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ド
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貴
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ドイジにおげる法律行為，.，釈飴について，.)・完

第

宣告

問
題
の
提
起

第

章

ド
イ
ツ
民
法
第
一
三
三
条
、

一
五
七
条
の
成
立
蚕
程

省
担
ニ
章

辻
宿
高
特
為
の
鏡
検
に
関
す
る
歯
学
校
の
検
討

グ
ン
ツ
の
見
解
〈
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号
)
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V
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u
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シ
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グ
ィ

i
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の
見
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村

保
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ス
の
見
梅
〈
以
上
三

O
巻
三
号
》

法
律
符
為
解
釈
の
髄
類
型

判
簡
単
手
段
の
積
衡
附
考
察

伺
受
慣
を
要
す
る
意
思
表
宗

伺
号
衝
を
憂
し
な
い
意
思
表
示
l
遺
言

刷
無
償
行
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総
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H
降
込
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第
回
章

法
律
行
為
解
釈
の
諾
類
型

H 

歯
学
説
の
横
断
約
者
察

類

型皇
き お

学 る

?5 
か の

2喜
豊島

主主
す、U

る'"の主主

目;
は律

22 
い解
わ釈

書目
的 と

芳 ら
察 る

法言者

尊重
為 を
の設

震と
主よ

玄白

配
す
る
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

も
っ
と
も
、
前
章
で
検
討
さ
れ
た
諸
学
説
は
、
必
ず
し
も
、
こ
こ
で
設
定
さ
れ
た
際
類
型
の
全
て
を
考
虚
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と

と
、
一
般
的
な
解
釈
学
説
と
し
て
は
前
章
で
採
り
ム
げ
な
か
9

た
諸
彊
鈴
も
、
各
類
型
に
即
し
て
、
必
要
な
限
り
で
芳
察
の
対
象
に
加
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
予
め
指
繍
し
て
お
く
回
こ
の
類
型
の
設
定
に
は
種
々
の
方
法
が
あ
り
得
る
が
、
こ
こ
で
は
、
受
領
を
要
す
る
意
思
表

《

3
》

ハ

4ν

示
、
受
領
を
要
し
な
い
意
思
表
示
、
無
償
行
為
と
い
う
=
一
種
を
基
本
頬
裂
と
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

髭雑学法戸

法
徐
行
為
の
解
釈
に
関
す
る
開
の
』
帽
の
民
の
判
例
は
、
諸
学
授

の
対
立
を
反
映
し
て
統
-
陶
な
渥
解
を
図
誕
な
も
の
と
し
て
U
る

E

岩
の
各
々
と
桃
色
序
的
な
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
・
こ
の
よ
う
な

類
型
を
独
立
に
設
定
し
た
の
は
専
ら
占
有
駒
栄
の
使
宣
言
を
理
由
と
す
る
・

〈

1
v

り
、
法
律
行
為
の
肉
容
に
よ
る
区
別
に
基
づ
く
概
念
モ
あ
り
、
前

神

こ
の
点
に
つ
い
て
の
包
括
的
治
時
は
他
国
を
期
す
る
こ
と
と
し
た

い
@
判
例
の
代
ゐ
仙
に
つ
き
さ
し
あ
た
り
、

Faaarzrmw
益
。
F

4 
也

同

q
h
g
R
r
m
創

。r
m
a
R
冒

l
デ
ヲ
ト
は
意

関

B
H
P
5
-
m

p
m
r
ド
邸
時

思
表
示
が
他
人
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
否
か
と
い
う
人
的
関
連
投

Q
R
g旨
g
v
a
a
a
v図
。
の
有
忽
に
し
た
が
い
、
人
的
関
進
伎

の
な
い
表
示
・
人
的
凶
関
連
牲
の
あ
る
表
来
を
区
別
し
、
前
者
は
伺
額

'・

( 。
" v 

但
し
、
法
祥
行
為
の
諸
類
監
を
網
羅
的
に
考
察
の
対
象
と
す
る
も

の
で
な
し
こ
と
に
つ
き
、
舞
一
章
伺
互
参
照
。

〈

3 
V 

前
二
者
が
、
意
思
表
子
の
形
式
に
よ
る
区
測
に
基
づ
き
、
栂
宣
に

効
を
論
ず
る
余
地
が
な
く
、
後
者
を
さ
ら
に
辱
積
を
要
す
る
も
の
・

憂
し
な
い
も
の
に
区
別
し
て
、
前
者
は
信
頼
効
を
当
然
に
生
じ
、
後

排
他
的
な
関
係
に
立
つ
の
v
h対
し
、
総
省
特
為
ほ
こ
れ
ら
と
異
な
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専売表吉

i:t?i 

i!!i 

、、

れ
ら
の
存
否
に
関
わ
り
、
し
た
が
う
て
ま
た
、
そ
も
そ
も
法
律
行
為

の
僻
釈
に
よ
勺
て
処
理
す
る
こ
と
よ
か
F
雪
で
め
る
の
か
と
い
う
待
感

74閑
樹
否
胎
む
泊
ら
で
あ
る
。

ドイ，にま，"る法律行為解釈論にてコいて凶完

(
1》

安
福
を
要
す
る
意
思
表
示

意
思
表
事
が
一
定
の
栂
手
方
に
向
げ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。

制
表
京
者
の
附
与
し
た
意
味
と
表
示
受
編
者
の
眼
識
し
た
意
味
が
一
致
す
る
場
合

以
下
に
お
い
て
は
、
論
述
の
便
宜
上
表
示
者
を
A
、
基
ホ
受
領
者
b
z
B、
主
不
者
の
附
与
し
た
意
味
を
て
表
芸
受
領
者
が
魁
識
し
た

意
味
を
グ
、
表
示
受
領
者
が
隠
識
す
べ
き
で
あ
令
た
意
味
を

z
、

伺

れ
は
さ
ら
に
四
つ
の
類
型
に
区
別
レ
畑
作
る
。
な
お

表
示
が
}
般
的
客
観
的
に
有
す
る
意
味
を
ど
と
表
記
す
る
こ
と
と
す

る

客
観
語
・
主
観
説
の
い
ず
れ
の
見
解
に
依
っ
て
も
、
表
示
は
Z

の
意
味
で
妥
当
す
る
こ
と
に

m
d
 

っ
き
争
い
は
存
し
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
裁
物
醤
の
解
釈
の
余
地
は
な
い
と
論
ず
る
見
解
も
少
な
く
な
し
し
か
し

乙
の
点
に
つ
い
て
は
若
干
の
留
保
を
必
要
と
す
る
。
ま
ず
、

A
-
B
が
裁
判
よ
表
示
内
容
を
争
わ
な
い
場
舎
に
は
、
弁
論
主
張
の
制
約
の

放
に
、
意
思
表
子
の
当
時
実
際
に
は

Z

Y
が
-
致
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
裁
判
官
は
、
裁
判
上
争
わ
れ
な
い
表
示
内
容
を
尊
重

し
な
吋
れ
ば
な
ら
な
い
逆
に
、
裁
判
上

A

B
が
表
示
内
容
を
争
う
場
合
に
は
、
意
思
表
U

ホ
の
時
点
に
お
付
る

Z

2
の
一
致
の
有
無

〈

S
V

① 
x 
〈

H
Y
)
が
ど
と
一
致
す
る
場
合

を
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
・
こ
れ
は
解
釈
に
包
摂
さ
れ
る
べ
き
作
業
で
あ
る
・

②
表
示
に
ど
と
異
な
る
意
味
Z
が
附
与
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
、

A
-
B聞
に
了
解
が
存
す
る
傷
合

あ
る
表
宗
に
つ
き
が
の
意
味
が
存

叩

はし
存な
しし、
な場
い合
@も

既こ
にれ
ダに
J 含
ツめ
にて
お老
いえ
てる
も ζ
、とii 
為る
を
い @

在員
3聖
法の
で場
、合

すに
なも
わ表

ち示、，.
u、x
かの
な怠
る味

号五
を当
用 す
いべ
てき
形 こ
成 と
すに
るつ
泊、き
は争
当い



明

《

4
》

事
者
の
任
意
に
委
ね
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
。
客
観
説
の
街
理
論
が
こ
の
場
合
に
Z
の
意
味
の
妥
当
を
肯
定
し
な
い
こ
と
は
、
そ

R れ

ら
ν ト三
オ よ
ンり
J、言ヒ

ル壷
トさ
のれ
か る
う 「

軍票
示の
受客
償観
者的
が解

富里
!C: )'j' 
際
し決
てし
表て
不一

白書

T i 
量震

ii 
さす
で る
あ も

つ'"たで

蓄は
な

的い
意こ
味?と
~C か

は示
、唆

こす
れる

xx玄

よ
り
明
確
に
し
て
し
る
。
近
時
に
お
い
て
工
般
的
に
承
認
さ
れ
る
受
領
者
の
立
場
よ
り
す
る
解
釈
に
と
q

て
は
、

引
上
通
常
の
意
様
、
平
均
的
取
引
関
与
者
の
淫
解
飽
カ
と
い
。
た
も
の
は
軍
要
で
は
あ
る
が
決
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
伺
b

の
事
例
に
お
U
て
は
、
受
領
者
が
彼
に
認
識
可
能
な
全
て
の
事
情
に
基
づ
き
、
表
示
者
に
よ
り
附
与
さ
れ
た
も
の
と
し
て
認
識
し
な
げ
れ

mev 

ば
な
ら
な
か
。
た
意
味
は
、
取
引
上
孟
常
の
意
他
唱
に
優
先
す
る
L

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
説
の
譜
理
論
に
と
。
て
、
あ
る
い
は
受

領
者
の
立
場
よ
り
す
る
解
釈
に
と
。
て
、
ど
の
探
求
は
Z
を
認
訟

rる
た
め
の
一
つ
の
有
力
な
手
段
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
が
解
釈
の
目

hz 

的
と
な
る
の
で
は
な
し
。

③
長
一
不
に
ど
と
具
な
る
意
味
K
が
附
与
さ
れ
た
が
、
B
が
J
z
-
x
の
不
一
致
及
ぴ

a
の
意
味
を
認
厳
し
た
場
合
A
-
B
聞
に
了
解
が

存
し
な
し
点
で
②
と
区
別
さ
れ
る
。
本
類
型
に
つ
い
て
は
ω
@
で
論
ず
る

、

、

《

av

⑥
双
方
附
共
通
語
味
錯
誤
の
場
合
A
が
誤
記
誤
言
等
に
よ
り
あ
る
文
書
に
ど
と
異
な
る
意
味
X
を
附
与
し
、
B
も
d
z
z
の甲小一

《

'

)

致
を
認
識
す
る
こ
と
な
く
、

y
(
H
X
)
を
附
与
し
た
場
合
で
あ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
表
宗
の
妥
当
す
べ
き
意
啄
と
妻
ホ
者
な
い
し
表

示
受
領
者
の
附
与
し
た
意
味
と
が
一
致
し
な
い
場
合
に
の
み
「
意
味
鍛
際
」
を
語
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
適
例
に
し
た
が
い
、
よ

り
一
般
的
な
意
味
で
用
い
た
。
本
類
却
に
属
す
る
も
の
と
し
て
二
つ
の
場
合
が
あ
り
う
る
・

⑥
A
が
表
示
に
附
与
し
た
意
味
2
を
B
が
認
畿
す
ぺ
さ
で
あ
。
た
場
合

一
般
的
言
語
習
慣
ぺ
玖

書志雑学法戸神

で
は

z
-
Y
と
Z
が
一
致
し
、
主
観
説
・
客
観
説
ι
玄
関

わ
ず
K
の
意
味
の
妥
当
が
肯
定
さ
れ
る
a

ど
と
の
不
一
致
が
そ
の
錆
げ
と
は
な
ら
な
い
こ
と
は
@
の
論
述
か
ら
容
易
に
理
解
さ
れ
得
る
巴

@
A
が
表
示
に
附
与
し
た
意
味
X
を
B
が
認
識
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
場
合
(
偶
然
的
共
通
意
味
錯
誤
v

b

わ
ゆ
る
弘
己
留
号
B
g
;

内

me

奇
邑
。
史
認
E
g仲
a
原
則
を
い
か
に
理
解
す
る
か
は
、
第
一
に
用
語
法
の
閑
雇
に
属
す
る
が
、
と
の
原
則
が
法
律
行
為
解
釈
論
に
と
っ



戸イツにおげる法律行為解釈蛤につ時、て(41.先

《

nv

て
有
す
る
問
題
性
を
よ
り
明
確
に
し
得
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
グ
4
1
リ
ン
グ
と
共
に

x
の
意
味
の
認
識
可
能
性
認
識
必
要
性
な
き
場

舎
に
限
定
し
て
論
ず
る
こ
と
が
有
用
で
あ
ろ
う
@
本
数
裂
は
、
こ
の
限
定
さ
れ
た
意
味
に
お
げ
る

h
m
E
関
母
国

g
a
g
Z
2の
}
場
合
で

あ
る
a

Z
を
も
っ
て
表
示
意
味
と
解
す
る
客
観
説
の
諸
理
論
に
と
っ
て
、

Z
と
Z
の
不
一
致
は
い
か
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
か
。
形
式
簡
理

的
な
}
買
値
を
重
視
す
れ
ば
、
本
類
型
に
お
い
て
も
Z
で
は
な
く
Z
の
表
示
意
嘘
憾
の
妥
当
を
肯
定
す
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
@
果
た
し
て
ま

た
、
両

ν
オ
ン
ハ
ル
ヒ
テ
;
:
、
:
ト
マ
ン
等
は
こ
の
よ
ろ
な
結
論
を
承
認
し

L
V
し
か
し
、
畢

Z
A・
B
が
圭
ホ
を
同
一

の
意
味
で
理
解
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
Z
の
意
味
を
妥
当
ぜ
し
め
る
こ
と
こ
そ
A
-
Bの
私
的
自
治
的
自
己

決
定
の
承
認
を
意
味
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

Z
を
隠
議
会
'
る
必
凶
安
が
な
か
り
た
こ
と
を
翠
由
と
し
て
こ
れ
を
香
認
す
る
の
は
、
私
的
自
治

原
則
に
反
す
る
ば
か
り
か
、

Z
の
妥
当
に
よ
り
た
ま
た
ま
有
利
と
な
る
当
事
者
を
不
当
に
保
護
す
る
と
い
う
結
果
を
招
来
す
る
a

こ
の
よ

《

臼

》

う
な
実
際
的
不
合
理
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
タ
ス
が
R
-
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
に
対
し
て
加
え
た
詞
概
念
法
学
の
悪
し
き
所
産
L

と
い
う
批
判
を

《
M
J
C

再
び
引
用
す
れ
ば
足
り
よ
う
・
か
く
し
て
、
現
時
の
通
説
は
、
結
論
的
に
は
-
致
し
て
X
の
意
味
の
妥
当
を
肯
定
す
る
に
至
っ
て
い
る

こ
こ
で
関
わ
れ
る
べ
き
は
客
観
説
の
立
場
と
の
翠
能
的
整
合
性
で
あ
る
g

既
に
ダ
ン
ツ
は
こ
の
結
飴
を
承
認
し
て
い
た
が
、
そ
の
根
拠

《

時

》

づ
げ
に
成
功
し
な
か
ヮ
た
e

ラ
I
V
ン
グ
旧
視
は
規
範
段
定
垂
示
理
論
か
ら
の
解
決
を
垂
示
し
た
が
、
こ
れ
も
マ
一
一
?
l

タ
の
批
判
を
困
難

へM
m
v

し
得
て
い
な
い
。
ラ
l
ν

ン
ツ
析
説
に
お
い
て
は
も
は
や
、

，~ 

g
-
Y
の
意
味
の
-
致
す
る
場
合
が
受
領
者
の
立
婦
よ
り
す
る
解
釈
か
ら

除
外
さ
れ
、
統
一
附
客
観
的
解
釈
へ
の
青
長
証
さ
れ
て
い
匂

7
vン
ツ
の
旧
税
を
継
承
し
、
現
在
な
お
統
高
客
観
的
解
釈
を

主
張
す
る
の
は
シ
品
タ
ト
ポ
ク
ロ
ス
で
あ
る
g

彼
は
、
主
観
的
意
味
・
客
観
的
意
味
の
対
立
で
は
な
く
、
主
楓
性
な
い
し
客
観
位
の
程
度

が
伺
雇
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
と
の
見
地
か
ら
、

A
-
Bが
阿
一
の
意
味
を
附
与
し
た
場
合
に
は

A

B
に
と
っ
て
の
個
別
的
意
味
は
必
要

《

盟

》

か
つ
十
分
な
客
観
化
が
な
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
、
弘
巳
凶
俗
営
目
。

E
可
皇
、
原
則
を
統
一
的
客
観
的
解
釈
に
包
摂
す
る
e

し
か
し
、

、
、
、

本
類
型
の
ご
と
き
、

M
L

の
意
味
を
翠
搬
す
る
必
要
の
な
泊
。
た
偶
然
的
共
通
意
味
錯
誤
の
場
合
に
も
H
客
様
花
H

が
あ
る
と
い
う
の
は
、



nO 

ア
E

プ
リ
オ
リ
に

h
m官
釦
待
目
。
器

mBpoe
原
則
の
妥
当
を
肯
定
し
た
上
で
、
こ
れ
を
H
客
観
化
H

と
い
う
言
案
の
操
作
に
よ
旦
形
式

的
な
統
一
位
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
“
客
観
化
H

と
い
う
雷
業
の
意
味
内
容
の
す
り
替
え
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
・

国

か
よ
う
に

J
P
Z
含

E
B
E
Z
a
原
則
は
、
統
一
的
客
観
的
解
釈
を
主
張
す
る
全
て
の
翠
輸
に
と
っ
て
陳
さ
の
石
と
な
。
た
の

で
あ
る
・
な
ら
ば
、
こ
の
原
則
松
客
観
的
解
釈
理
鈴
に
と
9

て
い
わ
ば
特
殊
例
外
的
な
も
の
と
し
て
の
ム
克
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う

か
@
ラ
1
レ
ン
ツ
新
院
が
、
法
秩
序
は
Z
と
異
な
る
表
示
意
味
を
押
し
つ
付
る
塑
由
を
有
し
な
レ
と
し
、

X

の
意
味
の
妥
当
が
当
事
者
の

i
 

意
図
に
最
も
よ
く
適
合
す
る
と
い
う
や
や
消
極
的
な
理
由
付
け
を
行
な
っ
て
し
v
る
の
は
、
こ
の
問
題
の
微
妙
さ
を
物
語
っ
て
い
る
@
し
か

内舗
u

し
、
こ
こ
で
想
起
き
る
べ
き
は
、
意
思
表
宗
が
果
た
す
三
重
機
能
で
あ
る
巴
す
な
わ
ち
、
ラ

1
レ
ン
ツ
新
説
が
明
確
に
指
檎
す
る
ご
と
く
、

誌雑

意
思
章
一
木
は
、
表
示
者
か
ら
見
れ
ぽ
、
自
己
の
効
果
意
思
実
現
手
段
と
し
て
の
自
己
決
定
存
為
で
あ
る
が
、
他
函
に
拘
い
て
、
他
人
に
対

し
一
定
の
効
果
意
思
を
伝
達
す
る
機
能
を
果
た
し
、
表
示
受
領
者
か
ら
見
れ
ば
、
表
示
肉
容
に
対
す
る
信
頼
保
護
が
要
請
さ
れ
る
・
客
観

的
解
釈
あ
る
い
は
受
慣
者
の
立
場
よ
り
す
る
解
釈
は
と
り
わ
付
後
者
の
観
点
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
類
型
の

、
、
、
、
、

Z
と
い
う
表
示
内
容
に
対
す
る
現
実
の
偏
頗

学法戸

こ
と
く
、
表
示
受
領
者

B
が
表
示
者
と
同
一
の
意
味

y
(
u
x
)
を
附
与
す
る
場
合
に
は
、

神

ずは
、 存

量司
君専
ま E
言界

主主
事干
の γ

査E
i f 
す}

そ
主が

ZE 
RI 
票3
そ γ

自i
的内ふ
もろ

孟 Z
し「
て文

251E 
T重
2喜
¥ィ知
l す

:主
グ段
れに

主雪

高q

"そ士長
i i 
のお
でい
あて

2語
ら を

も空
そし、
の る

RJ 
SE 
たち

i E 
路震
す

自i
にの

王事
てよ
薗り
さ す
れ る

芝草
きカミ
で表
あ示

t草
木に
額 対
型す

E品
い頼

のて
み

量z
k草
その
の妥
出当

官高
を定

量k
にあ

量t
いの
も意
の昧
との
し妥
て当
いを

i i 
排外
斥的
き}と

るの
べみ

主語
あす
るる

」量
て

~ ! 
里震
存主
る弐
Z 的
のに

妥

そ

外

g 

i 

g 
i 



矛
盾
な
く
導
か
れ
る
べ
き
結
論
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ω
Aの
意
味
錯
誤
を
B
が
認
識
す
る
場
合

A
が
誤
記
誤
言
等
に
よ
り
ゐ
る
文
書
に
が
と
異
な
る
意
味
Z
を
附
与
し
た
が
、

異
な
る
意
味
が
附
与
さ
れ
た
こ
と
を
罷
険
し
た
場
合
で
あ
る
・
二
つ
の
類
型
が
考
え
ら
れ
る
。

A
の
意
味
働
倒
献
を
駆
載
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
積
極
的
に

A
の
附
与
し
た
意
味
を
認
識
し
た
燭

B
は
が
と

①
X
の
意
味
を
B
が
認
酸
し
た
場
合

ドイツにお付る法得行為解釈論について会)・完

舎
で
あ
る
。

@
B
が
Z
を
認
識
す
べ
き
で
を
の
ワ
た
場
合

こ
の
場
合
に

r
の
意
味
が
妥
当
す
べ
き
こ
と
、
そ
の
結
拾
が
主
観
説
・
客
観
説
の
い
ず
れ

か
ら
も
矛
盾
な
く
導
か
れ
得
る
こ
と
は
山
@
@
類
型
と
同
様
で
あ
る
e

た
だ
、
問
雇
は
‘
例
え
ば

A
の
嗣
込
に
対
し
、
B
が

A
の
意
味
錯

誤
及
び
Z
の
意
味
を
認
識
し
な
が
ら
、
自
己
の
承
陪
の
意
思
表
示
に
Z
と
異
な
る
意
味
3
を
附
与
し
た
場
合
で
あ
る
・
契
約
の
成
否
は
、

結
局
B
の
承
諾
の
解
釈
閑
雇
に
帰
着
す
る
と
お
局
え
ら
れ
る
巴
す
な
わ
ち
、
B
の
承
諾
が
Z
の
意
味
を
有
す
べ
き
と
き
は
、
組
表
柄
は
Z
の
意

味
で
成
立
し
、

X
以
外
の
意
味
含
有
す
べ
き
と
き
は
、
申
込
・
承
諾
の
圭
一
木
意
味
が
合
致
ぜ
ず
、
意
識
的
な
い
し
無
意
齢
的
不
舎
意
と
な

《

mv

る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
e

⑥
B
が
Z
を
隠
識
す
る
必
要
の
な
か
。
た
場
合
九
包
街
角
常
国
自
悶
宵
h
w
E
%
の
-
場
合
で
あ
る
・
凶
③
⑥
の
場
合
と
異
な
り
、

F

ν

4

A

ン
ハ
ル
ト
は
、
彼
自
身
の
解
釈
塑
齢
と
の
盤
一
合
性
に
苔
慮
し
な
が
ら
、
主
に
公
平
の
理
由
に
よ
り
、
週
観
と
共
に
g
の
怠
瞳
阜
の
妥
当

内

ω伊
】

を
肯
定
し
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
根
拠
付
"
が
脱
得
的
で
な
か
。
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
高
り
で
あ
る
こ
こ
で
も
、
客
観
的
解
釈
は
原

理
的
に
貫
徹
し
得
な
い
こ
と
、
そ
の
を
貫
徹
佐
は
客
観
的
解
釈
理
論
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
凶
@
⑥
の
場
合
と
阿
様
で
あ

る-@
x
の
意
味
を
B
が
認
識
し
な
か
O

た
場
合

A
の
意
味
錯
誤
は
隠
識
し
た
げ
れ
ど
も
、
積
極
的
に

A
の
附
与
し
た
意
味
£
は
認
降
レ

m 

な
か
っ
た
鳩
舎
で
あ
る
固

⑥
伊
織
の
意
味
を
B
が
認
識
す
べ
き
で
あ
っ
た
場
合

幾
つ
か
の
学
説

u
z
の
意
味
の
認
裁
可
能
性
認
厳
必
要
性
あ
る
場
合
に
つ
き
鈴



η2 

ず
る
が

霊
堂
の
認
畿
<') 

有
無
を
区
別
し
て
論
ず
る
見
解
は
殆

i 
当

ら
な
u、

意
味

蓄
の

霊
主
〈
婦
合
に
っ
し、

て
は

伶)

。
で
考
察
す
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
X
の
意
味
の
妥
当
を
肯
定
す
る
見
解
か
ら
は
、
本
宿
駅
裂
に
つ
い
て
は
よ
り
強
い
理
由
で
X

の
意
味
の

妥
当
が
肯
定
さ
れ
得
る
a

こ
れ
に
対
し
、
問
。
に
お
い
て
こ
れ
を
否
定
す
る
見
解
に
依
っ
て
も
、

A
の
意
味
錯
誤
を
B
が
認
識
す
る
本
類

型
の
場
合
に
は
別
異
に
解
す
る
余
地
が
あ
る
・
け
だ
し
、
こ
こ
で
は
B
は
、
少
な
く
も
A
の
表
示
か
ら
推
測
さ
れ
る
意
味
ど
が
A
に
よ
。

、
、
、
、
、

て
附
与
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
現
実
に
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
・

xxx 

こ
の
場
舎
に
、
表
示
が
X

の
意
味
で
妥
当
し
得
な
い
と
す
る
結
論
ば
客
観
説

の
立
場
か
ら
は
当
然
に
尊
か
れ
る
。
表
一
不
者
の
真
意
す
な
わ
ち
表
示
者
の
附
与
し
た
意
味
か
ら
出
発
す
る
主
観
説
の
賭
褒
飴
も
、
受
領
者

《
庖
》

の
保
留
置
の
必
要
性
信
考
慮
ぜ
ざ
る
を
得
ず
、
結
局
X
の
意
味
の
器
訟
可
能
性
・
必
要
性
と
い
う
客
観
酌
テ
ス
ト
に
服
し
て
い
る
@
し
た
が

っ
て
Z

の
意
味
が
妥
当
し
な
い
こ
と
に
つ
き
争
い
は
存
し
な
い
・

問
屋
は
、

A
の
事
会
事
は
い
か
な
る
意
味
で
妥
当
す
る
か
で
あ
る
a

ド
イ
ツ
民
法
一
二
二
条
二
項
に
依
れ
ば
、
垂
不
者
の
錯
誤
を
栂
手
方

が
認
識
し
あ
る
い
ほ
認
識
す
ぺ
き
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
表
示
者
は
、
相
手
方
に
対
し
信
頼
利
益
の
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
な
く
錯
誤
取

消
を
な
し
得
る
・
こ
れ
は
一
函
に
お
い
て
、
相
正
予
方
の
保
設
必
要
性
な
さ
場
合
に
表
若
者
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
商
に
お
い

て
、
取
消
の
必
要
性
が
存
す
る
限
り
に
お
い
て
、

g
以
外
の
表
2

不
意
味
の
妥
当
を
前
提
と
す
る
ご
と
く
で
あ
る
e

一
説
は
か
よ
う
な
見
地

か
ら
、
本
類
裂
に
つ
き
右
規
定
の
適
閥
を
肯
定
す
る
ぞ
し
か
し
、
既
に
ラ
1
レ
ン
ツ
旧
説
が

bzas自
信

asa
を
論
ず
る
際
に

Amv 

指
櫨
司

L
た
ご
と
仁
、
J
Z

の
意
味
が
附
与
さ
れ
て
い
な
い
と
と
を

B
が
了
知
し
、
か
っ

z
の
意
味
を
習
識
し
得
な
か
っ
た
以
上
、
結
局
表
示

、
、
、
、

の
有
す
べ
き
意
味
を
積
盤
的
に
確
定
し
得
ず
、
表
示
は
取
消
を
待
つ
ま
で
も
な
く
不
確
定
性
の
放
に
無
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
@
こ
の
よ

う
な
解
釈
が
-
二
一
一
条
二
項
の
適
阿
範
囲
を
限
信
ず
る
結
果
と
な
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
錯
誤
問
題
に
先
持
す
る
解
釈
問
題

(
鉛
)

に
関
す
る
理
論
の
深
化
が
錯
誤
規
定
の
適
用
を
制
限
す
る
と
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
深
化
に
よ
り
得
ら
れ
た
成
呆
を
否
定
す
る
こ
と
は

《

羽

》

〔

却

ν

正

当

で

な

い

。

の

み

な

ら

ず

、

一

一

一

一

一

条

二

項

は

十

分

な

意

味

を

保

持

す

る

。

⑥
Z

の
意
味
を
B
が
認
識
す
る
必
轟
が
な
か
っ
た
場
合

諮雑学法戸神

二
九
条
ニ
項
で
堕
慮
さ
れ
る
位
質
錯
誤
に
つ
い
て
は



結
局
、
本
類
型
に
お
け
る

B
は、

A
の
附
与
し
た
意
味
は
何
か
を
改
め
て
A
に
問
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
怠
っ
て
漫
然
と
承
諾
の
意
思

表
示
を
な
し
て
も
契
約
は
有
効
に
成
立
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
・

同
A
の
附
与
し
た
意
味
X
と
B
の
認
識
し
た
意
味
グ
が
一
致
し
な
い
場
合

A
-
Bが
同
-
の
表
示
に
異
な
る
意
味
を
附
与
し
た
場
合

ドイツにおする法律行為解釈耐に勺5いて岳}・発

で
あ
る
・
一
-
一
つ
の
煩
型
に
分
か
れ
る
。

九
制
品

u

①

A
に
意
味
錯
誤
が
存
す
る
場
合
表
口
示
か
ら
推
測
さ
れ
る
意
味
ど
と
X
の
無
意
識
的
不
-
致
の
掲
舎
で
あ
る
・
さ
ら
に
一
二
類
型
に
細

分
し
得
る
@

車

類
型

i 
類
似
す

が

意
味
鎗こ
誤れ

霊告
の意

Ei 

ii 
れ・

売量
量量

ii 
る的

⑤

B
が
A
の
附
与
し
た
意
味
g
を
認
識
す
べ
き
で
あ
っ
た
場
合

こ
の
鳩
合
に
つ
き
表
示
は
X
の
意
味
で
妥
当
す
べ
き
こ
と
を
最
も
明
確
に
主
張
す
る
の
が
ラ
1
ν
ン
ツ
で
あ
る
@

錯
誤
が
問
題
と
な
る
場
合
に
表
示
受
読
者
が
表
示
者
の
附
与
し
た
意
味
言

g
a
R
野
区
智

g
R
W
u
a
M仲
伺
)
を
認
識
し
あ
る
い
は

認
載
す
べ
さ
で
あ
っ
た
催
場
合
に
は
、
表
示
は
附
与
さ
れ
た
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
」
り
、
表
示
は
こ
の
意
味
で
妥
当
す
る
・
け

nau 

だ
し
寸
こ
の
意
味
は
規
範
的
な
表
示
意
味
で
あ
る
し
か
ら
で
あ
る
巴
多
く
の
学
脱
は
こ
の
類
型
に
つ
き
沈
黙
し
て
い
る
が
、
受
領
岩
の
立

場
よ
り
す
る
解
釈
が
ど
で
は
な
く
Z
を
義
雄
前
意
味
と
す
る
以
上
、

B
が
X
を
認
識
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
り
て
が
と
Z
の
一
致
す
る

彼
に
依
れ
ば
、
「
表
示

木
類
型
に
お
い
て
、

X
の
意
味
の
妥
当
を
肯
定
す
る
こ
と
は
十
分
に
予
想
さ
れ
得
る
a

乙
れ
に
対
し
、
プ
ル

1
〆
は
、

Z
の
表
-
否
意
味
を
現
実
に
認
識
し
た
場
合
と
認
識
し
得
べ
き
で
は
あ
る
が
現
実
に
器
載
し
な
か
。
た
場

合
を
同
一
視
し
得
ず
、
む
し
ろ
乙
の
場
合
に
は
規
範
的
解
釈
に
し
た
が
っ
て
生
ず
る
意
味
が
妥
当
し
、
表
示
岩
に
は
錨
鼠
取
消
が
認
め

ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
旨
を
主
張
す
る
宅
し
か
し
、

m 

フ
ル

l
〆
の
い
う
規
範
的
解
釈
に
し
た
が
っ
て
生
ず
る
意
味
(
規
範
的
意
味
)
と
は
こ

《

M
V

と
で
い
か
な
る
意
味
を
指
す
の
で
あ
る
う
か
e

彼
自
身
、
受
領
者
の
立
場
よ
り
す
る
解
釈
を
基
本
的
に
支
持
す
る
の
で
あ
る
が
、

Z

の
意

味
を
蕗
識
す
べ
き
で
あ
っ
た
本
類
型
に
お
い
て
は
ま
さ
に
Z

こ
そ
が
彼
の
い
う
規
範
的
意
也
事
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ア
ル

1
メ
の
主
張
は



m 

の
点
を
暖
味
に
し
て
お
り
、
不
明
確
の
譲
り
を
免
れ
な
い
巴

よ
り
実
質
的
な
板
鍵
に
基
づ
き
ヲ

ν
ン
ヅ
と
異
な
る
見
解
を
主
張
す
る
の
は
エ
ル
ト
マ
ミ
プ
ロ
ク
ス
で
あ
る
・

は
、
木
類
型
に
お
い
て
ど
の
意
味
で
表
示
が
妥
当
す
る
と
し
、
か
く
解
し
て
も
表
示
者
は
l
l
A
の
附
与
し
た
意
味
誕
の
認
験
必
要
位
し

た
が
令
て
ま
た
錯
誤
の
認
識
必
要
性
が
B
に
存
す
る
以
よ

1
1損
害
賂
償
義
務
を
負
う
こ
と
な
く
表
示
を
取
消
し
得
る
の
で
あ
り
、
ま
た

語》

錯
誤
者
が
そ
の
結
果
を
相
手
方
に
転
嫁
す
る
の
を
認
め
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
点
に
根
拠
を
求
め
て
い
る
a

岡
様
の
認
酸
か
ら
プ
ロ

エ
ル
ト
マ
ン

ー
ク
ス
は

エ
ル
ト
マ
ン
と
は
異
な
り
が
の
意
味
で
表
示
が
妥
当
す
る
と
い
う
形
で
の
係
議
必
要
性
は

B
に
存
し
な
い
と
し
な
が
ら
、

xxx 

「
表
示
と
意
思
が
対
応
し
な
い
と
と
に
つ
き
原
則
的
に
表
宗
務
に
も
通
失
が
存
」
し
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
自
ら
の
錯
誤
に
よ
り
そ
の

不
一
致
を
惹
起
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
事
客
一
不
者
の
附
与
し
た
意
味
の
妥
当
を
肯
定
す
る
の
は
表
示
者
を
還
当
に
保
護
す
る
結
果
と
な
る
と

a

v

n

g

 

し
て
、
不
合
意
な
い
し
補
充
的
袈
制
解
釈
に
よ
る
修
主
と
い
う
解
決
を
提
京
一
す
る
・

困
難
な
問
題
で
は
あ
る
が
、

誌雑学

私
見
は
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
・

B 
は

A
の
車
否
ホ
及
び
B
に
と
。
て
偲
載
可
飽
な
事
情
に
基
づ
き
、

まま

A
が
表
示
に
い
か
な
る
意
味
を
附
与
し
た
カ
を

こ
の
義
務
を
尽
く
す
こ
と
な
く
Z
以
外
の

探
求
す
べ
く
努
め
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
.

戸

意
味
を
隠
識
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
表
主
意
味
に
対
す
る
伺
績
は
正
当
化
さ
れ
ず
、
結
局
本
類
謹
に
お
い
て
、
グ
の
意
味
で
表
示一

が
妥
当
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
a

し
か
し
こ
の
こ
と
は
X
の
意
味
の
妥
当
を
当
然
に
帰
結
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

A
は
、
彼
自
身
、

x
の
意
味
を

B
に
伝
達
す
ぺ
く
適
切
な
表
現
手
段
を
選
択
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
義
務
に
違
反
し
て
表
示
を
な
し
な
が

ら、

B
の
義
藤
進
匡
を
理
由
と
し
て
Z

の
意
味
の
妥
当
を
主
張
せ
し
め
る
の
は
、
エ
ル
ト
マ
ン
、
プ
ロ

1
ク
ス
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
均

神

衡
を
失
す
る
も
の
と
い
ろ
べ
き
で
あ
る
・
例
え
ば
、

ク
ー
レ
ン
ツ
の
見
解
に
依
る
と
き
は
、

X
の
意
味
で
妥
当
す
ぺ
き

A
の
申
込
に
対

し
、
こ
れ
を
Z
以
外
の
意
味
で
理
解
し
た
B
a単
に
「
承
諾
す
る
」
と
表
示
し
た
場
合
、

B
は
自
ら
の
承
絡
を
錯
誤
を
理
由
と
し
て
取
消

い"で

し
得
る
A
M

損
害
賠
償
義
務
の
問
題
は
依
然
と
し
て
植
民
る
@
き
ら
に
、
取
消
・
解
除
の
ご
と
き
単
狽
行
為
の
場
合
に
は
、

B
を
錯
誤
取
消

に
よ
っ
て
保
護
す
る
余
地
は
な
い
a

以
よ
を
要
す
れ
ば
、

B
の
附
与
し
た
意
味
も
A
の
附
与
し
た
意
味
Z
の
い
ず
れ
も
A
-
B
に
と
ヨ
て



‘ 

e 

e 

基
準
的
で
は
あ
り
得
ず
、
表
示
は
不
確
定
性
の
散
に
無
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
・

@
B
は
A
の
意
味
錯
誤
を
罷
験
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

B
は
A
の
意
味
錯
誤
を
認
識
す
べ
き

【
調
》

B
自
身
の
附
与
し
た
意
味

y
に
対
す
る
信
頼
を
正
当
化
き
れ
ず
、
少
の
怠
味
は
妥
当
し
得
な
い
@
V
A
の
意
味
が
妥
当
し

得
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
な
い
・
結
局
、
本
類
型
に
お
い
て
も
皇
否
示
は
不
確
定
住
の
放
に
無
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

Z

を
認
敵
す
る
必
要
が
な
か
。
た
場
合

で
あ
っ
た
以
上
、

ドイツにおける法律行為解釈論にヴ，、て凶・完

@
A
の
意
味
錯
誤
を
B
が
認
識
す
る
必
要
が
な
か
。
た
場
合

存
し
な
い
.
主
観
説
の
諾
理
論
に
依
。
て
も
、

Z
の
意
味
が
妥
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
凶
②
⑥
に
お
い
て
述
べ
た
。

Y
が
Z
と
一
致

《

伺

》

す
る
場
合
に
、

Z
の
意
味
が
妥
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
犬
多
数
の
見
解
は
こ
れ
を
提
わ
な
い
@
表
京
価
値
に
対
す
る
信
頼
は
保
政
さ
れ

こ
の
場
合
に
表
口
不
が
Z

の
意
味
で
妥
当
し
得
な
い
こ
と
に
つ
き
争
い
は

B
の
信
額
保
霞
H
Aの
表
示
へ
の
掬
束
、
と
い
う
定
式
に
対
し
異
論
を
唱
え
る
の
が
グ
ィ

l
リ
ン

グ
で
あ
る
・
も
ち
ろ
ん
伎
に
お
い
宅
も
B
の
保
穫
の
必
要
性
は
否
定
さ
れ
得
な
い
・
し
カ
し
そ
の
保
護
は
、

B
が
表
立
不
を
信
頼
し
た
結
果

蒙
る
損
害
を
賠
償
す
る
限
度
に
と
ど
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
「
表
立
京
者
は
、
自
己
の
意
恩
に
反
し
て
表
ロ
ホ
に
拘
東
き
れ
な
い
と
い
う
こ

〔
引
臥
》

一
九
条
は
む
し
ろ
取
消
を
す
る
か
否
か
の
渥
択
権
を
A
に
与
え
た
規
定
と
し
て
把
握
き
れ
る
。

て
然
る
べ
き
だ
カ
ら
で
あ
る
g

こ
の
、

と
に
正
当
な
利
益
を
有
す
る
」
と
し
、

グ
f

l
リ
ン
グ
の
見
解
は
、

A
の
選
択
可
佐
牲
と
lv
う
一

一
九
条
が
有
す
べ
き
-
機
能
を
明
ら
カ
に
す
る
点
で
正
当
な
も
の
を
含
ん
で

い
る
が
、
こ
れ
に
全
盲
的
に
貸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
固
確
か
に
ド
4
ツ
民
法
の
錯
際
規
定
の
ご
と
く
、
意
味
錯
候
に
よ
る
表
示
に
つ
き

そ
の
拘
訴
か
ら
の
解
放
を
広
汎
に
承
認
す
る
法
秩
序
の
下
で
は
、

グ
ィ

l
リ
ン
ク
の
見
解
に
依
。
て
も
犬
き
な
釜
は
生
じ
な
い
e

し

aし

n; 

例
え
ば
e
ペ
ー
ス
ト
リ
プ
民
法
の
ご
と
く
、
錯
誤
の
場
舎
に
表
示
か
ら
の
解
放
が
、
錯
誤
の
予
見
可
能
性
等
限
定
的
な
要
件
の
下
で
の
み
承

認
さ
れ
う
h
が
秩
序
の
下
で
は
グ
ィ
I
リ
ン
グ
の
見
解
は
到
底
維
持
し
得
な
い
。
換
冒
す
れ
ば
、
彼
の
い
う
、
自
己
の
意
思
に
反
し
て

圭
不
に
拘
束
さ
れ
な
い
L

と
い
う
表
示
者
の
正
当
な
利
益
な
る
も
の
は
ド
イ
ツ
民
法
一
一
九
条
の
錯
誤
規
定
を
前
提
と
し
て
の
み
主
張
し

得
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
解
釈
の
賛
遜
的
尿
則
と
し
て
議
定
す
る
こ
と
は
失
当
で
あ
る
・
の
み
な
ら
ず
、
一
一
九
条
は
、
錯
誤
の
主
観
的

AOV 

客
観
的
重
要
性
を
要
件
と
す
る
限
り
で
表
=
ポ
の
拘
束
か
ら
の
無
制
約
的
な
解
放
を
否
定
し
て
い
る
e

さ
ら
に
、
グ
ィ
リ
ン
グ
は
自



n凶

脱
を
貫
徹
す
べ
く
、
心
裡
留
保
規
定
を
特
殊
例
外
的
な
も
の
と
し
て
の
み
理
解
す
る
@
し
か
し
彼
の
主
張
は
、
少
な
く
と
も
相
手
方
に

〔必

av

認
識
さ
れ
な
い
心
裡
留
保
は
意
思
表
示
の
効
力
に
影
響
を
与
え
な
い
と
い
う
安
定
法
の
決
定
に
背
馳
す
る
も
の
で
あ
る
q

か
よ
う
に
、
表

示
に
対
す
る
信
頼
は
必
ず
し
も
損
害
賠
償
義
務
に
と
ど
ま
る
と
}
般
的
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

説
と
共
に
、

z
の
意
味
で
妥
当
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
・

木
類
型
に
お
い
て
表
ロ
不
は
、

遜

で
あ
る
・

、
、
、
、
、
、
、

B
に
と
っ
て
認
識
す
べ
き
意
味
が
、
こ
れ
と
異
な
る
意
味
X
を
附
与
し
た
A
を
も
拘
束
す
る
根
拠

マ
ニ
ク
は
、
表
示
価
値
に
対
す
る
表
示
者
の
責
任
と
い
う
観
念
を
法
律
行
為
解
釈
褒
飴
に
早
期
に
導
入
し
そ
の
貴
伝
限
界

と
こ
で
む
し
ろ
関
わ
れ
る
べ
き
は
、

支xx

を
表
示
者
の
「
遺
失
」

表
示
者
に
帰
貧
し
得
な
い
行
為
に
よ
っ
て
受
領
老
K
正
当
な
信
頼

《“》

と
論
じ
た
σ

に
求
め

単
な
る
誘
因
原
理
で
は
足
り
ず
、

維

ラ
1
レ
ン
ツ
旧
説
は
こ
れ
に
強
く
影
響
を
受

η
つ

戸
伍
》

っ
、
表
示
意
味
の
帰
貴
可
能
位
を
要
求
し
、
表
示
一
者
に
と
。
て
お
お
よ
そ
顧
慮
し
得
な
い
意
味
に
射
し
て
の
表
示
者
の
責
任
を
否
定
し
た
。

ラ

ν
ン
ツ
新
説
は
÷
般
理
念
と
レ
て
表
主
意
味
の
畑
貴
可
能
性
の
必
要
性
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
表
示
意
識
の
存
す
る
場

一川担

金
に
は
個
々
的
に
帰
責
可
能
性
の
吟
味
の
必
要
性
を
否
定
す
る
と
共
に
、
帰
費
可
飽
な
表
一
不
意
味
に
対
す
る
責
任
を
自
己
責
任
〈
ω己
宮
l

n
q
U
 

2
m
g
R
d宮
内
宮
岡
崎
)
原
理
と
し
て
把
握
し
た
R

プ
オ
ン
ク
ラ
?
ス
ハ

1
ル
は
こ
の
よ
丙
な
自
己
責
任
原
理
の
導
入
は
、
一
一
九
条
以

一鈎》

下
の
規
定
が
排
除
す
る
過
失
問
題
を
持
ち
込
む
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
治
、
少
な
く
と
も
ラ
I
V
ン
ツ
斬
脱
ば
過
失
の
如
何
を
問
う

も
の
で
は
な
い
a

こ
の
こ
と
は
、
錯
誤
取
消
の
場
合
の
損
害
趨
償
義
務
は
「
取
精
着
の
過
失
を
前
提
と
せ
ず
、
む
し
ろ
純
粋
な
信
販

ハ伺】

(〈

R
可

2
5
S
)
な
い
し
表
克
責
M
宣
言
援
の

F
E
宮崎
g
o肉
)
で
あ
る
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
請
で
あ
る
a

こ
こ
に
お
い
て
表

示
へ
の
帰
貴
可
能
性
と
い
う
要
件
は
表
示
者
の
責
任
限
定
と
し
て
の
意
味
を
事
奏
上
失
っ
た
と
僻
ぜ
ら
れ
る
。

と
れ
に
対
し
、

" 
が
惹
起
さ
れ
る
と
と
の
危
険
俗
受
領
者
自
身
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
、

学法戸神

アル

I
〆
は
、
自
己
責
起
の
概
念
を
用
い
つ
つ
、
む
し
ろ
ラ
I
V
ン
ツ
岡
説
に
し
た
が
い
、
具
体
的
な
侃
問
責
可
飽
性
を

要
求
す
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
に
依
っ
て
も
帰
責
可
能
性
は
例
外
的
に
の
ム
害
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
「
垂
不
が
表
示
の
後
に
偽
造
さ

れ
た
調
合
に
、
表
示
者
に
胤
問
責
さ
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
偽
造
が
表
示
先
日
為
に
先
存
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
偽
造
及
び
偽
造
の
事
実
の
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ぞ
内
田
】

不
知
が
表
示
者
に
am
貴
可
能
で
な
い
場
合
に
は
そ
の
表
示
を
表
示
者
に
舟
貧
す
る
こ
と
は
併
き
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で

い
う
帰
貧
可
能
性
は
過
失
〈

I4-mg島
区
E
B
)
と
問
視
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
〆
¥
帰
費
可
飽
牲
の
有
無
は
「
表
示
者
に
対
し
い
か
な
る

ハ
m
a
u

範
図
で
表
ま
の
意
味
に
対
す
る
責
任
を
負
わ
し
め
得
る
か
」
と
い
う
拠
点
の
下
で
決
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

の
不
一
致
が
A
自
身
の
行
為
に
基
弓
ト
町
四
と
に
鑑
み
れ
ば
、

A
の
過
失
の
有
無
を
貧
缶
分
配
の
分
水
嶺
と

フ
ル
メ
の
挙
げ
る
例
の
ご
と
き
場
合
に
も
な
お
安
L

不
意
眼
の
帰
責
可
能
性
を
問
題
と
し
な
い
の

ドイツにおける法律行為解釈暗にて小て凶・完

恩
う
に
、

Z

と
z
(
1
2
)
 

す
る
こ
と
は
正
当
で
な
い
・
し
か
し

は
、
右
に
述
べ
た
限
度
で
、

表
示
脅
撤
回
耶
の
孝
不
者
へ
の
帰
費
可
能
性

な
お
責
任
限
定
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
巴
し
た
が
っ
て
、
表
手
価
値
に
対
す
る
正
当

A
に
轟
畑
貴
可
能
性
が
存
し
な
い
場
合
に
は
、
表
示
は
錯
誤
玖
消
を
待
つ
ま
で
も
な
く
保

は
、
表
ロ
ポ
岩
と
表
主
意
味
と
の
結
び
付
き
を
不
当
に
軽
視
す
る
も
の
で
必
ろ
う
e

か
よ
う
に

な
信
頼
が
B
に
生
じ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
.

効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
・

で
は
、
こ
の
意
味
で
の
自
己
貸
駐
日
町
根
拠
は
奈
忽
に
存
す
る
の
か
・
こ
れ
が
圭
不
価
値
に
対
す
る
循
額
を
保
践
す
る
も
の
で
あ
る
と
と

は
否
定
で
き
な
い
P

間
置
は
、
そ
の
よ
う
な
信
頼
保
被
原
理
が
法
律
行
為
責
荏
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
の
か
杏
か
、
後
者
で
あ
る
と
す
れ

ば
法
律
行
為
責
任
と
の
関
係
如
何
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
考
察
す
る
・

②

B
に
a風
味
錯
誤
が
存
す
る
場
合

A
の
垂
示
を

B
が
誤
観
す
る
鳩
合
の
ご
と
く
、

B
が
意
味
錯
誤
に
よ
り

x
l
zと
異
な
る
意
味
y

で
表
示
を
理
解
し
た
掲
舎
で
あ
る
。

Z
の
意
啄
が
妥
当
す
ベ
左
こ
と
に
つ
き
異
論
は
存
し
な
い
e

、

、

、

、

③
双
方
的
非
共
通
意
味
鋪
隈
の
場
合

Z
と
y
が
一
致
ぜ
ず
か
っ

z
と

z
a
yが
一
致
し
な
い
場
合
で
あ
る
a
Aの
意
険
錯
誤
に
つ
き

B
に
そ
の
認
識
可
能
性
・
認
識
必
要
性
が
存
す
る
場
合
は
聞
①
⑥
な
い
し
⑥
類
型
に
属
す
る
e

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
璽
虚
さ
れ
る
の
は
、

A
の
意
味
錯
誤
に
つ
き

B
に
認
識
必
事
些
か
な
く
か
っ

B
も
認
降
す
べ
き
量
啄
Z

と
異
な
る
意
味
少
で
理
解
し
た
場
合
で
あ
る
e

見
解
は

m 

分
か
れ
る



'" 
既
に
テ
イ
ヲ
ツ
孟
は
こ
の
よ
う
な
場
合
に
客
観
納
意
味
の
妥
当
を
肯
定
し
、
本
類
型
は
錯
誤
と
誤
解
言
を

B
E
E
Z
の
民
合

内“ν

す
る
場
合
で
あ
る
と
し
て
い
た
t

近
時
に
お
い
て
も
、
例
え
詰
フ
ル
1
メ
は
、
こ
の
場
合
解
釈
の
原
則
に
し
た
が
O

て
生
ず
る
契
約
肉

容
が
妥
当
し
、
取
消
極
を
合
使
す
る
か
杏
か
は
各
当
毒
者
に
委
ね
ら
れ
、
取
講
を
欲
す
る
者
は
損
害
略
償
義
務
を
負
う
べ
き
旨
を
主
張
す

門誌】
る
・
同
様
に
シ
鼻
タ
ト
ポ
タ
ロ
ヌ
は
、
表
示
意
味
の
客
観
性
と
い
う
解
釈
の
統

Z
附
基
櫨
を
貫
徹
す
ぺ
く
、
い
ず
れ
の
当
事
者
に
よ
。
て

《
騎
u

も
附
与
さ
れ
な
か
。
た
第
三
の
意
味
が
H

押
し
つ
げ
ら
れ
る
h
H

こ
と
を
明
手
的
に
承
認
し
て
い
る
。

し
か
し
、

z
と
い
う
表
示
意
味
に
対
す
る
寛
也
矢
の
信
頼
が
A

B
い
ず
れ
に
も
存
し
な
い
本
類
型
に
お
U
て、

Z
の
意
味
で
の
垂
不
の

妥
当

i

を
肯
定
す
ぺ
き
合
理
的
理
面
は
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
・
偶
Ln
有
利
に
な
る
当
事
者
が
錯
誤
取
消
を
望
ま
な
い
場
舎
に
、
他
方
当
事
者

が
信
頼
利
益
を
賠
償
す
る
場
合
に
の
み
表
示
へ
の
拘
束
か
ら
一
解
放
さ
れ
る
と
す
る
の
は
疑
問
で
は
な
か
ろ
う
か
。

果
た
し
て
、
ニ
ヲ
パ
l
ダ
イ
は
と
り
わ
げ
後
者
の
問
題
を
顧
慮
し
て
、
三
四
三
条
の
信
義
則
規
定
の
頬
推
遍
用
に
よ
り
、
契
約
を
解
消

《号

す
る
権
利
を
各
当
事
者
に
承
認
し
玖
一
一
九
条
の
適
用
か
ら
生
ず
べ
き
不
合
理
を
回
避
せ
ん
と
し
た
。
こ
の
正
当
な
思
議
は
、
し
か
し
、

契
約
の
成
立
を
肯
定
す
べ
き
必
然
性
そ
の
も
の
を
疑
問
視
ぜ
し
め
る
と
と
と
な
ろ
う
。
か
く
し
て
、
本
類
型
に
お
い
て
は
契
約
は
な
し
ろ

《
賜
》

成
立
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
メ
イ
ラ
ー
ス
、
客
観
的
表
示
価
隼
に
対
す
る
償
額
保
護
の
必
要
性
な
き
こ
と
を
現
世
憶
に
指

= 箆緯畿指長戸神

ロ
テ
ア
ト
の
見
解
が
量
場
す
る
に
至
る
・

契
約
解
釈
に
際
し
て
は
各
当
事
者
の
雷
管
用
法
の
正
当
世
如
何
と
そ
が
問
題
で
あ
り
、
と
れ
と
敬
立
に
表
示
の
客
観
的
意
味
を
探
求
す

《

m
u

る
と
と
は
線
意
味
で
あ
る
と
す
る
ノ
イ
ラ
T

ス
の
基
木
的
立
場
か
ら
は
、
本
類
型
は
客
観
雨
解
釈
を
非
難
す
る
好
初
料
で
あ
ろ
う
。
ロ

テ
ア
ト
は
、
客
観
的
表
示
価
値
に
対
す
る
信
頼
が
存
し
な
い
場
合
に
客
観
的
表
主
意
味
を
妥
当
信
し
め
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
木
来

《巴

無
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
ド

f
グ
民
法
の
伝
統
的
な
見
解
に
し
た
が
っ
て
も
双
方
的
な
偏
福
利
益
賠
償
義
務
の
放
に
相
殺

に
よ
そ
単
な
る
費
と
同
一
の
結
果
に
達
し
雪
胃
を
主
張
し
喝
し
か
し
一
方
当
事
者
の
み
が
錯
誤
取
消
を
欲
す
る
場
合
に
富
利

益
活
償
義
誌
の
相
娠
を
語
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
プ
ロ

1
ク
ス
は
、
ロ

1
テ
ア
ト
と
阿
じ
く
、
客
観
的
表
示
価
値
に
対
す
る
信
頼
保
護

摘
す
る
プ
ロ
1
タ
ス
、



‘ 

の

童
プ t
p 否
?定

基量
平と

解る
決べ

i i 
す倒

す員
各に

喜望
者分
の げ
自 し

量五
定 み
の に

E z 
i f 
視つ
した
て解
い決
るを

雪量
な て

か宅を
の そ
盛れ
をら
払 に

お
い
て
、

拭
し
得
な
い

ドイツにおげる法捧行為舛釈拾について凶完

こ
の
類
型
の
解
決
に
際
し
て
も
、
削
⑥
@
の
偶
然
的
共
通
錯
誤
類
型
に
つ
い
て
述
べ
た
客
観
的
解
釈
の
内
在
的
制
約
が
想
起
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
芸
価
値
に
対
す
る
信
頼
保
護
の
必
要
性
を
そ
の
出
発
点
と
す
る
客
観
的
解
釈
は
そ
の
保
護
必
要
牲
を
限
界
と

す
る
飲
に
、
こ
と
で
Z

の
意
味
の
妥
当
を
肯
定
す
ベ
貴
理
由
は
存
し
な
い
。
他
方
、

g
-
Y
の
い
ず
れ
の
意
味
も
A
-
B双
方
を
拘
束
し

得
ず
、
結
局
主
宰
不
の
基
弛
午
前
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
表
ま
は
取
消
を
待
つ
ま
で
も
な
く
不
確
定
性
の
放
に
無
効
と
解
す
べ
き

で
あ
る
@
統
一
的
客
観
的
解
釈
を
志
向
す
る
シ
昆
タ
ト
ポ
ヲ
司
ス
が
、
本
類
型
に
お
い
て
Z

の
意
味
の
妥
当
を
肯
定
す
る
の
は
彼
の
見
解

ハ飽
ν

そ
の
飲
に
-
贋
統
-
的
客
観
的
解
釈
の
問
題
佳
を
明
確
に
浮
き
上
が
ら
せ
る
結
果
と
な
ヨ
た
a

こ
の
意

の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
と
共
に
、

味
で
本
類
型
は
、
統
-
的
客
観
的
解
釈
が
自
ら
の
墓
標
を
立
て
る
べ
き
場
と
な
9

た
の
で
あ
る
・

取
消
・
解
除
の
ご
と
く
、
震
恩
皐
互
不
が
そ
れ
自
体
法
律
行
為
と
な

と
請
で
き
な
い
と
き
は
、
組
訟
刷
内
容
そ
れ
自
体
の
意
味
は
何
か
を
遍

定
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。
d

町包

E
E
E
Z同酬を
-
p
p
n
v
-
m
r

1 

る
揚
舎
に
は
、
怠
恩
垂
水
の
解
釈
は
司
時
に
法
律
狩
為
の
解
釈
と
な

る
-
こ
れ
に
対
し
、
毎
日
開
の
申
込
は
、
承
鯵
と
合
致
し
て
は
じ
め
て

辻
原
語
符
為
と
し
て
成
立
す
る
。
し
九
か
つ
て
、
い
か
な
る
契
説
内
容

H明
H
R

《

2 
V 

例
え
一
ば
、
〆
ン
夕
、
テ
4

ツ
ア
ミ
マ
ニ
タ
宅

但
し
、
第
一
一
一
意
H
注八
8
)
参
照
・

が
成
♀
し
た
か
を
磁
定
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
平
総
引
を
組
成
す
べ
き

《

s 

'" 
個
々
の
意
思
表
宗
の
意
味
が
確
定
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
U

ま

た
、
契
約
の
南
当
事
者
が
突
渉
を
経
て
、
昭
商
条
項
を
最
終
的
に
合

意
す
る
場
舎
の
ご
と
く
、
個
々
の
意
思
菱
示
に
分
解
し
て
者
え
る
と

5 
V 

第
三
章
同
一
=
三
二
買
歩
照
。

o
s
p
u
p
-
伊
男
同
様
に
、
目
C一。一

戸

f
i
:
:
F

p 

p 

p 
ω 

《

4 
V 

• 
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m 

問
機
に
、
明
白
旬
。
R
R
手

H
M研
H

句
冨
回
色
岡
崎
母
Lno青
ζ
F
p

a
p
M
S
F
E智
目
立

n
R
p
p
m
s
d
g泊「

7
aル
ipffが
「
，
妻
都
受
領
選
'

• 

出

P
B
E
F
"
"

。‘ω

国

屋

目

。

防

関

p 

m 

自
H

の
事
情
で
は
な

t
き
一
不
の
事
備
が
視
衝
盟
関
解
釈
に
と
り
基
事
と

な
る
」
と
述
べ
る
の
も
こ
れ
ら
と
鼻
な
る
並
旨
を
主
張
す
る
も
の
で

玄xx

は
な
い
で
あ
ろ
う
@

4伺
Fi
切

auhmwa
関

m

9
m
w
S
R
こ
の
限
り
に
お
い
て
パ

〔

7 

a志

イ
ラ
l
ス
の
「
客
観
的
意
味
」
に
対
す
奈
鉱
判
は
当
た
ら
な
し

経

と
の
よ
う
な
周
語
法
K
っ
き
、

m
a悼式謡界一

p
m
w
P 
ω • 

〈

8 
) 

学

こ
こ
で
い
う
「
意
味
鯵
誤
八
回
昆

2
2固
閑
量
当
官
旨
こ
と
は
、
契

約
内
容
の
客
観
絢
意
味
》
品
附
与
さ
れ
た
塞
不
意
味
と
の
無
議
識
的
不

-
致
、
す
危
わ
ち
4

貧
富
と

4a旨
U
-
の
不
-
致
で
あ
り
、
断

径
と
さ
れ
た
性
質
を
欠
く
場
合
の
ご
と
き
君
主
宮
と
ヨ
留
の
不
一

致
の
鳩
舎
と
区
別
さ
れ
た
独
立
の
錯
誤
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
形
成
す
る

5伝戸神

A

同

S
F
Z
R
d
r
p
ω
T
o
e
d可
得
費
常
p
m

磯
村
《
質
〉
『
ド
イ
ツ
傍
誤
論
前
史
」
齢
被
八
八
巻
四
・
玉
・
六
号

一
一
一
四
頁
参
画
風
。
我
妻
民
法
総
則
ニ
九
八
頁
が
、
丞
示
上
の
錆
間
際
白

附
容
の
錯
謀
が
共
に
表
貧
者
の
与
え
で
い
る
愈
味
と
表
E
T

小
よ
の
効
果

吋
民
)
こ
れ
に
つ
き

意
思
の
も
つ
意
味
が
遣
っ
て
い
る
場
合
で
争
る
の
に
対
し
、
動
機
錯

ハ

" 
草
原
は
動
指
慣
が
外
界
の
事
実
左
く
い
遣
っ
た
だ
凶
り
で
あ
る
官
を
述
べ
る

の
も
同
様
の
思
議
に
姦
ヨ
つ
く
と
解
す
ぺ
さ
か
・

こ
の
点
で
、
@
類
型
と
区
別
さ
れ
る
。

郷
三
章
H
注
似
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事
照
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第
三
章
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九
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下
傘
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・

第
三
章
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O
六
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苧
悶
亙
O
九
頁
参
照
g

'" " d

町
民
子
関
自
国

2
・m

p
m脚
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伊

H • r翁

《

" 
信
用
山
一
一
ト
牽
側
五
一
豆
責
参
照
・

〈

" 
第
三
畠
車
内
豆
一
二
買
参
照
a

こ
れ
を
批
判
ず
る
も
の
と
し
て
、

ヨ
色
否
認
一

p
p
o
F
戸
胸
書
箱
=
一
章
例
五
一
六
買
参
照
。

m 

曹
三
章
附
豆
二
頁
以
下
番
扇
町
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第
三
一
一
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一
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頁
参
照
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E
E
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の
よ
う
な
主
張
カ
客
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包

Fin 。
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開

観
説
に
よ
り
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
、
既
に
随
処
で
指
摘
し
た

〈

" 
d

吉

野
a
J
P
P
P
P
M
F
E山口
z
p
p
p
ω
匂

ドイクにおげる法律行為幌衆議‘とさMいて1<，・完

E
B
P
S
な
お
、
ダ
ン
ツ
は
、
網
Z
子
方
の
与
え
た
琴
ホ
意
味
を
知

り
な
か
ら
、
し
か
る
後
取
引
上
通
常
の
意
味
を
主
張
す
る
こ
と
は
許

き
れ
な
い
と
す
る
吾
コ
一
章
日
一
九
七
貰
参
照
ヨ
彼
の
奥
解
に
依

れ
ば
、
契
約
は
常
に
e
b

の
食
味
で
成
立
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る

し
か
し
、
B
に
よ
っ
て
Z
以
外
の
意
味
が
附
与
さ
れ
た
こ
と
を
A
が

毘
駿
し
あ
る
い
は
認
識
す
べ
き
で
あ
勺
た
婚
舎
に
な
お
Z
の
皆
様
で

の
契
拘
の
院
立
を
肯
定
す
る
こ
と
は
正
当
で
な
い
a

《
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第
三
掌
同
ニ
三
七
頁
以
下
穆
照
・
闘
禄
に
エ
ル
ト
マ
シ
(
第
三
一
率

制
一
一
四
八
頁
三
こ
の
縄
合
に
は
取
引
の
安
全
性
と
い
う
観
点
が
問

置
と
な
ら
ぬ
こ
と
を
彼
は
豆
当
に
指
摘
す
る

第
三
掌
側
四
九
七
頁
以
下
、
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五
一
七
買
参
照
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後
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舎

に
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ぞ
れ
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後
の
綱
審
に
つ
虞
晶
賠
償
議
事
が
生
じ
な
い
と
す
る
見
解

に
は
貸
す
べ
き
で
ゐ
る
が
、
そ
れ
を
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一
二
一
条
二
項
が
本
来
的
に
漉

" 関
さ
れ
る
べ
き
場
合
と
す
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の
は
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当
で
な
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第
三
章
伺
注
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照
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A
が
表
ν
一
示
か
長
推
測
さ
れ
る
べ
き
意
味
内
容
か
ら
自
己
の
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す
る
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、
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効
果
が
盆
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な
い
こ
と
を
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織
す
る
揚
舎
は
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意
時
関
手
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の
も
の
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い
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せ
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、
錯
誤
な
か
り
ぜ
ば
両
当
言
者
が
合

意
し
た
で
あ
ろ
ラ
実
約
内
容
が
妥
当
す
る
と
の
解
決
に
飯
く
が
、
し

か
し
そ
の
よ
う
な
補
完
的
解
釈
に
よ
っ
て
も
契
約
内
容
を
定
め
但
切
な
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い
と
と
が
少
仇
て
な
い
こ
と
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の
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合
に
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不
舎
意
の
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と
寸

る
の
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さ
れ
た
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の
途
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あ
る
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と
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れ
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櫛
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さ
れ
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。
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湯
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訟
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関

摘
す
る
も
の
と
し
て
、
貿
組
提
唱
コ
契
約
の
成
否
、
解
釈
と
↑
証
書
の
E

境
計
乙
民
商
六
O
巻
二
号
一
九
一
一
一
貫
以
下
@
岡
婚
の
見
地
か
ら
客
観

的
障
求
理
詰
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、
石
岡
(
事
了
高
情
合
一
v

「
民
法
総
則
傷
義
」
八
二
頁

A

高
橋
執
筆
ズ
石
困
(
磁
〕
寸
法
律
行

為
の
解
釈
方
法
」
(
「
法
解
釈
学
の
方
法
」
所
収
)

中
松
「
錯
誤
L
E
4
ω
各
自
品

開
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p 

。

言
〉
E
B

倒

な
お
日
本
民
法
に
お
い
て
、
客
観
的
解
翻
訳
塑
論
か
耐
当
事
者
の
知

一
四
三
頁
以
下
、

ドイツにお"るさ長律行為等:*!論について(<) 完

ら
な
い
契
両
内
容
を
押
し
つ
け
る
結
果
と
な
る
と
と
の
問
雇
E
を
指

一
三
号
四
九
頁
昏

日

受
領
を
要
し
な
い
意
思
表
立
示
l
遺
言

こ
こ
で
は
と
り
わ
付
重
曹
の
場
合
を
寿
察
の
対
象
と
す
る
@
客
観
説
の
諸
理
詰
に
お
い
て
も
、
遺
言
の
解
釈
に
つ
い
て
は
特
別
の
考
慮

が
払
わ
れ
て
き
た
。
既
に
ダ
ン
ッ
、
テ
イ
ヲ
ツ
品
、
エ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て
、
遺
言
は
取
引
行
為
で
な
い
放
に
遺
曾
者
の
実
意
が
妥
当
す

角

I
V

べ
き
こ
と
が
肯
定
さ
れ
た
。

F

ν
オ
ン
ρ

ル
ト
も
、
非
取
引
行
為
で
あ
る
と
い
う
理
由
付
り
を
否
定
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
遺
三
百
の
自

《
左
》

自
は
撒
薗
可
飽
位
を
根
拠
と
し
て
同
一
の
結
論
を
承
認
し
て
い
る

B

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
主
観
説
か
ら
出
発
し
た
マ
ヱ
l
ク
は
、
遺
言
の
場
合
に
も
表
示
の
中
に
認
識
き
れ
得
な
い
肉
心
の
意
思
は
堕
慮
さ

い

3

v

n

A

'

v

れ
な
し
と
し
、

9
1
レ
ン
ツ
旧
説
は
、
表
示
の
客
観
的
意
味
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
に
し
た
が
ヲ
た
し
か
し
、
遺
言
に
よ
り
利
益
を
受

け
る
者
日
以
外
の
信
頼
保
援
を
語
る
余
地
は
な
く
、
ま
た
、
遺
吾
は
よ
り
利
益
を
受
付
る
べ
き
者
も
自
由
な
撤
回
の
前
に
無
防
備
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
遺
言
内
容
の
拘
束
性
に
対
す
る
信
頼
保
護
が
否
定
さ
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
遺
言
者
の
真
意
に
反
し
て
表
示
の
客
観

的
意
味
を
妥
当
信
し
む
べ
き
い
き
き
か
の
合
理
的
理
由
も
存
し
な
い
.
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富
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問
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事?
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同

E 
解
を
破
綻

く
導
い
て
い
る

か
よ
う
に
し
て
、
現
在
に
お
い
て
、
遺
言
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
表
示
者
の
附
与
し
た
意
味
こ
そ
が
基
準
的
で
あ
る
と
と
に
つ
き
異
論

は
存
せ
ず
、

た
だ
方
式
位
及
び
二

O
七
八
条
が
表
示
錯
誤

(
1
意
味
錯
誤
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内
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い
る
こ
と
と
の
関
係
で
、
解
釈
の
限
界
が
争
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

の
場
合
に
も
取
消
の
必
要
性
を
問
提
と
す
る
規
定
を
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い
て
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し
こ
れ
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た
る
量
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廟
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ず
る
必
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が
な
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こ
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こ
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の
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あ
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無

害
為

回
で
述
べ
た
タ
シ
ツ
等
の
見
解
か
ら
も
推
測
し
得
る
ご
と
く
、
無
慣
行
為
に
つ
い
て
は
客
観
的
解
釈
と
は
奨
な
る
解
釈
方
法
が
主
張
さ

《

1
d

れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
e
近
時
に
お
い
て
も
ニ
フ
パ
ー
タ
4
は
乙
れ
を
支
持
し
て
贈
与
契
約
に
つ
い
て
は
贈
与
者
の
叫
附
与
し
た
意
味
に

《

2
》

重
点
が
置
か
れ
る
ぺ
き
と
と
を
主
張
し
た
・
乙
れ
を
よ
灼
詳
細
に
根
拠
づ
付
た
の
が
プ
ロ

f
タ
ス
で
あ
る
・
後
は
信
頼
保
穫
の
要
否
と
い

う
観
点
を
中
心
的
視
座
に
す
え
て
、
終
怠
処
分
の
場
合
に
お
い
て
も
償
額
保
護
の
必
要
位
あ
る
限
り
で
有
償
契
約
と
周
じ
く
受
領
若
の
立

《
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《

ev

場
か
ら
す
る
解
釈
を
孟
認
す
る
と
共
に
、
贈
与
・
使
用
貸
借
・
無
利
息
消
費
貸
借
・
無
償
寄
託
に
つ
い
て
は
、
そ
の
無
償
位
の
放
に
重
曹



‘ 

‘ 

官十

川ツにおける法律行込脚諭「地司副・完

tdv 

と
同
様
の
解
釈
が
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
固

無
償
契
約
が
無
償
佐
の
故
に
常
に
遺
言
と
同
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の
解
釈
原
理
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す
べ
き
か
は
、
個
々
の
無
償
契
約
の
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っ
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す
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と
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っ
て
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め
て
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得
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こ
と
で
あ
り
、
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そ
の
当
蓄
を
一
般
的
に
論
ず
る
乙
と
は
性
雇
に
失
す
る
で
あ
ろ
う
・
し

か
し
、
無
償
性
が
信
頼
保
援
の
要
苔
し
た
が
っ
て
ま
た
解
釈
原
理
を
決
す
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
う
て
い
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
・
少
な
く
も
こ
の
限
度
に
お
い
て
右
に
述
べ
た
諸
見
解
に
は
費
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
巴

催
し
、

F
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レ
オ
ン
ハ
ル
ト
が
こ
れ
を
明
宗
的
に
否
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す
る
こ
と
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と
れ
ら
の
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を
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え
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る
も

。

占

的
r

M

匂
認
均

ハ
l 
v 

の
と
し
て
、

E
F

開

に
つ
き
讐
一
葦
同
一
一
三
五
買
場
魚

創

〈

2 

ω
p
o
s
ω

臣
ωr

凶

g
p
p
p
O
切

言

《

5 
V 

( 

s 

国
宵

Fω

“。r
m
H袋
持
時

第
五
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総

括

市

序
鈴
的
事
勾
察

前
笹
阜
で
待
ら
れ
た
成
果
に
基
づ
い
て
総
括
的
検
討
に
移
る
前
に
論
ず
べ
き
幾
つ
か
の
間
留
置
を
考
察
し
て
お
こ
う
・

凶
解
釈
の
主
体
従
来
の
欝
単
脱
は
、
解
釈
の
主
体
が
誰
で
必
る
か
に
つ
き
、
あ
る
い
は
沈
黙
し
、
ゐ
る
い
は
裁
判
官
で
あ
る
と
し
、

あ
る
い
は
表
示
の
受
領
宥
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
論
争
の
主
要
点
を
諺
成
せ
ず
、
ま
た
裁
判
宮
の
解
釈
と
表
呑
受
領
者
の

解
釈
の
関
係
に
つ
い
て
も
十
分
な
考
慮
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
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た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
固
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既
述
の
ご
と
く
、
表
示
岩
A
は
自
己
の
真
意
を
伝
達
す
べ
く
表
現
手
段
を
選
択
し
と
れ
に
よ
り
自
己
の
附
与
し
た
意
味
が
表
示
受
領

者
B
に
認
識
さ
れ
得
た
と
信
ず
る
に
亙
る
a

逆
に
、

B
は
A
の
表
示
か
ら
A
の
附
与
し
た
意
味
を
正
し
く
-
認
識
し
得
た
と
信
ず
る
で
あ
ろ

H 
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ぅ
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
表
示
の
解
釈
者
ば
ま
ず
A
-
B
で
あ
る
・

、、

こ
の
当
事
者
に
よ
る
解
釈
が
相
手
方
の
附
与
し
た
意
味
を
探
求
す
る
事
前
的
解
釈
で
あ
る
に
対
し
、
裁
判
官
の
な
す
べ
き
解
釈
は
、
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れ
を
前
提

LιGす
る
に
せ
よ
、

A
-
B
問
に
妥
当
す
べ
き
意
味
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
後
的
解
釈
で
あ
り
、
事
前
的
解
釈

に
依
れ
ば
木
釆
理
解
す
る
必
要
が
な
く
、
あ
る
い
は
別
異
の
意
味
で
理
解
す
べ
き
で
あ
。
た
場
合
に
お
い
て
も
、

A
a
B
が
表
立
不
を
共
通

の
意
味
で
理
解
す
る
場
合
に
、
事
後
的
解
釈
に
よ
。
て
こ
の
意
味
を
両
当
事
者
に
と
っ
て
碁
車
約
意
味
と
解
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で

あ
り
、
事
前
的
解
釈
に
と
っ
て
蕗
識
す
べ
き
意
味
が
決
定
的
に
重
重
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
事
象
的
解
釈
に
と
っ
て
も
決
定
的
で
あ

皿

る
と
は
必
ず
し
も
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
・
法
律
行
為
解
釈
論
を
論
ず
る
場
合
に
、
解
釈
の
主
体
は
誰
か
と
い
う
視
点
は
、
こ
の
事
前
的

・
事
後
的
解
釈
の
不
一
致
の
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
看
過
さ
れ
る
て
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

凶
い
わ
ゆ
る
規
範
設
定
表
示
理
論
と
法
律
行
為
の
解
釈
ラ
1
レ
ン
ツ
は
、
か
つ
て
、
主
観
説
客
観
説
の
対
立
は
結
局
意
思
と
表
示

の
二
元
伎
に
遺
完
き
れ
る
と
し
、
こ
れ
を
克
服
す
べ
く
、
意
思
表
示
一
を
規
範
設
定
表
主
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
統
工
問
な
解
釈
理

《

2
》

輸
を
得
ょ
う
と
努
め
た
a

と
れ
は
、
法
律
行
為
の
解
釈
が
表
示
と
離
れ
た
怠
尽
を
独
立
に
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
意

誌線学法戸

思
表
示
の
基
準
的
意
味
が
探
求
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
得
た
が
、
し
か
し
、
タ
1
ν

ン
ツ
に
お
い
て
も
、
意
思
表
示
の
議
事
的

意
味
確
定
に
際
し
て
の
二
元
性
l
l主
観
的
意
味
か
客
観
的
意
味
か
l
ー
を
つ
い
に
克
服
し
得
な
か
。
た
。
け
だ
し
こ
れ
ら
は
「
-
一
つ
の

《

3
》

《

4
・
》

且
宍
な
。
た
、
そ
し
て
等
し
く

E
当
な
要
諦
」
で
あ
り
、
一
一
元
住
は
「
一
つ
の
事
実
」
だ
か
ら
で
あ
る
・
9
1
レ
ン
ツ
が
陪
脱
を
離
れ
て
一
元

論
へ
の
志
向
を
断
念
し
た
の
は
、
規
範
設
定
表
示
理
論
が
解
釈
に
と
っ
て
果
た
し
得
た
役
劃
の
限
界
を
最
も
よ
く
証
明
す
る
で
あ
ろ
う
・

神

し
か
し
こ
の
こ
と
は
規
範
設
定
表
示
理
論
そ
の
も
の
の
評
価
を
損
う
も
の
で
は
な
い
a

規
範
設
定
表
示
理
論
は
、
少
な
く
も
ラ
レ
ン

〔

S
)

ツ
に
よ
り
最
も
詳
細
に
展
開
き
れ
、
現
在
の
ド
イ
ツ
民
法
学
の
主
読
を
形
成
す
る
に
至
ヨ
て
い
る
。
こ
の
創
設
的
な
、
決
定
宥
為
と
し
て

、
、
、

の
意
思
表
な
ホ
把
握
は
し
か
し
そ
れ
が
同
時
に
伝
達
機
能
を
果
た
す
べ
き
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
表
示
者
に
と
っ
て
決
定
行
為

と
し
て
の
意
思
表
宗
が
重
要
で
お
る
と
同
様
に
、
表
示
受
領
岩
に
と
。
て
は
伝
達
行
為
と
し
て
の
意
思
表
示
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
ラ
l



《息

レ
ン
ツ
は
新
鋭
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

困
難
な
問
題
は
規
範
設
定
表
示
と
し
て
の
意
思
表
示
治
妥
当
す
る
乙
と
の
法
的
根
拠
で
あ
る
a

こ
れ
を
約
束
の
行
為
意
味

内

7
》

《

a》
、

、

に
求
め
、
他
説
は
、
こ
れ
を
相
手
方
の
信
頼
に
求
め
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
文
字
逝
り
効
果
が
生
ず
る
と
い
う
意
味
で
の
妥
当
と
そ
の
行

、

、

、

、

、

〔

'ν

為
の
才
可
搬
面
性
と
が
区
別
し
て
考
え
ら
れ
得
る
@
例
え
ば
、
遺
書
の
場
合
、
表
示
者
は
方
式
に
し
た
治
っ
た
遺
言
書
を
作
成
す
る
こ
と

脱
は

ドイツにおげる問為闘いて但}・主

に
よ
り

l
l死
亡
に
よ
り
ー
ー
そ
の
効
果
を
生
ぜ
し
め
得
る
の
で
あ
れ
υ、
こ
の
意
味
に
お
い
て
宣
言
は

h

妥
当
す
る
H

が、

し
か
し
遁
宵

は者
では

E自
でこ
あれ
ろを
う鍬
。回

里品
にる
お・

いし
てた
、が
例。
えて
}ま、
、少

量な
く

広も
告あ
のる
事行
実為
をの

空言

il 
を"
行約
な東

ョ"
たの
者行
に為

T震
てに
も求

壁2
広こ
告と

者
が
給
付
議
務
を
負
う
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
意
思
表
示
の
妥
当
お
よ
び
そ
の
不
可
撤
図
性
の
板
鍵
は
相
手
方
の
信

Z習
が外
、の

この
でに
は求
右め
のぎ
鴎る
短を

管理
事E
す考
るえ
にら
とれ
とる
め

日?
の
妥

i 
拘
束
力
の

霊
に

て

詳
細

普
を
要

1 
V 

第
四
意
同
凶
@
⑧
験
照
。

6 

曹
三
牽
州
五
二
頁
参
照
・

第
三
章
同
五
O
-一
一
頁
以
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診
阪
・

《
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〉
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回
国
r
C
な
お
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v 

第
三
章
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五
O
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頁
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べ
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さ
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ク
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反
論
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あ
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・

H
L岡
崎

m
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創
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四
買
参
照
。
ニ
の
点
で
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新
鋭
・
旧
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・
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m
H
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言
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p
ω
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四

口

統
一
的
客
観
的
解
釈
の
非
貫
徹
性

前
章
の
各
類
型
に
お
げ
る
解
釈
原
理
の
探
求
は
、
客
観
的
解
釈
が
結
局
原
理
的
に
貫
徹
さ
れ
得
な
い
こ
と
、
こ
れ
は
当
事
者
の
附
与
し

た
意
味
が
-
致
し
な
い
場
合
に
お
L
V

て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
両
当
事
者
が
附
与
し
た
以
外
の
第
三
の
意
味
は
い
か
な
る
場

合
に
お
い
て
も
基
準
附
と
な
り
得
ず
、
し
た
が
っ
て
各
当
事
者
が
現
実
に
附
与
し
た
意
味
を
離
れ
て
独
立
に
表
示
意
味
を
確
定
す
る
こ
と

は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
の
限
り
に
お
い
て
が
イ
ク

1
ス
の
見
解
の
正
当
住
は
否
定
し
得
な
い
@
し
か
し
彼
の
見
解

も
ま
た
幾
つ
治
の
重
嬰
な
批
判
を
回
避
し
得
な
い
。

田

:-

パ
イ
ラ
T

ス
が
通
説
に
対
し
て
加
え
た
二
種
の
基
準
の
批
糾
也
、
バ
イ
ラ
ス
自
身
も
免
れ
て
は
い
な
い
℃
付
だ
し
彼
に
お

《

zv

い
て
も
、
主
観
的
意
眼
の
ご
欽
の
有
無
と
言
面
用
法
の
正
当
位
と
い
う
三
元
牲
は
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
去
の
る
。
次
に
彼
が
主
張
す
る

了

解

司

R
a
m同
企
伺
回
話
V

は
前
章
の
各
頭
裂
の
考
察
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
言
語
周
法
の

E
当
性
が
問
題
と
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い

【

S
U

て
も
必
ず
し
も
達
成
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
契
約
の
成
立
に
と
っ
て
過
大
な
要
求
と
い
う
べ
き
で
あ
る
ロ
さ
ら
に
、
言
語
用
法
の

E
当
性
の

、、

よ
り
実
質
的
観
点
が
潜
む
こ
と
を
看
過
し
亡
は
な
ら
な
い
回

第

に、

髭縄さ泣お長

背
後
に
は
む
し
ろ
各
当
事
者
の
正
当
な
利
益
の
保
援
と
い
う
、

し
た
が
っ

戸

て
、
例
え
ば
、
無
償
契
約
の
場
舎
に
正
当
な
宵
畠
用
法
と
い
う
点
で
は

η正
当
で
な
い
H

無
償
幽
損
者
の
附
与
し
た
意
味
が
契
約
両
当
事

神

者
に
と
っ
て
基
論
的
た
り
得
る
の
で
あ
る
B

最
後
に
、
バ
イ
ラ
ス
が
契
約
の
解
釈
に
限
定
し
て
論
ず
る
必
要
性
は
お
そ
ら
く
H
了
解
H

概
念
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
被
の
基
木
的
立
場
は
よ
り
一
般
的
な
形
で
主
張
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

結
局
、
法
律
持
為
の
解
釈
に
際
し
て
は
、
と
も
に
正
当
に
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
三
つ
の
利
益
、
す
な
わ
ち
、
表
示
が
自
己
の
附
与
し
た
意

味
で
妥
当
す
る
と
し、

う

と

対
し
て
有
す
る
表
不
者
の
白

星
定
σ3 

2 
表
不

" 自
己
の

書
し
た

ま
で
妥
当
す
る
と

う

と

を
信
頼
し
う
る
表
京
受
領
者
の
利
益
を
器
輸
と
し
て
、
各
類
型
に
応
じ
て
表
示
岩
が
現
実
に
附
与
し
た
意
味
、
表
示
受
領
者
が
現
実
に
理

解
し
た
意
味
の
法
的
基
準
怯
を
指
定
す
べ
き
で
あ
る
a

そ
の
場
合
に
、
両
当
事
者
の
附
与
す
る
意
味
が
一
致
す
る
場
合
の
解
釈
を
事
実
的
解
釈
、

一
致
し
な
い
場
合
の
解
釈
を
規
範
的
解
釈
と



《
-
一
】

呼
ぴ
、
両
者
を
原
則
的
に
区
別
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
両
者
に
震
婆
な
差
異
の
存
す
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
が
、
事
実
的
解
釈
に
お

、

、

ハ

S
》

い
て
も
、
当
事
者
双
方
の
附
与
し
た
意
味
が
妥
当
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
の
は
既
に
一
つ
の
評
価
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
・
こ
の
意
味

で
、
表
立
不
の
妥
当
す
べ
き
意
味
を
統
一
的
に
M
2
7
L
ホ
の
基
準
的
意
味
H

と
ザ
ん
で
も
不
合
理
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ドイ，におげる法律行為偽郡滑について似)・完

《

1 

第
二
ニ
牽
同
五
日
八
買
以
ヤ
参
照
@

-
九
七
七
年
彦
の
私
法
学

会
報
告
に
お
い
て
、
星
野
教
授
の
仰
質
問
に
対
し
、
主
観
的
意
味
が

一
致
す
る
場
合
は
純
然
た
る
事
安
認
定
の
問
題
で
あ
る
旨
回
答
し

た
E

と
れ
は
す
合
Y
に
湾
、
た
限

pd℃
修
主
す
べ
さ
も
の
P
暑
え
て
い

的
色
夢
は
よ
内
海
厚
で
あ
る
。
筆
老
は
、

〈

3 
V 

4
E宮崎:。
ω

例
え
ば
第
四
章
伺
Hl⑧
⑥
類
型
の
場
合
図

ハ
2 

H 

S宝

〈
吃

官
E 

。
ω 

同

5コ

〈

4 

書

• 

ω 

る
a 

《

s 
v 

と
り
わ
け
、
第
閉
愈
判
川
@
@
、

ω①
⑤
値
観
盤
の
場
合
に
、
評
価

表
示
意
識
の
欠
快

第
四
章
で
留
保
し
た
類
型
で
あ
る
。
あ
る
行
為
が
意
思
表
示
と
し
て
の
外
出
慨
を
有
す
る
場
合
に
、

日

お
よ
そ
意
思
表
示
を
な
す
と
い
う
意

験

(
H表
ロ
不
意
識
〉
を
欠
い
て
い
る
(
外
観
的
)
表
示
者
は
こ
れ
に
対
し
責
任
を
負
う
の
か
、
負
う
と
す
れ
ば
そ
の
費
註
の
位
置
は
何
で

《

E》

あ
る
カ
。
従
来
よ
り
見
解
は
対
立
す
る
。

'" 

一
八
条
は
い
わ
ゆ
る
諮
謹
表
示
に
つ
き
、
官
具
撃
性
の
欠
後
を
相
手
方
が
認
識
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
期
待
の
下
に
な
し
た

《

2
V

門

Z〕

?
Z
 

否
定
説
は
こ
れ
を
例
外
鏡
定
と
解
し
て
表
示
意
識
一
般
の
問
題
へ
の
悠
張
を
否
定
し
て
い
る
回
一

ド
イ
ツ
民
法
一

一
八
条
の
立
法
的
当
杏
は
措
く
と
し
て

も
、
こ
の
規
定
を
前
提
と
す
る
限
り
、
表
示
意
識
を
欠
く
場
合
に
は
よ
り
強
い
理
由
で
意
思
表
示
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が



叩

鶏
障
に
恩
わ
れ
る
a

し
か
し
い
ず
れ
に
ぜ
よ
決
定
的
な
結
論
を
こ
こ
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

否
定
鋭
に
よ
。
て
有
カ
に
主
張
さ
れ
る
根
処
は
、
表
示
畠
忠
雄
障
な
さ
行
為
と
表
京
錯
誤
の
場
合
の
利
益
状
況
の
類
似
性
で
あ
る
。
ビ
ド
リ

ン
安
キ

1
の
論
述
を
今
一
度
引
用
す
れ
ば
、
「
奉
不
着
は
彼
が
妥
当
せ
し
め
ね
ば
な
ら
抱
当
該
法
律
効
果
を
望
ん
で
は
い
な
か
。
た

と
い
う
決
定
的
観
点
に
お
い
て
何
ら
の
効
果
も
意
欲
し
な
か
っ
た
者
と
、
会
く
則
の
こ
と
を
欲
し
た
者
と
の
聞
に
差
異
は
存
し
な

n
E
V
 

い
」
の
で
あ
る
e

と
の
指
摘
は
磁
か
に
恒
明
確
に
値
い
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
を
全
く
異
な
。
て
処
理
す
る
解
決
に
と
っ
て
は
殆
ど
克
服

、
、
、

し
か
し
と
れ
は
行
為
者
へ
の
帰
貴
が
彼
此
い
ず
れ
の
場
合
に
も
同
一
の
貴
甚
根
拠
に
基
づ
く
べ
き
こ
と
を
前
駆
す
る
も
の
で
は

し
難
い
。

皿

な
し、

か
く
て
、
表
示
意
識
の
商
安
否
の
問
題
は
法
律
行
為
責
任
、
法
律
行
為
外
的
な
信
頼
責
伝
の
交
錯
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い

う
新
た
な
局
面
の
中
で
解
決
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
a

話雑

表
示
意
識
が
意
思
表
示
の
不
可
欠
的
構
賢
岳
棄
と
解
す
る
も
の
と

L
て
例
え
ば
匡
母
語
R
d
i
p選
aa白

叫

倒

M
b
同
や
弘
司
馬
宮

智
司
』
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果
た
し
て
い
る
a

こ
の
信
頼
保
診
の
反
面
に
お
い
て
表
示
者
が
負
担
す
べ
き
自
己
責
任
、
あ
る
い
は
表
示
意
識
な
き
作
為
に
対
す
る
責

任
は
私
的
自
治
実
現
手
段
と
し
て
の
法
律
行
為
に
纂
づ
く
責
任
に
対
し
て
い
か
な
る
関
療
に
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
密
接
に
関
連

す
る
法
律
行
為
責
任
・
信
頼
費
径
の
交
錯
に
つ
い
て
は
、
見
解
は
多
岐
に
分
か
れ
、
そ
れ
ら
全
て
に
つ
き
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
は

未
だ
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
作
業
で
必
り
将
来
に
要
ね
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
こ
で
は
右
の
問
雇
に
限
定
し
て
論
ず
る
こ
と
に
よ
り
将
来

ド4ツに求げる法律行為解釈諭について'"・完

の
検
討
の
た
め
の
茎
本
的
視
際
を
得
た
い
と
考
え
る

と
り
わ
付
寝
庇
あ
る
意
思
表
不
に
よ
っ
て
表
示
を
な
す
岩
の
垂
示
へ
の
拘
束
を
い
か
に
根
処
づ
付
得
る

《

1
v

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
法
律
行
為
責
任
と
区
別
さ
れ
た
独
立
の
信
頼
保
護
隊
麹
を
主
張
す
る
説
、
む
し
ろ
自
己
責
任
は
自
己
決
定
に

内

2
】

合
ま
れ
る
と
す
る
説
が
対
立
す
る
こ
の
場
合
に
看
過
さ
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
た
と
え
譲
住
民
あ
る
に
ぜ
よ
、
表
U
T

者
は
自
ら
の
決
定
に

、

、

《

3
》

基
づ
い
て
表
示
を
行
な
。
て
お
り
、
現
実
の
自
己
決
定
が
存
す
る
点
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
信
頼
保
護
原
理
は
自
己
決
定
を
超
え

た
骨
止
め
責
任
根
拠
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
〈
、
自
己
責
任
は
依
然
と
し
て
法
律
行
為
肉
的
な
貴
伝
に
と
ど
ま
る
と
考
え
る
。
た
だ
こ

れ
を
専
ら
自
己
決
定
の
不
可
欠
的
相
関
概
念
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
例
え
ば
ピ
ド
リ
ン
安
キ
の
主
張
す
る
ご
と
く
、
各
々

R
-
u
 

組
立
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
複
合
的
に
協
働
し
て
法
律
行
為
、
責
任
を
根
拠
づ
げ
る
と
解
す
べ
き
か
は
な
お
疑
問
の
余
地
が
あ
ろ
う

凶
表
一
筆
意
識
の
要
否
回
で
述
て
た
ご
と
く
、
表
一
否
畠
息
地
阪
の
要
否
は
、
表
示
者
へ
の
帰
貨
の
有
無
問
題
と
共
に
、
帰
貧
さ
れ
る
責
任
の

性
質
が
問
題
と
さ
れ
る
固
表
記
木
意
識
な
さ
行
為
と
表
示
錯
誤
の
利
益
状
況
の
等
質
性
は
、
両
岩
を
原
則
的
に
同
一
に
取
扱
う
こ
と
を
要
請

し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
雰
質
的
対
立
は
必
ず
し
も
顕
著
で
な
い
.
例
え
ば
、
表
示
意
識
を
意
思
春
不
の
要
素
と
し
な
い
ラ
l
v
ン
グ
に

お
い
て
も
、
表
子
錯
誤
の
場
合
と
異
な
り
、
表
示
意
味
の
帰
貴
可
能
性
を
個
々
的
に
吟
味
す
べ
き
と
と
を
承
認
し
、
そ
の
限
り
で
の
特
殊

FSν 

位
を
否
定
し
な
い
}
方
、
き
不
意
識
な
き
行
為
に
対
す
る
責
任
を
法
律
衿
詰
責
任
泊
ら
排
除
す
る
カ
ナ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
責

凶
自
己
資
伝
原
理

表
示
者
、

司 1

径
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く

《

ev

て
い
る
a

権
利
外
観
貴
伝
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
得
る
こ
と
が
明
示
的
に
承
認
さ
れ
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こ
こ
で
争
わ
れ
る
の
は
責
任
の
位
質
如
何
で
あ
る
g

既
に
マ
ヱ
1
ク
は
、
実
定
法
か
ら
演
縛
さ
れ
る
べ
き
意
思
表
軍
機
会
と
し
て
き
不

意
識
を
要
求
し
な
が
ら
、
他
方
で
「
相
手
方
の
垂
水
へ
の
慣
習
基
づ
く
妻
主
主
を
肯
定
い
ェ
査
票
責
任
の
数
量
を
極
め
て

稀

脅

な

も

の

と

し

、

マ

ニ

1
1

ク
の
真
正
の
意
思
表
宗
過
失
に
よ
る
意
思
表
子
の
区
別
を
否
定
し
、
「
専
ら
信
頼
要
件

X日

P
1
テ
フ
ト
は
、

事
実
の
み
が
重
要
で
あ
色
と
述
べ
て
、

:
1
4内
在
す
る
方
向
性
を
徹
底
し
た
@
し
か
し
こ
れ
ら
の
見
解
は
私
的
自
治
的
自
己
決

定
の
手
段
と
し
て
の
法
律
持
為
の
特
伎
を
看
過
す
る
も
の
で
あ
り
賛
成
し
得
な
い
巴
げ
だ
し
、
そ
れ
ら
の
見
解
に
お
い
て
決
定
的
な
こ
と

、
、
、

は
、
専
ら
意
思
エ
表
示
の
外
観
と
そ
の
〈
外
観
附
〉
奉
示
場
者
へ
の
帰
責
可
能
性
で
あ
り
、
現
実
に
存
在
す
る
自
己
決
定
す
ら
外
観
に
対
す
る

信
頼
保
穫
車
翌
の
中
に
埋
没
し
、
そ
の
独
自
的
意
啄
を
全
く
失
う
に
至
る
カ
ら
で
あ
る
a

と
の
と
と
は
、
老
王
恵
識
な
さ
行
為
に
つ
い
て

ハ
9
)

も
、
帰
責
可
能
性
の
見
地
か
ら
し
意
思
表
宗
責
揺
を
肯
定
す
る
フ
I
レ
ン
ツ
の
見
解
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
@

様
々
な
法
移
序
の
下
で
、
様
々
な
責
任
原
理
に
基
づ
い
て
-
定
の
既
存
責
任
を
負
わ
し
め
得
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
私
的
自
治

、
‘
、
、

そ
の
実
現
手
段
と
し
て
の
意
思
表
京
な
し
し
法
律
作
為
制
度
を
有
す
る
法
秩
序
の
下
で
、
お
よ
そ
自
己
決
定
を

2志経学

原
則
を
承
罷
し
、

ヵっ、

告主

欠
く
行
為
の
効
果
を
法
律
行
為
責
任
の
中
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
意
同
必
表
示
な
い
し
法
律
行
為
概
念
そ
の
も
の
の
自
殺
と
い
う
べ

内
川
岬
V
A
U
U

き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
よ
う
に
解
す
る
と
き
は
、
表
U

氷
意
裁
の
有
無
は
法
律
行
為
責
任
の
外
涯
を
函
す
る
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し

nu〕

て
機
能
し
、
表
示
意
識
な
き
行
為
は
法
律
行
為
外
的
な
責
任
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
・

戸神

ハ
1
)

s
a
g喝
忽

i

S

F

E

E

E

z

i

i

i

 

mwE2SEぷ
宮
内

tnQbpFP• 

ロ
晶
町
内

E
E
p
g
b
g
g
E左
HSEa・
〉
色
気
首
「

ω
総
書

《

2 
V 

。LP。
i
p
:
t
B

4mpom担
僻
包

P
P
M
r
o
d
p
恥
除

wr

切
喝
品
目
z-固

ω持
r
p
p
p
-
ω
H
N
N嶋

崎

7 

第
三
章
附
至
。
。
頁
参
照
・

明
官
官
官
:

〈

5 

策
士
一
章
附
五
一
三
頁
拳
胤
・

E 

•• 
P 
ω 

長

3 

6 

Z凶

， 

の
、
簡
原
理
の
複
合
的

協
働
と
い
う
発
想
に
つ
き
、
当
官
e
R網
開

F
B
g
g
a
g
m
E昆

z
s
n
m
 u
o
s
m
r
g
間以禄に、

4
B
Q
E昏
臨
時

ハ
8 



‘ 

4 

• 
P 
ω 

第
一
章
同
注
ペ
7
V
参
照
6

ピ
ド
リ
ン
ス
キ
ー
の
興
味
夜
い
提
案
《
注
ハ
4
〕
参
照
〕
も
、
意
思

• 
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ハ
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表
宗
と
岡
一
の
効
果
を
生
ず
べ
き
事
例
を
包
摂
し
よ
う
と
す
る
余

り
、
私
的
自
治
を
、
法
律
動
果
発
生
に
対
す
る
し
意
思
表
示
に
よ
る
干

可

9 
0歯

。
切

量

渉
可
能
性
と
い
う
〆
ル
ク
マ
I
W
で
限
界
づ
け
よ
う
と
す
る
の
は
、

そ
の
不
当
な
舷
援
で
あ
る
・

• 

ドイツにおげる法律行為解釈蛤について削・ラ宅

《

" 》

プル
l
メ
が
他
の
場
面
に
お
い
て
は
法
律
行
為
寄
努
仕
と
法
律
行
為

〈

弘

切

8
旨
邑

F
R側同一
P 

m 。
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外
的
費
雇
L
の
峻
別
を
強
爾
し
な
が
ら
、
呑
ポ
意
識
の
嬰
否
の
問
屋

" 
お

《

" 
〈
同
声
。
首
笥
E
P
"
n
y
'
m
r
恥
問
時

に
つ
い
て
だ
げ
こ
れ
を
論
じ
な
い
型
自
は
必
ず
し
も
明
γ

り
か
で
な

い
と
り
わ
け
仮
象
代
遅
・
容
認
代
理
の
際
的
処
理
の
差
異
に
つ
き

伺

結
び
に
代
え
て

本
稿
で
専
ら
ド
イ
ツ
民
法
を
素
材
と
し
て
検
討
さ
れ
た
法
律
行
為
の
解
釈
理
論
は
、

そ
の
ご
く
僅
か
の
郎
分
を
論
じ
得
た
に
と
ど
ま

り
、
と
り
わ
り
補
充
的
契
約
解
釈
の
間
僅
に
は
殆
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法
律
行
為
解
釈
論
内
で
の
不
完
全
性
と
共
に
、

本
輩
"
で
よ
う
や
く
言
及
し
得
た
法
律
行
為
責
任
論
に
つ
い
て
も
、
そ
の
包
括
的
検
討
の
た
め
に
は
、
黙
示
一
の
意
思
表
示
理
論
、
社
会
定

型
的
得
為
、
錯
誤
飴
・
合
憲
論
等
解
決
さ
れ
る
べ
き
難
聞
は
山
積
し
て
い
る
a

と
れ
ら
を
前
に
し
て
今
夏
な
が
ら
法
律
符
為
論
の
大
海
へ

危
い
小
舟
で
乗
り
出
し
た
感
を
深
く
す
る
。
い
ず
れ
は
向
か
う
べ
き
港
へ
無
事
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
巴

法
律
行
為
の
解
釈
を
支
配
す
る
原
理
の
探
究
、
こ
の
原
理
と
法
律
待
為
論
と
の
関
連
の
解
明
を
目
指
し
、
同
時
に
、
こ
れ
を
以
て
信
頼

責
任
論
検
討
の
た
め
の
準
備
的
作
業
た
ら
し
め
ん
と
し
た
本
研
究
が
、
わ
が
民
法
に
お
付
る
法
律
行
為
論
・
信
額
資
極
論
の
研
究
に
い
さ

'" 
さ
か
で
も
貢
献
し
縛
る
こ
と
を
切
に
念
じ
つ
つ
、
拙
な
い
績
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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