
23

温泉における総有と合有

は
じ
め
に

温
泉
の
権
利
（
温
泉
権
）
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
温
泉
権
に
つ
い

て
の
研
究
を
飛
躍
的
に
前
進
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
川
島
武
宜
氏
（
当
時
、
東
京
大
学
教
授
）
を

中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
行
な
っ
た
温
泉
地
で
の
実
態
調
査
お
よ
び
温
泉
権
に
関
す
る
判
決
例
の
研
究
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
成

果
は
川
島
武
宜
・
潮
見
俊
隆
・
渡
辺
洋
三
編
『
温
泉
権
の
研
究
』（
勁
草
書
房
、
一
九
六
四
年
）
お
よ
び
『
続
温
泉
権
の
研
究
』（
勁

草
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
で
あ
り
、
川
島
武
宜
氏
自
身
に
よ
る
温
泉
権
の
集
成
と
し
て
は
『
温
泉
権
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）

が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、
温
泉
権
は
二
類
型
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
近
代
法
導
入
以
前
か
ら
存
在
し
た
慣
習
（
旧

論
　
説温

泉
に
お
け
る
総
有
と
合
有

村
　
田
　
　
彰

北
　
條
　
　
浩
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慣
）
の
下
で
成
立
し
た
温
泉
権
で
あ
り
、「
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
」
と
か
「
旧
慣
上
の
温
泉
権
」
等
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
旧
慣
上

の
温
泉
権
は
、
地
下
か
ら
自
然
に
湧
出
す
る
温
泉
が
村
落
共
同
体
の
構
成
員
に
属
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
に
由
来
す
る
権

利
で
あ
り
、
村
落
共
同
体
内
部
の
慣
習
規
範
が
そ
の
法
源
と
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
明
治
期
に
確
立
し
た
近
代
法
の
下
で
近
代
法

的
な
権
利
関
係
と
し
て
成
立
し
た
温
泉
権
で
あ
り
、「
近
代
的
温
泉
権
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
近
代
的
温
泉
権
は
、
主
と
し
て
資

本
を
投
下
し
て
土
地
を
掘
さ
く
す
る
こ
と
に
よ
り
人
工
的
に
取
得
し
た
温
泉
に
対
す
る
権
利
で
あ
り
、
個
人
の
私
有
財
産
権
と
し

て
の
性
格
が
強
い
。
こ
こ
で
は
、
温
泉
に
対
す
る
旧
慣
上
の
制
約
も
、
温
泉
の
権
利
関
係
を
規
律
す
る
特
別
の
法
令
も
な
い
の
で
、

民
法
の
一
般
原
則
の
他
に
は
、
各
地
域
の
温
泉
取
引
の
慣
行
（
近
代
法
的
慣
行
）
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
両
者
の
関
係

は
し
ば
し
ば
流
動
的
・
相
対
的
で
あ
り
、
特
に
旧
慣
上
の
温
泉
利
用
関
係
が
変
容
な
い
し
解
体
す
る
過
程
の
中
で
、
そ
の
変
容
・

解
体
し
た
新
た
な
権
利
関
係
を
近
代
法
体
系
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
法
技
術
的
に
構
成
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
が
重

要
で
あ
る
。

温
泉
権
の
う
ち
、
旧
慣
上
の
温
泉
権
の
典
型
の
一
つ
と
さ
れ
た
も
の
に
群
馬
県
伊
香
保
温
泉
が
あ
）
（
（
る
。
伊
香
保
温
泉
の
場
合
に

は
、
中
世
的
な
身
分
階
層
性
の
も
と
で
、
土
着
し
た
家
臣
団
が
土
地
支
配
を
行
な
い
な
が
ら
総
有
温
泉
権
を
有
す
る
と
い
う
特
殊

な
か
た
ち
が
と
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
遅
く
と
も
幕
末
期
に
は
、
特
定
の
土
俗
的
・
身
分
的
支
配
を
う
け
な
が
ら
も
、
伊
香
保

村
に
定
着
す
る
村
民
が
温
泉
を
総
有
し
て
身
分
制
支
配
か
ら
し
だ
い
に
独
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
温
泉
の
権
利
は
紛

争
を
媒
介
と
し
て
総
有
権
と
し
て
次
第
に
確
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
時
代
は
明
治
維
新
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
昭

和
一
〇
年
代
に
温
泉
の
慣
習
的
権
利
を
め
ぐ
る
紛
争
が
生
じ
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
裁
判
に
ま
で
発
展
し
た
事
）
（
（
件
が
あ
る
。
事

案
は
、
小
間
口
（
大
堰
か
ら
引
湯
す
る
湯
口
）
か
ら
引
湯
さ
れ
る
温
泉
に
つ
き
共
同
で
小
間
口
の
権
利
を
有
す
る
被
告
等
に
対
し
、

原
告
等
が
小
間
口
に
付
着
す
る
屋
敷
湯
の
共
同
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
分
湯
使
用
権
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
前
橋

地
方
裁
判
所
に
求
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
橋
地
方
裁
判
所
は
、「
被
告
等
が
原
告
等
主
張
の
小
間
口
か
ら
引
湯
す
る
温
泉
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に
つ
き
共
同
で
温
泉
使
用
権
（
小
間
口
の
権
利
）
を
有
し
、
右
引
用
に
か
ゝ
る
温
泉
を
本
件
分
湯
桝
に
お
い
て
引
湯
樋
に
よ
り
被

告
側
に
引
湯
し
て
い
る
こ
と
、
伊
香
保
温
泉
に
古
来
一
般
に
屋
敷
湯
と
称
す
る
原
告
等
主
張
の
よ
う
な
慣
習
上
の
分
湯
使
用
権
が

認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
原
告
福
田
与
重
を
除
く
他
の
原
告
等
三
名
が
右
の
小
間
口
に
附
着
す
る
屋
敷
湯
の
共
同
権
利
者
と
し
て

分
湯
使
用
権
を
有
し
、
こ
れ
に
基
き
本
件
分
湯
桝
か
ら
原
告
側
の
引
湯
樋
に
温
泉
を
分
湯
し
、
こ
れ
を
原
告
等
主
張
の
土
地
に
引

用
し
た
上
こ
こ
に
共
同
の
浴
槽
を
設
け
て
、
温
泉
旅
館
を
経
営
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
本
件
各
当
事
者
間
に
争
い
が
な

い
」、
と
し
た
上
で
、「
永
年
の
慣
習
か
ら
権
利
と
な
つ
た
伊
香
保
温
泉
に
お
け
る
屋
敷
湯
の
分
湯
使
用
権
（
多
く
の
場
合
数
人
の

総
有
に
属
し
た
の
で
数
人
共
同
の
場
合
は
そ
の
共
同
権
利
者
各
自
の
権
利
が
）
は
、
時
代
の
進
む
に
従
つ
て
漸
次
一
つ
の
財
産
権

と
し
て
、
且
つ
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
土
地
に
対
す
る
権
利
に
当
然
附
随
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
土
地
の
権
利
と
共
に
取
引
の
目

的
物
と
し
て
他
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
こ
と
」
を
認
め
、
屋
敷
湯
の
分
湯
使
用
権
は
、
時
代
の
進
む
に
つ
れ

て
漸
次
一
つ
の
財
産
権
と
し
て
、
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
土
地
の
権
利
と
と
も
に
、
取
引
の
目
的
物
と
し
て
他
に
譲
渡
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
説
示
し
た
。

本
判
決
の
右
説
示
に
よ
れ
ば
、
伊
香
保
温
泉
で
は
、「
古
来
」
か
ら
「
屋
敷
湯
」
と
称
す
る
慣
習
上
の
「
分
湯
使
用
権
」
が
認

め
ら
れ
、
こ
の
権
利
に
つ
い
て
、「
時
代
の
進
む
に
従
つ
て
漸
次
一
つ
の
財
産
権
と
し
て
、
且
つ
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
土
地
に

対
す
る
権
利
に
当
然
附
随
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
土
地
の
権
利
と
共
に
取
引
の
目
的
物
と
し
て
他
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
に
至
つ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
土
地
と
分
湯
使
用
権
（
屋
敷
湯
）
と
が
分
離
し
て
い
な
い
の
で
、
分
湯
使
用
権
を

得
る
た
め
に
は
、
慣
習
に
従
っ
て
土
地
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
古
来
か
ら
「
屋
敷
湯
」

と
称
さ
れ
て
き
た
分
湯
使
用
権
は
、
土
地
と
不
可
分
一
体
と
し
て
温
泉
取
引
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
判

決
は
、
伊
香
保
温
泉
に
お
け
る
屋
敷
湯
の
分
湯
使
用
権
に
つ
い
て
、「（
多
く
の
場
合
数
人
の
総
有
に
属
し
た
の
で
数
人
共
同
の
場

合
は
そ
の
共
同
権
利
者
各
自
の
権
利
）」
と
傍
論
と
し
て
説
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
い
か
な
る
法
律
関
係
で
あ
る
の
か
は
明
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ら
か
で
な
い
が
、
今
日
、
旧
慣
上
の
温
泉
権
で
あ
る
総
有
的
権
利
は
「
そ
の
共
同
権
利
者
各
自
の
権
利
」
と
な
っ
て
変
容
な
い
し

解
体
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
旧
慣
上
の
温
泉
権
と
し
て
の
法
的
性
質
を
基
本
的
に
維
持
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
、
小
間
口
権
と
「
数
人
の
総
有
に
属
し
た
」
分
湯
使
用
権
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
た
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
、
に
つ
い
て
は
研
究
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

今
日
、
伊
香
保
温
泉
の
よ
う
に
旧
慣
上
の
温
泉
権
が
そ
の
法
的
性
質
を
多
か
れ
少
な
か
れ
変
容
す
る
よ
う
に
な
っ
た
地
域
は
確

か
に
存
在
す
る
が
、
旧
村
持
の
温
泉
が
部
落
の
総
有
の
形
態
と
し
て
依
然
と
し
て
維
持
し
て
い
る
地
域
も
数
多
く
存
在
す
る
。
し

か
し
、
温
泉
権
に
関
す
る
従
来
の
研
究
を
み
る
か
ぎ
り
、
入
会
地
を
包
摂
す
る
地
域
に
お
い
て
合
有
的
性
質
を
有
す
る
温
泉
が
存

在
し
て
い
る
と
い
う
例
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
総
有
お
よ
び
合

有
に
つ
い
て
の
学
説
を
紹
介
す
る
。
つ
い
で
、
長
野
県
北
部
の
山
間
部
に
位
置
す
る
沓
野
区
（
旧
沓
野
村

―
財
産
区
で
は
な

い
）
に
お
い
て
、
総
有
的
性
質
を
有
す
る
温
泉
と
並
ん
で
合
有
的
性
質
を
有
す
る
温
泉
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

一
　
総
有
お
よ
び
合
有
に
つ
い
て
の
学
説

ま
ず
、
総
有
に
つ
い
て
の
学
説
を
み
る
。

川
島
武
宜
氏
は
、「
入
会
権
と
は
、
村
落
共
同
体
も
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
共
同
体
が
土
地

─
従
来
は
主
と
し
て
山
林
原
野

（
た
だ
し
、
こ
れ
に
限
ら
な
い
）

─
に
対
し
て
総
有
的
に
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
・
慣
習
上
の
物
権
で
あ
）
（
（
る
」、
と
述
べ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
土
地
を
総
有
的
に
支
配
す
る
慣
習
上
の
物
権
と
し
て
入
会
権
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
入
会
権
の
対
象
は
、
山
林
原

野
に
限
ら
ず
、
多
種
多
様
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
総
有
地
（
入
会
地
）
に
湧
出
す
る
温
泉
の
権
利
関
係
も
同
様
で
あ
る
。
温
泉
権
に
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つ
い
て
、
川
島
武
宜
氏
は
、「
仲
間
的
共
同
体
（
オ
ッ
ト
ー
・
ギ
ー
ル
ケ
の
い
わ
ゆ
る Genossenschaft

）
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る

村
落
共
同
体
（Gem

einde

）
は
、
そ
の
共
同
所
有
地
と
か
そ
の
共
同
所
有
地
の
自
然
的
生
産
物
と
か
を
総
有
し
て
い
た
の
と
同

様
に
、
ひ
と
し
く
天
然
の
産
出
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
温
泉
を
も
そ
の
地
域
の
住
民
の
共
同
の
支
配
（
総
有
）
の
客
体
と
し
て
い
た

も
の
と
推
測
さ

）
（
（れ
る
」、
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
温
泉
に
は
総
有
の
性
質
を
有
す
る
温
泉
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
総
有

で
あ
る
か
ら
入
会
に
ほ
か
な
ら
ず
、
民
法
の
入
会
権
の
規
定
（
二
六
三
条
・
二
九
四
条
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

総
有
と
い
う
こ
と
ば

0

0

0

は
、
川
島
武
宜
氏
の
説
明
に
も
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
団
体
的
あ
る
い
は
集
団
的
権
利
関
係
に
あ
て
は

ま
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
団
体
的
・
集
団
的
権
利
関
係
（
す
な
わ
ち
入
会
集
団
）
に
の
み
あ
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
、
渡
辺
洋

三
氏
は
、
旧
慣
上
の
温
泉
に
つ
い
て
、「
温
泉
団
体
が
、
そ
の
総
有
的
支
配
に
属
す
る
温
泉
を
、
団
体
の
規
制
（
旧
慣
）
に
し
た

が
っ
て
個
人
に
分
配
す
る
場
合
、
そ
の
権
利
関
係
は
、
な
お
基
本
的
に
は
温
泉
総
有
秩
序
の
具
体
的
実
現
形
態
と
見
ら
れ
る
べ
き

で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
個
人
温
泉
利
用
権
は
、
入
会
権
に
お
け
る
分
割
利
用
権
と
同
一
性
質
の
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で

）
（
（き
る
」、

と
述
べ
て
、「
温
泉
団
体
」
の
「
総
有
的
支
配
」
が
入
会
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
温
泉
団
体
と
い

う
の
は
具
体
的
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
大
分
県
別
府
や
兵
庫
県
城
崎
（
い
ず
れ
も
財
産
区
）、
あ
る
い
は
前
述
の
伊
香
保
の
よ

う
に
、
温
泉
を
基
本
財
産
と
し
て
い
る
団
体
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
温
泉
を
所
有
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
温
泉
団
体
と

し
て
い
る
例
は
、
一
般
的
で
な
く
、
入
会
集
団
が
温
泉
を

0

0

0

所
有
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
温
泉
を
別
に
管
理
し
て
い
る
と
い
う

の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
部
落
共
同
体
的
な
団
体
的
所
有
は
、
総
有
と
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
入
会
権
を
ド
イ
ツ
＝
ゲ
ル
マ
ン
法
系
の
総
有
権
（Gesam

teigentum
recht

）
と
比
較
し
て
説
明
す
る
法
律
学
者

は
、
中
田
薫
氏
が
最
初
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

中
田
薫
氏
は
、「
徳
川
時
代
に
於
て
村
持
地

0

0

0

を
、
村
民
総
体
の
総
有
地

8

8

8

8

8

8

8

8

（Gesam
teigentum

）
の
如
く
見
る
の
思
想
が
あ
っ

た
」
と
い
い
、「
村
持
地
が
一
面
に
於
て
村
自
身

0

0

0

の
所
有
地

8

8

8

た
る
こ
と
、
明
白
な
る
事
実
が
存
す
る
に
対
し
て
、
他
面
に
於
て
之
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を
以
て
、
村
民

0

0

の
総
有
地

8

8

8

で
あ
る
か
の
如
く
見
る
考
が
顕
は
れ
て
居
）
（
（
る
」（
傍
点
・
圏
点
と
も
原
文
）、
と
指
摘
し
て
い
る
。

続
い
て
、
中
田
氏
の
右
の
論
文
か
ら
二
年
後
、
末
弘
厳
太
郎
氏
は
、
民
法
概
説
書
と
し
て
は
異
例
と
も
い
え
る
多
く
の
頁

数
を
割
い
て
入
会
権
に
つ
い
て
解
説
し
、
中
田
薫
氏
に
依
拠
し
て
、「
村
持
の
林
野
の
如
き
も
今
日
の
法
律
に
所
謂
町
村
所

有
地
と
は
全
く
異
な
っ
て
、
村
持
た
る
こ
と
は
同
時
に
当
然
村
民
全
体
の
共
同
利
用
地
、
即
ち
其
総
有
地

─
「
総
持
」

Gesam
teigentum

 

─
な
り
し
も
の
と
推
論
せ
ざ
る
を
得
な
）
（
（
い
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
入
会
権
の
全
体
に
通
ず
る
本
質
如
何

を
考
へ
る
と
、
そ
れ
は
結
局
『
一
定
の
部
落
民
が
一
定
の
地
区
に
於
て
共
同
収
益
を
す
る
権
利
』
だ
と
謂
ふ
こ
と
に
帰
着
す
る
。

而
し
て
其
権
利
は
部
落
民
全
体
の
総
有 Gesam

teigentum
 

に
属
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
）
（
（

る
」、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

そ
の
後
、
た
と
え
ば
遊
佐
慶
夫
氏
も
ま
た
、
民
法
概
説
書
に
お
い
て
、
徳
川
時
代
の
村
の
法
律
的
性
格
は
、「
ゲ
ル
マ
ン
法
流

ノ Genossenschaft 

ニ
似
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
り
、「
村
民
全
体
ノ
共
同
利
用
ヲ
可
能
ト
ス
ル
総
有
（Gesam

teigentum

）
ト
シ

テ
理
解
ス
ル
ニ
便
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
ス
。
斯
カ
ル
村
民
ガ
共
同
ニ
林
野
ヲ
利
用
ス
ル
ノ
権
利
コ
ソ
ハ
入
会
権
ノ
濫
觴
ナ
）
（
（
リ
」、
と

述
べ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
入
会
権
を
総
有
と
い
う
ド
イ
ツ
法
系
の
用
語
を
適
用
し
て
説
明
す
る
学
説
は
、
古
く
か

ら
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
総
有
（Gesam

teigentum

）
と
は
ど
の
よ
う
な
概
念
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
中
田
薫
氏
は
、
ド
イ
ツ
の
法
律
学
者
オ
ッ
ト
ー
・
ギ
ー
ル
ケ
（O

tto Friedrich von Gierke

）
に
依
拠
し
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

多
数
人
の
結
合
か
ら
な
る
公
私
の
団
体
は Genossenschaft 
と
総
称
さ
れ
、
そ
の
総
体
は
各
組
合
員
に
対
し
て
多
少
の
独
立

を
示
し
て
い
た
が
、「
組
合
員
と
全
然
分
離
し
た
独
立
体
で
は
無
く
、
依
然
組
合
員
の
相
結
合
し
た
複
合
体
で
）
1（
（
あ
」
り
、「
単
一

（Einheit

）
に
し
て
複
多
（V

ielheit

）、
複
多
に
し
て
単
一
な
る
多
数
人
の
結
合
体
た
る
に
止

）
11
（

ま
っ
た
」。Genossenschaft 

の

典
型
で
あ
る M

arkgenossenschaft 

を
み
る
と
、「
確
か
に
其
総
体
は
組
合
員
に
対
し
て
、
或
程
度
の
独
立
を
示
し
て
居
た
け
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温泉における総有と合有

れ
ど
も
、
其
総
体
た
る
や
組
合
員
の
外
に
独
立
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
組
合
員
に
依
て
組
成
さ
れ
て
支
持
さ
る
ゝ
複
合
体

で
あ
っ
た
。
従
て A

llm
ende 

其
他
の
財
産
の
如
き
も
、
独
立
の
人
格
者
た
る M

arkgenossenschaft 

に
属
す
る
の
で
は
無

く
し
て
、
組
合
員
が
総
体
と
し
て
所
有
す
る
所
の
財
産
た
る
に
過
ぎ
な

）
1（
（

か
っ
た
」。
こ
の
「
組
合
員
が
総
体
と
し
て
所
有
す
る
」

と
い
う
の
は
、
共
有
で
な
く
、「
所
有
権
の
内
容
を
構
成
す
る
諸
種
の
権
能
が
、
単
一
的
な
る
総
体
と
複
多
的
な
る
組
合
員
と
の

間
に
、
特
種
の
関
係
に
於
て
分
属
し
て
居
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
）
1（
（
る
」。
近
世
の
学
者
は
こ
の
よ
う
な
権
利
関
係
を
「
組
合
的
総
有

0

0

0

0

0

（genossenschaftliches Gesam
teigentum

）
と
称
し
て
い
）
1（
（
る
」（
傍
点
は
原
文
）。

Genossenschaft 
の
多
く
は
、「
中
世
の
後
半
以
来
、
所
謂 K

örperschaft 

の
性
質
を
示
）
1（
（
す
」
よ
う
に
な
っ
た
が
、
依
然
と
し

て Genossenschaft 

に
特
有
の
単
一
性
と
複
多
性
と
の
両
面
性
を
有
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「K

örperschaft 

は
総
体
の
人
格

と
組
合
員
の
人
格
と
が
、
互
に
不
即
不
離
の
関
係
を
保
持
し
て
居
る
所
の
総
合
人
で
あ
る
。
総
体
の
単
一
的
総
体
権
と
、
組
合
員

の
複
多
的
特
別
権
と
の
、
結
合
を
許
す
所
の
団
体
で
あ
る
。
従
て
又 K

örperschaft 

の
財
産
も
、
其
総
体
に
専
属
す
る
も
の
で

は
無
く
し
て
、
総
体
と
組
合
員
と
の
間
に
、
其
所
有
権
の
内
容
が
或
関
係
に
於
て
分
属
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
即
此
処
に
は
学
者

の
所
謂
団
体
的
総
有
権

0

0

0

0

0

0

（körperschaftliches Gesam
teigentum

）
が
存
在
し
て
居
）
1（
（
る
」（
傍
点
は
原
文
）。
す
な
わ
ち
、
ギ
ー

ル
ケ
に
よ
る
と
、「
独
逸
の K

örperschaft 

は
、
擬
制
人
で
は
無
く
実
在
的
総
合
人
で
あ
っ
て
、
各
組
合
員
に
於
て
支
持
さ
れ
彼

等
に
付
属
す
る
共
同
体
で
あ
る
（D

ie deutsche K
örperschaft ist als reale Gesam

tperson das von den verbundenen 
Einzelpersonen getragene und ihnen zugehörige Gem

einw
esen

）。
其
特
徴
は genossenschaftliches Prinzip 

を
骨

子
と
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
即
総
合
体
と
其
構
成
分
子
た
る
組
合
員
と
が
全
然
分
離
独
立
せ
ず
し
て
、
或
種
の
人
法
的
連
鎖
（ein 

personenrechtlicher Band

）
に
依
て
結
合
さ
れ
、
団
体
の
単
一
的
総
体
権
と
組
合
員
の
複
多
的
特
別
権
と
が
、
組
織
的
に
有
機

的
に
相
結
合
す
）
1（
（
る
」。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
マ
ウ
ラ
ー
（M

aurer

）
に
依
拠
し
、
ギ
ー
ル
ケ
を
援
用
し
た
石
田
文
次
郎
氏
の
『
土
地
総
有
権
史
）
1（
（
論
』
に
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お
い
て
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
村
落
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
村
落
は
村
の
住
民
の
家
屋
の
存
す
る
狭
義
の
村
と
、
分
割
さ
れ
た
耕
地
と
、
不
分
割
地
で
あ
る
総
有
地

と
の
三
要
素
か
ら
成
立
し
て
ゐ
た
の
で
あ
）
1（
（
る
」、「
古
代
ゲ
ル
マ
ン
村
落
が
土
地
総
有
団
体
と
し
て
独
立
の
存
在
を
有
し
、
単
一

的
団
体
と
し
て
其
れ
自
身
の
生
活
を
営
ん
だ
こ
と
は
明
で
あ

）
（（
（ら
う
」、「
総
有
地
な
く
し
て
土
地
総
有
団
体
の
成
立
は
不
可
能
で

あ

）
（1
（っ
た
」、
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
総
有
と
い
う
こ
と
ば

0

0

0

は
、
と
も
に
団
体
的
な
性
質
を
表
わ
し
な
が
ら
、
二
様
の
意
味
に
お

い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
団
体

0

0

そ
の
も
の
の
性
格
と
し
て
、
二
つ
は
、
土
地
所
有

0

0

0

0

と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ

る
。入

会
権
は
、
民
法
上
の
用
語
で
あ
り
な
が
ら
、
大
正
期
に
お
い
て
、
中
田
薫
・
末
弘
厳
太
郎
の
両
氏
に
よ
っ
て
そ
の
法
律
上

の
性
格
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
＝
ゲ
ル
マ
ン
法
制
に
お
け
る
「
総
有
」Gesam

teigentum
 

と
い
う
概
念
で
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
、
民
法
の
起
草
者
が
「
共
有
の
性
質
を
有
す
る
入
会
権
」（
二
六
三
条
）、「
共
有
の
性
質
を
有
し
な
い
入
会
権
」（
二
九
四

条
）
と
規
定
す
る
だ
け
で
、
そ
の
法
律
的
性
格
を
明
確
に
定
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
中
田
・
末
弘
の
両
氏
が
入
会
を
こ

と
さ
ら
総
有
と
概
念
規
定
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
入
会
と
い
う
慣
用
的
な
こ
と
ば

0

0

0

が
権
利
関
係
を
あ
ら
わ
す
用
語
と
し
て
は
漠

然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
収
益
行
為
の
み
を
想
定
さ
せ
る
「
入
会
」
と
い
う
こ
と
ば
で
は
権
利
の
本
質
を
的
確
に
示
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
合
有
に
つ
い
て
の
学
説
を
み
る
と
、
民
法
が
合
有
に
関
す
る
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
合
有
が
学
説

に
お
い
て
本
格
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
合
有
は
確
か
に
存
在
し
、
そ
の
法
律
関
係
は
総
有
と
も

共
有
と
も
異
な
っ
て
い
る
。

合
有
（Eigentum

 zur gesam
ten H

and

）
に
つ
い
て
的
確
に
述
べ
る
の
は
川
島
武
宜
氏
で
あ
る
。
同
氏
は
、「
合
有
と
は



31

温泉における総有と合有

数
人
が
一
つ
の
協
同
体 Gem

einschaft 

を
構
成
し
、
そ
の
よ
う
な
協
同
体
の
人
法
的
関
係
の
反
射
と
し
て
構
成
員
が
全
体
と

し
て
（
手
を
つ
な
い
で Zur gesam

ten H
and

）
有
す
る
と
こ
ろ
の
物
的
支
配
の
型
態
で
あ
）
（（
（
る
」、
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
合
有

の
内
容
に
つ
い
て
、「
合
有
者
の
現
実
的
総
体
を
こ
え
た

0

0

0

0

統
一
と
し
て
の
関
係
は
存
し
な
い
の
で
あ
り
、
合
有
者
は
常
に
多
数
者 

V
ielheit 

と
し
て
『
手
を
つ
な
い
で
』
そ
の
ま
ま

0

0

0

0

主
体
者
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
有
者
は
そ
の
客
体
に
対
し
て
持
分
を

有
し
、
合
有
関
係
の
消
滅
ま
た
は
そ
れ
か
ら
の
脱
退
の
場
合
に
は
そ
の
持
分
が
現
実
化
し
て
彼
の
個
人
的
所
有
に
転
換
す
る
。
こ

の
点
に
お
い
て
合
有
は
総
有
と
区
別
せ
ら

）
（（
（れ
る
」（
傍
点
は
原
文
）、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
合
有
の
基
本
的
原
則
で
あ
ろ
う
。

合
有
は
、
も
と
も
と
、
複
数
の
者
が
利
害
共
通
す
る
特
定
の
物
体
を
支
配
し
、
こ
れ
を
現
実
に
利
用
す
る
た
め
に
、
仲
間
共
同

体
を
組
織
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
と
遊
離
す
る
権
利
で
も
概
念
で
も
な
い
。

合
有
と
総
有
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
川
島
武
宜
氏
は
、「
合
有 Eigentum

 zur gesam
ten H

and 

は
、
合
手
的
協
同
体

Gem
einschaft zur gesam

ten H
and 
の
物
的
客
体
的
側
面
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
合
有
の
内
容
は
、
そ
の
主
体
的
関
係
と

し
て
の
合
手
的
団
体
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
団
体
法
関
係
と
物
権
法
関
係
の
不
可
分
な
統
一
は
、
総
有
に
お

け
る
と
こ
と
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
合
有
に
お
い
て
は
、
合
有
者
の
現
実
的
総
体
を
こ
え
た

0

0

0

0

統
一
と
し
て
の
団
体
は
存
し

な
い
の
で
あ
り
、
合
有
者
は
常
に
多
数
者 V

ielheit 
と
し
て
『
手
を
つ
な
い
で
』
そ
の
ま
ま

0

0

0

0

主
体
者
な
の
で
あ
）
（（
（
る
」（
傍
点
は
原
文
）、

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
総
有
は
、
合
有
と
異
な
り
、
持
分
の
分
割
請
求
権
も
精
算
請
求
権
も
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
者
の
脱
会
・
離
村
・
処
分
（
停
止
・
失
権
）
の
場
合
に
も
、
持
分
に
た
い
す
る
対
価
を
請
求
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
合
有
は
、
特
定
の
財
産
に
た
い
す
る
共
同
の
権
利
行
使
に
よ
る
現
実
的
支
配
で
あ

り
、
現
実
的
支
配
と
は
現
実
的
利
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
実
的
支
配
＝
利
用
が
行
な
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
理
由
・
意
味
は
な
く

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ド
イ
ツ
＝
ゲ
ル
マ
ン
法
理
の
こ
と
ば

0

0

0

を
借
り
て
い
う
な
ら
ば
、
“zur gesam

ten H
and

”
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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二
　
財
団
法
人
所
有
地
に
お
け
る
温
泉
権

長
野
県
北
部
の
山
間
部
に
あ
る
「
財
団
法
人
下
高
井
郡
山
ノ
内
町
和
合
会
」（
以
下
、「
財
団
法
人
・
和
合
会
」
あ
る
い
は
「
和
合

会
」
と
略
称
す
る
）
が
所
有
す
る
土
地
（
以
下
、
行
論
の
便
宜
上
、「
山
林
原
野
」、「
林
野
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
）
に
お
い
て
は
、
い

く
つ
か
の
温
泉
が
湧
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
温
泉
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
か
ら
湧
出
し
て
い
た
温
泉
と
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
掘
さ
く
に
よ
っ
て
湧
出
し
た
温
泉
と
に
わ
か
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
前
者
は
、
和
合
会
設
立
許
可
（
一
九
二
七
〔
昭
和
二
〕
年
）

以
前
か
ら
湧
出
し
て
い
た
温
泉
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
温
泉
湧
出
地
を
所
有
す
る
和
合
会
の
法
的
性
格
お
よ
び
そ
の
歴
史
的
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
和
合
会
が
刊
行
し

た
多
く
の
書
）
（（
（
籍
の
他
に
も
、
既
に
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
お
い
て
島
田
錦
蔵
氏
の
著
し
た
『
森
林
組

）
（（
（合
論
』（
一
九
四
一
年
）
が
あ

り
、
こ
れ
ら
を
は
じ
め
と
し
て
数
多
く
の
刊
行
物
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
裁
判
を
通
じ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
）
（（
（
る
。

財
団
法
人
と
し
て
の
和
合
会
の
設
立
の
経
緯
を
み
る
と
、
明
治
末
期
（
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
）、
旧
農
商
務
省
・
内
務
省
に
よ
る

部
落
有
林
野
の
統
一
お
よ
び
公
有
林
野
の
整
理
を
受
け
て
、
こ
の
政
策
を
強
権
的
に
展
開
し
た
長
野
県
に
よ
っ
て
、
旧
沓
野
村
持

の
山
林
原
野
の
大
部
分
が
沓
野
区
（
財
産
区
）
所
有
と
な
り
、
こ
れ
が
平
穏
村
の
所
有
と
し
て
編
入
さ
れ
、
公
有
財
産
と
し
て
平

穏
村
の
基
本
財
産
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
に
沓
野
区
の
入
会
権
利
者
全
員
が
抵
抗
し
た
た
め
に
、

平
穏
村
所
有
と
な
る
山
林
原
野
を
二
分
し
、
そ
の
一
つ
に
三
〇
〇
年
の
地
上
権
を
設
定
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
財
団
法
人
の
基
本
財

産
と
し
て
和
合
会
が
発
足
し
た
の
で
あ
）
（（
（
る
。
も
う
一
つ
に
は
部
分
林
を
設
け
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
財
産
区
と
し
て
の
沓
野
区
は
解

散
す
る
に
い
た
っ
た
。
和
合
会
の
『
内
規
』
の
一
つ
で
あ
る
『
会
員
規
則
』
を
み
る
と
、
和
合
会
の
会
員
が
沓
野
部
落
入
会
集
団

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
）
（（
（
る
。
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財
団
法
人
・
和
合
会
所
有
地
か
ら
湧
出
す
る
温
泉
の
う
ち
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
か
ら
湧
出
し
て
い
る
温
泉
は
、
発ほ
つ
ぽ哺

と
熊
の

湯
の
二
か
所
で
あ
り
、
今
日
で
は
宿
泊
施
設
（
ホ
テ
ル
・
旅
館
）
の
中
で
湧
出
し
、
旅
客
の
入
浴
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
発
哺
と

熊
の
湯
の
温
泉
は
、
徳
川
時
代
に
湧
出
を
み
た
と
い
わ
れ
、
温
泉
利
用
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、
山
仕
事
に
入
っ
た
村
落

（
部
落
）
の
者
は
自
由
に
無
料
で
入
浴
し
て
い
た
。
明
治
時
代
以
後
は
、
旅
舎
が
建
て
ら
れ
て
旅
客
（
湯
治
客
）
の
宿
泊
が
行
な
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
村
落
（
部
落
）
民
は
相
変
わ
ら
ず
自
由
に
入
浴
し
て
い
た
。
こ
の
沓
野
部
落
の
山
に
湧
出
す
る
温
泉
は
、

部
落
の
も
の

0

0

0

で
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
次
第
に
湯
治
客
や
観
光
客
が
多
く
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
宿
泊
施

設
の
経
営
者
が
温
泉
を
独
占
的
に
維
持
・
管
理
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
山
仕
事
に
入
る
部
落
の
者
は
、
比
較
的
自
由
に

温
泉
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

温
泉
が
湧
出
す
る
土
地
は
、
旧
松
代
藩
領
の
時
代
に
お
い
て
は
旧
沓
野
村
の
所
有
で
あ
っ
た
が
、
明
治
政
府
の
政
権
下
に
入

る
と
い
っ
た
ん
官
有
地
に
編
入
さ
れ
る
も
の
の
、
入
会
地
が
旧
沓
野
村
の
所
有
で
あ
る
と
の
法
律
論
に
も
と
づ
く
返
還
運
動
の
結

果
、
下
戻
の
形
式
に
よ
っ
て
沓
野
部
落
民
の
所
有
と
な
る
。
温
泉
は
、
土
地
所
有
の
属
性
と
し
て
、
旧
松
代
藩
領
の
時
代
に
は
旧

沓
野
村
の
所
有
で
あ
り
、
明
治
期
以
後
は
沓
野
部
落
の
所
有
と
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
温
泉
湧
出
地
に
お
い
て
温
泉
旅
館
経

営
が
定
着
し
て
も
、
沓
野
部
落
の
山
稼
人
は
温
泉
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
次
第
に
温
泉
客
が
多
く
な
る
と
、
温
泉
旅
館

が
温
泉
を
独
占
的
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
沓
野
部
落
の
者
達
は
次
第
に
温
泉
の
利
用
が
困
難
と
な
る
。
ま
た
、
特
定
の

者
に
温
泉
を
独
占
的
に
利
用
さ
せ
る
の
は
、
割
り
地
的
利
用
に
よ
っ
て
特
定
の
者
に
土
地
の
使
用
を
認
め
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
特
段
の
変
更
の
な
い
か
ぎ
り
、
旅
館
の
温
泉
利
用
は
継
続
す
る
か
ら
、
割
り
地
と
い
っ
て
も
割
り
替
え
の
な
い
土
地
の
利
用

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
温
泉
を
独
占
的
に
利
用
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
そ
の
利
用
は
、
沓
野
部
落
か
ら
独
立
し

た
権
利
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
旅
館
営
業
を
廃
止
す
れ
ば
、
温
泉
を
利
用
す
る
こ
と
は
当
然
に
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、

旅
館
営
業
者
が
沓
野
部
落
か
ら
離
村
す
れ
ば
温
泉
利
用
権
も
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
離
村
失
権
）。
ま
た
、
旅
館
営
業
者
が
規
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範
遵
守
に
違
反
し
た
り
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
温
泉
の
利
用
は
停
止
さ
れ
る
か
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

沓
野
部
落
の
入
会
権
の
資
格
を
失
え
ば
、
温
泉
利
用
の
資
格
も
当
然
に
失
う
こ
と
に
な
る
。

旧
沓
野
村
持
の
林
野
は
、
明
治
維
新
（
一
八
六
八
年
）
後
に
お
い
て
、
形
式
上
は
、
官
有
・
沓
野
組
有
・
沓
野
組
共
有
・
共
有

（
二
九
三
名
）・
財
産
区
有
・
平
穏
村
有
と
な
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
財
団
法
人
有
と
な
る
。
平
穏
村
有
の
林
野
に
つ
い
て
は
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
沓
野
部
落
で
は
林
野
に
た
い
し
て
、
三
〇
〇
年
の
地
上
権
を
設
定
し
て
こ
れ
を
財
団
法
人
の
基
本
財
産
と
し

た
部
分
と
部
分
林
を
設
定
し
た
部
分
と
に
二
分
さ
れ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
平
穏
村
に
編
入
さ
れ
た
林
野
は
す
べ
て
財

団
法
人
に
返
還
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
所
有
形
式
の
複
雑
な
変
遷
を
み
る
の
は
、
旧
沓
野
部
落
民
が
町
村
制
と
部
落
有
林
野
の
統
一
・
公
有
林
野
の
整

理
と
い
う
政
府
の
強
権
的
な
政
策
に
対
抗
し
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
所
有
形
式
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧

沓
野
部
落
有
地
に
湧
出
す
る
温
泉
は
沓
野
部
落
の
も
の

0

0

0

で
あ
っ
た
。
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
沓
野
部
落
入
会
集
団
の
仮
装
さ

れ
た
か
た
ち
で
設
立
さ
れ
た
和
合
会
は
、
財
団
法
人
と
い
う
法
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
入
会
集
団
の
規
範
に
よ
っ
て

管
理
・
運
営
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
和
合
会
は
、
そ
の
設
立
過
程
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、
現
実
の
管
理
・
運
営
の
実
態
か

ら
み
て
も
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
入
会
集
団
の
仮
装
さ
れ
た
か
た
ち
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
徳
川
時
代
以
来
の

伝
統
的
な
地
域
（
沓
野
〔
旧
本
郷
〕・
渋
・
横
湯
〔
旧
新
田
〕
の
三
組
）
か
ら
入
会
権
者
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
代
表
が
評
議
員

会
を
構
成
し
て
和
合
会
の
財
産
を
管
理
・
運
営
し
て
い
る
。

和
合
会
が
所
有
す
る
土
地
は
、
そ
の
所
有
者
の
名
義
が
財
団
法
人
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
法
形
式
で
み
る
と
財
団
法
人
有
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
の
入
会
権
は
、
土
地
所
有
の
形
式
上
の
名
義
で
み
る
か
ぎ
り
、「
共
有
の
性
質
を
有
し

な
い
入
会
権
」（
民
法
二
九
四
条
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
財
団
法
人
設
立
の
歴
史
的
経
緯
な
ら
び
に
実
態

か
ら
み
る
と
、
和
合
会
は
、
入
会
集
団
の
仮
装
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
入
会
集
団
が
こ
れ
を
管
理
運
営
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
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そ
の
入
会
権
は
、
実
質
的
に
み
て
、「
共
有
の
性
質
を
有
す
る
入
会
権
」（
民
法
二
六
三
条
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
和
合
会
は
、
入
会
集
団
が
財
団
法
人
の
形
式
を
と
っ
た
と
き
に
、
部
落
有
財
産
の
う
ち
特
定
の
土
地
を
基
本
財
産

と
し
た
。
和
合
会
は
こ
の
土
地
に
た
い
し
て
入
会
権
を
も
つ
。
残
余
の
土
地
は
、
区
と
い
う
・
い
わ
ゆ
る
権
利
能
力
な
き
社
団
の

所
有
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
、
沓
野
部
落
（
沓
野
区
）
の
土
地
上
に
存
在
し
て
い
る
神
社
・
寺
・
道
祖
神
・
祠
・
空
閑
地
等

に
つ
い
て
は
、
和
合
会
の
土
地
上
に
存
在
す
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
和
合
会
の
所
有
権
が
及
ば
ず
、
和
合
会
の
管
理
・
処
分
権

も
及
ば
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
和
合
会
は
、
旧
部
落
有
財
産
の
す
べ
て
を
所
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
す
べ
て
を
支

配
な
い
し
は
維
持
・
管
理
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
和
合
会
の
会
員
で
あ
る
権
利
者
（
慣
習
規
範
の
一
部
を
成
文
化

し
た
『
内
規
』
に
よ
れ
ば
「
入
林
権
者
」）
は
、
沓
野
部
落
の
三
地
域
に
居
住
し
て
い
て
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
そ
れ
ぞ
れ
の

集
団
（
た
と
え
ば
区
・
組
）
に
所
在
し
て
、
和
合
会
と
は
別
の
か
た
ち
で
和
合
会
以
外
の
財
産
に
つ
い
て
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
沓
野
の
場
合
に
は
、
こ
の
歴
史
的
経
緯
を
念
頭
に
置
い
て
部
落
な
い
し
は
部
落
集
団
と
よ
ぶ
の
な
ら
ば
と
も

か
く
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
部
落
集
団
と
い
う
一
般
概
念
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
れ
ば
誤
り
を
お
か
す
こ
と
に
な
る
。

一
般
的
概
念
と
し
て
の
村
落
共
同
体
な
い
し
は
部
落
共
同
体
は
、
生
産
手
段
を
共
同
所
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
共
同
社
会
に

と
っ
て
必
要
と
す
る
も
の
を
も
所
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
部
落
内
の
道
や
、
広
場
・
神
社
・
寺
・
祠
・
石
碑
な
ど
も
村
落

共
同
体
な
い
し
は
部
落
共
同
体
が
所
有
し
て
い
た
。
沓
野
部
落
も
例
外
で
は
な
い
。
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
の
町
村
制
の
制

定
に
と
も
な
っ
て
、
部
落
有
林
野
が
平
穏
村
へ
編
入
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
、
林
野
の
み
を
二
九
三
名
の
共
同
所
有
と
し
て
登
記

し
た
が
、
登
記
を
し
な
い
動
産
・
不
動
産
に
た
い
し
て
も
、
旧
来
と
同
様
に
沓
野
部
落
の
も
の

0

0

0

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
所
有
形
態
が
変
化
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
内
務
省
・
農
商
務
省
・
県
に
よ
る
部
落
有
林
野
の
統
一
・
公
有
林

野
の
整
理
後
に
財
団
法
人
が
設
立
さ
れ
、
部
落
有
林
野
が
平
穏
村
に
編
入
さ
れ
て
財
団
法
人
の
地
上
権
設
定
地
と
、
区
の
名
称

に
よ
っ
て
支
配
（
所
有
な
い
し
利
用
）
す
る
も
の

0

0

（
動
産
・
不
動
産
）
と
が
明
確
に
分
離
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
分
離
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後
、
和
合
会
は
財
団
法
人
の
基
本
財
産
と
し
た
林
野
と
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
を
支
配
し
、
区
は
和
合
会
の
支
配
の
お
よ
ば
な
い

も
の

0

0

─
す
な
わ
ち
、
和
合
会
の
基
本
財
産
で
は
な
い
動
産
・
不
動
産
等

─
を
支
配
す
る
。
区
の
も
の

0

0

0

の
な
か
に
は
神
社
・

寺
・
祠
・
石
碑
な
ど
も
入
る
。
和
合
会
で
は
、
年
一
回
の
総
会
が
開
か
れ
る
が
、
各
地
域
か
ら
選
出
さ
れ
る
評
議
員
に
よ
る
役
員

会
が
し
ば
し
ば
開
か
れ
る
。
区
で
は
、
沓
野
部
落
の
各
地
域
か
ら
選
出
さ
れ
る
組
長
会
議
が
し
ば
し
ば
開
か
れ
る
。
神
社
の
祭
礼

や
財
産
管
理
は
区
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
和
合
会
と
区
と
で
は
支
配
の
内
容
と
組
織
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
両
者
の
構
成
員
は
、
い
ず
れ
も
沓
野
区
内
の
居
住
者
で
あ
り
、
と
く
に
、
沓
野
区
か
ら
転
出
し
た
と
き
に
は
和
合
会
の
構
成

員
（
和
合
会
員
）
か
ら
除
名
さ
れ
る
（
離
村
失
権
）。
和
合
会
員
は
沓
野
区
民
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
沓
野
区
民
は
必
ず
し
も
和
合

会
員
と
は
限
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
沓
野
区
へ
来
住
し
た
者
は
沓
野
区
民
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
和
合
会
員
は
基
本
的
に
正

会
員
で
あ
る
二
九
三
名
と
そ
の
分
家
で
あ
り
、
既
に
和
合
会
員
で
あ
っ
た
家
の
代
表
者
の
地
位
を
承
継
し
た
り
、
分
家
（
第
三
分

家
ま
で
）
が
新
た
に
和
合
会
員
と
な
る
に
は
、
評
議
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（『
会
員
加
入
規
則
』
二
条
）。

一
般
に
、
慣
習
に
も
と
づ
く
社
会
的
秩
序
や
行
事
等
は
村
落
共
同
体
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
沓
野
部
落
に

お
い
て
は
、
同
一
地
域
に
お
い
て
単
一
の
集
団
を
形
成
す
る
村
落
共
同
体
の
基
本
概
念
と
は
異
な
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
和
合

会
と
区
と
い
う
二
つ
の
組
織
が
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
、
社
会
的
秩
序
や
慣
習
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
区
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

る
。
区
の
も
と
に
伝
統
的
な
三
つ
の
組
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
各
個
独
立
し
た
地
域
集
団
で
あ
る
。
こ
の
社
会
的
集
団
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
和
合
会
は
、
そ
の
歴
史
的
過
程
に
お
い
て
旧
二
ケ
村
（
沓
野
・
湯
田
中
）
が
共
同
所
有
す
る
岩
菅
山
、
お
よ
び
旧
沓
野

村
持
の
林
野
の
大
部
分
を
基
本
財
産
と
す
る
。
こ
の
林
野
内
に
神
社
・
祠
が
あ
る
が
、
こ
れ
の
維
持
・
管
理
な
ら
び
に
祭
礼
は
、

和
合
会

─
共
同
山
林
（
岩
管
山
）
に
よ
る
祠
は
旧
二
ケ
村

─
が
行
な
う
。
和
合
会
の
基
本
財
産
と
な
っ
て
い
る
林
野
は
、
和

合
会
員
の
総
体
と
し
て
の
所
有
で
あ
る
・
い
わ
ゆ
る
総
有
財
産
（Gesam

teigentum

）
で
あ
る
。
和
合
会
の
基
本
財
産
は
、
公
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簿
上
の
地
目
が
主
と
し
て
「
山
林
」
と
い
う
土
地
で
あ
る
が
、
和
合
会
が
総
有
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
土
地
に
存
在
す
る
も
の
す

べ
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
に
は
公
簿
上
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
和
合
会
の
財
産
と
し
て
財
産
表
に
記
載

さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
た
と
え
ば
祠
や
水
、
温
泉
）
が
あ
る
が
、
和
合
会
の
も
の

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
和
合
会
の
所

有
に
ほ
か
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
総
有
と
い
う
所
有
形
態
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
沓
野
部
落
に
は
、
徳
川
時
代
（
松
代
藩
領
）
以
来
の
伝
統
的
地
域
集
団
で
あ
る
組
（
本
郷
組
・
渋
組
・
新
田
組
）

が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
社
会
的
に
共
通
す
る
地
域
連
合
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
沓
野
部
落
に
お
い
て
は
複
数
の
地
域
集
団
が
存
在
し
、
こ
れ
が
沓
野
部
落
（
区
）
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
和
合
会
が
所
有
す
る
林
野
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
法
形
式
上
は
財
団
法
人
の
名
義
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
、
和
合
会
員

が
総
体
と
し
て
所
有
す
る
い
わ
ゆ
る
総
有
財
産
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
存
在
す
る
温
泉
も
ま
た
総
有
財
産
を
構
成
す
る
。

し
か
し
、
温
泉
は
、
和
合
会
員
の
独
占
的
な
利
用
と
な
ら
ず
、
特
定
の
和
合
会
員
が
営
利
を
目
的
と
し
て
こ
れ
を
引
湯
し
、
こ
れ

を
不
特
定
多
数
者
の
利
用
に
供
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
温
泉
は
、
和
合
会
の
所
有
（
形
式
的
所
有
）
で
あ
り
、
和
合
会
員
の
総

有
（
実
質
的
な
共
同
所
有
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
湧
出
し
た
温
泉
の
独
占
的
利
用
権
を
特
定
の
者
が
有
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

所
有
・
総
有
は
観
念
的
と
な
る
。
あ
た
か
も
、
土
地
か
ら
物
産
を
手
に
入
れ
る
者
が
こ
れ
を
消
費
ま
た
は
売
却
す
る
の
と
同
じ
で

あ
る
。
温
泉
の
独
占
的
利
用
権
者
は
、
温
泉
の
自
然
湧
出
地
（
た
と
え
ば
一
坪
＝
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
の
狭
い
面
積
）
を
独
占
的
に

支
配
し
、
他
の
者
の
利
用
を
許
さ
な
い
。
こ
の
土
地
の
利
用
は
、
温
泉
の
利
用
を
放
棄
し
な
い
か
ぎ
り
、
あ
る
い
は
温
泉
が
涸
渇

し
な
い
か
ぎ
り
、
一
般
に
温
泉
利
用
が
継
続
す
る
の
で
、
半
永
久
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
温
泉
は
、
和

合
会
の
慣
習
的
規
範
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
慣
習
的
規
範
に
服
す
る
限
り
で
の
温
泉
の
独
占
的
利
用
権
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

和
合
会
の
所
有
す
る
土
地
か
ら
湧
出
す
る
温
泉
の
一
例
と
し
て
発
晡
温
泉
を
あ
げ
る
。
発
晡
で
温
泉
を
利
用
し
て
旅
館
を
経
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営
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
お
そ
ら
く
明
治
中
期
頃
で
あ
る
（
そ
れ
以
前
に
旅
館
の
経
営
を
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
確
認
で
き

な
か
っ
た
）。
も
っ
と
も
、
発
晡
に
自
然
湧
出
し
て
い
る
温
泉
を
古
く
か
ら
温
泉
に
利
用
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
和
合
会
設
立

前
に
は
旧
沓
野
部
落
の
構
成
員
（
入
会
権
利
者
）
の
資
格
に
お
い
て
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
沓
野
部
落
か
ら
離
れ
た
な
ら
ば
、

入
会
権
利
者
と
し
て
の
資
格
を
失
い
、
温
泉
の
利
用
権
も
失
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
入
会
集
団
が
財
団
法
人
と
な
っ
て
も
規
範
は
変

わ
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
沓
野
部
落
に
在
住
し
本
籍
を
有
し
、「
お
天
馬
」
と
呼
ば
れ
る
義
務
労
働
を
は
た
し
て
い
る
か
ぎ
り

温
泉
の
利
用
は
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
発
晡
温
泉
の
場
合
に
は
、
経
営
が
破
綻
し
、
家
屋
・
温
泉
と
も
に
放
置
し

て
沓
野
地
域
か
ら
離
れ
、
家
屋
が
廃
墟
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
入
会
規
範
な
ら
び
に
土
地
使
用
規
範
に
よ
っ
て
「
離
村
失
権
」
と

み
な
さ
れ
、
会
員
資
格
を
喪
失
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
温
泉
の
利
用
権
も
喪
失
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

三
　
湯
組
に
お
け
る
温
泉
の
合
有

沓
野
地
区
に
お
い
て
、
温
泉
を
合
有
し
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

以
下
で
は
、
そ
の
例
と
し
て
、
ま
ず
、
和
合
会
所
有
地
を
水
源
と
し
て
、
沓
野
区
内
を
流
路
す
る
横
湯
川
沿
い
の
地
獄
谷
下
流

の
右
岸
か
ら
湧
出
す
る
温
泉
を
引
湯
し
て
、
産
土
神
で
あ
る
天
川
神
社
の
近
く
の
「
字
宮
前
」
に
共
同
浴
場
を
開
設
し
た
『
弥
生

の
湯
』
を
あ

）
（（
（げ
る
。
沓
野
区
内
で
は
、
共
同
浴
場
は
、
二
二
か
所
あ
り
、
沓
野
（
旧
本
郷
）
に
は
一
三
か
所
、
横
湯
（
旧
新
田
）

に
は
四
か
所
、
渋
に
は
五
か
所
あ
る
。
横
湯
・
渋
の
共
同
浴
場
は
湯
組
の
構
成
員
の
ほ
か
に
観
光
客
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
沓
野
の
共
同
浴
湯
は
湯
組
の
構
成
員
し
か
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

弥
生
の
湯
は
、
温
泉
の
発
見
が
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
一
二
月
二
〇
日
で
あ
り
、
翌
年
一
月
四
日
に
長
野
県
に
た
い
し
て

『
鉱
泉
営
業
願
』
が
提
出
さ
れ
、
同
年
三
月
一
三
日
に
許
可
さ
れ
て
い
る
。
願
書
に
は
鉱
泉
営
業
と
あ
る
が
、
実
際
に
は
営
業
で
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は
な
く
て
組
合
の
者
の
み
の
利
用
で
あ
っ
て
も
、
県
の
定
め
た
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

弥
生
の
湯
は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
に
引
湯
に
よ
り
浴
舎
を
建
設
し
て
以
来
、
湯
組
を
形
成
す
る
組
合
員
の
共
同
浴
場

と
し
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
開
設
目
的
は
、『
鉱
泉
営
業
願
』
に
「
私
共
組
合
共
用
ト
シ
テ
浴
場
設
置
致
度
」
と
あ
る
よ
う
に
、

湯
組
と
し
て
共
同
使
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。

湯
組
の
組
合
員
は
当
初
七
名
で
あ
り
、
こ
の
七
名
は
、
温
泉
の
引
湯
お
よ
び
共
同
浴
場
の
出
資
者
で
あ
り
、
浴
場
を
運
営
管
理

し
た
。
源
泉
か
ら
浴
場
に
引
湯
す
る
た
め
、「
引
温
泉
同
盟
人
惣
代
」
と
こ
の
地
域
の
集
団
で
あ
る
沓
野
組
と
の
間
で
地
役
権
が

設
定
さ
れ
て
い
る
（『
明
治
三
十
三
年
九
月　

地
役
権
設
定
契
約
書
』）。
地
役
権
設
定
の
対
価
は
な
く
無
償
で
あ
る
。
地
役
権
の
存
続

期
間
は
、「
無
期
限
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
温
泉
の
流
路
が
こ
の
地
役
権
の
目
的
で
あ
る
か
ら
、
流
路
の
必
要
な
か
ぎ
り
存
続
す

る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
流
路
は
「
木
樋
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
は
流
路
に
木
を
使
う
の
が
一
般
的
方
法
で
あ
る
か
ら
、
流

路
の
材
料
が
か
わ
れ
ば
木
樋
で
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
当
初
の
七
名
は
、
温
泉
引
湯
に
つ
い
て
の
共
同
出
資
者
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
源
泉
な
ら
び
に
土
地
・
共
同
浴
場
を
共
有
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
共
有
は
土
地
・
浴
湯
を
形
式
的
に
共
同
所
有
す
る
に

す
ぎ
ず
、
個
別
に
共
有
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
形
式
上
の
共
有
、
実
質
上
の
合
有
）。
す
な
わ
ち
、
共
有
持
分
の
清
算

や
買
取
請
求
さ
ら
に
組
合
員
以
外
の
者
へ
の
譲
渡
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
相
続
し
た
り
共
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き

る
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
書
（
二
〇
〇
四
〔
平
成
一
六
〕
年
）
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
一
．
沓
野
弥
生
の
湯
役
員
の
任
を
返
上
致
し
た
く
御
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

尚
以
後
一
般
組
合
員
と
し
て
の
扱
い
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

二
．
沓
野
弥
生
の
湯
組
の
一
四
名
共
有
の
山
林
二
件
、
鉱
泉
地
三
件
の
権
利
証
等
の
名
義
を
抹
消
願
い
ま
す
。

　
　
（
ほ
か
に
名
義
抹
消
等
の
必
要
あ
る
場
合
は
こ
れ
に
応
じ
ま
す
。）」



40

流経法学　第11巻 第 1 号

こ
の
文
書
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
単
に
共
有
権
を
放
棄
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
放
棄
し
た
の
は
共
有

権
（
名
義
）
の
み
に
す
ぎ
ず
、
浴
湯
の
利
用
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
者
は
、
共
有
権
放
棄
後
に
お
い
て
も
、
依
然
と

し
て
湯
組
の
地
域
内
に
と
ど
ま
り
、「
一
般
組
合
員
」
と
な
っ
て
湯
組
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
を
保
持
し
て
い
る
。「
一
般
組
合

員
」
は
、
共
有
者
を
役
員
と
す
る
「
特
別
組
合
員
」（
名
称
は
不
確
定
で
あ
る
が
、「
役
員
会
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
）
と
区
別
さ
れ

て
い
る
。
特
別
組
合
員
は
、
役
員
会
に
お
い
て
温
泉
お
よ
び
共
同
浴
場
の
維
持
・
管
理
等
を
協
議
し
て
決
定
す
る
。
特
別
組
合
員

は
共
有
者
で
あ
る
か
ら
、
一
般
組
合
員
は
、
共
有
権
を
譲
り
受
け
な
い
限
り
、
特
別
組
合
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、

組
合
で
は
、
右
の
役
員
会
の
ほ
か
に
湯
組
構
成
員
全
体
か
ら
な
る
総
会
が
定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。

湯
組
は
、
共
同
浴
場
を
中
心
と
す
る
特
定
の
地
縁
の
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
湯
組
の
構
成
員
に
な
ら
な
く
と

も
よ
い
が
、
湯
組
の
構
成
員
で
な
け
れ
ば
共
同
浴
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
湯
組
の
構
成
員
は
、
輪
番
で
共
同
浴
場
の

掃
除
を
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
、
こ
れ
を
懈
怠
す
る
と
、
湯
組
か
ら
除
名
さ
れ
て
共
同
浴
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

共
同
浴
場
の
利
用
は
家
を
単
位
と
し
、
一
定
の
料
金
を
払
う
が
、
こ
の
金
額
は
、
家
を
入
浴
者
の
単
位
と
し
て
い
る
た
め
に
、
家

族
数
の
い
か
ん
に
か
か
わ
り
な
く
一
定
で
あ
る
。
ま
た
、
他
地
域
か
ら
湯
組
地
域
に
転
住
す
れ
ば
、
申
請
に
よ
っ
て
湯
組
の
構
成

員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

弥
生
の
湯
と
い
う
湯
組
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次
の
文
書
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
ず
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年

三
月
の
『
鉱
泉
営
業
願
ニ
対
ス
ル
責
任
差
出
証
』（
明
治
三
三
年
三
月
二
四
日
）
で
は
、
共
有
者
が
「
温
泉
組
合
」
に
た
い
し
て
、「
素

ヨ
リ
温
泉
組
合
ニ
テ
発
見
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
私
共
ハ
経
〔
形
〕
式
上
ノ
願
人
ニ
候
得
者
元
来
責
任
等
ハ
毫
モ
無
之
ニ
付
該
温
泉

ハ
目
論
見
元
ニ
於
テ
永
遠
使
用
進
退
致
サ
レ
度
依
テ
私
共
責
任
及
ヒ
名
義
ヲ
差
出
后
日
聊
カ
異
議
申
間
敷
為
念
茲
ニ
連
署
差
出
候

也
」
と
あ
り
、
温
泉
が
「
温
泉
組
合
」
の
共
同
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
さ
き
の
共
有
者
七
名
が

温
泉
組
合
に
た
い
し
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
鉱
泉
営
業
願
』
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、「
私
共
組
合
共
用
ト
シ
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温泉における総有と合有

テ
浴
場
設
置
致
度
」
と
あ
り
、
温
泉
の
共
同
使
用
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
私
共
組
合
」
と
い
う
の
は
、
共
有
者
七
名
の
ほ
か
に
、

地
縁
に
よ
る
共
同
利
用
者
が
温
泉
組
合
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、『
弥
生
温
泉
提
出
建
議
案
理
由
書
』（
年
代
不
明
。
明
治
三
〇
年
代
以
降
で
あ
ろ
う
か
）
に
は
、「
関
係
諸
氏
ノ
御
熱
精
ナ

ル
努
力
ニ
依
リ
湯
路
ノ
改
修
ハ
勿
論
原
区
ノ
所
有
入
浴
ノ
土
地
買
収
等
総
テ
基
礎
ハ
茲
ニ
全
ク
完
備
セ
ラ
レ
タ
リ
当
温
泉
仲
間
一

同
子
孫
永
久
ノ
為
ノ
大
ニ
賀
ス
可
キ
ニ
至
レ
リ
」
と
あ
る
。「
温
泉
仲
間
一
同
子
孫
永
久
ノ
為
」
と
あ
る
よ
う
に
、
温
泉
は
「
温

泉
仲
間
」
で
あ
る
温
泉
組
合
員
（
湯
組
）
の
も
の

0

0

0

で
あ
り
、
こ
れ
を
「
仲
間
一
同
」
が
「
子
孫
永
久
の
為
」
め
に
維
持
し
利
用
す

る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
共
有
者
の
権
利
は
、「
仲
間
」
一
同
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
て
、
権
利
を
主

張
す
る
余
地
は
ま
っ
た
く
残
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
ま
た
、
共
有
者
の
一
人
が
書
い
た
一
文
書
（
年
代
不
詳
。
大
正
年
間
で
あ
ろ
う
か
）
に
は
、「
父
ハ
創
立
名
義
代
表
人
ノ

一
人
デ
ア
ル
事
ハ
深
ク
申
シ
上
ゲ
マ
セ
ン
ガ
創
立
当
時
仲
間
一
同
ノ
者
ヘ
差
シ
出
シ
ア
ル
請
書
ノ
仕
末
ニ
付
テ
深
ク
研
究
シ
テ
モ

ラ
イ
タ
イ
亦
所
有
届
連
名
者
ハ
自
己
ノ
権
利
デ
無
ク
仲
間
一
般
ノ
権
利
デ
ア
ル
事
ヲ
証
シ
テ
モ
ラ
イ
タ
イ
〔
改
行
〕
私
ハ
権
利
ヲ

主
張
ス
ル
モ
ノ
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
。〔
中
略
〕
仲
間
一
同
ト
共
ニ
永
久
身
分
相
当
ノ
義
務
ヲ
盡
シ
タ
イ
モ
ノ
デ
ア
ル
朝
夕
供
ニ
入

浴
シ
テ
互
ニ
新
話
ヲ
語
リ
合
ヒ
快
楽
ト
健
康
増
進
シ
将
来
ノ
親
和
ト
共
存
同
栄
ノ
基
礎
ヲ
組
織
シ
タ
イ
モ
ノ
デ
ア
ル
」、
と
述
べ

て
い
る
。

弥
生
の
湯
は
、
そ
の
引
湯
の
始
め
か
ら
仲
間
の
組
織
で
あ
り
、
ま
ず
、
地
縁
的
関
係
に
あ
る
共
有
者
七
名
が
共
同
浴
場
に
よ
る

入
浴
を
目
的
と
し
て
仲
間
組
織
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
隣
人
も
湯
仲
間
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
も
に
湯
仲
間
で
あ

る
か
ら
、
共
有
者
と
そ
の
ほ
か
の
湯
仲
間
と
の
間
に
は
温
泉
利
用
の
差
異
が
な
い
。
仮
に

0

0

湯
仲
間
（
湯
組
）
が
な
ん
ら
か
の
都
合

で
解
散
し
た
と
す
る
と
、
土
地
・
建
物
は
共
有
者
の
共
有
と
な
り
、
余
剰
金
が
あ
れ
ば
、
共
有
者
に
配
分
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
温

泉
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
湯
組
は
仲
間
と
し
て
「
子
孫
永
久
」
の
た
め
に
存
続
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
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の
よ
う
な
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
共
有
者
（
特
別
組
合
員
）
も
一
般
組
合
員
も
、
湯
組
の
地
域
を
離
れ
て
居
住
す

る
と
、
組
合
員
（
湯
組
の
仲
間
）
と
し
て
の
資
格
を
喪
失
し
、
共
同
浴
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
入
会

に
お
け
る
離
村
失
権
の
原
則
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
入
会
が
部
落
共
同
体
内
の
社
会
的
な
慣
習
規
範
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

る
の
に
た
い
し
て
、
湯
組
は
、
温
泉
利
用
の
た
め
の
仲
間
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
仲
間
的
規
範
は
あ
る
が
、
社
会
的
規
範
と
は

関
係
が
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
両
者
は
異
な
っ
て
い
る
。

共
有
者
間
の
規
範
は
、
さ
き
に
示
し
た
よ
う
な
文
書
で
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
多
く
は
不
文
律
で
あ
る
。
例
え
ば
、
共

有
持
分
権
を
他
の
組
合
員
へ
譲
渡
し
た
り
相
続
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
共
有
者
は
、
そ
の
地
域
（
弥
生
の
湯
の
周
辺
地
）
に
居

住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
的
利
用
が
前
提
で
あ
り
、
共
有
権
が
こ
の
現
実
的
利
用
の
た
め
の
手
段
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
共
有
者
で
あ
る
特
別
組
合
員
と
共
有
者
で
は
な
い
一
般
組
合
員
と
で
は
、
温
泉
の
現
実
的
利
用
は
平
等
の
関
係
で
あ
る
。

組
合
員
は
、
湯
組
の
地
域
か
ら
離
れ
て
転
住
す
る
場
合
に
は
、
転
住
先
が
沓
野
地
区
内
で
あ
っ
て
も
、
湯
組
の
地
域
か
ら
離
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
共
同
浴
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
組
合
員
の
資
格
を
有
す
る
の
は
一
戸
の
代
表
者
で
あ
る

が
、
こ
の
資
格
は
原
則
と
し
て
一
律
で
あ
る
た
め
に
、
温
泉
の
利
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
実
質
的
に
不
平
等
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
家
族
の
多
い
家
で
は
温
泉
の
利
用
者
も
多
く
な
り
、
一
戸
に
一
人
し
か
居
住
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
入
浴
数
・
入

浴
量
と
い
う
点
で
は
差
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
「
ア
カ
ヒ
キ
」（
風
呂
場
掃
除
）
と
い
う
義
務
労
働
も
、
一
戸
に
一
人
が

入
浴
し
て
も
一
戸
に
多
数
が
入
浴
し
て
も
、
一
戸
あ
た
り
一
人
が
原
則
な
の
で
あ
る
か
ら
、
利
用
度
と
い
う
点
か
ら
は
不
平
等
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
入
浴
場
の
改
修
・
補
修
費
も
組
合
員
（
一
戸
単
位
）
か
ら
徴
収
し
て
い
る
。
し
か
し
、
権
利
に
た
い
す
る
形
式

的
平
等
の
原
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
と
お
り
、
温
泉
の
引
湯
お
よ
び
共
同
浴
場
の
設
置
の
た
め
に
出
資
し
た
の
は
特
別
組
合
員
（
土
地
・
共
同
浴
場
の
共
有

者
）
で
あ
る
が
、
特
別
組
合
員
も
一
般
組
合
員
も
、
等
し
く
温
泉
の
利
用
（
入
浴
と
洗
濯
）
と
い
う
温
泉
の
使
用
価
値
を
も
と
め
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温泉における総有と合有

て
組
合
員
と
な
っ
て
い
る
。
組
合
は
、
湯
仲
間
と
し
て
人
的
結
合
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
彼
ら
は
、
地
縁
的
隣

人
で
あ
っ
た
か
ら
、
容
易
に
仲
間
と
し
て
の
組
合
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
湯
（
温
泉
）
を
利
用
す
る
た
め
に
温
泉

施
設
（
樋
・
共
同
浴
場
）
を
設
置
し
て
こ
れ
を
所
有
す
る
者
は
、
そ
の
当
初
に
お
い
て
七
名
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
財
産
を
登
記
形

式
に
お
い
て
所
有
す
る
の
は
、
浴
場
と
土
地
で
あ
る
。
源
泉
か
ら
浴
場
に
引
湯
す
る
た
め
に
沓
野
組
と
の
間
で
地
役
権
設
定
契
約

を
設
定
し
て
い
る
が
、
沓
野
組
が
承
役
地
の
所
有
者
で
な
い
の
で
、
こ
の
こ
と
を
登
記
簿
上
公
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

温
泉
権
に
つ
い
て
も
登
記
方
法
が
な
い
た
め
に
、
源
泉
を
引
湯
す
る
た
め
の
簡
単
な
施
設
が
温
泉
の
権
利
を
公
示
す
る
方
法
と

な
っ
て
い
る
。
自
然
湧
出
の
温
泉
を
採
取
し
て
い
る
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
の
温
泉
の
量
と
質
が
権
利
の
対
象
で
あ
る
。

四
　
財
団
法
人
有
地
に
お
け
る
温
泉
の
合
有

合
有
の
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
総
有
地
に
お
け
る
湯
組
の
温
泉
を
あ
げ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
財
団
法
人
・
和
合
会

が
所
有
す
る
土
地
・
財
産
等
は
、
和
合
会
員
（
入
会
権
者
）
が
総
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
土
地
（
上
信
越
国
立
公
園
の
志
賀
高

原
）
で
観
光
業
を
営
む
者
は
和
合
会
か
ら
土
地
を
借
り
て
営
業
し
て
い
る
。
こ
の
営
業
者
の
多
く
は
宿
泊
施
設
（
ホ
テ
ル
・
旅
館
）

の
経
営
者
で
あ
り
、
こ
う
し
た
施
設
は
、
集
落
と
し
て
い
く
つ
か
に
点
在
し
、
温
泉
地
を
形
成
し
て
宿
泊
者
に
温
泉
を
供
し
て
い

る
。前

述
し
た
よ
う
に
、
温
泉
は
、
和
合
会
の
前
身
で
あ
る
旧
松
代
藩
領
の
時
代
か
ら
沓
野
村
の
も
の

0

0

0

で
あ
り
、
部
落
入
会
集
団
を

財
団
法
人
と
し
て
組
織
し
た
後
に
お
い
て
は
、
財
団
法
人
・
和
合
会
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
。
部
落
入
会
集
団
が
財
団
法
人
と
い

う
法
形
式
を
と
っ
て
も
、
土
地
は
総
有
財
産
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
か
ら
、
温
泉
も
ま
た
総
有
財
産
で
あ
る
。
和
合
会

の
土
地
か
ら
湧
出
す
る
温
泉
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
温
泉
が
自
然
湧
出
と
人
工
掘
さ
く
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
、
利
用
組
合
を
組
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織
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
定
）
（1
（
め
が
あ
る
の
で
、
温
泉
利
用
者
は
組
合
を
組
織
し
て
い
る
。

和
合
会
の
所
有
す
る
土
地
か
ら
湧
出
す
る
温
泉
そ
の
も
の
が
和
合
会
の
所
有
で
あ
る
か
ら
、
温
泉
に
た
い
す
る
組
合
の
権
利
は

引
湯
権
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
引
湯
し
た
温
泉
は
、
組
合
員
に
た
い
し
て
個
別
に
分
湯
す
る
の
で
、
こ
の
点
で
は
、
和
合
会
所
有
地

以
外
の
土
地
で
湯
組
を
組
織
し
、
温
泉
を
共
同
浴
場
で
利
用
す
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
組
合
員
は
、
分
湯
さ
れ
る
温
泉
を
組

合
員
の
営
業
す
る
施
設
（
ホ
テ
ル
・
旅
館
）
に
お
い
て
、
分
湯
さ
れ
る
温
泉
の
質
・
量
と
も
に
、
施
設
利
用
客
の
利
用
に
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
に
開
湯
し
た
丸
池
温
泉
地
区
に
あ
る
温
泉
組
合
の
規
約
を
み
る
と
、「
本
組
合
は
財
団
法
人
和
合
会

よ
り
西
発
哺
地
区
に
湧
出
せ
る
温
泉
の
中
志
賀
高
原
ホ
テ
ル
引
湯
の
分
を
除
き
全
量
を
借
湯
し
、
丸
池
地
区
に
引
湯
し
」（『
丸
池

温
泉
組
合
規
約
』
二
条
）、
と
あ
る
。「
借
湯
」
い
う
こ
と
ば

0

0

0

を
明
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
和
合
会
の
所
有

地
に
あ
る
温
泉
は
和
合
会
の
所
有
で
あ
る
と
観
念
し
、
こ
の
温
泉
を
利
用
さ
せ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
本
組

合
は
、
当
初
二
一
名
を
も
っ
て
構
成
す
る
任
意
の
団
体
で
あ
り
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
四
年
六
月
一
日
法
律
一
八
一

号
）
に
も
と
づ
く
組
合
で
な
い
。『
志
賀
高
原
ホ
テ
ル
』
は
、
志
賀
高
原
の
観
光
開
発
の
た
め
に
長
野
県
が
外
部
か
ら
誘
致
し
た

も
の
で
あ
り
、
和
合
会
員
で
は
な
い
。
な
お
、
現
在
は
、
廃
業
し
て
沓
野
地
域
か
ら
去
り
、
温
泉
を
和
合
会
に
返
上
す
る
と
と
も

に
、
和
合
会
と
の
間
で
結
ば
れ
た
合
意
に
基
づ
い
て
ホ
テ
ル
を
解
体
し
て
原
状
に
復
し
て
い
る
。

和
合
会
の
土
地
に
お
け
る
温
泉
の
利
用
に
つ
い
て
は
、『
温
泉
地
な
ら
び
に
温
泉
使
用
規
定
』（
最

）
（1
（新

版
）
を
み
る
と
、「
本
規

定
は
、
和
合
会
が
所
有
す
る
土
地
に
お
い
て
温
泉
を
湧
出
さ
せ
、
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
和
合
会

の
財
産
は
、
周
知
の
よ
う
に
入
会
権
者
で
あ
る
和
合
会
員
の
総
有
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
権
利
は
土
地
の
上
下
に
お
よ
ぶ
。

し
た
が
っ
て
、
地
下
水
（
温
泉
・
水
）
も
和
合
会
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
法
律
上
の
権
利
は
、
民
法
第
二
六
三
条
の

入
会
権
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
十
分
に
認
識
し
た
う
え
で
な
け
れ
ば
土
地
を
掘
削
し
、
温
泉
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
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い
」（
前
文
）、
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
丸
池
温
泉
地
区
か
ら
湧
出
す
る
温
泉
は
、
和
合
会
の
所
有
で
あ
り
、
ほ
か
な
ら
ぬ
和
合
会
の
総
有
財
産
で
あ

る
。
丸
池
温
泉
組
合
の
『
組
合
規
約
』
に
お
い
て
は
、「
本
組
合
の
引
湯
権
は
抵
当
権
質
権
の
設
定
を
認
め
ず
、
第
三
者
に
転
売

を
認
め
な
い
」（
一
三
条
）
と
し
て
、
引
湯
の
権
利
は
組
合
員
の
固
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
が
、「
転
売
の
要
を

生
じ
た
る
時
は
本
組
合
に
於
て
こ
れ
を
継
承
す
る
」（
一
四
条
）
と
あ
る
。「
転
売
の
要
」
と
は
、
転
売
す
る
必
要
性
を
生
じ
た
こ

と
で
あ
り
、
組
合
員
は
こ
の
意
思
を
組
合
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
転
売
の
必
要
性
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
転

売
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
転
売
は
で
き
な
い
が
、
組
合
は
、
転
売
す
る
必
要
性
を
生
じ
た
こ
と
で
、
こ
の
意
思
を
表
示
し
た
組

合
員
の
引
湯
権
を
単
に
組
合
が
「
継
承
」
す
る
だ
け
な
の
か
、
も
し
く
は
そ
れ
に
た
い
し
て
対
価
を
支
払
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う

か
。
転
売
は
、
引
湯
権
の
放
棄
で
あ
り
、
か
つ
組
合
員
資
格
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
転
売
の
意
思
を
表
示
す
る
こ

と
自
体
が
問
題
で
あ
る
。
組
合
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
、
こ
の
『
組
合
規
約
』
に
詳
細
な
規
定
が
な
く
、
す
べ
て
「
総

会
の
決
議
に
よ
」
る
（
六
条
）
と
し
て
い
る
か
ら
、
問
題
の
生
じ
る
と
き
に
は
、
そ
の
都
度
、
組
合
総
会
で
決
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
組
合
規
約
』
は
別
と
し
て
、
組
合
の
設
立
時
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と
話
し
合
い
、
そ
れ
が
規
範
の
基
本
的
条
件
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

丸
池
温
泉
組
合
は
、
和
合
会
か
ら
引
湯
を
承
認
さ
れ
、
温
泉
を
分
湯
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
湯
さ
れ
た
温
泉
を
組
合
が
独
占
的
に
利
用
す
る
と
い
う
権
利
の
取
得
が
組
合
財
産
で
あ
り
、
そ
の
権

利
の
対
象
は
引
湯
す
る
温
泉
の
質
と
温
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
組
合
員
二
一
名
が
共
同
し
て
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

組
合
は
、
組
合
員
が
現
実
に
温
泉
を
利
用
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、『
組
合
規
約
』
に
は
明
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
組
合
員
で
な
く
な
れ
ば
、
温
泉
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
れ
ま
で
温
泉
事
業
に
投
資
し
た
金
員
の
清
算

を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
組
合
員
と
し
て
の
資
格
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

以
上
の
と
お
り
、
本
稿
で
は
、
沓
野
区
（
旧
沓
野
村
）
に
お
い
て
総
有
の
性
質
を
有
す
る
温
泉
権
（
総
有
温
泉
権
）
と
合
有
の

性
質
を
有
す
る
温
泉
権
（
合
有
温
泉
権
）
と
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
同
じ
く
合
有
と
い
っ
て
も
、
弥

生
の
湯
の
よ
う
に
温
泉
利
用
権
を
合
有
関
係
と
す
る
形
態
と
、
丸
池
温
泉
の
よ
う
に
総
有
温
泉
か
ら
引
湯
す
る
た
め
に
組
合
を
創

設
し
て
こ
の
引
湯
利
用
権
を
合
有
と
み
る
形
態
と
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
か
ら
は
じ
ま
る
温
泉
街
（
渋
温
泉
）
が
あ
り
、
合
有
の
性
質
を

帯
び
て
い
る
温
泉
権
を
当
地
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
で
の
法
形
態
は
本
稿
で
紹
介
し
た
法
形
態
と
少
し
く
異
な
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
稿
を
改
め
て
い
ず
れ
紹
介
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
稿
を
通
じ
て
、
温
泉
権
は
、

そ
の
権
利
関
係
を
前
近
代
（
旧
慣
）
的
＝
総
有
的
、
近
代
的
＝
私
所
有
権
的
と
二
分
し
う
る
よ
う
な
単
純
な
権
利
で
な
い
、
と
推

論
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注
（
（
）　

伊
香
保
温
泉
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
大
野
欣
一
「
温
泉
共
同
体
の
研
究
」（
一
～
六
）
温
泉
研
究
九
～
一
四
号
（
温
泉
研
究
会
、

一
九
五
七
～
一
九
五
八
年
）、
川
島
武
宜
・
潮
見
俊
隆
・
渡
辺
洋
三
編
『
温
泉
権
の
研
究
』（
勁
草
書
房
、
一
九
六
四
年
）、
川
島
武
宜
監
修
北
條
浩

編
『
日
本
温
泉
権
史
料
叢
書
第
一
巻
・
伊
香
保
温
泉
史
料
集
』（
日
本
温
泉
協
会
、
一
九
六
四
年
）
等
が
あ
る
。

（
（
）　

前
橋
地
裁
一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
七
月
一
七
日
判
決
下
民
集
七
巻
七
号
一
九
三
二
頁
（
温
泉
引
用
権
確
認
請
求
事
件
）。

（
（
）　

川
島
武
宜
編
『
注
釈
民
法
⑺ 

物
権
⑵
』
五
一
〇
～
五
一
一
頁
（
執
筆
担
当
者
は
川
島
武
宜
）（
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
）〔『
川
島
武
宜
著
作
集
八

巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
所
収
〕。

（
（
）　

前
掲
注
（
（
）
六
一
四
頁
（
執
筆
担
当
者
は
川
島
武
宜
）〔『
温
泉
権
』
所
収
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）〕。
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（
（
）　

前
掲
注
（
（
）
六
二
三
頁
（
執
筆
担
当
者
は
渡
辺
洋
三
）。
し
か
し
、
温
泉
総
有
集
団
の
温
泉
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
分
湯
の
形
式
が
「
分
割
利

用
権
と
同
一
性
質
の
も
の
」
に
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
（
）　

中
田
薫
「
徳
川
時
代
に
於
け
る
村
の
人
格
」『
法
制
史
論
集
第
二
巻
』
九
七
七
頁
（
岩
波
書
店
、
四
刷
、
一
九
九
四
年
）〔
初
出
は
国
家
学
会
雑

誌
三
四
巻
八
号
（
一
九
二
〇
年
）〕。

（
（
）　

末
弘
厳
太
郎
『
物
権
法
』（
下
巻
第
一
分
冊
）
六
七
三
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
二
二
年
）。

（
（
）　

末
弘
・
前
掲
注
（
（)

六
九
五
頁
。

（
（
）　

遊
佐
慶
夫
『
新
訂
民
法
概
論
物
権
篇
』
三
二
二
頁
（
有
斐
閣
、
一
一
版
、
一
九
三
九
年
）。

（
（0
）　

中
田
・
前
掲
注
（
（
）
九
八
六
頁
。

（
（（
）　

中
田
・
前
掲
注
（
（
）
九
八
六
頁
。

（
（（
）　

中
田
・
前
掲
注
（
（
）
九
八
六
頁
。

（
（（
）　

中
田
・
前
掲
注
（
（
）
九
八
六
頁
。

（
（（
）　

中
田
・
前
掲
注
（
（
）
九
八
七
頁
。

（
（（
）　

中
田
・
前
掲
注
（
（
）
九
八
七
頁
。

（
（（
）　

中
田
・
前
掲
注
（
（
）
九
八
七
～
九
八
八
頁
。

（
（（
）　

中
田
・
前
掲
注
（
（
）
九
八
九
頁
。

（
（（
）　

石
田
文
次
郎
『
土
地
総
有
権
史
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
七
年
）。
石
田
氏
が
本
書
に
お
い
て
参
照
し
た M

aurer 

の
著
書
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。Einleitung zur Geschichte der M

ark-, H
of-, D

orf-, und Stadtverfassung und der öffentlichen Gew
alt, （（（（ ; Geschichte 

der M
arkenverfassung in D

eutschland, （（（（ ; Geschichte der D
orfverfassung in D

eutschland, （（（（.

（
（（
）　

石
田
・
前
掲
注
（
（（
）
五
〇
頁
。

（
（0
）　

石
田
・
前
掲
注
（
（（
）
七
五
頁
。

（
（（
）　

石
田
・
前
掲
注
（
（（
）
四
九
頁
。

（
（（
）　

川
島
武
宜
『
所
有
権
法
の
理
論
』
二
〇
四
～
二
〇
五
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
）。

（
（（
）　

川
島
・
前
掲
注
（
（（
）
二
〇
五
頁
。
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（
（（
）　

川
島
・
前
掲
注
（
（（
）
二
〇
五
頁
。
な
お
、
川
島
武
宜
氏
は
、
入
会
権
に
お
け
る
「
持
分
」
の
有
無
に
つ
い
て
、
従
来
の
学
説
と
同
様
、
こ
れ

を
否
定
し
て
い
た
が
（
川
島
・
前
掲
注
（
（（
）
二
〇
三
頁
）、
入
会
権
が
仲
間
的
共
同
体
と
い
う
共
同
関
係
に
お
い
て
有
す
る
権
利
で
あ
り
、
し
か

も
、
そ
の
権
利
客
体
が
個
々
の
権
利
者
に
分
割
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
一
種
の
「
持
分
」
と
し
て
概
念
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

前
説
を
覆
し
、
入
会
権
に
「
持
分
」
の
存
在
を
認
め
る
に
至
っ
て
い
る
（
川
島
・
前
掲
注
（
（
）
五
一
五
～
五
一
六
頁
）。

（
（（
）　

和
合
会
編
『
和
合
会
の
歴
史
』
中
に
は
、
た
と
え
ば
、『
上
巻
・
志
賀
高
原
の
歩
み
』（
一
九
七
五
年
）、『
下
巻
・
志
賀
高
原
の
歩
み
』（
一
九
七
五

年
）、『
水
利
史
編
』（
一
九
八
五
年
）、『
社
会
史
編
』（
一
九
九
二
年
）
等
が
あ
る
。
和
合
会
設
立
の
詳
細
な
沿
革
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
上
巻
・

志
賀
高
原
の
歩
み
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
一
般
向
け
に
書
か
れ
た
手
引
書
と
し
て
、
和
合
会
編
『
和
合
会
の
手
引
き

─
そ
の
歴
史
と
性

格
』（
二
〇
〇
二
年
）、
同
編
『
財
団
法
人
・
和
合
会
の
入
会
の
歴
史
』（
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。

（
（（
）　

島
田
錦
蔵
『
森
林
組
合
論

─
部
落
共
有
地
の
実
相
研
究
を
基
と
し
て
』
四
七
三
頁
以
下
、
四
八
三
～
四
八
四
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
）。

（
（（
）　

和
合
会
編
『
和
合
会
の
歴
史
・
裁
判
史
編
』（
一
九
九
七
年
）。

（
（（
）　

地
上
権
の
設
定
期
間
は
、「
財
団
法
人
設
立
許
可
願
」
の
段
階
で
は
三
〇
〇
〇
年
と
な
っ
て
い
た
が
、
主
務
官
庁
の
強
い
要
求
の
結
果
、
三
〇
〇

年
に
短
縮
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
（
前
掲
注
（
（（
）『
上
巻
・
志
賀
高
原
の
歩
み
』
六
七
六
頁
参
照
）。
な
お
、
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年

六
月
一
〇
日
、
旧
平
尾
村
が
志
賀
高
原
一
帯
の
旧
沓
野
部
落
の
林
野
（
土
地
）
を
和
合
会
へ
贈
与

─
実
際
は
返
還

─
し
た
の
で
、
地
上
権
は

消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
前
掲
注
（
（（
）『
上
巻
・
志
賀
高
原
の
歩
み
』
八
四
二
頁
以
下
参
照
）。
そ
の
結
果
、『
財
団
法
人
寄
附
行
為
』
六
条
は
、

当
初
に
お
い
て
「
本
財
団
法
人
ノ
存
立
期
間
ハ
参
百
年
ト
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
が
、
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
（（
）　
「
会
員
規
則
」
四
条
「
和
合
会
の
会
員
と
は
慣
行
に
よ
っ
て
和
合
会
よ
り
和
合
会
の
所
有
地
に
対
す
る
入
会
権
を
附
与
さ
れ
た
権
利
者
を
言
う
。」

（
（0
）　
「
弥
生
の
湯
」
の
調
査
に
あ
た
り
、
関
佳
宣
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
る
。

（
（（
）　

最
新
の
も
の
は
、『
温
泉
地
な
ら
び
に
温
泉
使
用
規
定
』（
二
〇
一
一
〔
平
成
二
三
〕
年
三
月
作
成
、
二
〇
一
二
年
〔
平
成
二
四
〕
年
一
一
月
一

日
施
行
予
定
）
で
あ
る
。


