
著作権をみる憲法学の視点について

論

説

著
作
権
を
み
る
憲
法
学
の
視
点
に
つ
い
て

大
日
方

ー
は
じ
め
に
著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
閲
隠
は
な
ぜ
軽
視
さ
れ
て
き
た
の
か

E

著
作
権
の
憲
法
上
の
位
置

田
著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
法
理

W

お
わ
り
に

I 

は
じ
め
に

著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
間
隙
は
な
ぜ
軽
視
さ
れ
て
き
た
の
か

著
作
権
は
表
現
行
為
を
制
約
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
ま
で
こ
の
こ
と
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
。

信

春
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説

官
頭
の
言
明
は
わ
が
国
だ
け
の
傾
向
で
は
な
い
。
わ
が
国
の
愈
法
学
が
よ
く
引
照
し
て
い
る
合
衆
国
に
お
い
て
な
お
、
こ
の
傾
向
が

看
取
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
の
詳
説
は
こ
こ
で
は
措
く
。
た
だ
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
合
衆
国
最
高
裁
が
表
明

エ

ン

ジ

ン

し
た
以
下
の
言
説
を
、
こ
こ
で
掲
げ
て
お
き
た
い
。
い
わ
く
「
制
愈
者
は
著
作
権
そ
れ
自
体
を
自
由
な
表
現
の
動
力
源
に
し
よ
う
と
し

て
い
た
」
。

鎗

フ
ォ
ー
ド
元
大
統
領
の
未
発
表
回
顧
録
の
無
断
利
用
が
「
フ
ェ
ア
・
ユ

l
ス
」
(
片
包
吋

50)
に
該
当
す
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ

た
こ
の
事
案
で
、
合
衆
国
最
高
裁
は
表
現
行
為
の
促
進
に
と
っ
て
、
表
現
の
自
由
と
著
作
権
の
保
護
は
。
コ
イ
ン
の
ウ
ラ
・
オ
モ
テ
の

関
係
。
に
あ
る
、
と
分
析
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
両
法
理
の
矛
盾
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ニ
昭
和
四
五
年
制
定
(
法
律
第
四
人
号
)
の
著
作
権
法
は
、
第
一
条
に
以
下
の
よ
う
な
目
的
規
定
を
置
い
て
い
る
。
抄
録
す
る
と
、

「
こ
の
法
律
は
、
著
作
物
:
:
:
に
関
し
著
作
者
の
権
利
及
ぴ
こ
れ
に
隣
接
す
る
権
利
を
定
め
:
:
:
著
作
者
等
の
権
利
の
保
護
を
図
り
、

も
っ
て
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
。

ま
た
同
法
は
第
二
条
に
お
い
て
「
著
作
物
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

「
思
想
又
は
感
情
を
創
作
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
文
芸
、
学
術
、
美
術
又
は
音
楽
の
範
囲
に
属
す
る
も
の
を
い
う
」
(
一

号)。
こ
れ
ら
の
文
言
か
ら
推
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
著
作
権
の
設
定
目
的
は
、
一
面
で
表
現
行
為
を
通
じ
て
の
「
文
化
の
発

展
」
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
が
そ
の
機
能
を
一
に
し
て
い
る
側
面
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
作

権
と
表
現
の
自
由
は
、
文
化
の
発
展
を
担
う
。
車
輪
の
両
輪
。
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
両
法
理
の
矛
盾
は
な
い
。

三
冒
頭
に
掲
げ
た
「
軽
視
」
の
原
因
。
ど
う
や
ら
そ
れ
は
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
に
間
隙
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
に
あ
り
そ
う

で
あ
る
。
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現
に
わ
が
国
の
著
作
権
政
策
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
あ
る
論
者
は
、
そ
の
著
書
に
お
い
て
、
著
作
権
法
に
よ
る
著
作
権
の
設
定
は
、
表

現
行
為
の
「
規
制
」
で
は
な
い
、
と
の
理
解
を
表
明
し
て
い
弘
同
番
の
「
他
人
の
土
地
に
無
断
で
自
分
の
家
を
建
て
て
は
い
け
な
い
」

の
は
、
他
人
の
財
産
権
を
侵
害
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
自
由
の
「
規
制
」
で
は
な
い
、
と
の
件
と
あ
わ
せ
読
む
な
ら
、
そ
こ
か
ら
同
舎
が

著
作
権
を
表
現
の
自
由
の
内
在
的
制
約
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
見
解
は
、
著
作
権
の
特
殊
性
を
軽
視
し
す
ぎ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

著
作
権
法
学
界
の
あ
る
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
は
、
あ
る
論
科
か
中
で
著
作
権
の
特
殊
性
を
以
下
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

「
著
作
権
は
、
物
理
的
に
は
誰
も
が
何
処
で
も
何
時
で
も
な
す
こ
と
が
で
き
る
著
作
物
の
利
用
行
為
に
人
工
的
に
設
定
さ
れ
た
権
利

で
あ
り
、
も
と
も
と
一
人
の
者
の
占
有
に
馴
染
む
有
体
物
に
対
す
る
権
利
で
あ
る
所
有
権
と
比
べ
て
、
他
人
の
自
由
を
制
約
す
る
度
合

い
が
強

br

こ
こ
に
は
じ
め
て
'
著
作
権
と
他
の
権
利
、
と
く
に
表
現
の
自
由
と
の
抵
触
が
露
に
な
っ
た
。
著
作
権
者
と
表
現
者
の
阿
利
益
は
、
相

対
す
る
利
益
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
両
利
益
を
衡
量
し
均
衡
を
も
た
ら
す
法
理
論
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
昭
和
四
五
年
制
定
の

著
作
権
法
は
、
こ
の
法
理
論
の
一
部
を
法
定
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四
一
方
で
。
コ
イ
ン
の
ウ
ラ
・
オ
モ
テ
4

8

車
輪
の
両
輪
。
の
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
相
対
す
る
法
益
で
も
あ
る
著
作
権
と
表
現

の
自
由
の
間
隙
は
、
深
く
て
複
雑
な
法
理
の
援
で
覆
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
襲
を
一
本
ま
た
一
本
と
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
き
た

い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
別
の
機
会
に
競
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
本
稿
で
.
は
、
著
作
権
を
見
る
憲
法
学
の
視
点
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

著作権をみる憲法学の視点について

(熊本法学 114 号 '08)

著
作
権
法
は
、
国
家
が
、
具
体
的
に
は
議
会
が
憲
法
四
一
条
権
限
に
よ
り
「
著
作
者
の
利
益
と
利
用
者
の
利
益
を
衡
量
し
た
う
え
で

そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
色
た
め
に
制
定
し
た
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
著
作
権
法
は
、
相
対
す
る
利
益
を
国
家
が
立
法
と
い
、
つ
手
段
で
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説

調
整
し
た
も
の
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
著
作
権
侵
害
に
与
え
ら
れ
る
司
法
的
救
済
は
、
相
対
す
る
利
益
を
国

家
が
司
法
と
い
う
手
段
で
調
整
し
た
も
の
、
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
国
家
が
立
法
な
り
司
法
な
り
を
通
し
て
相
対
立

す
る
法
益
の
鯛
整
に
出
て
い
る
と
き
、
そ
こ
に
愈
法
学
の
課
題
が
顕
在
化
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
国
家
行
為
が
適
正
で
あ
る
か
否
か
、

常
に
査
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
、
百

こ
れ
が
著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
閑
隙
に
あ
る
法
理
論
を
愈
法
学
が
分
析
す
る
と
き
の
視
点
で
あ
る
。

飴

E 

著
作
権
の
憲
法
上
の
位
置

恕
法
上
の
条
文
棟
拠

著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
間
隙
を
み
る
前
に
、
著
作
権
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
お
さ
な
そ
こ
か
ら
多
く
の
論

者
が
、
い
わ
ゆ
る
自
然
格
的
な
も
の
で
は
な
く
制
度
的
に
保
障
さ
れ
た
権
利
と
し
て
、
著
作
権
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
あ
る
論
者
は
著
作
権
法
が
「
著
作
権
」
と
い
う
財
産
一
橋
を
創
設
し
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
む
こ
の
よ
う
に
論
ず
る
者
た

ち
が
憲
法
条
文
を
明
確
に
意
織
し
て
い
る
の
か
否
か
定
か
で
は
念
い
。
た
だ
本
稿
が
推
測
す
る
に
は
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
ニ
九
条
二

項
の
条
文
「
財
産
権
の
内
容
は
:
:
:
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。
」
を
手
掛
か
り
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
ニ

(熊本法学 114 号 '08) 4 



九
条
二
項
が
財
産
権
の
内
容
を
形
成
す
る
も
の
と
み
て
、
財
産
権
お
よ
び
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
る
著
作
権
を
、
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ

た
権
利
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
も
著
作
権
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
こ
の
見
解
を
、
こ
こ
で
は
「
二
九

条
論
」
と
呼
ん
で
お
く
。

ニ
と
こ
ろ
で
、
著
作
権
と
い
う
権
利
は
な
ぜ
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
作
権
の
「
権
利
の
淵
源
」
を
め
ぐ
る
疑
問
に

つ
い
て
、
こ
こ
で
は
と
き
に
実
体
論
と
機
能
論
と
い
う
こ
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
説
明
し
て
お
こ
う
。

実
体
論
を
説
く
者
は
、
著
作
権
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
著
作
者
の
「
労
働
の
果
実
」
を
保
護
す
る
法
文
書
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
彼
ら
は
著
作
権
の
淵
源
を
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
流
の
自
然
権
論
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

で
は
こ
こ
で
著
作
権
な
き
状
態
を
想
起
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
後
発
者
の
創
作
コ
ス
ト
が
ゼ
ロ
と
な
る
の
で
、
逆
に
新
規
活
動
が

・
過
少
に
な
る
と
の
予
測
が
立
つ
。
著
作
権
を
機
能
論
的
に
説
く
者
は
、
著
作
権
を
保
護
す
る
こ
と
が
新
規
創
作
活
動
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
イ

ヴ
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

著作権をみる憲法学の視点について

前
述
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
は
こ
の
後
者
の
立
場
(
著
作
権
に
関
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ヴ
論
)
か
ら
、
著
作
権
を
憲
法
二
ニ
条
に
位
置

づ
け
る
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
著
作
権
に
つ
い
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
輸
に
立
脚
す
る
な
ら
「
ど
の
程
度
、
著
作
権
に
保
護
を
与
え
て
、

創
作
を
刺
激
し
、
文
化
の
発
展
を
促
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
民
主
的
な
決
定
に
委
ね
て
よ
い
問
題
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
言
明
に

続
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

「
憲
法
論
に
持
ち
込
む
と
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
論
の
下
で
は
、
著
作
権
は
、
国
民
が
文
化
の
発
展
の
恩
恵
を
事
受
す
る
た
め
に
必
要

と
さ
れ
る
手
段
で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
国
民
の
憲
法
二
ニ
条
の
幸
福

求
権
を
支
援
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
と
理
解
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
」
。

著
作
権
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
こ
の
見
解
を
、
こ
こ
で
は
「
一
三
条
論
」
と
名
づ
け
て
お
く
。
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脱

近
頃
、
表
現
の
自
由
を
公
共
財
と
し
て
捉
え
る
見
解
が
有
力
に
鋭
か
れ
て
い
勺
こ
の
理
解
は
、
個
々
人
の
消
極
的
自
由
(
国

家
か
ら
の
自
由
)
の
み
な
ら
ず
、

8

公
共
財
と
し
て
の
表
現
空
間
市
を
制
度
設
定
す
る
積
極
的
作
為
を
国
家
に
求
め
る
法
理
論
(
国
家

に
よ
る
自
由
)
と
し
て
、
表
現
の
自
由
を
昇
華
さ
せ
よ
う
と
い
う
主
張
と
な
っ
て
結
実
し
て
い
る
。

あ
る
論
者
は
表
現
の
自
由
に
関
す
る
こ
の
理
解
に
依
拠
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。
「
著
作
権
制
度
は
、
。
公
共
財
と
し
て
の
表
現

空
問
。
を
実
効
的
に
確
保
す
る
た
め
の
『
国
家
に
よ
る
自
由
」
の
表
れ
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
、
叫
ん
マ
こ
こ
に
は

〈
情
報
が
自
由
に
か
つ
十
分
に
流
通
し
て
い
る
と
い
う
客
観
的
法
益
を
確
保
す
る
た
め
に
著
作
権
と
い
う
個
人
の
法
益
が
保
障
さ
れ

る
〉
と
の
図
式
が
認
め
ら
れ
る
。
著
作
権
は
表
現
市
場
の
制
度
枠
組
の
中
に
あ
る
と
捉
え
る
こ
の
見
解
を
、
こ
こ
で
は
つ
二
条
論
」

と
し
て
お
こ
う
。

輸

こ
こ
に
三
説
を
瞥
見
し
て
き
た
。
こ
れ
以
上
の
詳
説
は
こ
こ
で
は
措
か
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
愈
法
上
の
位
置
づ
け
こ

そ
違
え
ど
も
、
三
説
に
通
底
し
て
い
る
あ
る
著
作
権
理
解
を
、
本
稿
は
各
々
か
ら
見
い
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
著
作
権
を
〈
法
律
に
よ

り
創
設
さ
れ
た
人
工
的
権
利
〉
と
捉
え
る
著
作
権
観
で
あ
る
。

著
作
権
は
人
工
的
・
政
策
的
権
利
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
わ
が
国
の
著
作
権
法
が
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
具
体
的
な
権
益
に

関
す
る
検
討
を
機
縁
に
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

2 

著
作
権
の
本
質
に
つ
い
て

著
作
権
法
に
は
、
と
き
に
「
著
作
者
の
権
利
」
と
総
称
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
二
つ
の
権
益
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ

(熊本法学 114 号 '08) 6 



著作権をみる愈法学の視点について

が
「
著
作
者
人
格
権
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
が
「
著
作
権
」
(
狭
義
の
著
作
権
)
で
あ
る
(
一
七
条
市
こ
こ
で
は
こ
の
二
つ
の
権
益

の
区
別
を
意
識
し
つ
つ
行
論
を
展
開
し
て
み
よ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
二
権
益
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
淵
源
を
同
一
の
源
泉
に
求
め
る
「
一
元
論
」
と
、
異
な
る
母
体
を
も
っ
と
捉

え
る
「
二
元
論
」
と
い
う
こ
つ
の
立
場
が
、
著
作
権
法
学
界
に
は
存
在
し
て
い
勺
こ
の
見
解
の
対
立
は
ど
う
や
ら
「
二
元
論
」
が
有

力
的
見
解
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
(
註
(
日
)
参
照
)
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
わ
が
国
の
著
作
権
法
が
前
記
一
七
条
で
、

著
作
者
は
二
つ
の
権
益
を
享
有
す
る
と
し
た
後
、
著
作
者
人
格
権
の
線
渡
可
能
性
を
否
定
し
(
五
九
条
)
、
そ
の
一
方
で
、
狭
義
の
著

作
権
の
穂
波
を
認
め
る
と
い
、
つ
姿
勢
を
示
し
て
い
る
点
(
六
五
一
項
)
が
指
摘
さ
れ
て
い
勺

ま
ず
こ
こ
で
は
著
作
権
法
が
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
権
益
と
し
て
二
種
類
あ
る
こ
と
、
両
権
益
の
関
係
に
つ
い
て
は
一
元
的
理
解

/
二
元
的
理
解
の
二
つ
の
捉
え
方
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
う
ち
二
元
論
が
有
力
説
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

二
と
こ
ろ
で
「
著
作
者
人
格
権
」
は
、
著
作
権
法
二
条
一
項
二
号
に
い
う
著
作
者
が
自
ら
の
著
作
物
に
対
し
て
有
す
る
人
格
的
利

益
を
保
護
す
る
た
め
の
権
利
と
し
て
、
理
解
さ
れ
て
い
弘
こ
の
著
作
者
人
程
と
「
自
然
人
が
当
然
に
享
有
す
む
と
さ
れ
る
一
般

的
人
格
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
二
つ
の
理
解
方
法
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

著
作
者
人
格
権
を
一
般
的
人
格
権
の
一
つ
と
位
置
づ
け
る
見
解
を
、
二
つ
の
人
格
権
に
関
す
る
「
同
質
説
」
と
呼
ぼ
う
。
こ
の
見
解

を
精
力
的
に
唱
え
て
い
る
論
者
は
以
下
の
よ
う
に
い
う
。
い
わ
く
「
人
の
生
命
、
身
体
は
も
ち
ろ
ん
、
名
誉
、
氏
名
、
肖
像
も
人
格
価

値
の
一
つ
の
面
寸
あ
り
、
人
格
の
発
露
た
る
著
作
物
も
同
じ
く
人
格
価
値
の
一
つ
の
側
面
と
い
え
ふ
す
権
利
の
主
体
で
あ
る
著
作
者

は
、
も
ち
ろ
ん
「
噂
厳
性
を
備
え
た
人
間
」
で
あ
り
、
著
作
者
人
格
権
が
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
権
益
は
「
著
作
物
に
化
体
さ
れ
た

《初日

著
作
者
の
人
格
価
値
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
見
解
の
淵
源
に
あ
る
思
考
方
法
な
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
一
般
的
人
格
権
と
著

作
権
法
に
法
定
さ
れ
た
著
作
者
人
格
権
を
精
確
に
対
比
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
著
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脱

作
者
人
格
権
の
一
身
専
属
性
、
競
渡
不
可
能
性
(
五
九
条
)
は
適
切
に
説
明
で
き
そ
う
で
あ
る
し
、
そ
の
放
棄
も
認
め
ら
れ
な
い
も
の

と
さ
れ
そ
う
で
あ
匂

こ
れ
に
対
し
て
、
著
作
者
人
格
権
と
一
般
的
人
格
権
と
を
、
そ
の
権
利
主
体
の
限
定
性
/
無
限
定
性
、
保
能
客
体
と
権
利
主
体
の
独

立
性
/
一
体
性
の
違
い
に
着
目
し
て
、
両
権
益
を
異
な
る
も
の
と
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
両
権
益
に
関
す
る

当
該
理
解
を
、
二
つ
の
人
格
権
に
関
す
る
「
異
質
説
」
と
呼
ぽ
、
ヮ
。
こ
の
「
異
質
註
の
論
拠
は
、
以
下
の
点
に
あ
る
よ
う
も

①
一
般
的
人
格
権
の
主
体
は
自
然
人
一
般
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
著
作
者
人
格
権
の
権
利
主
体
は
「
著
作
者
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

②
一
般
的
人
格
権
の
客
体
は
人
格
的
価
値
で
あ
る
の
に
、
著
作
者
人
格
権
の
客
体
は
具
体
的
な
「
著
作
物
」
で
あ
る
。
あ
る
論
者
は
こ

の
説
に
依
拠
し
て
「
著
作
者
人
格
権
は
客
観
的
実
存
た
る
著
作
物
に
対
す
る
関
係
を
保
護
す
る
も
の
な
の
で
あ
る

A

山
》
と
い
っ
て
い
る
。

さ
て
「
異
質
説
」
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
が
、
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
ど
う
や
ら
「
著
作
者
人
格
権
と
一
般
的
人
格
権
と
は
異
な
る

と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
か
ら
具
体
的
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
;
の
で
は
な
ぬ
-
と
い
う
見
方
に
批
判
的
論
者
の
評
価

は
収
飲
す
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
著
作
者
人
格
権
の
淵
源
を
人
格
的
価
値
に
求
め
ず
、
当
該
権
益
の
本
質
を
「
饗
作
者
と
具
体

的
著
作
物
と
の
問
の
不
可
分
の
結
び
付
き
【
山

v

に
見
出
し
た
「
異
質
説
」
は
、
著
作
権
の
本
質
を
考
察
中
の
本
稿
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。
な
ぜ
な
ら
、
著
作
者
と
著
作
物
の
「
紐
色
}
と
い
う
の
は
、
言
論
市
場
に
著
作
物
を
提
供
す
る
に
あ
た
っ
て
の
著
作
者
の
重
大
な

関
心
事

(
E
S
S
E
)
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
が
考
え
る
「
著
作
権
の
本
質
」
と
同
時
に
、

後
に
再
述
さ
れ
よ
、
首

三
著
作
者
人
格
権
の
淵
源
を
人
格
的
価
値
に
求
め
ず
、
そ
の
権
利
の
内
実
を
著
作
者
と
著
作
物
と
の
結
び
つ
き
に
求
め
る
「
異
質

説
」
の
効
用
は
、
著
作
者
人
格
権
を
巡
る
別
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
見
曲
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
法
人
等
に
も
著

作
者
人
格
権
は
認
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

飴

{熊本法学 114 号 '08) 8 



著作権をみる憲法学の視点について

わ
が
国
の
現
行
著
作
権
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
五
(
一
九
七
O
)
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
大
陸
法
の
人
格
権
中
心
の

法
体
系
の
姿
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
法
律
が
「
小
説
、
音
楽
、
絵
画
な
ど
芸
術
作
品
を
中
心
と
し
た
創
作
性
の
高
い
著
作
物

を
保
護
対
象
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
た
山
-
と
の
評
価
か
ら
も
窺
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
法
は
著
作
物
を
著
作
者
の
人
格
的
価
値
の
現

出
と
み
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

時
は
下
っ
て
、
わ
が
国
の
著
作
権
法
は
昭
和
六
O
(
一
九
八
五
)
年
の
法
改
正
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
著
作
権
法
の

保
護
対
象
と
し
た
od

つ
づ
き
六
一
(
一
九
八
六
)
年
に
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
著
作
権
法
の
保
護
対
象
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
い
わ
ゆ
る

芸
術
作
品
ば
か
り
で
な
く
、
機
能
作
品
、
事
実
作
品
と
言
わ
れ
る
も
の
の
著
作
権
に
も
配
慮
を
示
し
た
法
の
趣
旨
か
ら
は
「
人
格
的
要

素
と
い
う
意
味
で
の
創
作
性
の
程
度
が
低
い
も
白
で
も
、
そ
の
著
作
権
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
の
態
度
が
読
み
取

れ
る
。
ま
た
、
機
能
作
品
、
事
実
作
品
は
、
法
人
等
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
職
務
上
作
成
す
る
場
合
が
多
い
と
い
う
事
情
も
、
そ
こ

に
は
見
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
職
務
上
作
成
す
る
著
作
物
の
著
作
者
は
法
人
そ
の
他
の
使
用
者
で
あ
り
(
一
五
条
)
、
前
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
著
作

権
(
狭
義
の
著
作
権
と
著
作
者
人
格
権
)
ほ
著
作
者
に
帰
属
す
る
(
一
七
条
一
項
)
。
こ
こ
に
、
法
人
等
に
も
著
作
者
人
格
権
が
認
め

ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
閑
い
の
源
泉
が
あ
る
。

こ
の
間
い
へ
の
解
答
の
ひ
と
つ
が
一
般
的
人
格
権
と
著
作
者
人
格
権
の
二
つ
の
権
益
の
淵
源
を
異
な
る
源
泉
に
求
め
る
「
異
質
説
」

に
依
る
思
考
法
で
あ
る
。
二
つ
の
人
格
権
を
め
ぐ
る
異
質
説
的
思
考
を
、
職
務
著
作
権
の
法
的
性
質
を
説
く
中
で
表
明
し
て
い
る
あ
る

論
者
に
よ
れ
ば
、
両
人
格
権
に
は
つ
ぎ
の
決
定
的
相
違
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
的
人
格
権
な
ら
創
作
行
為
と
い

う
事
実
行
為
を
権
利
の
対
象
と
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
著
作
者
人
格
権
は
、
市
場
に
お
け
る
著
作
物
の
取
引
行
為
・
利
用
行
為
を
権
利
の

対
象
と
し
て
い
匂
-
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
は
続
く
筆
で
以
下
の
よ
う
に
い
う
。
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税

「
著
作
者
人
格
権
は
、
一
般
的
人
格
権
と
そ
の
性
質
が
異
な
り
、
情
報
を
豊
富
化
し
競
争
環
境
を
整
備
す
る
と
い
う
著
作
権
法
の
目

的
に
奉
仕
す
る
政
策
的
な
権
利
と
位
置
づ
け
ら
れ
ふ
市

こ
の
論
者
は
、
こ
の
観
点
か
ら
職
務
著
作
規
定
に
お
い
て
著
作
者
人
格
権
を
法
人
等
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
も
正
当
化
で
き
る
と
説
く

の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
を
括
弧
で
く
く
る
と
し
て
、
こ
こ
に
著
作
権
の
法
的
性
質
に
関
す
る
一
元
論
的
理
解
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
、
ヮ
か
。

著
作
者
人
格
権
の
現
実
的
機
能
に
着
目
し
、
当
該
権
益
を
財
産
格
的
に
理
解
す
る
機
運
は
、
著
作
権
法
学
界
内
で
高
ま
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
「
著
作
者
人
格
権
は
著
作
者
が
自
己
の
著
作
物
の
市
場
に
お
け
る
流
通
を
管
理
す
'
る
た
め
の
権
利
と
し
て
の

向

m-

性
格
を
有
す
る
と
説
明
す
る
説
も
あ
る
」
と
紹
介
す
る
も
の
も
あ
る
。

[
E
l
2
l
一
]
の
末
尾
で
確
認
し
た
著
作
権
概
念
に
内
包
さ

れ
る
こ
つ
の
権
益
に
関
す
る
こ
元
論
の
有
力
説
的
地
位
も
、
若
干
、
揺
ら
い
で
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

か

四
さ
て
、
本
節
標
題
に
掲
げ
た
「
著
作
権
の
本
質
」
と
は
い
か
な
る
権
益
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
彼
の

二
つ
の
権
益
の
論
理
枠
組
を
言
論
市
場
と
の
関
係
性
に
見
出
し
、
試
論
の
段
階
で
は
あ
る
が
上
記
問
題
に
以
下
の
よ
う
な
理
解
を
提
示

し
て
お
く
。

論

ま
ず
狭
義
の
著
作
権
の
本
質
は
、
言
論
市
場
に
表
出
さ
れ
た
も
の
に
内
在
す
る
自
己
所
有
の
客
体
と
し
て
の
属
性
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
思
想
又
は
感
情
を
創
作
的
に
表
現
し
た
も
の
」
は
、
単
に
物
質
で
な
い
ば
か
り
か
、
言
論
市
場
に
お
け
る
管
理
可
能
性
も
有
し
て
い

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
知
的
営
為
の
産
物
で
あ
る
著
作
物
の
帰
属
は
、
表
出
主
体
に
オ
1
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
0

.

著
作

物
に
内
在
す
る
こ
の
性
質
を
紡
ぎ
出
し
て
制
度
化
し
た
も
の
が
狭
義
の
著
作
権
と
し
て
法
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
は
と
き
に
言
論
の
私
有
化
(
司
ユ
〈
丘
町
ω昨

日

0
ロ
え

ωuooov)
と
の
術
語
で
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
著
作
物
に
も
た
ら
さ
れ

た
私
有
化
は
、
法
に
よ
り
装
填
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
著
作
物
に
内
在
し
て
い
た
経
済
財
的
性
質
か
ら
演
縛
さ
れ
た
帰
結
と
理
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【
お
}

解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
著
作
物
に
も
た
ら
さ
れ
た
商
品
化

(
8
5
g
o岳
民

g
t
oロ
)
は
、
著
作
権
保
護
の
目
的
で
は
な
く
、

著
作
物
が
管
理
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
付
随
し
て
生
じ
た
間
接
的
効
果
と
し
て
の
地
位
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
知
的
営
為
の
産
物
は
表
出
主
体
に
オ
l
ソ
ラ
イ
ズ
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
著
作
者
人
格
権
の
保
護
法
益
は
、
こ

こ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
著
作
者
は
、
自
己
所
有
下
に
あ
る
著
作
物
が
言
論
市
場
で
適
切
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
重
大
な

関
心
を
抱
い
て
い
る
、
と
推
測
で
き
る
。
こ
こ
で
の
保
護
対
象
は
、
言
論
市
場
に
お
い
て
適
切
な
評
価
を
う
け
る
と
い
う
著
作
者
の
い

わ
ば
地
位
や
資
格
の
よ
う
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
視
点
か
ら
著
作
者
人
格
権
は
、
以
下
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
公
表
権
(
一
人
条
)
は
、
言
論
市
場
へ
の
参
入
時
を
、
著
作
者
が
決
定
で
き
る
権
益
で
あ
る
。
言
論
市
場
に
い
っ

参
入
す
る
か
で
、
著
作
者
の
名
声
、
地
位
、
成
功
が
左
右
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
匂
氏
名
表
示
格
(
-
九
条
)
は
、
著
作
物
と
著
作
者

と
の
結
び
つ
き
を
顕
現
さ
せ
、
言
論
取
引
に
安
定
性
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
言
論
市
場
を
豊
能
化
す
る
た
め
に
は
、
著
作
者
が
無
名

で
当
該
市
場
に
参
入
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
同
一
性
保
持
権
(
ニ

O
条
)
は
、
同
意
の
な
い
著
作
物
の
改

鼠
を
禁
止
す
る
こ
と
で
、
言
論
市
場
に
お
け
る
表
現
の
取
引
を
歪
曲
さ
せ
な
い
た
め
の
権
益
で
あ
ろ
う
。
真
実
と
は
違
う
情
報
(
表
現

物
)
で
評
価
さ
れ
な
い
地
位
を
著
作
者
に
保
障
し
て
い
る
と
も
い
え
ふ
羽

本
稿
は
、
言
論
市
場
と
の
関
係
性
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
著
作
権
法
に
い
う
こ
つ
の
権
益
に
つ
い
て
、
一
元
論
的
理
解
を
示
す
こ
と

に
な
っ
た
。
狭
義
の
著
作
権
お
よ
び
著
作
者
人
格
権
は
]
言
論
市
場
で
の
表
現
取
引
の
適
正
さ
を
確
保
す
る
た
め
に
制
度
化
さ
れ
て
い

る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

言
論
市
場
に
お
け
る
適
正
な
取
引
の
成
就
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
言
論
市
場
の
盛
鈍
化
を
阻
害
す
る
こ
と
、
言
論
市
場
に
お
け
る
取

引
を
歪
曲
す
る
こ
と
、
当
該
市
場
へ
の
参
入
を
規
制
す
る
こ
と
な
ど
が
、
忌
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
行
著
作
権
法

の
各
規
定
の
理
解
も
、
こ
の
観
点
か
ら
再
構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

11 (熊本法学 114 号 '08)



説

詳
細
な
検
討
は
別
稿
に
委
ね
る
が
、
た
と
え
ば
、
な
ぜ
「
表
現
」

(
O
M唱

5
8
Eロ
)
に
範
略
化
さ
れ
る
も
の
は
保
護
さ
れ
「
思
想
」

(広

g)
な
ら
ば
保
護
さ
れ
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
思
想
の
独
占
が
言
論
市
場
に
と
っ
て
悪
弊
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
言
論

市
場
に
お
け
る
取
引
対
象
を
明
確
化
す
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
に
が
「
表
現
」
に
あ
た
り
、
な
に
が
「
思
想
」
で
あ
る
の
か
に

目
指
-

つ
い
て
は
、
実
は
そ
こ
に
在
る
規
範
的
線
引
が
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
ひ
と
た
び
「
表
現
」
と
し
て
外
延
が
与
え
ら

れ
れ
ば
、
当
該
「
表
現
」
は
言
論
市
場
に
お
け
る
取
引
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
な
に
が
著
作
権
の
対
象
で
あ
る
「
表

現
」
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
形
式
的
で
可
視
化
さ
れ
た
法
理
論
で
評
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
に
が
「
表
現
」

で
あ
る
の
か
と
い
、
つ
点
は
、
言
論
市
場
の
住
人
で
あ
る
維
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
関
心
事
で
あ
ろ
か

bv

踏

3 

本
稿
の
見
解

さ
て
上
述
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
は
著
作
権
に
対
す
る
財
産
権
的
理
解
を
示
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う

す
る
と
、
当
該
権
益
は
憲
法
二
九
条
ニ
項
に
基
づ
く
法
律
(
す
な
わ
ち
著
作
権
法
)
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
、
と
い
う
理
解
に
本
稿
も
与

す
る
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
本
稿
は
こ
の
よ
う
に
は
考
え
て
い
な
い
。

あ
る
警
は
「
財
産
権
と
い
う
概
念
は
文
明
の
成
立
と
同
時
に
成
立
お
こ
、
つ
考
え
る
な
ら
「
財
産
は
法
律
に
先
立
っ
て
存
在
す
る

と
み
ざ
る
を
え
な
い
《
山
}
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
財
産
権
は
法
律
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は

「
財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
規
定
し
て
い
る
二
九
条
二
項
の
意
義
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
意
義
を
理
解
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
財
産
権
の
内
容
」
と
い
う
文
言
の
理
解
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
こ

の
文
言
を
、
何
が
財
産
権
と
し
て
保
護
さ
れ
る
の
か
と
い
う
財
産
権
の
内
容
そ
の
も
の
の
こ
と
で
は
な
く
「
権
利
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
財

(熊本法学 114 号 '08) 12 



著作権をみる愈法学の視点について

産
権
に
依
拠
し
て
な
し
う
る
こ
と
の
範
囲
・
程
民
日
目
の
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
本
条
文
は
法
律
に
よ
り
財
産
権
の
内
容
形
成

を
行
え
と
国
会
に
命
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
本
来
的
に
他
者
お
よ
び
社
会
関
係
的
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
財
産
権
の
行
使
に
お

い
て
は
、
当
該
格
益
と
相
対
す
る
権
益
と
の
調
整
が
不
可
欠
に
な
る
か
ら
、
こ
の
利
益
閥
整
の
た
め
の
ル
l
ル
を
法
律
と
い
う
形
式
で

定
め
る
こ
と
を
国
家
に
要
繭
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
立
愈
主
義
憲
法
典
で
あ
る
の
で
、
二
九
条
二
項
は
さ
ら
に
、
こ
の

利
害
調
整
の
ル

1
ル
が
「
公
共
の
福
祉
」
に
適
合
的
で
あ
る
こ
と
も
国
家
機
関
た
る
国
会
に
要
請
し
て
い
る
。

翻
っ
て
著
作
権
法
を
み
た
と
き
、
そ
れ
は
著
作
権
と
い
う
権
利
を
創
設
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

著
作
権
法
は
無
体
財
産
権
の
中
か
ら
著
作
権
を
範
鴫
化
し
、
当
該
権
利
の
発
生
・
取
得
・
交
換
の
ル

1
ル
を
定
め
る
こ
と
で
著
作
物
の

言
論
市
場
に
お
け
る
取
引
を
安
定
さ
せ
る
と
同
時
に
、
対
立
す
る
権
益
と
の
利
害
調
整
を
図
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
憲
法
学
の
課
題
を
再
度
、
確
認
し
て
お
こ
う
。
著
作
権
法
は
、
著
作
権
者
と
著
作
物
利
用
者
の
相
対
す
る
権
益
に
つ
い
て
、

利
害
調
整
を
施
し
た
ル
l
ル
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
き
、
憲
法
学
は
、
当
該
利
害
調
整
の
ル
ー
ル
が
適
正
に
な
さ
れ
て
い

る
か
否
か
に
つ
い
て
、
憲
法
理
論
に
よ
り
査
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
著
作
権
を
巡
る
法
的
問
題
に
つ
い
て
憲
法
学
に
求
め

ら
れ
て
い
る
任
務
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
憲
法
学
の
関
心
か
ら
す
る
と
、
著
作
権
が
憲
法
何
条
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
実
は
副
次
的
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
憲
法
学
に
と
っ
て
の
課
題
は
、
著
作
権
者
と
著
作
物
利
用
者
の
利
益
を
調
整
す
る
国
家
の
行
為
が
「
公
共
の
福
祉
」

に
適
っ
て
い
る
か
否
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
。

ま
た
あ
る
論
者
は
、
「
著
作
権
の
基
礎
構
造
」
あ
る
い
は
著
作
物
の
生
成
過
程
に
関
す
る
分
析
を
施
す
中
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解

を
表
明
し
て
い
る
。
い
わ
く
、
著
作
物
は
著
作
者
の
精
神
的
内
面
的
形
式
が
、
他
人
に
よ
っ
て
知
覚
可
能
な
合
理
的
構
造
を
も
っ
外
面

的
形
式
と
し
て
表
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
匂
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
著
作
物
に
は
そ
れ
に
「
印
し
づ
け
ら
れ
た
著
作

13 (熊本法学 114 号 '08)



脱

者
の
精
神
的
内
容
・
形
式
〕
}
が
内
含
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
著
作
権
に
つ
い
て
、
そ
れ

を
人
工
的
で
政
策
的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

飴

E 

著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
法
理

著
作
権
法
を
表
現
行
為
と
の
関
係
か
ら
み
た
と
き
、
前
節
ま
で
に
論
じ
て
き
た
こ
と
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω
著
作
権
法
は
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
と
い
う
両
権
益
が
相
対
し
て
い
る
場
面
に
お
け
る
、
利
害
調
整
の
た
め
の
ル
l
ル
で
あ

る。

(2) 

愈
法
学
の
課
題
は
、
当
該
利
害
調
整
の
ル

l
ル
が
「
公
共
の
福
祉
」
の
視
点
か
ら
適
正
な
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で

あ
る
。

右
課
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
本
節
は
充
て
ら
れ
て
い
勺

表
現
内
容
規
制
/
内
容
中
立
規
制

表
現
の
自
由
の
制
約
に
つ
い
て
は
、
純
粋
言
論
を
事
後
的
に
制
約
す
る
法
令
の
合
憲
性
を
判
定
す
る
た
め
の
一
般
論
が
探
究
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
試
み
の
努
頭
に
は
「
表
現
内
容
規
制

(
8
E
Oロゲ
gω
包
括
伺
己
何
回
民

Oロ
)
/
内
容
中
立
規
制

(
8
E
S寸ロ
g可
包

(熊本法学 114 号 '08) 14 



著作権をみる愈法学の視点について

円
。
伺
巳
己
目
。
ロ
)
」
を
区
別
す
る
理
論
モ
デ
ル
を
置
く
こ
と
が
多
い
。
著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
関
係
を
論
じ
た
多
く
の
論
者
も
、
こ
の

こ
と
に
擬
え
て
、
著
作
権
の
表
現
の
自
由
に
対
す
る
規
制
態
様
の
別
を
説
く
こ
と
が
常
態
と
な
っ
て
い
る
。

で
は
著
作
権
は
、
表
現
内
容
規
制
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
内
容
中
立
規
制
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
議
論
の
蓄
積
を
も
っ

合
衆
国
の
諸
論
稿
か
ら
は
、
そ
の
解
答
に
ニ
派
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
九
八
年
の

M
・
レ
ム
リ
l
(富
良

〉

F
3
5
)
と
E
・
ヴ
ォ
ロ
ク
(
開
a
g
o
g
o
w
v
)
に
よ
る
論
・
吾
、
著
作
権
が

表
現
の
内
容
に
基
づ
く
制
約
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
い
わ
く
「
著
作
権
法
は
確
か
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
た
よ
り
に
[
表
現
を
]
区
別

す
る
も
の
で
は
な
い
」
た
だ
「
著
作
権
に
関
す
る
義
務
は
表
示
さ
れ
た
も
の
の
内
容
か
ら
発
し
て
い
る
【
市

こ
れ
に
対
し
て
N
・
ネ
タ
ネ
ル

(Zoロ
dqoZω
同

o
o
w
Z
2
8巴
)
は
、
ニ

O
O
一
年
の
論
ね
で
レ
ム
リ
l
n
ヴ
ォ
ロ
ク
の
右
の

見
解
を
批
判
し
て
い
る
。
ネ
タ
ネ
ル
は
、
レ
ム
リ
!
"
ヴ
ォ
ロ
ク
の
先
の
言
明
を
引
用
し
た
後
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

「
あ
る
著
作
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
[
先
行
著
作
物
の
著
作
権
を
]
侵
害
す
る
か
否
か
の
判
定
は
、
そ
れ
が
[
先
行
]
著
作
権
者
の

も
の
と
同
じ
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
彼
ら
は
確
か
に
正
し
い
。
し
か
し
、
著
作
権
法
が
[
著
作

セ
ン
シ
テ
4
M
γ

物
の
]
内
容
に
敏
感
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
修
正
一
条
で
い
う
と
こ
ろ
の
丙
容
に
基
づ
く
』
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
鳴

ネ
タ
ネ
ル
は
著
作
権
法
を
、
表
現
内
容
に
中
立
的
な
規
制
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
匂

両
説
の
是
非
に
つ
い
て
詳
説
す
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
は
措
く
と
し
よ
う
。
た
だ
、
合
衆
国
で
の
こ
の
両
説
の
対
立
は
、
詰
ま
る
と
こ

ろ
、
何
を
も
っ
て
表
現
「
内
容
」
規
制
と
い
う
の
か
、
と
い
う
二
分
論
の
概
念
規
定
の
問
題
に
行
き
着
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
「
内
容
/
内
容
中
立
」
の
概
念
規
定
の
問
題
ゃ
な
ぜ
内
容
規
制
は
原
則
禁
止
な
の
か
に
関
す
る
論
拠
と
な
る
と
、
も
と
も
と

一
様
で
は
な
い
の
で
あ
匂
両
説
分
立
の
遠
因
は
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制

(8ロ
5
5
8
a
g
E
2
5
)
と
い
う
と
き
の

「
基
づ
く
」

(gga)
理
解
の
差
異
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
以
上
の
分
析
は
他
日
を
期
す
と
し
よ
う
。
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説

表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
か
、
そ
れ
と
も
内
容
中
立
規
制
か
と
い
う
区
分
論
は
、
表
現
の
自
由
を
制
約
す
る
法
令
の
合
憲
性
を
判
定

す
る
た
め
の
司
法
審
査
基
準
を
説
く
文
脈
で
、
合
衆
国
の
判
例
・
学
説
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
に
の
る

よ
う
に
、
著
作
権
法
も
表
現
の
自
由
を
制
約
す
る
法
令
と
構
成
す
る
こ
と
で
、
当
該
法
令
の
「
表
現
内
容
規
制
/
内
容
中
立
規
制
」
の

別
を
論
じ
た
も
の
が
、
合
衆
国
で
も
そ
し
て
わ
が
国
で
も
散
見
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
区
分
論
を
も
と
に
司
法
審
査
基
準
論
を
展

開
し
た
裁
判
舎
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
存
在
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
本
稿

[
I
|
1
]
で
示
し
た
よ
う
な
裁
判
所
の
見
方
(
著
作
権
は

自
由
な
表
現
の
駅
払
紙
で
あ
る
)
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
も
著
作
椀
を
表
現
の
自
由
に
対
す
る
制
約
と
-
面
的
に
構
成
す
る
議

論
枠
組
に
は
賛
同
し
か
ね
匂
な
ぜ
な
ら
著
作
権
法
は
、
著
作
権
者
の
利
益
と
利
用
者
の
表
現
行
為
が
も
っ
価
値
を
調
整
し
た
、
い
わ

ば
価
値
衡
量
の
結
果
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
価
値
衡
量
の
適
正
性
を
判
定
す
る
た
め
に

「
表
現
内
容
規
制
/
内
容
中
立
規
制
」
と
い
う
分
析
枠
組
は
適
合
的
で
は
な
か
ろ
う
。

論

2 

定
義
的
衡
量
の
有
効
性

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
著
作
権
法
を
み
る
憲
法
学
の
視
点
を
、
こ
こ
で
も
う
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、

著
作
権
法
は
著
作
権
者
と
著
作
物
利
用
者
の
両
権
益
を
調
整
し
よ
う
と
し
た
国
家
行
為
で
あ
る
。
国
家
が
相
対
立
す
る
利
益
の
調

整
を
試
み
た
と
き
、
憲
法
学
は
当
該
国
家
行
為
が
適
正
に
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
問
題
を
本
稿
の
よ
う
に
構
成
す
る
な
ら
、
こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
の
分
析
は
つ
ぎ
の
点
に
向
か
わ
な
け
れ
ば

(熊本法学 114 号 '08) 16 



な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、

ω著
作
権
侵
害
の
成
立
要
件
、

ω著
作
権
侵
害
の
違
法
性
限
却
事
由
、
こ
れ
ら
が
録
法
理
論
と
の

関
係
で
適
正
に
定
立
で
き
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

憲
法
学
の
探
題
を
右
の
よ
う
に
枠
づ
け
た
本
稿
は
、
著
作
権
法
に
法
定
さ
れ
た
表
現
の
自
由
と
の
調
整
法
を
分
析
す
る
た
め
の
理
論

モ
デ
ル
と
し
て
「
定
義
的
衡
量
テ
ス
ト
」

(
e
m
a民
05-σ
包
g
O
E
m
g
g
の
再
検
討
を
提
唱
す
る
。

【臼】

ニ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
著
作
権
の
保
護
期
間
を
延
長
す
る
法
改
正
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
あ
る
事
免
?
、
本
節
が
関
心

を
示
し
て
い
る
著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
間
隙
に
関
す
る
思
考
法
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
連
邦
議
会
が
表
現
権
を
い
ま
以
上
に
制

限
す
る
か
に
見
え
る
法
改
正
を
実
施
し
た
場
合
で
も
、
そ
れ
が
左
の
よ
う
な
著
作
権
保
護
の
「
伝
統
的
輪
郭
」
(
可
色
町
民
O
ロ色

【民日

。。ロ同
O
R
ω
)
に
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
い
と
き
、
修
正
一
条
の
審
査
は
不
要
で
あ
る
、
と
い
う
思
考
法
で
あ
る
。

著作権をみる憲法学の視点について

著
作
権
法
に
「
内
蔵
さ
れ
て
い
る
修
正
一
条
と
の
調
整
法
」

(σ
正
宗
吉
田
円
卑
〉

g
g品
目
。
己

2
8
g
g
o
e
a
g
ω
)
が
い

【路日

ま
だ
規
定
さ
れ
て
い
る
と
き
。

こ
こ
で
い
う
「
修
正
一
条
と
の
調
整
法
」
と
し
て
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
調
整
法
を
提
示
し
て
い
る
。

①
著
作
権
法
の
保
護
対
象
は
著
作
物
の
表
現
(
将
司
吋

g
a
oロ
)
で
あ
り
、
事
実
(
針
。
同
)
や
思
想
(
広
ぬ
と
で
は
な
い
と
す
る

「
思
想
/
表
現
」
二
分
法

(
E
g・将司
g
a
g
a
o
z
o
S
B冷

②
著
作
物
の
使
用
目
的
、
そ
の
性
格
等
に
照
ら
し
て
、
著
作
物
の
当
該
使
用
態
様
が
「
公
正
で
あ
る
」
と
い
え
る
場
合
に
は
、

【
四
国
》

当
該
著
作
物
の
著
作
権
の
効
力
を
否
定
す
る
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
。

ω
「
伝
統
的
修
正
一
条
保
護
手
段
」
(
可
色
町
民
O
ロ包

E
a同
〉
自

g
s
s
g同
ω乱。同
g
E
ω
)
で
あ
る
著
作
権
の
制
限
が
迫
補
さ

れ
た
と
ふ
羽

(1) 
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合
衆
国
の
裁
判
実
践
は
、
著
作
権
法
に
表
現
の
自
由
と
著
作
権
と
を
調
整
す
る
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
構
造
が
内
包
さ
れ
て
い
る
な
ら
、

著
作
権
保
護
が
た
と
え
表
現
の
自
由
の
制
約
に
当
た
る
と
し
て
も
、
修
正
一
条
上
の
審
査
は
必
要
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

表
現
の
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
と
そ
れ
に
対
立
す
る
著
作
権
を
保
護
す
る
こ
と
と
の
聞
で
、
著
作
権
法
は
あ
ら
か
じ
め
価
値
衡
量
を
施

し
て
い
た
の
だ
と
す
る
、
合
衆
国
最
高
裁
の
思
考
法
が
看
取
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
表
現
の
自
由
の
限
界
を
探
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
の
あ
る
「
定
義
的
衡
量
テ
ス
ト
」
の
手
法
で
あ
る
。

三
「
定
義
的
衡
量
テ
ス
ト
」
(
範
時
化
テ
ス
ト
と
も
呼
ば
れ
る
)
は
、
一
口
に
言
、
っ
と
、
憲
法
上
「
保
蛾
脱
さ
れ
る
表
現
」
と
「
保

護
さ
れ
な
い
表
現
」
の
境
界
を
示
し
、
両
表
現
を
画
す
る
た
め
の
公
式
を
理
論
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
匂

あ
る
論
者
は
表
現
の
自
由
の
限
界
を
画
定
す
る
理
論
モ
デ
ル
と
し
て
、
こ
の
テ
ス
ト
の
意
義
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
あ
る
表
現
が
一
般
的
に
も
つ
利
益
(
価
値
)
と
、
そ
れ
に
対
立
す
る
利
益
(
保
護
法
益
)
の
本
質
部
分
を
あ
ら
か
じ
め
衡
量
し
て
:
:
:
、

一
定
の
要
件
を
公
式
化
し
た
上
で
、
『
保
護
さ
れ
な
い
表
現
』
と
い
う
範
一
時
を
求
め
る
理
論
を
い
ふ
r

ま
た
別
の
愉
者
は
視
点
を
ず
ら
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
[
こ
の
テ
ス
ト
は
]
個
別
的
文
脈
の
如
何
を
関
わ
ず
一
定
の
範
鴫
に
属
す
る
表
現
は
絶
対
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
も
の
[
で
あ
る
事

こ
の
定
義
的
衡
量
テ
ス
ト
は
、
表
現
の
自
由
の
優
越
的
地
位
の
理
論
を
実
体
化
す
る
理
論
展
開
の
中
か
ら
発
生
し
て
き
た
法
理
論
で

あ
る
だ
け
に
、
言
論
保
護
的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
定
義
的
衡
量
テ
ス
ト
の
言
論
保
護
的
性
格
に
着
目
し
、
著
作
権
法
に
法
定
さ
れ
た
「
修
正
一
条
と
の
調
整
法
」
の
分

析
を
試
み
た
論
者
が
い
る
。
そ
れ
が
M
・
ニ
マ
l
(宮
号
旨
0
.
2
5
S
R
)
で
あ
る
。
彼
の
一
九
七
O
年
の
論
お
除
、
以
後
、
著
作

権
と
表
現
の
自
由
と
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
の
導
き
の
糸
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
論
文
は
多
く
の
論
者

論
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著作権をみる愈法学の視点について

に
参
照
さ
れ
て
い
る
。
ニ
マ
ー
が
定
義
的
衡
量
テ
ス
ト
を
著
作
権
理
論
の
分
析
に
応
用
し
て
以
来
、
合
衆
国
の
裁
判
所
も
ニ
マ

1
流
の

定
一
義
的
衡
量
輸
を
踏
襲
す
る
法
理
論
を
展
開
し
て
き
で
い
る
の
で
あ
匂

さ
て
こ
の
テ
ス
ト
の
有
益
性
の
有
無
は
、
こ
れ
か
ら
表
現
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
あ
る
程
度
の
確
実
性
を
も
っ
て
、

当
該
表
現
が
憲
法
上
の
保
護
を
、
つ
け
る
表
現
か
否
か
が
判
別
可
能
と
な
る
法
理
論
を
提
示
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
換
言

す
る
と
、
あ
る
国
家
行
為
が
表
現
行
為
に
制
約
を
課
す
な
ら
ば
、
当
該
国
家
行
為
に
は
定
義
的
衡
量
輸
に
依
拠
し
た
以
下
の
点
に
つ
い

て
、
明
確
化
す
る
こ
と
が
要
鵡
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
①
保
離
脱
さ
れ
る
(
ま
た
は
保
護
さ
れ
な
い
)
表
現
の
要
件
、
②
保
護

さ
れ
な
い
表
現
行
為
に
対
す
る
遺
産
自
昔
、
と
い
う
こ
点
で
あ
匂

著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
間
隙
を
考
察
す
る
本
稿
の
視
点
か
ら
換
言
す
る
と
、
著
作
権
法
に
法
定
さ
れ
て
い
る
表
現
の
自
由
と
の
調

整
原
理
が
、
定
義
的
衡
量
論
の
査
定
を
パ
ス
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
重
要
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
テ
ス
ト
を
用
い
た
な

ら
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
調
整
ル

1
ル
は
、
以
下
の
視
点
か
ら
分
析
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

ω
著
作
権
の
保
護
対
象
は
「
表
現
」

(
O
M
M
M

円。ωω
宮
口
)
で
あ
り
「
思
想
」

(
5
8
)
で
は
な
い
と
す
る
「
思
想
/
表
現
」
二
分
法

は
、
憲
法
上
の
正
当
な
基
礎
を
も
っ
区
分
論
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
。

ω
著
作
権
の
権
利
の
種
類
に
関
す
る
規
定
(
そ
こ
に
は
著
作
者
人
格
権
も
含
ま
れ
る
)
や
著
作
権
の
制
限
規
定
が
、
財
産
格
的
利

益
と
表
現
格
的
利
益
の
調
整
ル
l
ル
と
し
て
憲
法
上
適
正
か
。

ω
著
作
物
の
あ
る
一
定
の
使
用
態
様
に
つ
い
て
は
著
作
権
の
効
力
を
否
定
す
る
フ
ェ
ア
・
ユ

l
ス
の
法
理
は
、
著
作
権
と
表
現
権

の
両
権
益
を
適
切
に
衡
量
す
る
法
理
論
と
し
て
成
立
す
る
も

右
の

ω・
ωは
、
著
作
権
侵
害
の
成
立
要
件
の
分
析
に
、

ωは
著
作
権
侵
害
の
違
法
性
阻
却
事
由
に
関
係
し
て
い
匂

そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
は
具
体
的
事
案
を
前
に
し
て
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
扱
え
な
い
。
た
だ
、
著
作
権
と
表
現
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説

の
自
由
を
調
整
す
る
国
家
行
為
に
つ
い
て
は
「
定
義
的
衡
量
テ
ス
ト
」
の
分
析
法
に
適
す
る
問
題
群
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、

【

mv

本
稿
は
こ
こ
で
明
示
し
て
お
く
だ
け
に
し
よ
う
。

四
先
の
合
衆
国
最
高
裁
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
た
。

「
連
邦
議
会
は
著
作
権
保
護
の
伝
統
的
輪
郭
を
変
更
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
の
修
正
一
条
上
の
審
査
は
不
要
で
あ
る
」
。

こ
の
判
決
の
思
考
枠
組
は
、
つ
ま
り
、
著
作
格
保
護
の
伝
統
的
構
造
に
変
化
が
あ
れ
ば
、
当
骸
構
造
変
革
に
つ
い
て
は
愈
法
上
の
査

定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
と
も
理
解
で
き
る
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
法
改
正
が
あ
っ
た
場
合
、
憲
法

理
論
は
、
表
現
の
自
由
規
制
に
対
す
る
一
般
理
論
に
立
ち
戻
っ
て
、
当
該
国
家
行
為
の
正
当
性
を
個
別
的
に
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
と
き
の
指
針
と
な
る
理
論
は

[
E
1
1〕
で
検
討
し
た
「
表
現
内
容
規
制
/
内
容
中
立
規
制
」
を
区
別
し
、
国
家
行
為
の
目

的
お
よ
び
当
該
目
的
遂
行
の
た
め
の
手
段
と
の
関
係
性
か
ら
、
言
論
規
制
の
正
当
性
を
判
断
す
る
理
論
モ
デ
ル
で
あ
ろ
う
。
著
作
権
法

に
法
定
さ
れ
た
表
現
権
と
の
伝
統
的
構
造
が
崩
れ
て
は
じ
め
て
、
一
般
理
論
の
適
用
を
考
慮
す
る
と
い
う
こ
段
階
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
本

稿
の
著
作
権
法
を
み
る
視
点
で
あ
る
。

飴

3 

事
前
抑
制
に
つ
い
て

一
憲
法
理
論
は
、
表
現
の
自
由
の
実
体
的
保
障
を
求
め
て
、
表
現
行
為
に
対
す
る
事
前
の
規
制
を
忌
避
す
る
法
理
論
を
確
立
し
て

き
た
。
検
閲
禁
止
の
法
理
、
事
前
抑
制
原
則
禁
止
の
法
理
が
そ
れ
で
あ
る
。

・
と
こ
ろ
で
わ
が
国
の
著
作
権
法
も
、
権
利
侵
害
に
対
す
る
民
事
上
の
救
済
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
差
止
諦
求
権
(
侵
害
停
止
諦
求
権
と

侵
害
予
防
請
求
権
)
を
法
定
し
て
い
る
(
一
一
二
条
一
項
)
。
と
こ
ろ
が
表
現
予
定
者
の
著
作
物
を
封
殺
す
る
効
果
を
も
っ
事
前
差
止
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著作権をみる憲法学の視点について

は
、
思
想
市
場
を
閉
塞
す
る
こ
と
で
「
文
化
の
発
展
」
を
減
殺
し
て
し
ま
わ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ニ
合
衆
国
の
あ
る
論
者
は
、
表
現
行
為
の
事
前
抑
制
に
あ
た
る
暫
定
的
差
止
命
令
な
お
ロ
SZω
弓
互
5
2
Z匂
-
の
弊
害
を
、

大
要
、
以
下
三
点
に
要
約
し
て
い
勺

ω
差
止
命
令
は
、
該
当
し
た
言
論
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
類
似
す
る
形
体
ま
た
は
内
容
を
も
っ
言
論
行
為
ま
で
抑
制
す
る
効
果
を

も
っ
場
合
が
あ
ふ
了
萎
縮
効
果
」
(
の

E
Z
3
5
0
C
と
呼
ば
れ
て
い
る
言
論
抑
制
効
果
が
そ
れ
で
あ
る
。

ω
暫
定
的
差
止
命
令
に
特
有
の
問
題
と
し
て
、
仮
に
本
案
訴
訟
に
お
い
て
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
言
論
で
あ
る
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、

言
論
表
明
時
機
を
逸
す
る
か
、
ま
た
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
時
を
遅
ら
せ
て
し
ま
う
効
果
を
も
も

ω
事
後
規
制
の
場
合
と
違
っ
て
、
暫
定
的
差
止
命
令
は
、
言
論
の
思
想
市
場
そ
の
も
の
へ
の
参
入
を
抑
制
す
る
効
果
を
も
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
言
論
を
完
全
に
抑
圧
す
る
効
果
と
も
い
え
ふ
羽

こ
の
よ
う
な
言
論
抑
圧
効
果
を
も
っ
暫
定
的
差
止
命
令
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
憲
法
理
論
は
、
当
該
国
家
行
為
に
厳
格
な
正
当
性
を
要

請
し
、
判
例
実
践
は
、
当
該
国
家
行
為
を
正
当
化
す
る
実
体
的
要
件
お
よ
び
手
続
的
(
形
式
的
)
要
件
を
確
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

暫
定
的
差
止
命
令
が
正
当
化
さ
れ
る
実
体
的
要
件
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
指
摘
さ
れ
て
き
も

ω
仮
に
差
止
が
否
定
さ
れ
た
場
合
に
は
回
復
不
可
能
な
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
。

ω
差
止
命
令
が
発
給
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
損
害
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
損
害
に
勝
る
こ
と
。

ω
原
告
の
本
案
勝
訴
の
見
込
み
。

ω
差
止
命
令
の
発
給
が
公
衆
の
関
心
守
口

gwzzgω
同
)
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
あ
る
裁
判
例
は
暫
定
的
差
止
命
令
が
許
容
さ
れ
る
た
め
の
「
厳
霊
な
手
続
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ふ
】
を
提
示
し
て
い
匂
そ
れ
は

手
続
的
要
件
と
と
も
に
形
式
的
要
件
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
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ω
差
止
を
求
め
る
者
(
原
告
)
が
当
該
言
論
を
保
護
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
証
責
任
を
負
う
こ
と
。

ω
差
止
命
令
の
有
効
期
聞
が
必
要
な
「
最
短
期
間
だ
け
」
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
。

ω
終
局
判
決
が
迅
速
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
。

こ
の
よ
う
に
暫
定
的
差
止
命
令
発
給
の
是
非
を
め
ぐ
る
法
理
論
は
、
差
止
が
言
論
行
為
に
も
た
ら
す
効
果
に
配
慮
し
て
、
そ
れ
を
謙

抑
的
に
発
給
す
る
理
論
の
構
築
に
努
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
般
に
は
「
伝
統
的
に
法
的
に
保
護
さ
れ
な
い
カ
テ
ゴ
リ
」

と
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
言
論
(
わ
い
せ
つ
表
現
、
違
法
行
為
を
煽
動
す
る
雷
積
、
嘘
略
言
葉
、
名
替
段
損
表
現
な
ど
)
に
対
し
て
き
え
、

当
て
は
ま
る
法
理
論
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
と
著
作
権
に
よ
る
表
現
規
制
の
場
合
に
は
、
こ
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
著
作
権
侵
害
が
疑
わ
れ
た

場
合
に
お
け
る
断
固
定
的
差
止
命
令
発
給
要
件
は
、
①
原
告
が
著
作
権
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
、
②
本
案
で
の
勝
訴
見
込
み
、
の
二
点
に

集
約
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
弘
そ
う
い
っ
た
裁
判
実
践
か
ら
の
帰
結
で
あ
ろ
う
、
他
の
表
現
類
型
に
比
し
て
、
著
作

【

mm》

権
侵
害
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
暫
定
的
差
止
命
令
の
発
給
が
許
容
さ
れ
や
す
い
、
と
辞
す
る
者
も
い
る
。
こ
の
二
要
件
の
み
に
収
赦

さ
せ
て
差
止
命
令
の
発
給
を
容
認
す
る
よ
う
な
裁
判
実
践
は
、
憲
法
理
論
お
よ
び
合
衆
国
最
高
裁
が
こ
れ
ま
で
築
い
て
き
た
言
論
保
護

法
理
を
、
そ
の
意
を
汲
む
こ
と
な
く
骨
組
み
ま
で
変
え
て
し
ま
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

三
著
作
権
侵
害
が
疑
わ
れ
る
事
案
で
の
差
止
命
令
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
で
は
、
著
作
物
の
事
前
差
止
を
容
認
す
る
か
否
か
判
定

【卸】

す
る
た
め
の
諸
要
件
を
厳
格
化
す
る
試
み
が
、
裁
判
実
践
の
中
で
擁
立
し
て
き
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
著
作
権
が
財
産
格
的
利
益

に
還
元
で
き
る
な
ら
ば
、
著
作
権
侵
害
に
対
す
る
救
済
は
、
事
前
の
差
止
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
等
の
事
後
的
救
済
に
依
る
を
原
則
と

す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
ね

胎
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お
わ
り
に

著作権をみる憲法学の視点について

あ
る
齢
者
の
つ
ぎ
の
言
説
を
機
縁
と
し
て
、
最
後
の
識
飴
を
展
開
し
よ
う
。

「
著
作
権
は
あ
る
者
に
他
者
の
言
論
を
制
限
す
る
権
能
を
付
与
す
る
こ
と
と
よ
く
似
て
い
る
。
そ
れ
は
、

A
が
す
で
に
そ
れ
を
(
有

形
の
媒
体
に
固
定
す
る
と
い
う
仕
方
で
)
話
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
あ
る
い
は
、
著
作
権
を
も
っ
他
者
か
ら
そ
れ
を
話
す
権
利
を

買
っ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
特
定
の
内
容
を
話
し
て
は
(
あ
る
い
は
出
版
ま
た
は
販
売
し
て
は
)
い
け
な
い
と
、
私
人
A
が
私
人
B

に
命
ず
る
こ
と
を
、
潜
在
的
に
許
し
て
い
る
A7

著
作
権
法
は
、
一
定
の
期
間
と
は
い
え
、
表
現
物
に
排
他
的
権
利
を
設
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
右
引
用
と
併
せ
考
え
る
と
、
特
定
の

表
現

(
O

督。

gg)
の
私
物
化
を
許
す
こ
と
で
、
そ
の
表
現
の
商
品
化
を
、
著
作
権
法
は
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
匂
表
現
を
私

的
統
制
下
に
お
く
こ
と
を
併
す
こ
の
法
律
を
、
独
占
の
一
形
体
と
し
て
議
論
す
る
者
も
多
い
。

と
こ
ろ
で
、
商
品
の
質
の
向
上
や
多
様
化
に
と
っ
て
独
占
が
悪
弊
で
あ
る
こ
と
は
、
夙
に
知
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
商
品
市
場
に
お
い

て
、
独
占
が
公
正
な
取
引
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
人
口
に
脆
失
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
作
権
と
い
う
橘
利
概
念
の
設
定

は
、
言
論
や
情
報
な
ど
の
質
的
向
上
、
多
様
化
に
、
ま
た
思
想
市
場
に
お
け
る
表
現
の
公
正
な
取
引
に
、
弊
害
を
も
た
ら
し
て
は
い
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
五
九
人
年
に
合
衆
国
識
を
、
護
婦
の
保
護
期
間
を
延
長
す
る
法
改
正
を
実
施
し
匂
わ
が
国
で
も
「
ミ
ツ
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キ
l
マ
ウ
ス

B

延
命
。
白
山
》
と
報
じ
ら
れ
た
こ
の
法
改
正
は
、

3
0
4
q
色
ご
)
山

8
3社
や
〉

O
F
d
g
o
d
g
g
R社
な
ど
が
保
有
す
る

世
界
的
に
有
名
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
著
作
権
期
聞
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
で
、
大
手
企
業
の
企
業
利
益
が
結
果
と
し
て
保
護
さ
れ
た
と
い
え

弘
こ
れ
は
著
作
権
法
が
「
学
術
の
進
色
ピ
仕
え
よ
う
と
し
て
、
著
作
物
の
独
占
を
法
認
し
た
こ
と
の
奇
禍
と
割
り
切
っ
て
よ
い
だ

胎

ろ
、
っ
か
。

本
稿
は
著
作
権
を
分
析
す
る
簸
法
学
の
視
点
を
繰
り
返
し
確
認
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
国
家
が
著
作
権
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

反
面
で
、
表
現
権
を
制
約
す
る
と
き
、
当
該
保
護
/
制
約
要
件
が
「
公
共
の
福
祉
」
に
適
合
的
で
あ
る
か
否
か
、
精
査
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
説
い
て
き
た
。
こ
の
視
点
は
著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
間
隙
が
問
わ
れ
た
際
に
は
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
ど
ち
ら

が
よ
り
重
要
な
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
憲
法
学
の
課
題
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

表
現
の
自
由
が
必
要
以
上
に
制
約
さ
れ
て
い
な
い
匂
こ
の
聞
い
を
凝
視
す
る
こ
と
で
あ
る
と
本
稿
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

著
作
権
を
表
現
の
私
物
化
、
情
報
・
言
論
の
商
品
化
と
し
て
再
構
成
す
る
な
ら
、
著
作
権
を
必
要
以
上
に
保
護
し
た
と
き
表
現
行
為

が
必
要
以
上
に
制
約
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
言
論
市
場
に
閉
塞
感
が
滞
在
す
る
契
機
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
既
得
権
益
の
保
護
を
企

図
し
て
な
さ
れ
た
と
き
、
言
論
市
場
に
与
え
る
弊
害
は
よ
り
大
と
な
ろ
う
。
先
の
著
作
権
期
間
延
長
は
、
表
現
権
を
必
要
以
上
に
制
約

す
る
こ
と
で
な
さ
れ
た
、
特
定
産
業
の
保
護
政
策
で
は
な
か
っ
た
か
。
論
争
を
呼
ぷ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

【
付
記
】
本
稿
は
平
成
一
九
年
一

O
月
二
七
日
に
九
州
大
学
国
際
会
館
で
開
催
さ
れ
た
「
第
三
回
日
中
公
法
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

で
の
報
告
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

(
1
)
国
ωMMO『

h
w
m
o
d司
・
司
ロ

σロ
ω
F
O円
少
同
ロ
0
・
ぐ

-
Z削
w
t
oロ
何
ロ
件
。
円

MMEωop
同ロの・・

h
帥
.
『

H
C・m・
切

ω∞・

m
m∞
(
回
申
∞
叩
)
・
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著作権をみる憲法学の視点について

(
2
)
岡
本
旗
著
作
権
の
考
え
乏
六
頁
(
岩
波
新
書
、
二

O
O
三
年
)
。

(
3
)
田
村
普
之
「
技
術
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
著
作
権
の
制
限
の
可
能
性
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
五
号
一
二
四
頁
以
下
(
二

O
O
三

年)。

(
4
)
同
愉
文
一
二
人
頁
。

(
5
)
同
論
文
同
頁
。

(
6
)
阪
本
昌
成
『
憲
法
2
基
本
格
ク
ラ
シ
ッ
ク
』

シ
1
植
や
名
誉
棺
の
問
題
を
分
析
す
る
憲
法
学
の
視
点
が
論
述
さ
れ
て
い
る
。

(
7
)
著
作
権
は
著
作
植
法
に
固
有
の
法
理
詰
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
と
考
え
る
む
き
か
ら
は
、
著
作
権
の
保
護
そ
の
こ
と
自
体
は
懸
法
と
は
無
関
係

で
あ
る
と
の
異
論
が
挟
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
憲
法
学
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
は
、
名
替
梅
を
分
析
す
る
文
脈
で
、
名
誉
権
は
民
法
典

一
O
三
頁
(
全
前
第
三
版
、
有
信
堂
高
文
社
、
ニ

O
O八
年
)
拳
照
。
そ
こ
で
は
プ
ラ
イ
ヴ
ア

や
刑
法
典
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
り
憲
法
と
は
関
係
が
な
い
と
の
疑
義
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
従
来
、
名
誉
権
の
保
護
は
、
民
法
典
や
刑
法
典
上
の
も
の
で
、
鑑
法
と
は
無
関
係
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
名

替
権
は
何
よ
り
も
ま
ず
憲
法
上
の
基
本
格
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
民
法
典
や
刑
法
典
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
法
理
論
構
成
に
従
っ
て
保
護

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
」
(
佐
藤
幸
治
『
憲
法
』
四
五
一
頁
(
第
三
版
、
背
林
容
院
、

一
九
九
五
年
)
)
。

こ
の
思
考
法
か
ら
す
れ
ば
、
個
別
的
基
本
植
飴
の
官
顕
で
は
、
当
骸
権
益
が
憲
法
の
ど
の
条
文
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
、
問
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
著
作
権
を
め
ぐ
る
こ
の
試
み
に
つ
い
て
以
下
で
瞥
見
し
て
い
る
。
た
だ
、
著
作
植
を
分
析
す
る
本
稿
の

視
点
か
ら
す
れ
ば
、
後
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
基
本
的
な
問
題
で
は
な
い
。

(
8
)
今
村
哲
也
「
著
作
栂
法
と
表
現
の
自
由
に
関
す
る
一
考
察
ー
ー
そ
の
規
制
類
型
と
審
査
基
準
に
つ
い
て
|
|
」
季
刊
企
業
と
法
創
造
一
巻
三

号
八
一
頁
(
ニ

O
O
四
年
)
。
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(
9
)
日
本
国
憲
法
二
九
条
は
、

一
項
で
「
財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
二
項
で
「
財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の

相
祉
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
い
う
。
一
見
す
る
と
ア
ン
チ
ノ
ミ
l
に
映
る
こ
の
ニ
条
項
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
つ

論

い
て
は
、
概
ね
以
下
の
二
つ
の
見
解
に
収
敵
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

第
一
の
見
解
は
、
二
九
条
一
項
で
保
障
さ
れ
る
財
産
権
の
内
容
は
二
項
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
る
法
律
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
と
い
う
。

一
項
と

二
項
を
一
体
と
考
え
る
こ
の
脱
は
、
と
き
に
「
形
成
鋭
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
最
大
判
昭
和
二
人
年
一
二
月
二
三
日
民
集
七
巻
=
二
号
一
五
二

三
頁
に
お
け
る
栗
山
茂
裁
判
官
補
足
意
見
(
一
五
三
一
頁
以
下
)
の
、
二
九
条
三
項
を
根
拠
に
収
用
さ
れ
る
私
有
財
産
の
内
容
は
二
項
に
基
づ

く
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
は
、
こ
の
脱
に
よ
る
こ
項
理
解
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

第
二
の
見
解
は
、
所
有
栂
の
不
可
侵
性
を
説
く
一
項
の
見
解
を
、
ニ

O
世
紀
的
社
会
国
家
観
か
ら
修
正
を
-
加
え
る
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
を
見

出
し
、
ニ
項
を
財
産
権
に
対
す
る
制
約
根
拠
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
鋭
は
、
ニ
九
条
二
項
理
解
に
関
す
る
「
制
約
税
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

憲
法
学
の
遇
税
的
見
解
は
こ
の
鋭
を
と
り
(
芦
部
信
事
(
高
橋
和
之
舗
前
)
憲
法
ニ
ニ
O
頁
(
第
四
版
、
岩
波
書
脂
、
二
O
O七
年
)
品
智
恵
、

最
高
裁
判
所
も
、
ニ
九
条
二
項
は
「
一
項
の
不
可
侵
性
に
対
し
て
公
共
の
福
祉
の
要
簡
に
よ
る
制
約
を
貯
容
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
従
つ

て
、
法
律
で
財
産
上
の
棺
利
に
つ
き
使
用
、
収
益
、
処
分
の
方
法
に
制
約
を
加
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
も

の
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
限
り
、
当
然
に
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
(
最
大
判
昭
和
三
五
年
六
月
一
五
日
民
集
一
四
巻
八
号
二
ニ
七
六
、

一
三
七
人
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。

「
形
成
説
」
「
制
約
説
」
に
関
す
る
よ
り
詳
し
い
説
明
お
よ
ぴ
両
説
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
阪
本
昌
成
『
憲
法
理
論
E
』
二
五
人
|
二

六
O
頁
(
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
)
拳
照
。

(m)
田
村
・
前
掲
論
文
註
(
3
)

一
二
九
頁
。
ま
た
田
村
普
之
『
競
争
法
の
思
考
形
式
』
五
一
頁
(
有
斐
問
、

一
九
九
三
年
)
に
も
知
的
財
産
権

を
「
国
民
の
愈
法
=
ニ
条
の
幸
福
追
求
権
を
支
援
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
」
と
理
解
す
る
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
著
作
権
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の
淵
源
に
つ
い
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
歯
に
立
つ
と
、
著
作
権
の
憲
法
上
の
根
拠
が
な
ぜ
一
三
条
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
相
関
関
係
が
本

稿
に
は
見
え
な
い
。

(
U
)
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
』
一
一
四
頁
(
第
四
版
、
新
世
社
、
ニ
O
O
人
年
)
参
照
。

(
ロ
)
長
谷
部
恭
男
「
国
家
に
よ
る
自
由
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
二
四
四
号
三
一
、
三
六
頁
(
ニ
O
O
三
年
)
参
照
。

(
日
)
横
山
久
芳
「
著
作
権
の
保
限
期
間
延
長
立
法
と
表
現
の
自
由
に
関
す
る
一
考
察
l
lア
メ
リ
カ
の
C
T
E
A愈
法
解
僚
を
紫
材
と
し
て
|
|
」

学
習
院
大
学
法
学
会
雑
踏
三
九
巻
二
号
一
丸
、
七
五
頁
(
ニ
O
O
四
年
)
。

(
凶
)
著
作
権
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
二
一
条
以
下
に
支
分
権
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
著
作
者
人
格
植
は
、
公
表
権
(
一
八
条
)
、
氏
名
表

示
栴
(
一
九
条
)
、
同
一
性
保
持
橋
(
二
O
条
)
が
そ
の
主
な
内
容
と
さ
れ
、
そ
の
他
に
名
誉
や
声
望
を
害
す
る
方
法
で
著
作
物
を
利
用
さ
れ
な

い
権
利
(
一
二
ニ
条
六
項
)
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)

一
元
論
的
理
解
を
提
起
し
て
い
る
代
表
的
論
者
と
し
て
半
田
正
夫
が
い
る
。
半
田
正
夫
「
著
作
権
の
一
元
蹟
的
構
成
に
つ
い
て
」
同
『
著
作

権
法
の
研
窓
(
一
粒
社
、
一
九
七
一
ー
さ
、
お
よ
び
半
田
『
著
作
権
法
概
佳
一
一
一

l
二
二
頁
(
第
二
一
版
、
法
学
書
院
、
二
O
O
七
年
)

参
照
。
半
田
の
一
元
論
理
解
は
、
著
作
権
の
栴
造
を
樹
木
の
姿
(
そ
れ
は
こ
っ
の
根
[
権
益
]
を
も
つ
が
そ
の
幹
[
著
作
権
]
は
一
つ
で
あ
る
)

に
鵬
首
え
て
悦
明
し
た
ド
イ
ツ
の
E
・
ウ
ル
マ
l
の
一
元
論
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
半
田
の
見
解
を
「
無
理
を
承
知
」
の
見
解
と
評
価
し
つ
つ
二
元
愉
的
理
解
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
田
村
普
之
『
著
作
権
法
概
説
』

四
O
五
頁
以
下
(
第
二
版
、
有
斐
問
、
二

O
o
-
-年
)
が
あ
る
。
著
作
権
法
学
界
で
は
、
ど
う
や
ら
二
元
飴
が
有
力
説
の
よ
う
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
斉
藤
博
『
著
作
権
法
』
二
ハ
一
買
(
第
二
版
、
有
斐
問
、
ニ
O
O
四
年
)
は
、
著
作
者
人
格
権
の
母
植
を
一
般
的
人
格
権
に
求
め
、
狭

義
の
著
作
権
の
そ
れ
は
純
然
た
る
財
産
権
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。

(
凶
)
ま
た
、
現
行
法
制
定
過
程
に
お
け
る
立
法
者
意
思
を
拳
照
し
で
も
、
ひ
と
ま
ず
は
こ
う
雷
え
そ
う
で
あ
る
。
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税

現
行
著
作
栂
法
が
審
餓
さ
れ
た
第
六
一
回
通
常
国
会
の
衆
麟
院
文
教
委
員
会
で
、
坂
田
文
部
大
臣
(
当
時
)
は
著
作
権
法
の
提
案
理
由
を
鋭

明
す
る
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。
い
わ
く
「
著
作
者
の
権
利
の
保
護
を
厚
く
す
る
た
め
、
そ
の
権
利
を
著
作
者
人
格
権
と
著
作
権
に
大
別

歯

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
明
定
い
た
し
ま
し
た
」
(
第
六
一
回
国
会
衆
議
院
文
教
委
貝
会
議
事
録
第
一
四
号
二
頁
(
昭
和
四
四
年
四
月
二
五
日
)
)
。

(
げ
)
中
山
信
弘
『
著
作
植
法
』
三
六
O
頁
(
有
斐
閥
、
ニ

O
O七
年
)
、
田
村
・
前
掲
骨
(
位
四
)
四
O
三
買
な
ど
。
ま
た
半
田
・
前
掲
『
著
作
権

法
概
説
』
一

O
五
頁
は
著
作
者
の
「
人
格
的
・
精
神
的
利
益
」
を
保
護
す
る
権
利
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
問
)
中
山
・
前
掲
書
(
註
げ
)
=
ヱ
ハ
一
頁
。

(
印
)
斉
藤
博
「
著
作
者
人
格
植
の
理
諭
的
課
題
」
民
商
法
雑
徳
一
二
ハ
巻
六
号
入
一
五
、
人
一
人
頁
(
一
九
九
七
年
)
。

(
却
〉
同
飴
文
人
ニ

O
l八
一
二
頁
拳
照
。

(
幻
)
中
山
・
前
掲
書
(
註
げ
)
一
ニ
六
一
頁
参
照
。

(
忽
)
同
区
向
。
ロ
呂
田
o
n
C任。
V
R・
ロ
ロ
品
〈
O
己
ω何
時
S
F
F
N
・
〉
ロ

P
H也∞
0

・
ω・
合
同
・

(
幻
)
半
田
・
前
掲
書
(
註
臼
)
『
著
作
権
法
概
説
』
一
一
四
頁
。

(M)
中
山
・
前
掲
書
(
註
げ
)
=
一
六
一
買
。

(
お
)
斉
藤
・
前
掲
論
文
(
陸
回
)
人
ニ

O
頁
の
表
現
で
あ
る
。

(
お
)
こ
れ
は
中
山
・
前
掲
骨
(
註
口
)
三
六
二
頁
が
著
作
者
と
著
作
物
と
の
結
び
つ
き
を
示
し
た
表
現
で
あ
る
。

(
幻
)
三
浦
正
広
は
、
著
作
栴
法
上
の
著
作
者
人
格
梅
に
関
す
る
規
定
(
一
人
条
、

て
、
一
八
・
一
九
・
ニ

O
条
は
財
産
格
的
価
値
を
内
包
す
る
個
別
的
人
格
権
と
し
て
(
す
な
わ
ち
「
異
質
説
」
的
に
)
、

項
)
に
つ
い
て
は
人
格
的
価
値
を
淵
源
に
も
つ
一
般
的
人
格
権
と
し
て
の
性
質
を
も
っ
と
(
す
な
わ
ち
「
肉
質
説
」
的
に
)
理
解
で
き
る
と
い

一
九
条
、
ニ

O
条
お
よ
び
一
二
ニ
条
三
項
(
現
六
項
)
)
に
つ
い

一
一
三
条
三
項
(
現
六

う
。
著
作
権
法
上
の
著
作
者
人
格
権
は
右
の
よ
う
な
二
重
構
造
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
三
浦
正
広
「
著
作
者
人
格
権
の
法
的
性
質
に
関
す
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著作権をみる憲法学の視点について

る
一
考
察
|
|
一
般
的
人
格
織
と
個
別
的
人
格
植
の
二
重
構
造
輪
1
1
1
」
岡
山
商
大
法
学
飴
疲
七
号
七
五
頁
以
下
(
一
九
九
九
年
)
拳
照
。

(
犯
)
潮
海
久
雄
『
職
務
著
作
制
度
の
基
礎
理
歯
』
ニ
O
二
頁
(
東
京
大
学
出
版
会
、
ニ

O
O
五
年
)
。

(m)
同
書
ニ

O
三
頁
。

(
初
)
同
骨
ニ

O
四
頁
。

(
出
)
問
書
問
頁
。

(
鉛
)
相
滞
英
孝
H
西
村
と
き
わ
法
律
事
務
所
錨
『
知
的
財
産
法
概
説
』
二
O
九
頁
(
高
木
弘
明
執
錯
、
第
二
版
、
弘
文
堂
、
ニ
O
O六
年
三
な
お
、

著
作
者
人
格
植
を
財
産
格
的
に
理
解
す
る
見
解
の
引
用
先
は
、
本
容
が
基
本
書
ま
た
は
教
科
書
的
性
格
の
書
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
、
明
記

さ
れ
て
い
な
い
。

(ね

)
8自
自

oa存
在

g
に
は
「
商
品
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
も
の
」
「
商
品
と
し
て
扱
う
べ
き
で
な
い
も
の
」
の
商
品
化
と
い
う
意
味
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
。
松
田
徳
一
郎
編
集
代
表
『
リ
ー
ダ
ー
ス
英
和
辞
典
』
(
第
二
版
、
研
究
社
、
一
九
九
九
年
)
の

8
B
s
a
s
s
z
gの
項
目
を
容
照
。

(
鈍
)
小
泉
直
樹
「
著
作
者
人
格
権
」
民
商
法
雑
誌
一
二
ハ
巻
四
号
五
人
四
、
五
九
二
頁
(
一
九
九
七
年
)
参
照
。

(
お
)
も
っ
と
も
著
作
者
の
主
観
的
な
意
思
に
反
す
る
著
作
物
の
変
更
す
べ
て
が
、
同
一
性
保
持
植
の
侵
害
と
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な

ら
「
文
化
的
所
産
の
公
正
な
利
用
」
(
一
条
)
と
い
う
著
作
栂
法
の
制
定
目
的
と
平
灰
の
あ
う
制
限
は
併
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
浦
・
前
掲
論
文
陸
(
幻
)
一

O
三
頁
昏
照
。

ま
た
「
文
化
的
所
産
の
公
正
な
利
用
」
の
見
地
か
ら
の
同
一
一
位
保
持
栂
の
制
約
を
表
現
の
自
由
と
の
関
係
で
捉
え
る
視
点
を
提
示
し
て
い
る

小
呆
・
前
掲
飴
文
(
註
鈍
)
六
O
九
頁
も
参
照
。

(
お
)
ひ
と
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
思
想
/
表
現
」
二
分
法
と
い
う
と
き
の
「
思
想
」
お
よ
び
「
表
現
」
の
境
界
は
、
著
作
権
法
上
の
保
臨
範

囲
を
固
定
す
る
た
め
の
道
具
概
念
で
あ
る
と
し
て
、
当
該
二
概
念
の
境
界
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
中
山
信
弘
の
言
説
を
参
照
す
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説

る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
い
わ
く

「
思
想
と
表
現
の
境
界
は
、
保
践
す
べ
き
も
の
と
す
べ
き
で
な
い
も
の
と
を
画
す
る
概
念
で
あ
る
が
、
土
地
の
境
界
と
は
異
な
り
規
範
的
な

蹟

要
素
が
強
い
。
侵
害
事
件
に
お
い
て
、
表
層
的
な
表
現
は
異
な
っ
て
い
る
が
内
容
は
類
似
し
て
い
る
と
い
う
場
合
に
、
ど
こ
ま
で
侵
害
と
認
め

る
べ
き
か
と
い
う
判
断
で
あ
り
、
単
な
る
事
実
判
断
と
は
異
な
り
、
規
範
的
要
素
が
関
係
し
て
く
る
」
(
中
山
信
弘
「
著
作
権
法
に
お
け
る
思
想
・

感
情
」
特
許
研
究
三
三
号
五
、
六
頁
(
ニ

O
O
二
年
)
)
。
ま
た
中
山
・
前
掲
骨
(
陸
げ
)
三
四
買
に
も
問
機
の
記
述
が
あ
る
。

(
幻
)
視
点
を
転
じ
て
言
え
ば
、
著
作
権
法
は
、
著
作
権
者
だ
け
で
な
く
雷
鎗
市
場
で
表
現
を
取
引
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
植
益

を
規
定
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

(
犯
)
阪
本
・
前
掲
密
(
註
9
)
二
四
五
頁
。

(
鈎
)
同
容
二
五
九
頁
。

(ω)
佐
藤
・
前
掲
骨
(
駐
7
)
五
六
七
頁
。

(
但
)
大
日
方
信
春
「
著
作
権
の
館
法
上
の
地
位
1
1
1合
衆
国
憲
法
一
条
八
節
人
項
の
文
理
理
解
を
噂
き
の
糸
と
し
て
|
|
」
姫
路
法
学
四
五
芝
、

三
九
頁
(
二

O
O六
年
)
参
照
。

(
位
)
阿
部
浩
二
「
著
作
植
の
基
礎
構
造
|
|
序
説
|
|
」
勝
本
正
晃
先
生
還
暦
記
念
『
現
代
私
法
の
緒
問
題

助
H
打
田
唆
一
編
集
代
表
、
有
斐
問
、
一
九
五
九
年
)
。

下
』
六
二
五
頁
以
下
(
中
川
普
之

(
必
)
同
槍
文
六
四
四
|
六
四
六
頁
参
照
。

(
M

悦
)
岡
輪
文
六
三
二
頁
。

(
伍
)
著
作
栂
と
表
現
の
自
由
の
関
係
を
正
面
か
ら
分
析
し
た
邦
語
論
文
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
中
根
哲
夫
「
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
著
作
権

保
践
と
表
現
の
自
由
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
=
二
号
三
人
七
頁
以
下
(
ニ

O
O
二
年
)
、
野
口
祐
子
「
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
著
作
権
制
度
と
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B
e
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説

(臼
)
N
・
ニ
マ

1
の
後
掲
飴
文
(
註
臼
)
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
以
下
の
言
明
は
銘
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
い
わ
く
「
修
正
一
条
そ
れ
自
体
、

飴

ま
た
そ
の
基
底
に
あ
る
雷
歯
の
重
要
性
と
い
う
も
の
も
、
教
育
や
文
化
の
名
の
下
で
の

gsoazuの
取
り
上
げ
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
(
同
吋

c
n
F
K
F
F・何回〈
S

H

W

同
H
N
O
S
。

(臼
)
ω
oロ
ミ
回
8
0
0
0
ミ
乱
笹
神

3
5
何
M
H
g
a
oロ
〉

aass-MM5・
F

・
5
m・
包
∞
・
ロ
N
ω
S
F
N∞
ミ
・
(
以
下
、

C
T
E
A
と
略

記)。

(
日
)
句

S

E品
目
弘
司
・
〉
ω
F
o
g
p
m
ω
吋
C

・m
・同∞∞

(NOOω)

(
出
)
同
即
位
・
主
M
M
H

・

(
回
)
包

R-
巳
N
H
U・

(
貯
)
回
忌
悼

(
回
)
旬

R
・
忠

M
g

・MM
0

・

(印

)
C
T
E
A
で
追
補
さ
れ
た
著
作
権
制
限
規
定
は
、
つ
ぎ
の
二
条
項
で
あ
る
。

①
図
書
館
、
公
文
書
館
お
よ
び
そ
の
他
の
同
様
の
機
関
に
「
保
存
、
学
術
ま
た
は
研
究
の
目
的
の
も
と
で
、
著
作
権
期
聞
が
残
り
二

O
年
未
満

と
な
っ
た
」
著
作
物
の
複
製
物
を
、

-
定
の
条
件
の
下
で
「
再
版
す
る
こ
と
」
お
よ
ぴ
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
ま
た
は
デ
ジ
タ
ル
化
の
手
法
を
用

い
て
改
版
、
展
示
ま
た
は
実
演
す
る
こ
と
」
を
許
容
す
る
規
定
(
コ
ロ
・
ω
・の
-
m
H
O∞(宮))。

②
小
規
模
事
業
者
が
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ピ
な
ど
で
流
れ
る
音
楽
を
利
用
す
る
場
合
に
、
そ
の
利
用
料
を
免
除
す
る
規
定
(
コ
ロ
・
ω
・0
・m
H
H
O
(伺
)

(回))。

な
お
、
口
c

・m
・の
m
H
O∞
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
松
川
実
「
米
著
作
権
法
上
の
著
作
権
の
制
限
規
定
一
図
書
館
及
ぴ
文
書
資
料
館
に
よ
る
複
製

(
1
)
」
青
山
法
学
鎗
集
四
九
巻
四
号
七
三
頁
以
下
(
ニ
O
O
八
年
)
を
参
照
。
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著作権をみる愈法学の視点について

(
印
)
定
義
的
衡
量
テ
ス
ト
の
発
祥
お
よ
び
各
論
者
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
榎
原
猛
『
表
現
橋
理
論
の
新
展
開
』
一
頁
以
下
に
詳
し
い
(
法
律
文

化
社
、
一
九
人
二
年
)
。

(
創
)
阪
本
・
前
掲
書
(
駐
9
)
二
八
頁
。

(
臼
)
佐
藤
・
前
掲
番
(
註
7
)
五
二
四
頁
。

(
閃
)
冨
巴
i
ロ
o
回・

z
-
B
B
2・ロ
0
2
の
OMMM可江何回同仲〉
σユ円四向。

5
0
E『
巳
〉
目
。
ロ
a
g
o
口
同
の
ロ
R
R
M
件。
o
m
O
同
司
円
。
。
印
刷
M
O
O
O
Z
ω
ロ
弘
司
吋
gω
一v・

コ
ロ
の
F
〉
「
河
M
W

〈
・
=
∞
O
(
H
S
O
)
・
こ
の
論
文
を
紹
介
す
る
阿
部
浩
二
[
一
九
七
四

l
ニ
ア
メ
リ
カ
法
一
三
四
頁
以
下
も
参
照
。

(
M
m
)

横
山
・
前
掲
論
文
(
駐
日
)
三
七
頁
参
照
。

(
邸
)
ニ
マ

1
論
文
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
Z
o
d
q
吋
O
『
w
d
S
8
4・
ω巳ロ
d

面
P
ω
吋
∞
ロ
・
ω・
M

忠

(
S
E
)
も
、
あ
る
言
論
が
公
職
に
あ
る
者

(同旨

σロの
0
時
間
巳
包
ω)
に
対
す
る
名
誉
段
損
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
文
脈
で
、
こ
の
枠
組
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

(
侃
)
わ
が
国
の
著
作
栴
法
に
は
フ
ェ
ア
・
ユ

1
ス
な
る
法
理
論
は
規
定
さ
抗
て
い
な
い
。
く
わ
え
て
三

O
条
以
下
の
権
利
制
限
規
定
は
限
定
列
挙

で
あ
る
と
の
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
(
フ
ェ
ア
・
ユ
!
ス
の
法
理
採
用
を
拒
否
し
た
判
決
と
し
て
、
東
京
高
判
平
六
・
一

0
・
二
七
判
時
一
五

二
四
号
一
一
人
頁
、
東
京
地
判
平
七
・
一
二
・
一
人
判
時
一
五
六
七
号
一
二
六
頁
、
名
古
屋
地
判
平
一
五
・
ニ
・
七
判
時
一
八
四
O
号
ご
ヱ
ハ

頁
、
東
京
地
判
平
一
五
・
ニ
・
二
六
判
時
一
八
二
六
号
一
一
七
頁
な
ど
)
。

こ
れ
に
対
し
て
、
合
衆
国
連
邦
著
作
椀
法
は
、
ロ
ロ
・
ω・0
・m
H
O
吋
で
フ
ェ
ア
・
ユ

l
ス
の
法
理
を
法
定
し
た
後
、
コ
ロ
・
ω・。・
m
g

∞
以
下
で

は
、
詳
細
な
梅
利
制
限
規
定
を
段
け
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
例
示
列
挙
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

m
E∞
以
下
の
規
定
に
該
当
し
な

い
よ
う
な
著
作
権
使
用
態
様
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
ω
H
O
吋
で
規
定
す
る
フ
ェ
ア
・
ユ

1
ス
に
該
当
し
な
い
か
、
再
吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
条
文
榔
造
か
ら
、
わ
が
国
の
著
作
権
法
制
は
権
利
者
の
利
益
保
穫
に
傾
倒
し
、
合
衆
国
の
そ
れ
は
利
用
者
の
利
益
保
護
を
注
視
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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説

(
m
w
)

ま
た
定
義
的
衡
量
の
手
法
は
著
作
栴
の
保
穫
期
間
の
分
析
に
も
利
用
可
能
で
あ
ろ
う
。
句
s
z
g
g
o
n
g守
hNEss-ω
同
ロ
∞

ω
|

HEW印・

飴

(
関
)
あ
ら
か
じ
め
蹄
縮
益
の
衡
置
を
は
か
る
こ
の
手
法
に
と
っ
て
、
次
に
繰
題
と
な
る
の
が
路
権
益
の
均
衡
点
を
模
索
す
る
法
迎
胎
の
分
析
で
あ

る
。
こ
の
法
理
論
と
し
て
は
「
法
と
経
済
学
」
の
手
法
で
著
作
権
と
表
現
の
自
由
と
い
う
両
権
益
の
衡
量
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
検
討
に
つ
い
て
も
、
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
よ
う
。

(

印

)

印

ω吋
巴
・
ω
a
m同
M
M
H

・

(叩

)MM叫
O
E
B
E
R
M二
三
ロ
ロ

oaoロ
に
「
暫
定
的
差
止
命
令
」
の
訳
語
を
あ
て
る
こ
と
は
些
か
蹄
踏
い
が
あ
る
。
町
三
ロ
ロ
の
民

Oロ
は
、
そ
れ
が
不
作
為

を
命
じ
る
場
合
が
多
い
の
で
こ
の
訳
語
が
使
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
違
法
状
態
を
排
除
す
る
た
め
に
一
定
の
作
為
を
命
じ
る
場
合
も
含
ん
で

い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
た
、
こ
こ
で
は
通
常
の
用
法
に
よ
る
こ
と
に
し
た
。

(η)
句
S
』
ovロ
の
包
i
ロ
宮
崎
町

-a・
p・
河

E
Eロ
窓
口
問
司
乱
。
『
同
市
協
同
吋
包
ロ

F
也

N

4〉
E
F・同・
8
@
(
H
U
∞
ω)
・
こ
の
議
論
は
、
必
要
な
変
更

を
加
え
れ
ば
、
暫
定
的
な
場
合
だ
け
で
な
く
、
終
局
的
差
止
め
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

(η)
旬

R
-
a
h
S∞・

(η)
匂

R
・
見
h
p
N

∞・

(
引
円

)
h
w
R・
向

5

8

0
・

(
布
)
句
窓
口
〉
の
出
〉

F
g
〉
g
z
d
q何
回
白
雪
国
〉

r・
3
g
g
F
司

E
8
0開
侍
句

m
n
g口
問
何
回

ω
H
1
1
5
ω
(
N
E
E
-
P
M
M
主
治
g
p

同
匂
也
印
)
・

(
河

)
g
O
E
O
-
巧・

ωE40円
』
吋
S
o
g
o
o
z
g
ロ
自
信

w
t
g
m
o
n
国

04司

5
0
5向
0
8
5
〉
同
省
出

g
E
Oロ
O町
=
印
可
Oロ
伺
句
。
吋
S
Z

E
g
¥何一与
5
8日
g
g
o
F
o
g
g
M『

dMOO門
司
山
口
の

O句一司門戸伺
Z
F
O
E
s
-
sミ
宮
〕

5
0巴
Oロ
出

g
江口同
ω
富
山
伺
宮
古
色

ω
S
O
S
O
Mぷ円巳
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