占
領
政
策
、
日
本
弱
体
化
政

批
准
し
て
い
な
が
ら
、

策
の
意
図
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。



                  

(4) 

近
代
初
頭
か
ら
二
十
世
紀
前
半
ま
で
、
世
界
は
い
わ
ば
植
民
地
獲
得
競
争
の
時
代
で
あ
っ

た
が
、
ア
メ
リ
カ
は
み
ず
か
ら
、
そ
の
植
民
地
に
憲
法
の
制
定
を
認
め
た
点
で
、
他
国
と
異

な
っ
.
た
が
、
し
か
し
軍
事
権
と
外
交
権
だ
け
は
与
え
ず
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
支
配
の
下
に

置
く
よ
う
に
し
た
。
(
そ
う
し
た
植
民
地
の
憲
法
を
、
学
問
上
「
半
独
立
国
憲
法
」
と
い
う
)

戦
前
、

ア
メ
リ
カ
が
統
治
し
て
い
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
が
、

そ
の
例
で
あ
る
。

そ
の
点
で
、
占
領
軍
の
押
し
つ
け
た
現
行
日
本
国
憲
法
は
、
久
し
く
フ
ィ
リ
ピ

ン
駐
留
の

軍
政
官
で
あ
っ
た
マ
ツ
カ
|
サ
!
の
考
え
そ
う
な
内
容
で
、
軍
事
権
が
な
く
、
外
交
権
も
、

憲
法
前
文
を
見
る
と
、
制
約
さ
れ
て
い
る
と
も
読
め
る
。
(
例
え
ば
、
前
文
の
「
平
和
を
愛
す

る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し

た
。
」
な
ど
の
表
現
)

こ
う
し
た
「
半
独
立
国
憲
法
」
的
内
容
の
現
行
憲
法
は
、

も
う
い
い
加
減
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

日
本
が
独
立
国
で
あ
る
以
上
、

13 



                  

(5) 

こ
の
第
九
条
の
内
容
か
ら
、
固
と
し
て
の
「
自
衛
権
」
が
、
あ
る
の
か
、

な
い
の
か
争
わ
れ
、
い
ま
も
「
自
衛
権
も
な
い
」
と
の
説
を
と
る
者
も
あ
る
が
、
私
た
ち
、

個
人
に
は
「
急
迫
不
正
の
侵
皐
己
が
迫
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
反
撃
す
る
「
正
当
防
衛
」
が

わ
が
国
で
は
、

14 

当
然
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る

(刑
法
第
三
十
六
条
)
よ
う
に
、
個
人
が
集
ま
っ
て

形
成
す
る
国
家
も
、
法
人
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
他
国
か
ら
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」
を
受

け
た
と
き
は
反
撃
す
る
「
自
衛
権
」
が
当
然
に
あ
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

附
し
か
も
、
国
家
は
、
自
国
の
国
民
の
権
利
と
領
土
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
日

頃
か
ら
注
意
深
く
見
守
り
、
危
急
の
事
態
に
対
処
し
う
る
よ
う
対
策
を
講
じ
て
お
く
こ
と
も

ま
た
、

独
立
国
で
あ
れ
ば
、
国
家
と
し
て
の
当
然
の
義
務
で
あ
る
。

そ
う
し
た
当
然
の
理
か
ら
、

日
本
国
は
、
他
国
か
ら
「
急
迫
不
正
の
侵
室
己
が
あ
っ
た
場

合
に
備
え
て
、

正
当
な
「
自
衛
権
」
を
行
使
で
き
る
よ
う
、
戦
力
を
持
つ
こ
と
も
ま
た
、

j虫

立
国
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。



                  

な
お
、
各
説
の
中
に
は
、
「
自
衛
権
」
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
警
察
力
」
程
度
で

よ
い
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
「
普
察
力
」
と
「
軍
事
力
」
と
で
は
、
そ
の
目
的
・
使
命
、
装
備

の
程
度
・
内
容
が
お
の
ず
か
ら
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
外
敵
か
ら
国
を
守
る
た
め
に
は
、
「
戦

力
」
は
や
は
り
、
「
軍
事
力
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。

附
ま
た
、
現
代
は
、
半
世
紀
前
ま
で
の
植
民
地
獲
得
競
争
の
時
代
は
去
り
、
世
界
の
大
勢
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
を
踏
ま
え
て
、
今
後
は
、
武
力
で
相
手
国
を
威
嚇
し
た
り
、
不
法

に
相
手
国
に
攻
め
入
る
侵
略
戦
争
は
止
め
よ
う
、
と
決
意
し
て
い
る
時
代
で
あ
る
(
し
か
し

(7) 

現
実
に
は
、
大
国
が
武
力
で
威
嚇
し
た
り
、
侵
略
と
み
ら
れ
る
戦
争
も
、

い
ま
な
お
頻
繁
に

起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
御
承
知
の
と
お
り
で
あ
る
)
。
人
類
の
平
和
共
存
の
必
要
を
考
え
る

と
き
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
や
侵
略
戦
争
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
わ

が
国
と
し
て
も
、
世
界
の
有
力
な
先
進
国
と
し
て
、
そ
う
し
た
不
法
な
政
策
を
採
る
べ
き
で

な
い
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。

15 



                  

(9) 

し
か
し
な
が
ら
、
世
界
の
す
べ
て
の
国
が
そ
う
し
た
政
策
を
堅
持
す
れ
ば
よ
い
が
、
現
実

16 

の
世
界
は
残
念
な
が
ら
そ
う
し
た
平
穏
無
事
な
世
の
中
で
は
な
く
、
他
国
か
ら
の
侵
略
も
考

え
ら
れ
得
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
問
題
は
、
自
国
の
み
平
和
を
願
い
武
力
を
全
く

放
棄
し
た
と
し
て
も
、
世
界
の
実
情
は
ま
だ
そ
う
し
た
理
想
境
の
域
に
達
し
て
お
ら
ず
、
現

実
に
他
国
が
軍
事
力
を
持
ち
侵
略
し
て
く
る
「
可
能
性
」
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
備
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
独
立
国
と
し
て
の
国
家
の
当
然
の
義
務
で
あ
る
。

側
現
行
憲
法
が
、
占
領
下
ア
メ
リ
カ
主
導
で
作
ら
れ
た
だ
け
に
、
第
九
条
の
内
容
は
か
な
り

厳
し
く
、
そ
の
文
言
を
見
る
と
、
わ
が
国
に
は
、
自
衛
権
す
ら
な
い
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
そ

れ
で
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
独
立
国
と
は
言
え
な
く
な
る
の
で
、

日
本
政
府
は
、
①
項
は
自

衛
権
ま
で
禁
止
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
①
項
で
禁
止
し
て
い
る
の
は
、
自
衛
権

の
発
動
「
以
外
の
戦
争
や
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、

ま
た
、
②
項
に
い
う
「
戦
力
」
と
は
「
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
」
を
基
準
と



                  

し
て
、

こ
れ
を
超
え
れ
ば
許
き
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
超
え
な
け
れ
ば
正
当
な
自
衛
権
の
範
囲

と
し
て
許
さ
れ
る
、
と
苦
し
い
解
釈
を
し
て
、
自
衛
力
を
認
め
、
自
衛
隊
の
存
在
を
合
憲
で

あ
る
と
理
由
づ
け
、

ど
う
に
か
法
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
て
い
る
の
が
政
府
見
解
で

あ
る
。
国
民
の
大
勢
も
、
現
実
の
国
際
情
勢
か
ら
、
自
衛
隊
の
存
在
を
認
め
て
い
る
が
、
、，
、ー

う
し
た
む
ず
か
し
い
論
理
構
成
を
せ
ず
、
自
衛
隊
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

)
 

-l
 
(
 

つ
ま
り
、
独
立
国
で
あ
れ
ば
、
「
自
衛
権
」
を
行
使
で
き
る
よ
う
な
実
力
を
持
つ
こ
と
は
当

然
で
あ
り
、
問
題
は
、
そ
う
し
た
実
力
の
「
行
使
」
を
、
あ
く
ま
で
他
国
か
ら
の
現
実
的
攻

撃
、
即
ち
、
前
述
の
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」
が
現
実
に
あ
っ
た
場
合
だ
け
に
限
る
の
か
、
そ

れ
と
も
、
他
国
か
ら
の
侵
略
が
強
く
予
測
さ
れ
る
場
合
に
先
制
攻
撃
を
仕
掛
け
る
こ
と
な
ど

を
含
む
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
残
る
が
、
後
者
を
拡
大
解
釈
す
る
と
歯
止
め
が
な
く
な
る

恐
れ
も
あ
る
の
で
、
わ
が
国
と
し
て
は
、
前
者
、
す
な
わ
ち
、
「
他
国
か
ら
、
急
迫
不
正
の
侵

害
が
現
実
に
・
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
自
衛
の
た
め
の
実
力
を
発
動
で
き
る
」
と
解
す
る
の
が

17 



                  

正
し
い
と
考
え
る
。

18 

(12) 

以
上
の
よ
う
に
、
当
時
の
国
際
状
況
と
昨
今
の
国
際
状
況
と
を
比
較
し
、
ま
た
合
理
的
な

法
解
釈
を
積
み
重
ね
て
、
前
号
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
土
台

に
し
て
、
学
者
に
よ
っ
て
解
釈
が
多
岐
に
分
か
れ
て
い
る
現
行
第
九
条
の
唆
昧
な
条
文
は
、

誤
解
を
生
じ
な
い
よ
う
、
こ
れ
を
、
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
冒

頭
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
③
項
を
お
き
、
第
九
条
の
趣
旨
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。

側
な
お
、
暖
昧
な
第
九
条
の
趣
旨
を
正
す
に
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
①
項
、
②
項
を
そ
の
ま

ま
に
し
て
、
解
釈
規
定
と
し
て
③
項
を
お
く
、
と
い
う
方
法
を
と
ら
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
に

①
項
、
②
項
を
改
正
し
て
、
そ
の
中
で
趣
旨
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
以

前
、
私
ど
も
も
、
そ
う
し
た
案
を
発
表
し
た
こ
と
も
あ
る
。

た
し
か
に
、
こ
う
し
た
①
項
、
②
項
を
改
正
す
る
方
式
は
、
条
文
の
暖
昧
き
を
な
く
す
点

で
、
法
的
に
は
好
ま
し
い
方
法
で
あ
る
が
、
憲
法
の
条
文
の
改
正
な
ど
は
、
単
な
る
法
的
処



                  

理
で
は
す
ま
な
い
面
が
あ
り
、
そ
の
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
国
民
大
衆
の
、
問
題
に
対
す
る

学
問
的
な
認
識
の
程
度
、
あ
る
い
は
理
屈
を
越
え
た
国
民
「
感
情
」
も
考
慮
に
い
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ω
わ
が
国
で
は
、
西
欧
諸
国
の
よ
う
に
、
近
世
に
、
専
制
君
主
の
圧
制
に
抗
し
て
国
民
み
ず

か
ら
が
立
ち
上
が
っ
て
近
代
革
命
を
起
こ
し
、
国
民
の
代
表
た
る
議
会
が
制
定
し
た
法
律
に

従
っ
て
事
を
行
う
、

と
い
っ
た
下
か
ら
の
近
代
革
命
を
経
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、

日
本

国
民
の
法
意
識
は
他
の
先
進
諸
国
に
比
べ
て
ま
だ
ま
だ
低
く
、
上
述
し
た
よ
う
な
「
法
的
検

討
」
に
よ
っ
て
判
断
を
引
き
出
す
よ
り
も
、
と
か
く
一
部
勢
力
の
宣
伝
、
す
な
わ
ち
「
憲
法

改
正
i
|
九
条
改
正
|
|
再
軍
備
|
|
徴
兵
制
復
活
|
|
箪
国
主
義
復
活
|
l
戦
争
」
な
ど

と
い
っ
た
短
絡
し
た
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
の
宣
伝
に
乗
せ
ら
れ
や
す
く
、
論
理
の
吟
味
で
は
な
く

「
感
情
的
」
に
拒
絶
反
応
を
示
す
こ
と
が
多
い
。

そ
う
し
た
点
で
、
私
た
ち
は
、

い
ま
国
民
の
皆
さ
ん
が
、

一
部
の
宣
伝
に
乗
せ
ら
れ
、
現

19 



                  

行
第
九
条
の
規
定
を
、
あ
た
か
も
「
平
和
憲
法
」
の
象
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取

っ
て

い
る
国
民
感
情
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
、
こ
こ
は
、
①
項
、
②
項
に
は
手
を
触
れ
な
い
方
が

20 

問
題
を
複
雑
に
せ
ず
、
③
項
に
解
釈
規
定
を
置
く
方
式
を
採
る
方
が
、
国
民
の
皆
さ
ん
の
御

理
解
を
得
や
す
い
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。

(15) 

最
後
に
、
わ
が
国
で
は
、
前
の
大
日
本
帝
国
憲
法
が
「
不
磨
の
大
典
」
と
し
て
改
正
を
許

さ
ぬ
も
の
と
観
念
さ
れ
、
現
行
憲
法
下
で
も
一
般
に
そ
う
し
た
認
識
が
残

っ
て
お
り
、

き
ら

に
占
領
軍
が
、
占
領
政
策
上
、

わ
が
国
を
し
て
簡
単
に
今
の
憲
法
を
変
え
き
せ
な
い
た
め
に
、

世
界
の
憲
法
の
中
で
も
屈
指
の
改
正
が
む
ず
か
し
い
規
定

(第
九
十
六
条
)
を
置
い
た
た
め
、

改
正
が
な
か
な
か
出
来
な
い
で
い
る
が
、
こ
れ
は
、
世
界
の
国
々
・
民
族
の
中
で
も
、
き
わ

め
て
後
れ
た
認
識
で
あ
り
、
ま
た
不
合
理
な
改
正
手
続
き
規
定
で
あ
る
の
で
、

日
本
国
民
は
、

こ
の
点
も
正
し
く
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

。。
け
だ
し
、
杜
会
の
進
歩
の
速
度
が
遅
か

っ
た
十
九
世
紀
前
半
頃
ま
で
は
、

た
し
か
に

一
日一



                  

決
め
た
法
律
は
あ
ま
り
変
え
る
べ
き
で
は
な
い
、
特
に
国
の
基
本
法
た
る
憲
法
は
変
え
る
べ

き
で
は
な
い
、

と
い
っ
た
認
識
が
強
か
っ
た
が

(前
の
大
日
本
帝
国
憲
法
は
丁
度
そ
う
し
た

時
期
の
末
期
に
出
来
て
い
る
)、
十
九
世
紀
後
半
頃
か
ら
、
科
学
技
術
の
発
展
と
経
済
活
動
の

活
発
化
な
ど
で
、
社
会
の
進
歩
の
程
度
が
早
ま
る
の
に
伴
い
、
作
ら
れ
た
時
点
で
静
止
し
て

し
ま
う
法
に
対
し
、
現
実
は
ど
ん
ど
ん
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
世
界
の
先
進
各
国
で
は
、
す

で
に
十
九
世
紀
後
半
に
は
、
憲
法
を
は
じ
め
法
律
を
固
定
的
に
考
え
る
こ
と
は
誤
り
で
、
現

実
の
進
展
に
あ
わ
せ
て
法
は
変
え
る
べ
き
も
の
、

と
い
う
認
識
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

間
特
に
、
現
代
の
よ
う
に
、
昔
の
百
年
が
い
ま
の
十
年
に
も
満
た
な
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、

時
代
の
発
展
が
い
ち
じ
る
し
い
今
日
、
現
実
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
だ
け
に
、
作
ら
れ
た

と
き
に
静
止
し
て
し
ま
う
法
と
の
聞
に
ギ
ャ

ッ
プ
が
生
じ
や
す
く
、
今
日
で
は
、
こ
の
ギ
ヤ

ッ
プ
に
早
く
気
付
い
て
、
こ
れ
を
早
く
合
理
的
に
調
整
す
る
こ
と
が
、

立
法
機
関
の
大
事
な

役
割
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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(18) 

こ
の
理
は
、

一
般
の
法
律
ば
か
り
で
な
く
憲
法
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
世
界
の
先
進
諸
国

22 

で
は
、
「
憲
法
は
そ
の
時
代
時
代
の
国
民
の
た
め
に
あ
り
、
制
定
時
の
国
民
が
後
世
の
国
民
を

縛
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
認
識
の
も
と
、
も
し
、
憲
法
と
現
実
と
の
聞
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ

る
と
考
え
る
と
き
は
、
与
党
・
野
党
を
問
わ
ず
、

む
し
ろ
争
っ
て
憲
法
改
正
を
議
題
に
持
ち

出
す
の
が
、
普
通
で
あ
る
。
こ
の
点
、

わ
が
国
で
は
、

全
く
逆
で
、
憲
法
改
正
を
言
い
出
す

こ
と
さ
え
、
何
か
い
け
な
い
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、

わ
が
国
は
こ
の
点
、
世
界

の
認
識
か
ら
、
非
常
に
遅
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

。。
現
に
世
界
の
国
々
は
頻
繁
に
憲
法
を
改
正
し
て
お
り
、
先
の
大
戦
後
の
こ
の
四
十
年
間
、

そ
れ
以
前
か
ら
あ
る
主
要
国
で
、
憲
法
を
改
正
し
て
い
な
い
国
は
、
わ
が
国
だ
け
で
あ
り
、

他
は
西
ド
イ
ツ
三
十
五
回
、

ソ
連
五
十
一
回
、
そ
し
て
判
例
重
視
の
英

ス
イ
ス
三
十
三
回
、

米
法
に
立
つ
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
五
固
と
、

む
し
ろ
先
進
国
ほ
ど
改
正
し
て
い
る
こ
と
を
知
る

べ
き
で
あ
る
。



                  。。
な
お
、
法
律
用
語
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
本
文
中
に
戦
争
を
「
:
:
:
放
棄
す
る
」
と
の
文

言
が
あ
り
、
ま
た
第
二
章
の
表
題
が
「
戦
争
放
棄
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
「
・
:
:

否
認
す
る
」
「
戦
争
の
否
認
」
と
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
「
放
棄
」
と
は
す
で
に
法

律
上
正
当
な
権
利
が
生
じ
て
い
る
も
の
を
、
自
己
の
意
志
で
権
利
を
捨
て
る
こ
と
を
言
う
の

に
対
し
、
「
否
認
」
は
正
当
な
権
利
が
生
じ
て
い
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
事
柄
を
否
定

す
る
こ
と
を
い
う
。
侵
略
戦
争
や
国
際
法
上
認
め
ら
れ
な
い
武
力
の
行
使
は
、
正
当
な
権
利

とニ
一一一
口
え
な
い
か
ら
、

こ
こ
は
、
法
律
用
語
上
、
「
否
認
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
隣
の
大
韓
民
国

憲
法
な
ど
も
「
否
認
」
と
し
て
い
る
。
現
行
日
本
国
憲
法
で
、
こ
う
し
た
用
語
上
の
誤
り
は
、

実
に
二
十
ヵ
条
、
二
十
九
ヵ
所
に
及
ん
で
お
り
、

い
ま
の
憲
法
の
草
案
が
い
か
に
法
律
用
語

の
使
い
方
を
知
ら
な
い
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
か
ら
草
案
を
渡
さ
れ
て
あ

わ
て
て
翻
訳
し
、
十
分
な
検
討
・
審
議
も
出
来
ず
、
ご
く
僅
か
な
期
間
で
成
立
さ
せ
る
ほ
か

な
か
っ
た
当
時
の
状
況
を
、
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

23 



                  

24 

土
地
を
安
く
供
給
す
る
た
め
の

「私
有
財
産
制
」
(
第
二
十
九
条
)

一一一、

改

案

(
傍
線
は
改
正
個
所
)

正

第
二
十
九
条

①
財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し

て
は
な
ら
な
い
。

②
財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適

合
す
る
よ
う
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

③

土

地
の
究
極
的
所
有
権
は
、
国
家
に
属

す
る
。

の
見
直
し

現

f子

法
①
財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し

て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条

財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適

合
す
る
よ
う
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

② 



                  

④ 

私
有
財
産
は
、
相
当
な
補
償
の
下
に
、

③
私
有
財
産
は
、

正
当
な
補
償
の
下
に
、

予

」

こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で

れ
を
公
共
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

長
C
ヲハ
v

。

〆、
理

由

(1) 
っ
て 島

国
で
山
地
の
多
い
わ
が
国
で
は
、
人
口
に
対
し
て
土
地
の
絶
対
量
が
少
な
く
、
し
た
が

土
地
が
、
投
資
の
対
象
と
も
な
り
、
異
常
な
値
上
が
り
を
続
け
て
き
た
。
そ
の
た
め
、

い
ま
や
土
地
は
、
庶
民
に
と
っ
て
高
嶺
の
花
で
手
に
入
ら
ず
、
ま
た
、

土
地
所
有
者
も
地
価

高
騰
に
よ
り
固
定
資
産
税
な
ど
の
負
担
が
重
く
な
り
、

さ
ら
に
は
、
土
地
所
有
者
の
死
亡
に

よ
り
高
額
の
相
続
税
が
か
か
る
た
め
に
、
支
払
い
出
来
ず
泣
く
泣
く
住
み
な
れ
た
土
地
を
手

放
す
人
も
多
い
。
そ
の
結
果
、

一
家
離
散
の
悲
劇
も
生
じ
て
い
る
。

ω
現
行
憲
法
は
、
本
条
①
項
で
「
財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
、

財
産
権
の
不
可
侵
性
を
強
調
す
る
が
、
こ
う
し
た
財
産
権
絶
対
不
可
侵
の
宣
言
は
、
近
代
国

い
わ
ば

25 



                  

家
成
立
当
初
、
そ
れ
以
前
の
専
制
君
主
制
・
封
建
領
主
制
の
時
代
に
、
個
人
の
私
有
財
産
権

26 

が
侵
さ
れ
た
こ
と
の
反
省
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
十
八

l
十
九
世
紀
的
な
規
定
の

仕
方
で
あ
る
。

ω
し
か
し
、
二
十
世
紀
的
憲
法
で
は
、
そ
う
し
た
個
人
の
私
有
財
産
権
も
、
公
共
の
福
祉
、

社
会
福
祉
の
見
地
か
ら
、
絶
対
的
に
主
張
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
の
権
利
と
い
え
ど

も
他
人
の
権
利
、
社
会
の
利
益
を
害
し
て
ま
で
主
張
し
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
認
識
せ

ら
れ
る
に
到
っ
た
。

凶
そ
の
結
果
、
共
産
主
義
国
で
は
な
く
、
自
由
主
義
に
立
つ
西
側
諸
国
で
も
、
た
と
え
ば
、

O
西
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
基
本
法
第
十
四
条
②
項
「
所
有
権
は
義
務
を
包
含
す
る
。
そ
の
行
使
は

同
時
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
」

O
同
じ
く
ボ
ン
基
本
法
第
十
五
条
「
土
地
、
天
然
資
源
、
お
よ
び
生
産
手
段
は
、
社
会
化
の
目

的
の
た
め
に
、
補
償
の
方
法
お
よ
び
程
度
を
規
定
す
る
法
律
に
よ
っ
て
、
公
有
財
産
ま
た



                  

は
他
の
形
態
の
公
共
経
済
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
。
」

O
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
第
四
十
四
条
「
土
地
の
合
理
的
な
利
用
を
確
保
し
、
公
正
な
社
会

関
係
を
確
立
す
る
た
め
に
、
法
樟
は
、
私
的
土
地
所
有
権
に
義
務
お
よ
び
統
制
を
課
し
、

地
方
お
よ
び
農
業
地
帯
に
応
じ
て
面
積
の
限
度
を
定
め
、
土
地
の
開
発
、
大
所
有
地
の
改

輩
、
お
よ
び
生
産
単
位
の
再
構
成
を
促
進
お
よ
び
強
要
し
、
小
お
よ
び
中
位
の
所
有
権
を

助
成
す
る
。
」

な
ど
の
規
定
を
置
い
て
お
り
、
西
側
諸
国
も
、
す
で
に
私
的
所
有
権
絶
対
の
思
想
か
ら
脱
皮

(5) 
し
、
国
民
全
体
の
た
め
の
有
効
利
用
を
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
。

因
み
に
、
現
行
憲
法
は
、
連
合
軍
に
よ
る
軍
事
占
領
下
、
そ
の
総
司
令
部
に
よ
っ
て
提
示

い
わ
ゆ
る
マ
ッ
カ

l
サ
l
草
案
を
下
敷
き
に
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
こ
と

き
れ
た
、

で
あ
る
が
、
こ
の
当
初
の
マ

ッ
カ

l
サ

l
草
案
の
私
有
財
産
権
の
規
定
に
は

「
土
地
お
よ
び
一
切
の
天
然
資
源
の
究
極
的
所
有
権
は
:
:
:
国
家
に
帰
属
す
。
:
:
:
」
と
書

27 



                  

い
で
あ
っ
た
。

28 

と
こ
ろ
が
、
当
時
の
日
本
人
は
、
世
界
が
す
で
に
、

十
九
世
紀
的
憲
法
の
認
識
か
ら
二
十

世
紀
的
憲
法
へ
と
脱
皮
し
て
い
た
の
に
、
ま
だ
、
そ
の
認
識
が
な
い
た
め
、

マ
ッ
カ
l
サ

|

草
案
の
よ
う
に
「
土
地
お
よ
び
一
切
の
天
然
資
源
の
究
極
的
所
有
権
は
:
:
:
国
家
に
帰
属
す
」

と
規
定
す
る
と
、
あ
た
か
も
共
産
主
義
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
る
と
し
て
、
総
司
令
部
へ
申

し
出
て
、
帝
国
憲
法
に
規
定
し
た
と
同
じ
よ
う
に
、
現
在
の
規
定
に
戻
し
た
、
と
い
、
つ
こ
と

で
あ
る
。

po で
は
な
く
、
自
由
主
義
国
で
も
許
容
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し

つ
ま
り
、
私
有
財
産
権
に
制
約
を
設
け
る
こ
と
は
、
決
し
て
、
共
産
主
義
国
特
有
の
も
の

た
制
約
規
定
を
置
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、

す
る
批
判
は
当
た
ら
な
い
。

わ
が
国
が
、
共
産
主
義
国
的
思
想
に
接
近
し
た
と

(7) 

な
お
、

そ
う
し
た
認
識
に
立
て
ば
、

こ
う
し
た
制
約
は
、
何
も
土
地
所
有
権
に
限
ら
ず
、



                  

そ
の
他
の
私
有
財
産
権
一
般
に
及
ぼ
し
て
も
良
い
と
い
え
る
が
、

い
ま
一
遍
に
す
べ
て
の
財

産
権
に
及
ぼ
す
と
国
民
が
動
揺
す
る
恐
れ
も
あ
る
の
で
、
当
面
も
っ
と
も
切
実
な
土
地
の
所

有
権
に
限
定
し
て
、
改
正
を
提
案
す
る
こ
と
に
し
た
。

口

6

人
口
に
対
し
て
国
土
の
狭
い
わ
が
国
で
は
、

土
地
に
つ
い
て
は
、
究
極
的
に
は
、
国
民
す

(9) 
J父

て
の
も
の

と
考
え
る
こ
と
は
、
理
解
さ
れ
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
改
正
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
の
政
府
は
、
究
極
的
土
地
所
有
権
は
国
家
に

つ
ま
り
国
家
の
も
の
、

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
を
以
て
(
つ
ま
り
、
内
閣
独
自
の
判
断
で
な
く
、
国
会
の
審
議
・

議
決
を
経
て
て
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
土
地
の
価
格
を
低
く
押
さ
え
る
よ
う
な
土
地
対
策
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
制
約
の
内
容
は
、
国
民
の
代
表
者
た
る
国
会
の
審
議
を
経

(10) 

る
の
で
、
不
当
に
土
地
所
有
者
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
土
地
の
価
格
が
落
ち
着
け
ば
、
一
般
庶
民
も
、
土
地
を
購
入
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
市
街
地
の
土
地
所
有
者
も
年
々
高
い
固
定
資
産
税
を
と
ら
れ

29 



                  

な
い
で
済
む
よ
う
に
な
る
。

30 

続
人
は
、
そ
の
土
地
の
所
有
権
(
い
わ
ゆ
る
底
地
権
)
を
国
に
返
還
し
て
、
相
続
税
を
安
く

し
て
も
ら
い
、
以
後
、
国
の
所
有
土
地
の
上
に
、
借
地
権
な
い
し
地
上
権
を
持
つ
こ
と
に
な

去」
p
り
H
ι
ド
、

土
地
所
有
者
が
亡
く
な
っ
て
相
続
が
生
じ
た
と
き
も
、
相
続
税
を
払
え
な
い
相

(12) 

る
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
土
地
・
建
物
を
処
分
し
て
相
続
税
を
払
い
、

家
離
散
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
。

反
面
、
国
は
、
国
有
地
は
増
え
る
が
、
地
代
収
入
が
増
え
、
ま
た
、
地
上
の
権
利
者
が
さ

ら
に
借
地
権
な
い
し
地
上
権
を
処
分
す
る
意
志
表
示
が
あ
れ
ば
、
場
合
に
よ
り
こ
れ
を
買
い

取
り
、
公
示
し
て
、
そ
の
土
地
の
借
地
権
な
い
し
地
上
権
を
他
の
者
に
合
理
的
な
価
格
で
売

却
す
る
こ
と
も
で
き
、
国
は
決
し
て
損
は
せ
ず
、
ま
た
、
一
般
庶
民
も
、
国
か
ら
合
理
的
な

価
格
で
、
土
地
・
建
物
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
す
れ
ば
、
相
続
な
ど
で
土
地
を
手

放
す
者
も
、
国
も
、
新
し
く
土
地
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
三
方
利
益
し
、



                  

か
つ
土
地
の
価
格
も
合
理
的
な
線
に
押
さ
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

な
お
、
現
行
憲
法
第
二
十
九
条
③
項
が

「
私
有
財
産
は
、
正
当
な
補
償
の
下
に
、

公
共
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
あ
る
中
で
、
「
正
当
な
補
償
」
を
「
相
当
な
補

こ
れ
を

償
」
に
改
め
た
の
は
、
前
述
し
た
十
九
世
紀
的
憲
法
の
考
え
方
で
は
、
私
有
財
産
権
絶
対
の

思
想
か
ら
、
「
正
当
な
補
償
」
を
「
完
全
な
補
償
」
と
解
す
る
説
が
多
く
、
現
代
で
は
、
前
述

し
た
「
自
己
の
権
利
と
い
え
ど
も
、
他
人
の
利
益
・
社
会
の
利
益
に
不
必
要
な
打
撃
を
与
え

る
場
合
は
、
制
限
さ
れ
る
べ
し
」
と
す
る
二
十
世
紀
的
憲
法
の
考
え
方
か
ら
、
こ
の
補
償
は
、

「
完
全
な
補
償
」
で
は
な
く
、
主
張
す
る
権
利
と
そ
れ
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
権
利
と
の
比

較
考
量
に
よ
っ
て
、
「
相
当
な
補
償
」
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で

(
そ
う
し
た
趣
旨
の
判
例
多
数
あ
り
て
な
お
一
部
に
残
る
「
完
全
な
補
償
」
説
を
排
除
す
る

た
め
に
も
、
前
記
改
正
を
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
際
、
一
緒
に
明
確
に
し
て
お
こ
う
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
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四

違
憲
性
の
強
い

(第
八
十
九
条
)

「私
学
助
成
禁
止
規
定
」

の
見
直
し

現
行
第
八
十
九
条
は
、
下
段
に
示
し
た
条

文
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
を
、
支
出
ま
た
は

利
用
す
る
場
合
の
制
限
を
規
定
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
中
に
、
宗
教
、
教
育
、
慈
善
、

博
愛
の
四
つ
場
合
が
併
せ
掲
げ
ら
れ
て
い
る

た
め
、
素
人
に
は
、
文
脈
が
た
い
そ
う
分
か

り
に
く
く
、
現
行
憲
法
上
、
悪
文
の
一
つ
と

さ
れ
て
い
る
。

32 

現

~T 

法

(
傍
線
は
削
除
個
所
)

第
八
十
九
条
〔
公
の
財
産
の
支
出
・
利
用
制
限
〕

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上

の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若

し
く
は
維
持
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に

属
し
な
い
慈
善
、
教
育
若
し
く
は
博
愛
の

事
業
に
対
し
、
こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ

の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。



                  

私
た
ち
は
、
後
述
す
る
理
由
か
ら
、
現
行

第
八
十
九
条
の
中
か
ら
教
育
に
関
す
る
部
分

を
削
除
す
る
よ
、
フ
提
案
す
る
。

現
行
第
八
十
九
条
は
上
述
の
よ
う
に
複
雑

な
の
で
、
こ
の
条
文
を
、
教
育
に
関
す
る
部

分
と
そ
う
で
な
い
部
分
と
に
分
け
て
見
る
。

す
る
と
、
教
育
に
関
す
る
部
分
は
次
の
よ

う
な
内
容
と
な
り
、
こ
れ
を
、
削
除
す
る
。

「
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
公
の
支
配

に
属
し
な
い
教
育
の
事
業
に
対
し
、
こ
れ
を

又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら

支
出
し
、

な
い
よ

「教
育
」
を
削
除
し
た
結
果
、
第
八
十
九

条
は
、
次
の
よ
う
な
形
と
し
て
残
る
。

第
八
十
九
条
〔公
の
財
産
の
支
出
・利
用
制
限
〕

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上

の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若

し
く
は
維
持
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に

属
し
な
い
慈
善
、
若
し
く
は
博
愛
の
事
業

又
は
そ
の
利

に
対
し
、
こ
れ
を
支
出
し
、

用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
こ
れ
も
本
来
見
直
す
べ
き
は
、
後
述
の
通
り
)
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前
頁
で
抽
出
し
た
教
育
に
関
す
る
部
分
を
、

い
ま
一
度
掲
げ
る
と
、

34 

「
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
公
の
支
配
に
属
し
な
い
教
育
の
事
業
に
対
し
、

こ
れ
を
支
出

し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
な
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
意
味
は
、
「
公
の
支
配
に
属
し
な
い
教
育
の
事
業
」
、
す
な
わ
ち
、
私
立
学
校

に
は
、
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
を
、
支
出
し
た
り
利
用
さ
せ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
、

と
し、

う
こ
と
を
、
無
条
件
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

〆、
理

由

金
を
出
し
て
お
り
(
近
年
そ
れ
は
年
間
総
額
三
千
億
円
以
上
に
も
な
っ
て
い
る
)
、
こ
の
点

で
、
こ
の
第
八
十
九
条
の
教
育
に
関
す
る
部
分
は
、
事
実
上
、
有
名
無
実
と
な
っ
て
い
る
。

国
は
、
三
十
年
以
上
も
前
か
ら
、

私
立
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
私
立
学
校
に
多
額
の
助
成

(2) 

現
行
憲
法
第
八
十
九
条
中
の
こ
う
し
た
私
学
助
成
禁
止
の
条
項
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実



                  

こ

十
品
、

日
本
の
私
立
大
学
な
ど
は
、
固
か
ら
の
金
銭
的
援
助
な
し
に
は
や
っ
て
い
け
な
い
の

い
ま
で
は
、
国
が
私
立
大
学
な
ど
に
助
成
金
を
出
す
の
は
当
た
り
前
の
こ

が
実
情
で
あ
り
、

と
と
考
え
ら
れ
て
来
て
い
る
。

(3) 

は 占
領
軍
が
、
な
ぜ
こ
う
し
た
制
約
を
日
本
国
憲
法
に
課
し
た
か
が
問
題
と
な
る
が
、

つ

日
本
で
は
、
戦
前

・
戦
時
中
、
国
家
の
教
育
に
対
す
る
関
与
が
強
大
で
、

い
わ
ゆ
る

軍
国
主
義
教
育
を
施
し
た
と
し
て
、
占
領
政
策
上
、

こ
れ
を
排
除
す
る
必
要
を
感
じ
た
の
で

あ
ろ
う
こ
と
。

4
・

が
助
成
金
な
い
し
補
助
金
を
出
す
こ
と
は
な
く
、
私
立
学
校
の
経
費
は
、
生
徒
か
ら
の
学
費

ま
た
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、
昔
か
ら
の
慣
習
と
し
て
、
私
立
学
校
に
対
し
、
固
な
り
州
政
府

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
な
ど
の
企
業
グ
ル
ー
プ
、
宗
教
組
織
、
あ
る
い
は
篤
志
家

や
父
兄
な
ど
個
人
か
ら
の
、
寄
付
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
ア
メ

の
ほ
か
、

リ
カ
は
、
そ
う
し
た
自
国
の
風
習
を
日
本
へ
適
用
で
き
る
と
考
え
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
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F
h
u
 

民
間
が
浄
財
を
集
め
て
行
う
事
業
と
の
認
識
が
一
般
で
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
第
八
十
九
条

を
見
る
と
、
こ
の
条
文
は
、
教
育
と
と
も
に
、
慈
善
・
博
愛
な
ど
と
い
う
言
葉
が
並
ん
で
い

て
、
い
か
に
も
ア
メ
リ
カ
人
が
考
え
た
ア
メ
リ
カ
的
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

附
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
、
江
戸
時
代
ま
で
の
寺
小
屋
的
教
育
か
ら
、
早
く
近
代
国
家

の
仲
間
入
り
を
す
る
た
め
、
明
治
に
入
り
、
国
家
み
ず
か
ら
が
率
先
音
頭
を
と
り
、
「
教
育
立

た
し
か
に
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、
教
育
事
業
は
、
伝
統
の
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
も
反
映
し
て
、
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国
」
を
心
が
け
、
急
速
に
近
代
国
家
を
実
現
し
た
、

と
い
う
歴
史
過
程
の
違
い
が
あ
り
、

そ

う
し
た
歴
史
過
程
を
無
視
し
て
、
他
国
の
方
式
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、

憲
法
条
項
が
根
づ
か
な
か
っ
た
原
因
が
あ
る
。

こ
の

可

i

か
ぎ
り
、
こ
の
第
八
十
九
条
の
適
用
は
日
本
で
は
無
理
と
な
り
、
現
行
憲
法
制
定
後
し
ば
ら

そ
う
し
た
、

ア
メ
リ
カ
と
日
本
と
の
土
壌
の
違
い
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
教
育
に
関
す
る

く
し
て
、

私
立
大
学
の
経
営
困
難
か
ら
、
国
は
、
助
成
金
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。



                  

そ
こ
で
、
国
は
、
国
が
直
接
各
大
学
へ
助
成
金
を
出
す
こ
と
は
、

内む

向
か
ら
違
反
す
る
こ
と
を
考
慮
し
、
苦
肉
の
策
と
し
て
、
「
私
学
振
興
財
団
」
な
る
も
の
を
設

こ
の
第
八
十
九
条
に
真

け
、
国
が
一
括
し
て
公
金
を
「
私
学
振
興
財
団
」

財
団
」
が
、
個
々
の
大
学
へ
助
成
金
を
割
り
振
る
こ
と
と
し
た
。

へ
出
し
、
そ
の
上
で
、
こ
の

「
私
学
振
興

つ
ま
り
、
国
は
、
直
接
に
公
金
を
出
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
違
憲
で
は
な
い
、

と
い
う
わ

け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

こ
れ
は
詑
弁
と
い
う
べ
き
で
、

ワ
ン
ク

ッ
シ
ョ

ン
置
こ
、
7
が、

、ソ

ウ
ク

ッ
シ
ョ
ン
置
こ
う
が
、
条
文
を
素
直
に
読
む
か
ぎ
り
、
違
憲
性
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
、

と

(9) 

フ
J¥ 

き
で
あ
る

こ
の
私
学
助
成
の
問
題
は
、
私
学
側
が
現
実
に
補
助
金
な
く
し
て
経
営
が
困
難
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
無
理
し
で
も
条
文
を
解
釈
し
て
現
実
に
合
わ
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
学
者
の
中
に

も
違
憲
の
疑
い
が
あ
る
と
す
る
者
も
多
い
こ
と
か
ら
も
、

こ
れ
は
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

(10) 

ま
た
、
裁
判
所
は
、
法
文
上
「
公
の
支
配
に
属
し
な
い
」
私
立
学
校
に
は
公
金
そ
の
他
の
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公
の
財
産
を
支
出
し
た
り
、
利
用
さ
せ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
助
成
金
を
与
え
る
私
立

38 

大
学
な
ど
は
、
人
事
権
や
管
理
権
に
つ
き
、
究
極
的
に
は
、
文
部
省
の
監
督
を
受
け
る
か
ら
、

そ
の
点
で
「
公
の
支
配
に
属
す
る
」
と
い
え
、
し
た
が
っ
て
、
助
成
金
を
出
す
こ
と
も
可
能

だ
と
す
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
苦
し
い
逆
立
ち
の
論
理
で
、
私
学
の
特
色
を
活
か
す
建
学
の

精
神
の
在
り
方
と
も
関
連
し
て
、
矛
盾
を
糊
塗
せ
ん
と
す
る
無
理
な
論
理
と
い
え
よ
う
。

前
掲
の
第
九
条
〔
戦
争
放
棄
〕
規
定
も
そ
う
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
第
八
十
九
条
の
よ
う
に
、

法
と
現
実
が
合
わ
な
い
の
に
、
憲
法
を
改
正
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
「
解
釈

で
補
っ
て
」
無
理
な
こ
じ
つ
け
を
す
る
こ
と
は
、
本
来
、
厳
格
に
解
す
べ
き
法
の
精
神
か
ら

厳
に
排
す
べ
き
で
あ
る
。

(12) 

ま
た
、
こ
う
し
た
解
釈
改
憲
を
国
み
ず
か
ら
が
や
る
よ
う
に
な
る
と
、
国
民
も
、
そ
れ
ぞ

れ
自
分
勝
手
な
法
解
釈
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、
法
の
意
義
が
失
わ
れ
、
遵
法
精
神
、
す

な
わ
ち
、

ひ
と
び
と
の
法
を
守
る
気
持
ち
が
薄
れ
、

お
か
し
な
事
件
の
続
発
す
る
世
の
中
を



                  

生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
私
ど
も
は
、
改
憲
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
国
み
ず
か
ら
こ
じ

つ
け
の
論
理
を
展
開
す
る
結
果
、
国
民
が
、
法
を
尊
重
し
な
い
昨
今
の
風
潮
を
、
最
も
恐
れ

る
も
の
で
あ
る
。

(13) 

な
お
、
今
回
は
、
「
教
育
」
に
つ
い
て
だ
け
取
り
上
げ
た
が
、
同
条
文
中
の
「
慈
善
・博
愛
」

に
つ
い
て
も
、
実
は
同
様
な
問
題
が
あ
る
。
「
慈
善
・
博
愛
」
と
い
う
用
語
が
、
キ
リ
ス
ト
教

に
立
脚
し
た
ア
メ
リ
カ
的
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
が
、
現
代
の
「
社

会
福
祉
」
と
い
う
こ
と
と
同
じ
内
容
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
国
は
、
養
老
院
、
乳
児
院
、
身
体

障
害
者
施
設
な
ど
に
、
多
額
の
助
成
金
を
出
し
て
お
り
、

こ
れ
も
、
第
八
十
九
条
違
反
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
国
(
厚
生
省
)
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
な
る
団
体
を
設
け
、

一
括
し
て
助
成
金
を
出
し
、
こ
の
社
会
福
祉
協
議
会
が
各
施
設
へ
助
成
金
を
配
分
す
る
と
い

う
、
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
方
式
を
取
っ
て
い
る
点
で
、
上
述
の
教
育
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
に
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大
き
な
弊
害
を
生
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
、
国
が
こ
う
し
て
、
教
育
や
福
祉
に
つ
い
て
憲

国
が
、
苦
肉
の
策
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
方
式
を
取
る
こ
と
は
、
実
は
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法
違
反
を
避
け
る
た
め
に
、

ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
方
式
で
助
成
金
・
補
助
金
を
出
す
結
果
、

し、

ろ
い
ろ
な
利
益
団
体
が
、
自
分
の
方
へ
も
、
そ
う
し
た
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
方
式
で
助
成
金
・

補
助
金
を
出
し
て
く
れ
と
国
へ
迫
る
こ
と
に
な
り
、
国
も
教
育
や
福
祉
に
つ
い
て
そ
う
し
た

前
例
が
あ
る
だ
け
に
そ
の
要
求
に
屈
し
て
、
そ
の
結
果
、
固
と
民
間
と
の
聞
に
入
っ
て
中
間

処
理
を
す
る
お
か
し
な
公
団
や
事
業
固
な
ど
が
ぞ
く
ぞ
く
出
来
て
、
公
金
の
支
出
を
一
層
不

明
朗
な
も
の
と
し
て
い
る
実
情
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

私
ど
も
は
、
物
事
を
な
る
べ
く
分
か
り
ゃ
す
く
説
明
す
る
た
め
、

今
回
は
、
第
八
十
九
条

に
つ
き
、
「
教
育
」
の
み
を
取
り
上
げ
た
が
、
「
慈
善
・
博
愛
」
(
福
祉
)
に
も
同
様
な
問
題
が

あ
り
、
こ
れ
ら
で
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
方
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
、
い
か
に
弊
害
が
あ
る
か

を
指
摘
し
、
本
条
の
早
急
な
改
正
を
求
め
る
次
第
で
あ
る
。



                  
 



                  



                  



 

憲
法
を
改
め
て
時
代
を
刷
新
し
よ
う

-
第
一
次
憲
法
改
正
草
案
と
そ
の
解
説

自
主
憲
法
期
成
.
員
同
盟

E

自
主
憲
法
制
定
国
民
会
鼠

a

自
主
憲
法
期
成
議
員
同
盟
語

自
主
憲
法
制
定
国
民
会
議
網

「
現
憲
法
の
ど
こ
を
、

ど
う
改
め
る
か
」

-
現
憲
法
に
は
当
初
か
ら
の
不
備
や
、
そ
の
後
の
社

会
情
勢
の
推
移
に
基
づ
く
現
実
と
法
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

な
ど
、
改
正
点
は
無
数
に
あ
り
ま
す
。

と
り
あ
え
ず

そ
の
中
で
も
弊
害
者
し
い
も
の
‘
学
問
的
に
妥
当
で

な
い
も
の
を
中
心
に
二
十
五
項
を
選
ぴ
、
原
文
と
改

正
案
、
な
ら
び
に
そ
の
理
由
を
コ
メ
ン
ト
の
形
で
分

か
り
ゃ
す
く
解
説
。
改
憲
論
議
の
絶
好
の
叩
き
台
が

本
書
で
す
e

全
審
判
五
百
三
十
円
・
送
料
百
七
十
円

ご
入
用
の
方
は
当
事
務
局
ま
で
お
申
込
み
下
さ
い
。

￥500 


