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序
け

C

目
月
is

の
表
見
代
理
理
論

⇔

検

討



同
じ
法
律
効
果
が
発
生
す
る
。
こ
れ
に
対
し

F
l
u
m
e

は、

六
七

C
l
a
u
s
,
W
i
l
h
e
l
m
 
C
a
n
a
r
i
s

の
D
i
e
V
e
r
t
r
a
u
e
n
s
h
a
f
t
u
n
g
 i
m
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 P
r
i
v
a
t
r
e
c
h
t
 
(
1
9
7
1
)

に
お
け
る
表
見
代
理
に
か
ん

こ
れ
を
権
利
外
観
法
理
で
説
明
す
る
の
が
現
在
の
圧
倒
的
通
説
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

表
見
代
理
に
お
い
て
は
真
実
の
代
理
権
は
存
在
し
な
い
が
、
代
理
権
の
外
観
が
存
在
す
る
た
め
あ
た
か
も
真
実
の
代
理
権
が
あ
っ
た
の
と

か
か
る
理
論
に
基
づ
い
て
本
人
に
法
律
行
為
に
よ
る
履
行
責
任
を
負
担
さ
せ

る
の
は
法
律
行
為
を
支
配
す
る
私
的
自
治
の
原
理
に
矛
盾
す
る
と
の
立
場
か
ら
、
通
説
の
表
見
代
理
理
論
を
否
定
し
、

B
G
B

の
起
草
者

の
見
解
を
復
活
せ
し
め
て
、
表
見
代
理
を
真
実
の
代
理
権
が
授
与
さ
れ
て
い
る
場
合
と
解
す
る
説
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
は
、

私
も
ま
た

F
l
u
m
e
や

P
a
w
l
o
w
s
k
i

の
理
論
を
紹
介
・
検
討
し
て
、

(
1
)
 

体
的
な
判
決
例
を
検
討
す
る
作
業
を
、
こ
こ
数
年
間
、
行
っ
て
き
た
。

表
見
代
理
を
有
権
代
理
的
に
理
解
す
る
た
め
の
理
論
構
成
と
具

こ
れ
に
対
し

C
a
n
a
r
i
s
は
表
見
代
理
を
再
び
権
利
外
観
説
で
説
明
し
、

F
l
u
m
e

の
法
律
行
説
為
を
批
判
し
て
い
る
。

C
a
n
a
r
i
s

の
こ

の
書
は
表
見
代
理
の
み
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
表
題
が
示
す
よ
う
に
、
ド
イ
ッ
私
法
全
体
に
お
け
る
信
頼
責
任
・
権

利
外
観
理
論
の
樹
立
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

B
G
B

の
表
見
代
理
規
定
が
そ
の
理
論
の
重
要
な
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

我
々
は
、
あ
る
説
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
同
趣
旨
の
先
人
の
学
説
や
外
国
の
文
献
を
そ
の
論
拠
と
し
て
引
用
す
る
。
し
か
し
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
学
問
上
あ
る
見
解
を
立
て
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
自
説
に
有
利
な
説
の
み
な
ら
ず
反
対
説
に
も
考
慮
を
払
わ
な
け

表
見
代
理
と
信
頼
責
任

そ
の
後
、

P
a
w
l
o
w
s
k
i
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
表
見
代
理
に
つ
い
て
は
、

す
る
論
述
の
部
分
を
紹
介
・
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

序

（
七
三
九
）



(
1
)
 

（
七
四
0
)

れ
ば
な
ら
な
い
。
文
献
の
引
用
は
自
己
の
所
論
の
み
に
利
用
す
る
た
め
で
は
な
く
学
問
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
に
必
然
性
が
あ
る
か
ら
で

(
3
)
 

あ
る
。
そ
う
い
う
見
地
か
ら
私
も
か
つ
て

S
e
e
l
e
r
や

G
o
t
t
h
a
r
d
t

代
理
理
論
と
い
っ
て
も
、

の
理
論
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
く
ち
に
表
見

(
4
)
 

ド
イ
ツ
の
代
表
的
な
学
説
を
ト
レ
ー
ス
す
る
の
は
並
大
抵
の
作
業
で
は
な
い
。
法
律
行
為
論
に
お
け
る
私
的
自

治
の
意
義
の
再
評
価
と
い
う
私
の
関
心
と
能
力
の
不
足
か
ら
、
従
来
の
研
究
が

F
l
u
m
e
的
発
想
の
理
論
の
追
求
に
傾
い
て
い
た
こ
と
は
、

本
稿
は
、
従
来
の
研
究
不
足
の
部
分
を
少
し
で
も
補
充
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、

F
l
u
m
e
と

C
a
n
a
r
i
s

比
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
問
題
は
、

ド
イ
ツ
民
・
商
法
の
個
々
的
な
問
題
点
を
論
じ
（
第
一
章
）
、

し
た
五
五

0
ペ
ー
ジ
余
の
大
著
で
あ
り
、

の
説
の
中
心
的
部
分
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
若
干
の
検
討
・
批
判
を
加
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
こ
で
は
、

の
理
論
の
対

と
ど
の
つ
ま
り
法
律
行
為
論
の
解
明
に
帰
着
す
る
。
法
律
行
為
論
は
私
の
終
生
の
研
究
テ
ー

(
5
)
 

11

青
い
鳥
II

を
み
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

C
a
n
a
r
i
s
の
書
も
従
来
の
信
頼
責
任
論
の
批
判

第
二
章
で
は
信
頼
責
任
の
一
般
理
論
を
樹
立
し
よ
う
と

最
近
、
高
橋
・
代
理
理
論
の
研
究
（
有
斐
閣
）
に
集
約
し
た
。

な
お
、
同
書
に
は
若
干
の
誤
植
・
誤
り
が
あ
る
の
で
、
現
在
ま
で
に
気
付
い
た
箇
所
を
こ
の
機
会
に
左
の
よ
う
に
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

頁

行

誤

正

一五

4

前

提

す

る

前

提

と

す

る

三
六

1
3
本
人
・
代
理
•
本
人
・
代
理
人
・

一
四
八

18

代
理
人
選
任
に
代
理
人
選
任
の
委
任
に

一
八
九

6

認

す

る

（

認

す

る

。

二
七
一

15

表
見
代
理
行
為
表
見
代
理
行
為
に

か
ら
始
ま
っ
て
、

マ
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
結
局
、

私
に
は
そ
の
全
貌
を
論
ず
る
能
力
は
な
い
。

表
見
代
理
に
か
ん
す
る

C
a
n
a
r
i
s

私
自
身
が
最
も
よ
く
自
覚
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

六
八



し
て
は
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
従
来
の
多
く
の
理
論
は
、

-
、
C
a
n
a
r
i
s
は
自
己
の
信
頼
責
任
の
研
究
が
現
行
法
の
解
釈
論
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
11
信
頼
II

の
思
想
は
B
G
B

の
立
法
時
に
は
充
分
に
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
例
外
現
象
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
制
定
法
な
ら
び
に
慣
習
法
上
の
規
定
(
R
e
g
e
l
u
n
g
)

ぎ
り
矛
盾
の
な
い
統
一
的
原
理
に
還
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

規
定
の
適
用
を
排
除
し
て
い
る
。
し
か
し
、

(
1
)
 

矛
盾
は
許
さ
れ
な
い
」
。

表
見
代
理
と
信
頼
責
任

そ
れ
は
現
行
法
の
W
e
r
t
u
n
g
と
り
わ
け
錯
誤
顧
慮
の
W
e
r
t
u
n
g
と
矛
盾
す
る
。

日

C
a
n
a
r
i
s
の
表
見
代
理
理
論

11 

つ
い
て
の
本
人
の

其
ノ
者

削
除

此
規
定

六
九

権
利
外
観
責
任
に
つ
い
て
B
G
B
の
W
i
l
l
e
n
s
m
i
i
n
g
e
l
に
か
ん
す
る
諸

（
七
四
一
）

か
か
る

)
の
場
合
、
体
系
の
純
粋
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
現
行
法
を
無
視

の
不
備
を
補
充
す
る
と
共
に
、

個
々
の
現
象
を
可
能
な
か

と
本
人
の

三

一

四

其

ノ

者

三
ニ
ニ

2

て
い
る
。

三
四
九
注
10

比
規
定

(
2
)

前
掲
書
一
七
六
頁
以
下
。

(
3
)
高
橋
「
表
見
代
理
に
お
け
る
信
頼
の
保
護
ー
G
o
t
t
h
a
r
d
t
の
理
論
の
紹
介
と
検
討
ー
」
法
学
論
集
二
二
巻
四
•
五
・
六
合
併
号
。

(
4
)

川
村
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
表
見
代
理
理
論
（
一
）
・
（
二
）
」
民
商
法
雑
誌
五
七
巻
六
号
、
五
八
巻
三
号
は
、
こ
れ
に
か
ん
す
る
優
れ
た
研
究
で

あ
る

C

(
5
)

法
律
行
為
論
に
か
ん
す
る
現
時
点
に
お
け
る
私
見
に
つ
い
て
は
、
高
橋
「
私
的
自
治
・
法
律
行
為
論
序
説
け
2
伺
」
法
学
論
集
二
四
巻
―
―
一
号
、

四
号
、
六
号
参
照
。

し
た
が
っ
て
、
信
頼
責
任
の
問
題
を
克
服



こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら

C
a
n
a
r
i
s

は
、
従
来
の
権
利
外
観
説
は
現
行
法
の

W
e
r
t
u
n
g
と
矛
盾
し
、

(
2
)
 

個
々
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
統
一
的
な
考
察
に
欠
け
る
、
と
批
判
す
る
。

11
信
頼
“
を
根
拠
に
た
ん
な
る
損
害
賠
償
義
務
で
は
な
く
、
法
律
行
為
に
よ
る
と
同
じ
履
行
責
任
が
生
ず
る

の
を
ど
の
よ
う
に
理
由
づ
け
る
か
に
存
す
る
。
そ
し
て

C
a
n
a
r
i
s

は、

s
t
a
n
d
)

を、

S
c
h
e
i
n
tat b
e
s
 t
a
n
d

の
音
裳
蹴
的
な
作
げ
山
山

(
w
i
s
s
e
n
t
l
i
c
h
e
S
c
h
a
f
f
u
n
g
)

に
金
小
め
る
。

「
意
識
し
て
外
観
を
作
り
出
し
た
者
は
、
自
分
の
し
た
こ
と
を
知
り
、

は
い
わ
ば
言
質
を
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
権
利
外
観
理
論
の
内
容
は
、
有
責
性

(
V
e
r
s
c
h
u
l
d
e
n
)

観
責
任
は
危
険
の
帰
責

(
R
i
s
i
k
o
z
u
r
e
c
h
n
u
n
g
)

の
思
想
に
よ
っ
て
完
全
に
明
ら
か
に
さ
れ
、

な
信
頼
保
護
で
は
な
く
、
積
極
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
理
由
を
説
明
す
る
に
充
分
で
あ
る
。

（
七
四
二
）

こ
の
よ
う
な
信
頼
責
任
の
生
ず
る
最
小
要
件

(
M
i
n
i
m
a
l
ta the-

か
つ
、
信
頼
者
が
こ
の
外
観
に
従
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
彼

た
と
え
ば
、
合
理
的
な
理
由
で
委
任
状
を
交
付
す
る
者
は
、
第
三
者
に
対
し
て
有
責
的
に
行
為
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
権
利
外

か
つ
現
行
法
の

W
e
r
t
u
n
g
と
も
一
致
す

る
。
故
意
に

S
c
h
e
i
n
t
a
t
b
e
s
t
a
n
d
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
件
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
よ
う
な
消
極
的

こ
の
原
理
の
弱
点
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

§
§
1
7
1
f
,
§
 4
0
5
 

B
G
B
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

§
1
7
9
1

も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
今
日
す
で
に
慣
習
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
容
認
代
理
(
D
u
l
'

(
3
)
 

d
u
n
g
s
v
o
l
l
n
a
c
h
t
)

も
現
行
法
上
の
基
礎
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

こ
の
よ
う
に

C
a
n
a
r
i
s
は
通
説
と
同
様
に
案
1
7
1
I
,
 
1
7
2
 I
 

B
G
B
を
民
法
に
お
け
る
権
利
外
観
責
任
の
最
も
重
要
な
根
拠
と
み
な
し
、

「
法
律
行
為
は
設
権
的

(
k
o
n
s
t
i
t
u
t
i
v
)

行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
条
文
が

11
代
理
権
を
与
え
た
“
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明

法
律
行
為
に
よ
る
代
理
権
授
与
の
規
定
と
解
す
る

F
l
u
m
e

現
行
法
に
不
完
全
な
表
現
し
か
見
出
せ
な
い
こ
と
が
、

二、

C
a
n
a
r
i
s

の
関
心
は
、

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

の
説
に
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

の
観
点
か
ら
は
説
明
し
え
な
い
。

し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
を

七
〇



n
v
o
l
l
m
a
c
h
t
)
 

こ
と
は
§

1
6
7
1
と
の
関
係
か
ら
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
同
条
が
第
三
者
に
対
す
る
法
律
行
為
に
よ
る
代
理
権
の
授
与
を
定
め
て
い
る

(

4

)

 

の
で
あ
る
か
ら
、
§
1
7
1
I

が
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
も
う
一
度
規
定
す
る
と
い
う
の
は
背
理
で
あ
る
」
。

C
a
n
a
r
i
s
は
こ
の
よ
う
に
法
律
行
為
説
を
否
定
す
る
け
れ
ど
も
、

う
こ
と
に
な
ら
ず
、
類
推
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

「

§
1
1
6
以
下
は
、

規
定
で
あ
る
。
適
用
に
反
対
す
る
通
説
は
—
ー
＇
そ
の
概
念
法
学
的
理
由
づ
け
は
さ
て
お
き
|
|
．
、
真
正
の
外
部
的
授
権
の
取
扱
い
と
の
関

係
に
お
い
て
、
耐
え
難
い

W
e
r
t
u
n
g
の
矛
盾
に
陥
る
。
梁
1
7
1
!
,
172 I

の
目
的
は
外
部
的
授
権
の
欠
鋏
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

第
三
者
は
真
正
の
外
部
的
授
権
の
と
き
よ
り
も
有
利
な
地
位
に
置
か
れ
る
必
要
は
な
い
。

真
正
の
外
部
的
授
権
に
さ
い
し
て
、
代
理
人

y
の
代
り
に

X
と
誤
記
し
た
と
き
に
を
'
1
9
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
既
に
な
さ
れ
た
代
理
権
授
与
の
通
知
に
つ
い
て
こ
れ
と
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
の
は
、
二
つ
の
場
合
の
類
似
性
に
か
ん
が
み
、

等
し
い
も
の
を
等
し
く
取
り
扱
う
と
い
う
正
義
の
要
請
に
反
す
る
。
§

1
2
3
1
 
(
詐
欺
・
強
迫
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、

ら
か
な
よ
う
に
、

外
観
の
作
出
の
際
に
も
生
じ
う
る
一
般
的
な
帰
責
の
問
題
に
か
ん
す
る

§
 171 I

の
通
知
は
宣
言
的
な

(deklaratorisch)
表
示
で
あ
る
。

の
通
知
に
す
ぎ
ず
、

F
l
u
m
e
の
い
う
よ
う
な
第
三
者
に
対
す
る
外
部
的
授
権

(
A
u
B
e
n
v
o
l
l
m
a
c
h
t
)
で
は
な
い
。
そ
の

た
ん
に
法
律
行
為
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、

か
つ
て
の
通
説
の
よ
う
に

W
i
l
l
e
n
s
m
i
i
n
g
eI
 

表
見
代
理
と
信
頼
責
任

七

そ
れ
は
既
に
与
え
ら
れ
た
内
部
的
授
権

(Inne,

そ
こ
か
ら
直
ち
に
§
1
1
6
B
G
B
以
下
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
と

の
主
張
を
無
制
限
に
許
す
の
も
妥
当
で
は
な
く
、
中
間
的
解
決
が
正
当
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
不
特
定
多
数
人
と
の
法
律
行
為
の
締
結
に
向
け
ら
れ
た
代
理
権
に
お
い
て
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
し
て
の
瑕
疵
の
主

張
は
排
除
さ
れ
る
。
取
引
保
護
の
必
要
性
が
よ
り
強
く
な
り
、
無
効
主
張
を
認
め
る
な
ら
ば
一
般
の
利
益
を
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
通
知
の
基
礎
と
な
る
内
部
的
授
権
に
か
ん
す
る
瑕
疵
は
善
意
の
第
三
者
の
た
め
に
排
除
さ
れ
る
が
、
通

（
七
四
三
）



七
二
（
七
四
四
）

(
5
)
 

知
自
体
に
か
ん
す
る
瑕
疵
は
、
真
正
の
外
部
的
授
権
の
場
合
と
同
じ
要
件
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

「
な
お
、
通
説
の
よ
う
に
証
券
の
窃
取
の
場
合
に
ま
で
§
1
7
2
1

の
責
任
を
肯
定
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
11
交
付
II

と
い
う

同
条
の
文
言
に
反
す
る
し
、
交
付
が
完
全
に
欠
け
て
い
る
と
き
に
は
、
外
部
的
授
権
に
比
較
し
う
る
本
人
の
通
知
は
存
在
し
な
い
。
過
失

に
よ
っ
て
生
じ
た
権
利
外
観
責
任
は
現
行
法
に
は
な
じ
ま
ず
、
消
極
的
利
益
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
不
特
定
多

数
の
人
と
の
法
律
行
為
の
締
結
の
た
め
の
委
任
状
に
つ
い
て
は
別
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
証
書
は
流
通
証
券
に
類
似
し
て
く
る
か

(
6
)
 

ら
で
あ
る
」
。

三
、
ド
イ
ツ
で
は
表
見
代
理
に
お
い
て
容
認
代
理

(
D
u
l
d
u
n
g
s
v
o
l
l
m
a
c
h
t
)
と

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
l
m
a
c
h
t

と
を
理
論
的
に
区
別
す
る
。

本
人
が
代
理
人
の
態
度
を
容
認
し
、
相
手
方
か
ら
み
れ
ば
本
人
が
代
理
権
を
与
え
た
と
解
釈
し
う
る
と
き
に
前
者
が
成
立
す
る
の
に
対
し
、

(

7

)

 

後
者
は
、
本
人
は
代
理
人
の
態
度
を
知
ら
ず
、
た
だ
、
相
当
’
の
注
意
を
す
れ
ば
そ
れ
を
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
が
、

C
a
n
a
r
i
s

は
二
つ
の
制
度
を
区
別
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
ま
ず
容
認
代
理
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
容
認
代
理
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
解
釈
上
争
い
が
あ
る
。
法
律
行
為
説
に
よ
れ
ば
、
容
認
代
理
は
黙
示
的
な
代
理
権
の
授
与
行
為

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
内
部
的
授
権
で
あ
る
の
か
外
部
的
授
権
で
あ
る
の
か
が
は
っ
き
り
と
せ
ず
、
こ
こ
に
こ
の
理
論
の
弱
点

こ
の
観
点
か
ら
判
例
を
分
析
す
れ
ば
、
典
型
的
に
は
内
部
的
授
権
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し

F
l
u
m
e

は
容
認
代
理
を
乞

71
の
外
部
的
授
権
の
構
成
要
件
に
位
置
づ
け
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

F
l
u
m
e
が
代
理
権
の
内
部
的
消
減
原
因
の
効

力
に
か
ん
し
て
内
部
的
授
権
と
同
じ
よ
う
に
こ
れ
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
と
相
容
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

W
e
l
l
s
p
a
c
h
e
r
の
い
う
よ
う

に
、
本
人
の
外
形
的
態
度
か
ら
法
律
行
為
的
意
思
を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
第
三
者
は
既
に
行
な
わ
れ
た
代
理
権
授
与
を
推
測
し
う

る
に
す
ぎ
な
い
。
本
人
の
態
度
は
宜
言
的
性
格
で
あ
っ
て
、
設
権
的
性
格
を
有
し
な
い
。

が
あ
る
。

関
法

第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号



責
任
を
認
め
る
の
に
、

な
わ
ち
、

容
認
代
理
と
は
異
な
り
、
民
法
の
領
域
に
お
い
て
は

C
a
n
a
r
i
s
は、

七

S
c
h
e
i
n
 tat b
e
s
 t
a
n
d

の
帰
責
性
に
か
ん
す

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
l
m
a
c
h
t

の
み
が

容
認
代
理
の
体
系
的
位
置
づ
け
に
お
い
て
は
二
つ
の
場
合
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
は
、
本
人
の
態
度
が
設
権
的
な

内
部
的
授
権
ま
た
は
外
部
的
授
権
と
み
ら
れ
る
場
合
ー
法
律
行
為
に
よ
る
授
権
ー
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
、
本
人
が
内
部
的
授
権
を
意
欲

し
て
な
い
こ
と
が
代
理
人
に
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
第
三
者
に
は
過
去
に
代
理
権
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
印
象
が
生
ず
る
場
合
で
あ
る
。

こ
れ
は
表
見
代
理
で
あ
っ
て
、
以
下
の
論
述
に
お
い
て
容
認
代
理
と
は
第
二
の
場
合
の
み
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
外
部
的
授
権

(
8
)
 

と
同
じ
権
能
を
有
し
同
じ
取
扱
い
を
う
け
る
の
で
あ
る
」
。

「
容
認
代
理
は
、
取
引
通
念
上
一
定
の
代
理
権
の
授
与
が
結
び
つ
い
て
い
る
地
位
の
許
容
が
あ
っ
た
場
合
に
も
問
題
と
な
る
。
そ
し
て

こ
こ
で
も
、
真
正
の
代
理
権
授
与
な
の
か
、

た
ん
な
る
宣
言
的
行
為
し
か
認
め
ら
れ
な
い
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。

第
三
者
に
対
す
る
表
示
に
よ
る
外
部
的
授
権
を
認
め
る
の
は
全
く
生
活
離
れ
し
た
見
方
で
あ
る
。
公
衆
に
対
す
る
表
示

(
E
r
k
l
a
r
u
n
g

a
n
 d
i
e
 
Offentlichkeit)

に
よ
る
代
理
権
授
与
と
い
う
構
成
も
技
巧
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
財
産
管
理
人
と
取
引
す
る
者
は
、
任
命

行
為

(
A
n
s
t
e
l
l
u
n
g
s
a
k
t
)
に
一
般
に
対
す
る
特
別
の
資
格
づ
け
が
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
む
し
ろ
内
部
関
係
に
お
い
て
任
命
に
相
当
す

(
9
)
 

る
代
理
権
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
」
。

「
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

8
竺

1
7
1
I
,
 
1
7
2
 I

お
よ
び
容
認
代
理
も
表
見
代
理
で
あ
っ
て
、

表
見
代
理
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
理
論
上
、
例
外
的
な
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

る
要
件
が
、
本
人
の
意
識
的
作
出
で
は
な
く
過
失
に
よ
る
惹
起
で
足
り
う
る
と
緩
和
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
権
利
外
観
原
理
に
よ
る

こ
の
要
件
で
充
分
で
あ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
見
代
理
と
信
頼
責
任

い
わ
ゆ
る

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
 l
l
m
a
c
h
t

の
効
力
を
認
め
な
い
。
す

（
七
四
五
）



る
け
れ
ど
も
、

C
a
n
a
r
i
s

に
よ
れ
ば
、

そ
こ
か
ら
出
発
し
て
一
連
の
問
題
を
「
解

判
例
に
よ
っ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
た

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
 l
m
a
c
h
 t
の
制
度
が
商
法
に
限
定
さ
れ
な
い
で
民
法
に
拡
張
さ
れ
る
べ
き
点
に
つ

い
て
は
、
学
説
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

F
l
u
m
e

は
こ
の
理
論
を
拒
絶
し
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
よ
る
責
任
を

認
め
れ
ば
足
り
る
と
し
た
。

F
l
u
m
e
の
理
由
づ
け
は
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、

は
損
害
賠
償
責
任
に
代
っ
て
履
行
責
任
を
ど
う
し
て
負
わ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
問
題
に
し
た
。

な
反
論
と
な
っ
て
い
る
。

F
l
u
m
e

こ
れ
は
通
説
が
顧
慮
し
て
い
な
か
っ
た
疑
問
点
で
あ
る
。
通
説
は
専
ら

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
l
m
a
c
h
t
の
正
当
性
の
根
拠
を
竺
2
4
2
B
G
B
に

求
め
、
そ
れ
故
に
民
法
の
一
般
的
な
制
度
で
あ
る
と
い
う
が
、
か
か
る
理
由
づ
け
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
慣
習
法

の
承
認
も
商
法
に
つ
い
て
は
妥
当
し
て
も
、
民
法
に
つ
い
て
ま
で
そ
う
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
結
論
は
通
説
に
対
す
る
決
定
的

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
l
m
a
c
h
t

に
お
い
て
は
本
人
に
は
表
示
意
識
、
通
知
意
識
が
欠
け
て
い
る
。
現
行
法
上
、
過
失
に
よ
る
義
務
違
反
か
ら

(10) 

は
損
害
賠
償
責
任
が
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
代
り
に
履
行
責
任
を
認
め
る
た
め
に
は
、
特
別
の
理
由
を
必
要
と
す
る
」
。

そ
し
て

C
a
n
a
r
i
s
は
か
か
る
特
別
の
理
由
は
商
法
に
の
み
存
在
す
る
と
い
う
。

C
a
n
a
r
i
s
の
こ
の
点
に
つ
い
て
の
見
解
は
後
に
紹
介
す

「
民
法
に
お
い
て
は
こ
れ
を
認
め
る
実
際
上
の
理
由
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
ま
で

B
G
H

は
商

法
と
商
人
類
似
の
取
引
以
外
に
お
い
て
は
、

三
つ
の
ケ
ー
ス
の
み
で

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
 l
m
a
c
h
 t
を
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

そ
し
て
結
論
と
し
て
三
つ
の
す
べ
て
の
場
合
に
適
用
を
否
定
し
て
い
る
。
容
認
代
理
と
異
な
り
、
ど
1s
c
h
e
i
n
s
 v
o
 ll
m
a
c
h
t
は
原
則
と
し

(11) 

て
商
法
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
、

S
c
h
e
i
ntat b
e
s
t
a
n
d
の
意
識
的
な
作
出
に
よ
る
権
利
外
銅
責
任
の
実
定
法
上
の
根
拠
を
§
§

171 I
,
 
172 I

と
1

本
稿
で
は
紹
介
し
な
い
が
1

債
権
譲
渡
の
抗
弁
切
断
に
か
ん
す
る
§
4
0
5
B
G
B
に
求
め
、

(12) 

釈
」
に
よ
っ
て
解
決
し
、
次
の
段
階
で
類
推
に
よ
っ
て
適
用
領
域
を
拡
大
す
る
と
い
う
の
が
、

C
a
n
a
r
i
s
の
権
利
外
観
理
論
な
の
で
あ
る
。

関
法
第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

七
四

（
七
四
六
）



用
す
る
。

七
五

し
か
し
、
通
知
の
中
に
あ
る

Ve,

C
a
n
a
r
i
s
は
有
価
証
券
法
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
抗
弁
切
断

(
E
i
n
w
e
n
d
u
n
g
s
a
u
s
s
c
h
l
u
B
)
の
法
理
を
表
見
代
理
法
に
も
適

「
こ
こ
で
も
ま
た
§
§
1
7
1
 I
,
 
1
7
2
 I

が
出
発
点
と
な
る
。
両
条
は
内
部
的
授
権
に
欠
陥
が
あ
る

(fehlerhaft)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本
人
が
そ
の
有
効
性
を
誤
信
し
て
通
知
を
な
し
た
と
き
に
も
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
第
三
者
が
瑕
疵
に
対
し
て
保
護
さ
れ
、
抗
弁
が
排

除
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
通
説
は
こ
の
よ
う
に
解
さ
ず
に
、
通
知
の
法
律
効
果
を
通
知
自
体
に
内
在
す
る
独
自
の
資
格
づ
け
の
要
素

(
L
e
g
i
 t
i
m
a
 ti
o
n
s
e
l
e
m
e
n
t
)

か
ら
説
明
す
る
。
こ
れ
は
、
通
知
は
代
理
権
授
与
の
事
実
に
つ
い
て
の
た
ん
な
る
言
及

(
H
i
n
w
e
i
s
)
で
は

な
い
と
い
う
立
法
者
の
見
解
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
内
部
的
授
権
と
通
知
と
は
二
つ
の
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
資
格
授
与
行
為
と

み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
抗
弁
切
断
説
に
お
い
て
は
、
資
格
づ
け
を
な
す
の
は
内
部
的
授
権
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
欠
鋏
は
、
善

意
の
第
三
者
に
対
し
て
は
、
通
知
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
権
利
外
観
に
よ
っ
て
対
抗
し
え
な
く
な
る
。
器
1
7
1
I
,
 
1
7
2
1

を
権
利
外
観

(13) 

に
よ
り
抗
弁
が
切
断
さ
れ
る
場
合
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
行
法
の
体
系
に
矛
盾
な
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
」
。

「§
1
7
1
 I

の
通
知
が
推
測
的
態
度
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。

r
t
r
a
u
e
n
s
t
a
t
b
e
s
t
a
n
d
 
の
反
射
と
し
て
の
内
部
関
係
か
ら
の
抗
弁
排
除
に
第
三
者
の
保
護
の
根
拠
を
求
め
る
な
ら
ば
、
権
利
外
銅
責
任

(14) 

に
か
ん
し
て
、
明
示
の
表
示
と
の
取
扱
い
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
」
。

「
権
利
外
観
原
理
は
、
客
観
的
な

S
c
h
e
i
n
t
a
t
b
e
s
t
a
n
d
の
存
在
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
外
部
に
現
わ
れ
た
本
人
の
態
度
で
あ
っ
て
、

自
称
代
理
人
に
よ
る
代
理
権
の
主
張
で
は
な
い
。
か
か
る
場
合
、
第
三
者
は
専
ら
自
称
代
理
人
の
主
張
の
み
を
信
頼
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

(15) 

e
o
o
1
7
9

に
よ
る
請
求
権
の
み
を
有
す
る
の
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
」
。

な
お
、

C
a
n
a
r
i
s

に
よ
れ
ば
、
抗
弁
の
切
断
は
、
第
三
者
と
の
間
の
法
律
行
為
の
有
効
性
に
対
す
る
信
頼
を
保
護
す
る
形
式
で
あ
る
か

表
見
代
理
と
信
頼
責
任

（
七
四
七
）



ら
、
外
部
的
授
権
に
お
い
て
は
、
代
理
権
授
与
の
相
手
方
の
た
め
の
抗
弁
切
断
は
生
じ
な
い
。
こ
の
者
は
第
一
二
者
で
は
な
く
表
示
の
名
宛

人
で
あ
っ
て
、
こ
の
者
に
対
し
て
は
有
価
証
券
的
に
い
え
ば
直
接
の
抗
弁
が
生
ず
る
。
た
だ
し
、
善
意
の
第
四
者
に

(
e
i
n
e
m
V
i
e
r
t
e
n
)
 

(16) 

通
知
さ
れ
た
と
き
に
は
、
抗
弁
の
切
断
が
生
ず
る
。

四
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
代
理
権
消
減
後
の
表
見
代
理
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
(
8
竺

1
7
0
,
1
7
1
 I
I
,
 
1
7
2
I
I
,
 
1
7
3
B
G
B
)
。
C
a
,

naris

は
こ
れ
を
法
的
状
態
が
存
続
す
る
と
い
う
権
利
外
観
に
対
す
る
責
任
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
条
文
を
実
際
に
は
消
減
し
て
い
る
代
理
権
に
か
ん
す
る
権
利
外
観
責
任
と
見
る
の
に
対
し
て
、

F
l
u
m
e

は
、
外

部
的
に
行
わ
れ
た
授
権
は
撤
回
が
外
部
的
に
行
わ
れ
る
ま
で
存
続
し
、
§
1
7
3

は
代
理
権
の
濫
用
に
相
応
す
る
と
解
し
て
い
る
。

§
 
1
6
8
S
.
 3

に
よ
れ
ば
代
理
権
は
対
内
的
に
も
対
外
的
に
も
撤
回
さ
れ
う
る
か
ら
、

配
人
の
代
理
権
を
す
べ
て
の
相
手
方
に
対
し
て
撤
回
す
る
の
で
は
な
く
、
撤
回
は
支
配
人
に
対
し
て
の
み
行
わ
れ
、
第
三
者
に
は
既
に
な

さ
れ
た
撤
回
に
か
ん
す
る
宣
言
的
な
通
知
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て

F
l
u
m
e

の
見
解
と
は
反
対
に
、
代
理
権
は
内
部
的
に
も
有

効
に
撤
回
さ
れ
う
る
。

も
っ
と
も
、

か
か
る
場
合
に

S
c
h
e
i
n
ta t
b
e
s
 t
a
n
d
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
過
去
に
な
さ
れ
た
外
部
的
授

権
と
か
通
知
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
表
示
は
、
表
示
の
と
き
に
代
理
権
が
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ

っ
て
代
理
権
が
存
続
し
て
い
る
と
の
外
観
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一
二
者
の
信
頼
は
、
代
理
人
が
現
在
で
も
授
権
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
第
三
者
に
は
代
理
権
の
消
減
が
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

S
c
h
e
i
n
tat b
e
s
 t
a
n
d

は、

「
通
説
は
、

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

元
の
外
部
的

授
権
ま
た
は
通
知
と
本
人
に
よ
る
対
外
的
な
撤
回
。
通
知
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
結
び
つ
い
た
代
理
人
の
主
張
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。

本
人
の
態
度
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
不
作
為
、
す
な
わ
ち
外
部
的
な
撤
回
ま
た
は
宣
言
的
な
通
知
を
怠
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
故
、

通
説
が
正
し
い
。
た
と
え
ば
、
何
人
と
い
え
ど
も
支

し
か
し
、

七
六

（
七
四
八
）



な
い
。

七
七

任
命
の
な
か
に
外
部
的
授
権
を
見
出
す
こ
と

空
;
6
H
G
B
は
地
位
の
許
容
に
よ
る
表
見
代
理
の
規
定
で
あ
る
。

そ
れ
で

れ
た
権
利
外
観
責
任
に
よ
る
取
引
安
全
の
保
護
は
、

し
、
有
責
主
義

(
V
e
i
:
s
c
h
u
l
d
e
n
s
p
r
i
n
z
i
p
)

原
因
主
義

(
V
e
r
a
n
l
a
s
s
u
n
g
s
p
r
i
n
z
i
p
)

は
不
作
為
に
つ
い
て
は
利
用
し
え
な
い

も
法
律
の
文
言
と
そ
の
意
義
に
合
わ
な
い
。
残
る
の
は
危
険
主
義
で
あ
る
。
危
険
．
の
帰
責

の
要
素
は
、
先
に
行
わ
れ
た
代
理
権
の
授
与
ま
た
は
宣
言
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
本
人
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
者
の
信
頼
を
要

求
し
、
代
理
権
が
既
に
消
減
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
第
一
―
―
者
が
こ
れ
を
信
頼
す
る
と
い
う
危
険
を
作
り
出
し
た
。
本
人
は
危
険
を
負

(17) 

担
す
べ
き
で
あ
る
」
。

「
代
理
権
の
消
減
は
第
一
二
者
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
代
理
と
い
う
制
度
は
、
そ
の
目
的
か
ら
し
て
第
三
者
と
の
法
律
行
為
の
基
礎

を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
取
引
安
全
保
護
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
。

表
見
代
理
と
信
頼
責
任

問
題
は
こ
の
不
作
為
が
帰
責
可
能
か
否
か
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
律
関
係
の
消
減
に
か
ん
し
て
も
、
強
化
さ

1
7
0
`
1
7
1
 I
I
,
 
1
7
2
 I
I
,
 
1
7
3

に
不
今
R
4
二
に
宰
0
視
さ
七
で
た
一
師
t
的
吐
己
原
理
に
茸
今
づ
い
て
、

第
三
者
に
向
け
ら
れ
た
法
的
事
実
の
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
8
8

(18) 

か
か
る
取
引
保
護
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

右
に
紹
介
し
た
の
は
、
元
々
は
現
実
に
存
在
し
た
法
状
態
が
後
に
変
更
し
た
場
合
に
つ
い
て
の

C
a
n
a
r
i
s
の
見
解
で
あ
る
。

C
a
n
a
r
i
s
は
、
表
見
代
理
の
撤
回
に
対
す
る
梁
1
7
1
I
I
,
 
1
7
2
I
I
,
 
1
7
3
 

は
、
表
見
代
理
権
の
撤
回
の
よ
う
に
、
実
際
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
法
状
態
が
通
知
さ
れ
て
そ
の
後
に
変
更
さ
れ
た
場
合
は
ど
う
な
る
か
。

(19) 

の
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
。

五
、
最
後
に
、
商
法
に
お
け
る
表
見
代
理
に
か
ん
す
る

C
a
n
a
r
i
s
の
見
解
を
紹
介
す
る
。

「
商
法
に
お
い
て
は
、
自
己
の
態
度
か
ら
推
測
さ
れ
る
帰
結
に
つ
い
て
本
人
が
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
と
き
で
も
、

的
に
結
び
つ
い
た
代
理
権
に
か
ん
し
て
、
表
見
代
理
が
成
立
す
る
こ
と
は
以
前
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
。

一
定
の
地
位
と
類
型

こ
れ
を

F
l
u
m
e

の
よ
う
に
法
律
行
為
説
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き

被
用
者
が
内
部
的
に
授
権
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
空
5
6
H
G
B
は
不
用
で
あ
る
し
、

（
七
四
九
）



体
系
に
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
す
て
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
制
度
の
内
在
的
正
当
性
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
．
な
い
。

民
法
に
つ
い
て
は
後
者
の
適
用
を
否
定
し
て
い
る
の
は
先
に
紹
介

は
現
実
離
れ
し
て
い
る
。
や
は
り
こ
こ
で
も
法
律
行
為
に
必
要
な
設
権
的
表
示
は
認
め
ら
れ
な
い
。
本
人
が
自
己
の
態
度
が
代
理
権
授
与

と
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ぎ
り
、
本
人
に
は
表
示
意
識
が
欠
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
条
の
法
律
効
果
の
発
生
を
排
除
し
な
い
。

同
条
の
法
律
効
果
は

e
x
v
o
l
u
n
t
a
t
e
で
は
な
く

e
x
lege
に
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

S
c
h
e
i
n
t
a
t
b
e
s
t
a
n
d
の
帰
責
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
人
が
任
命
の
意
味
を
意
識
し

て
い
な
か
っ
た
と
主
張
し
え
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
民
法
と
相
違
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
、
同
条
に
は
実
際
上
適

用
の
余
地
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
本
人
が
無
権
代
理
人
の
活
動
を
知
ら
な
い
と
き
に
は
、
任
命
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
り
え
な
い
。

通
説
が
同
条
に
つ
い
て
、
あ
る
者
が
本
人
の
了
承

(
W
i
s
s
e
n
)
を
伴
っ
て
店
舗
で
取
引
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
は
正
当
で
あ

(20) 
る」。C

a
n
a
r
i
s
が
容
認
代
理
と

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
 l
m
a
c
h
 t
を
区
別
し
、

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

g
n
a
r
i
s
は
、
商
法
に
お
い
て
は

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
l
m
a
c
h
t

の
適
用
を
認
め
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

べ
き
で
は
な
く
、

「

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
 l
m
a
c
h
 t
が
商
法
で
承
認
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
民
法
と
異
な
り
商
法
に
つ
い
て
は

A
n
s
c
h
e
i
n
s
•
v
o
l
l
m
a
c
h
t

に
つ

い
て
の
慣
習
法
規
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
理
由
づ
け
も
す
て
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
実
定
法
的
理
由
づ
け
の
み
で
満
足
す

(21) 

ま
ず

§
3
6
2
H
G
B

と
の
問
題
点
の
類
似
性
と
確
認
書

(
B
e
s
 ta t
i
g
u
n
g
s
s
c
h
r
e
i
b
e
n
)

に
つ
い
て
の
法
命
題
が
引
合
い
に
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
l
m
a
c
h
t
に
お
い
て
表
示
意

識
が
欠
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
沈
黙
者
が
拘
束
さ
れ
る
の
と
類
似
の
現
象
が
商
法
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
最
初
か
ら

§
5
6

を
通
説
は
権
利
外
観
責
任
に
位
置
づ
け
る
。

関
法
第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

七
八

（
七
五
0
)



A
n
s
c
h
e
i
n
s
 v
o
 
I
 

l
m
a
c
h
 t
 

業
の
持
つ
特
別
の
問
題
点
と
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
指
導
的
判
決
で
あ
る
R
G
Z
6
5
,
 2
9
2

に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い

そ
こ
で
は
会
社
の
会
計
係
の
無
権
代
理
行
為
を
取
締
役

(
V
o
r
s
t
a
n
d
)
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、

理
権
の
潜
称
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。
営
業

(Betrieb)

の
組
織
と
被
用
者
の
監
督
は
会
社
の

任
務
と
危
険
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
者
は
こ
れ
に
煩
わ
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
秩
序
ど
お
り
に
組
織
さ
れ
て
い
る
ー
と
信
用
す
る
こ

と
が
で
き
、

の
承
認
の
た
め
の
特
別
の
理
由
づ
け
は
、
商
取
引
に
お
け
る
法
的
安
全
の
要
請
だ
け
で
は
な
く
、
商
人
の
企

そ
れ
以
上
の
問
合
わ
せ
は
不
用
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
不
可
能
で
あ
る
。
内
部
の
仕
事
の
分
担
（
分
業
）
は
外
部
の
第
三
者
か

ら
は
判
ら
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
か
ら
、
外
形
に
現
わ
れ
た
姿
で
判
断
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
反
し
、
妻
ま
た
は
息
子
が
本
人
の
知
る
こ
と
な
く
し
て
表
見
代
理
人
と
し
て
行
為
す
る
と
き
に
は
、

る
。
し
た
が
っ
て
、
商
法
外
で
は
弁
護
士
の
よ
う
な
商
人
類
似
の
組
織
化
さ
れ
た
経
営
に
つ
い
て
の
み
A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
l
m
a
c
h
t
は
適
用

(22) 

さ
れ
る
」
。

営
業
主
は
そ
の
企
業
に
属
し
な
い
者
、

七
九

表
見
責
任
を
認
め
、

か
か
る
分
業
的
な
組
織
化

第
三
者
は
問
合
わ
せ
そ
の
他
の
方
法
で
代
理
権
の
存
在
を
確
認
す
べ
き
で
あ

た
と
え
ば
偶
然
に
い
た
他
人
や
侵
入
者
の
行
為
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
べ
き
か
。
権
限
な
き

者
の
侵
入
か
ら
企
業
を
ど
の
よ
う
に
守
る
か
は
組
織
の
危
険
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
責
任
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
は
竺
j
6
H
G
B
に
も
妥
当
す
る
。
同
条
は
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

A
n
s
c
h
e
i
n
s
vol l
m
a
c
h
t
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
。

W
i
l
l
e
n
s
m
a
n
g
e
l
に
か
ん
す
る
諸
規
定
の
類
推
適
用
は
ど
う
な
る
か
。
こ
こ
で
は
、

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
l
m
a
c
h
t
と
地
位
の
許
容
に
よ
る

表
見
代
理
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
本
人
は
代
理
人
の
行
為
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

W
i
l
l
e
n
s
m
a
n
g
e1

は
本

表
見
代
理
と
信
頼
責
任

「
権
利
外
観
の
帰
責
の
墓
準
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
も
危
険
主
義
が
正
し
い
。

は
欠
け
て
お
り
、
表
見
責
任
を
認
む
べ
き
理
由
は
な
い
。

る。

（
七
五
一
）

会
計
係
の
代



人
の
態
度
の
原
因
と
な
り
え
ず
、

が
多
い
か
ら
、

し
た
が
っ
て
帰
責
に
か
ん
し
て
も
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
後
者
に
お
い
て
は
、

W
i
l
l
e
n
s
m
a
n
g
e
 
I

は
し

ば
し
ば
決
定
的
に
作
用
す
る
。
そ
れ
が
地
位
の
許
容
自
体
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
真
正
の
外
部
的
授
権
の
場
合
と
同
様
に
顧

慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
代
理
権
は
不
特
定
多
数
人
と
の
法
律
行
為
の
締
結
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

(23) 

そ
の
よ
う
な
理
由
で
通
知
自
体
の

W
i
l
l
e
n
s
m
i
i
n
g
e
l
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
。

(
1
)
（

2
)
C
a
n
a
r
i
s
,
 V
 ertrauenshaftung, 
V
 orwort, S
.
 
lf. 
S
.
 2
6
£
.
 

(
以
下
、
ペ
ー
ジ
数
の
み
で
引
用
す
る
）
。

(
3
)
s
.
 2
器．

(
4
)
s
.
 32
.
 

(
5
)
s
.
 35
f
f
.
 

(
6
)
s
.
 38
£
.
 

(
7
)
s
.
 39
.
 

(
8
)
s
.
 40
f
f
.
 

(
9
)
s
.
 46
£
.
 

(
1
0
)
s
.
 4
8
f
f
.
 

(
1
1
)
s
.
 5
2
.
 

(
1
2
)
s
.
 1
0
6
£
.
 

(
1
3
)
s
.
 1
1
0
£
.
 

(
1
4
)
s
.
 1
1
2
.
 

(
1
5
)
s
.
 1
1
4
.
 

(
1
6
)
s
.
 1
1
9
.
 

(
1
7
)
s
.
 1
3
4
f
f
.
 

(
1
8
)
s
.
 1
4
1
£
.
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八

(
1
9
)
s
.
 1
4
4
f
f
.
 

(
2
0
)
s
.
 1
8
9
f
f
.
 

(21)

「
自
己
の
営
業
上
他
人
の
為
め
に
事
務
の
処
理
を
為
す
商
人
に
対
し
て
取
引
関
係
の
相
手
方
よ
り
此
の
種
の
事
務
の
処
理
に
付
き
申
込
を
受
け

た
る
と
き
は
、
右
の
商
人
は
遅
滞
な
く
回
答
を
為
す
義
務
を
負
う
。
右
の
商
人
が
黙
過
し
た
る
と
き
は
、
申
込
を
承
諾
し
た
る
も
の
と
看
倣
す
。

此
の
種
の
事
務
の
処
理
に
付
き
申
出
を
為
し
た
る
商
人
に
対
し
相
手
方
よ
り
之
を
申
込
み
た
る
と
き
亦
同
じ
」
。

(
2
2
)
S
.
 1
9
l
f
f
.
 

(
2
3
)
s
.
 1
9
4
f
f
.
 

一
、
以
上
の

C
a
n
a
r
i
s

の
表
見
代
理
理
論
に
対
し
て
若
干
の
批
判
的
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

C
a
n
a
r
i
s
は、

F
l
u
m
e
や

P
a
w
l
o
w
s
k
i
が
有
権
代
理
的
に
構
成
し
て
法
律
行
為
に
よ
る
代
理
権
授
与
に
か
ん
す
る
規
定
と
み
る

§
 

171
以
下
の
規
定
を
権
利
外
観
説
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
代
理
権
授
与
行
為
の
性
質
を
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い

う
代
理
の
本
質
的
な
問
題
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
く
。

C
s
n
a
r
i
s
は
代
理
権
授
与
行
為
を
内
部
的
授
権
と
外
部
的
授
権
の
二
類
型
に
分
け
る
。

こ
れ
は
代
理
権
授
与
行
為
を
完
結
し
た
法
律
行
為
と
み
る
従
来
の
代
理
人
行
為
説
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し

Flu,

m
e
や

P
a
w
l
o
w
s
k
i
は
こ
の
よ
う
な
単
純
な
二
分
説
で
は
な
い
。

F
l
u
m
e
が
内
部
的
授
権
に
お
い
て
も
代
理
人
は
代
理
権
授
与
の
表
示

を
第
三
者
に
伝
達
し
、
第
三
者
に
対
す
る
代
理
権
の
主
張
に
つ
い
て
は
代
理
人
は
本
人
の
使
者
で
あ
る
と
い
い
、

P
a
w
l
o
w
s
k
i
も
外
部

(
1
)
 

的
授
権
を
代
理
権
授
与
の
典
型
と
み
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
代
理
権
授
与
行
為
に
お
け
る
本
人
の
意
思
は
本
質
的
に
契

約
の
相
手
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
基
本
的
な
立
場
に
立
つ
。
こ
れ
は
、

通
説
的
な
代
理
人
行
為
説
の
よ
う
に
内
部
的
授
権
を
も
っ
て
完
結
し
た
法
律
行
為
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

表
見
代
理
と
信
頼
責
任

⇔
検

討

か
つ
て
の
共
同
行
為
説
的
発
想
の
復
活
で
あ
っ
て
、

（
七
五
三
）



．
 

ns 

と
い
う

C
a
n
a
r
i
s

の
批
判

で
あ
る
か
に
よ
っ
て
真
正
の
外
部
的
授
権
か
権
利
外
観
的

、
、
、

表
示
で
あ
る
か
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
内
部
的
授
権
が
な
さ
れ
た
後
に
改
め
て
「
X
氏
に
代
理
権
を
与
え
る
」
と
い
う
表

こ
の
よ
う
に
、
代
理
権
授
与
の
本
人
の
意
思
は
本
質
的
に
第
三
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
店
舗
の
管
理
な
ど
の
よ
う

に
取
引
通
念
上
当
然
に
代
理
権
の
授
与
を
伴
う
よ
う
な
地
位
を
許
容
す
る
と
き
に
は
、
本
人
は
こ
の
者
が
第
三
者
と
取
引
す
る
こ
と
を
予

期
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
意
思
が
第
三
者
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
も
意
識
し
て
い
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
C
a
n
a
,

の
よ
う
に
表
示
意
識
が
欠
け
て
い
る
な
ど
と
い
う
必
要
は
な
い
。

勿
論
、

F
l
u
m
e
の
よ
う
な
共
同
行
為
説
的
立
場
を
と
る
こ
と
自
体
に
は
、
批
判
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、

壊
さ
な
け
れ
ば
、

F
l
u
m
e
や

P
a
w
l
o
w
s
k
i
の
法
律
行
為
説
は
打
破
し
え
な
い
。

こ
の
基
本
的
立
場
を
突
き

§
 16
7
B
G
B
が
外
部
的
授
権
を
規
定
し
て
い
る
か
ら
§

171
が
改
め
て
こ
れ
を
規
定
す
る
必
要
は
な
い
、

も
当
を
得
て
い
な
い
。
現
実
の
取
引
社
会
に
お
い
て
問
題
と
な
り
や
す
い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
適
切
な
規
定
を
な
す
の
が
法
律
の
任
務
で
あ

示
が
第
三
者
に
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

J

の
表
示
の
性
格
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
し

C
a
n
a
r
i
s

の
よ
う
に
表
示
の
内
容
が
現
在
形
か
過
去
形
（
完
了
形
）

べ
き
理
由
は
な
い
。

達
は
、

過
去
の
授
権
の
事
実
の
伝
達
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

本
人
の
意
思
が
最
初
か
ら
第
三
者
に
向
け
ら

代
理
権
が
代
理
人
に
内
部
的
に
授
権
さ
れ
、

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

（
七
五
四
）

そ
こ
に
示
さ
れ
た
本
人
の
意
思
が
代
理
行
為
を
介
し
て
第
三
者
に
伝
達
さ
れ
る
。
こ
の
場

合
、
も
し
代
理
権
授
与
行
為
を
そ
の
時
点
で
完
結
し
た
行
為
で
あ
る
と
み
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
代
理
行
為
を
介
し
て
の
本
人
の
意
思
の
伝

れ
て
い
る
の
だ
と
解
す
る
な
ら
ば
、
第
三
者
に
伝
え
ら
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
代
理
権
授
与
の
意
思
表
示
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

、
、
、

「
代
理
権
を
与
え
る
」
で
は
な
く
「
与
え
た
」
旨
の
表
示
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
過
去
の
事
実
の
た
ん
な
る
伝
達
に
す
ぎ
な
い
と
解
す

J¥ 



．
 

る
。
た
し
か
に

C
a
n
a
n
s

/¥ 
表
見
代
理
に
お
け
る

W
i
l
l
e
n
s
m
a
,

第
三
者
へ
の
通
知
(
§
1
7
1
)

や
委
任
状
の
交
付
(
§
1
7
2
)

が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
対
内
関
係
で
は
当
該
の
代
理
行
為
を
す

る
た
め
の
委
任
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
行
為
が
対
内
関
係
上
正
当
性
を
欠
く
と
き
に
は
、
本
人
は
往
々
に
し
て
代
理
行
為
の

効
果
帰
属
を
否
定
す
る
で
あ
ろ
う
0

B
G
B
 

権
の
個
々
の
具
体
的
な
類
型
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
が
民
法
は
代
理
権
授
与
に
つ
い
て
な
ん
ら
原
則
的
規
定
を
置
い
て

(
2
)
 

い
な
い
。
代
理
権
が
本
人
の
代
理
権
授
与
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
原
則
規
定
は
な
く
と
も
よ
い
。

こ
れ
に
反
し
て
一

0
九、

は
か
か
る
場
合
に
も
本
人
の
右
の
主
張
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
、
取
引
社
会
の
要

す
な
わ
ち
、
§
1
6
7

が
代
理
権
授
与
の
原
則
的
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
§
§
1
7
1
,
 
1
7
2
 

―

-
0条
は
紛
争
の
起
り
や
す
い
ケ
ー
ス
を
予
想
し
て
、
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

C
a
n
a
r
i
s
の
論
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、

B
G
B
は
§
§
1
7
0
,
 
1
7
1
 
IÌ
i72II, 1
7
3

に
お
い
て
代
理
権
の
消
減
の
第
三
者
に
対
す

る
効
力
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
す
る
の
に
対
し
て
、
わ
が
民
法
典
で
は
一
―
二
条
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
起
草
者
の
一
人

で
あ
る
富
井
博
士
は
、
代
理
権
の
消
減
を
第
三
者
に
通
知
し
た
か
否
か
、
委
任
状
を
取
戻
し
た
か
否
か
に
よ
っ
て
結
果
を
異
に
す
る
立
法

(
3
)
 

例
と
し
て

B
G
B
を
挙
げ
つ
つ
、
わ
が
民
法
は
「
一
切
此
等
ノ
区
別
ヲ
設
ケ
ス
シ
テ
事
実
問
題
卜
為
セ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
か
ら

B
G
B
に
お
い
て
も
右
の
よ
う
な
詳
細
な
諸
規
定
で
は
な
く
、
「
代
理
権
の
消
減
は
善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
は
効
力
を
有
し
な
い
」
と
い

う
趣
旨
の
一
般
的
な
規
定
の
み
で
も
足
り
た
わ
け
で
あ
る
。

二
、
表
見
代
理
は
法
律
行
為
に
よ
る
代
理
権
授
与
に
よ
っ
て
発
生
す
る
の
で
は
な
い
と
の
理
由
で
、

ngel
に
か
ん
す
る
諸
規
定
の
適
用
を
排
除
す
る
通
説
に
対
し
て
、

C
a
n
a
r
i
s
は
そ
れ
は
現
行
法
の

W
e
r
t
u
n
g
に
矛
盾
す
る
と
主
張
す

の
い
う
よ
う
に
、
真
正
の
外
部
的
授
権
の
場
合
よ
り
も
表
見
代
理
に
お
け
る
ほ
う
が
第
三
者
に
よ
り
良
い
地

位
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
だ
が
、
意
思
表
示
規
定
の
準
用
を
認
め
な
が
ら
、
な
お
か
つ
表
見
代
理
責
任
を
法
定
責

表
見
代
理
と
信
頼
責
任

請
に
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
七
五
五
）

は
外
部
的
授

る。



は
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
「
帰
責
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
不
法
行
為
責
任
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
不
法
行
為
に
お
い
て
は
行
為
者
に
責

つ
ま
り

all
o
r
 n
o
t
h
i
n
g
に
決
せ
ら
れ
、
不
法
行
為
の
無
効
と
か
取
消
と
か
い
う
こ
と
は
何
人
も
問

題
に
し
な
い
。
不
法
行
為
責
任
と
同
様
に
法
定
責
任
と
し
て
の
位
置
づ
け
、

よ
う
な
原
理
で
権
利
外
観
責
任
を
説
明
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
法
律
行
為
の
不
可
欠
の
要
素
た
る
意
思
表
示
に
か
ん
す
る
規
定
の
準
用
が
、

な
お
、

C
a
n
a
r
i
s
は
不
特
定
多
数
の
第
三
者
と
の
法
律
行
為
の
締
結
に
向
け
ら
れ
た
表
見
代
理
権
に
お
い
て
は
、

W
i
l
l
e
n
s
m
a
n
g
eI

の

(
5
)
 

規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
取
引
安
全
の
保
護
の
強
化
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
正
の
代
理
権
に
お
い
て
も
支
配
人
の
代

理
権
を
始
め
と
す
る
商
事
代
理
権
は
す
べ
て
不
特
定
多
数
の
第
三
者
と
の
法
律
行
為
を
前
提
と
す
る
し
、
民
法
上
の
法
人
の
理
事
の
代
理

権
も
同
様
で
あ
る
。

C
a
n
a
r
i
s
に
よ
れ
ば
、

か
か
る
代
理
権
の
授
与
に
つ
い
て
も

W
i
l
l
e
n
s
m
i
i
n
g
e
l
に
か
ん
す
る
諸
規
定
の
適
用
は
排

除
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
適
用
を
排
除
す
れ
ば
、
真
正
の
法
律
行
為
に
よ
る
代
理
権
授
与
に
つ
い
て
意
思
表
示
規
定
の
適
用
を
否
定

任
が
発
生
せ
し
め
ら
れ
る
か
否
か
、

つ
い
て
の
納
得
の
い
く
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

り
効
果
意
思
の
表
示
と
し
て
の
性
格
を
否
定
す
る

C
a
n
a
r
i
s

の
立
場
か
ら
、
ど
う
し
て
錯
誤
規
定
の
準
用
が
可
能
な
の
か
、

J

の
点
に

任
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
は
ど
う
し
て
も
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
。

C
a
n
a
r
i
s
は

W
i
l
l
e
n
s
m
i
i
n
g
e
l
の
諸
規
定
は
一
般
的
な
帰
責
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
が
故
に
準
用
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
。

な
る
ほ

ど
外
部
か
ら
の
不
当
な
干
渉
に
よ
っ
て

S
c
h
e
i
n
tat b
e
s
 t
a
n
d
が
作
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
詐
欺
・
強
迫
の
規
定
に
つ
い
て
は
そ
れ

な
り
に
準
用
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
問
題
は
意
思
と
表
示
の
不
一
致
と
り
わ
け
錯
誤
の
規
定
の
準
用
で
あ
る
。
効
果
意
思
が
表
示
さ

(
4
)
 

れ
る
が
故
に
意
思
表
示
は
設
権
的
行
為
、

G
e
l
t
u
n
g
s
e
r
k
l
a
r
u
n
g
と
な
る
の
で
あ
る
。
授
権
表
示
に
つ
い
て
か
か
る
設
権
的
効
力
、

し
か
も
危
険
責
任
と
い
う
よ
う
な
不
法
行
為
に
も
通
用
す
る

関
法
第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

八
四

（
七
五
六
）

つ
ま



こ
れ
に
反
し
、
右
に
い
う
取
引
安
全
が
、

由
で
特
に
強
く
「
保
護
」
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。

な
い
。

考
え
て
い
る
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、

そ
も
そ
も

C
a
n
a
r
i
s

す
る
実
定
法
上
の
根
拠
が
明
白
で
な
い
し
、
反
対
に
適
用
を
肯
定
す
れ
ば
、
不
特
定
第
三
者
と
の
取
引
締
結
に
向
け
ら
れ
た
表
見
代
理
権

に
お
い
て
適
用
を
否
定
す
る
こ
と
と
の
間
で

W
e
r
t
u
n
g
の
矛
盾
を
生
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

八
五

つ
ま
り

私
見
は
、
取
引
の
安
全
の
保
護
な
ど
と
い
う
の
は
結
果
論
で
あ
っ
て
、
あ
る
解
釈
を
導
き
出
す
た
め
の
法
理
的
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と

の
い
う
「
取
引
安
全
保
護
の
強
化
」
と
い
う
意
味
が
明
ら
か
で
は

い
ま
仮
に
不
特
定
第
三
者
と
の
法
律
行
為
の
締
結
に
向
け
ら
れ
た
表
見
代
理
権
に
基
づ
い
て
A
B
C
三
人
と
の
間
で
契
約
が
締
結
さ
れ

た
後
、
右
の
表
見
代
理
権
が
取
消
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、

A
B
C
各
々
の
蒙
る
べ
き
損
失
は
、
自
己
と
の
契
約
の
締
結
に
つ
い

て
の
み
与
え
ら
れ
た
個
別
的
な
代
理
権
が
取
消
さ
れ
た
場
合
と
同
様
で
あ
っ
て
、

A
は
同
様
に
損
失
を
蒙
る
者
が
他
に
も
い
る
と
い
う
理

る
か
否
か
と
は
、

表
見
代
理
と
信
頼
責
任

代
理
行
為
の
直
接
の
相
手
方
か
ら
更
に
権
利
を
譲
渡
さ
れ
た
転
得
者
の
「
保
護
」
、

流
通
性
の
保
護
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
与
え
ら
れ
た
代
理
権
が
不
特
定
第
一
二
者
と
の
法
律
行
為
の
締
結
に
向
け
ら
れ
て
い

か
か
わ
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
決
め
手
と
な
る
の
は
、
不
特
定
第
三
者
と
の
交
渉
を
予
定
し
た
代
理
権
に
基
づ
い
て
な

(
6
)
 

さ
れ
た
か
否
か
で
は
な
く
、
な
さ
れ
た
行
為
が
手
形
行
為
の
よ
う
に
転
々
流
通
を
予
定
し
た
も
の
か
否
か
で
あ
る
。

C
a
n
a
r
i
s
は
、
内
部
的
授
権
に
欠
陥
が
あ
る
場
合
に
も
案
1
7
1
!
,

1
7
2
!

が
適
用
さ
れ
る
の
を
、
有
価
証
券
法
に
お
け
る
抗
弁
切
断
の

法
理
で
説
明
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
表
見
代
理
を
有
権
代
理
的
に
構
成
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
内
部
関
係
上
の
瑕
疵
・
義
務
違
反

は
外
部
的
な
代
理
権
授
与
行
為
に
は
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
な
い
と
い
う
代
理
権
の
無
因
性
の
理
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
本
人
は
悪
意
ま

た
は
過
失
あ
る
相
手
方
に
対
し
て
は
右
の
義
務
違
反
を
主
張
し
う
る
が
、
そ
の
根
拠
が
相
手
方
の
権
利
濫
用
・
信
義
則
違
反
に
求
め
ら
れ

（
七
五
七
）



(
7
)
 

る
べ
き
こ
と
は
、
他
の
機
会
に
繰
り
返
し
主
張
し
た
。
手
形
法
一
七
条
の
人
的
抗
弁
切
断
と
同
条
但
書
に
よ
る
害
意
あ
る
者
へ
の
対
抗
も
、

同
様
の
法
理
に
基
づ
く
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
有
価
証
券
法
に
お
け
る
抗
弁
切
断
と
い
わ
ゆ
る
表
見
代
理
と
を
同
じ
法
理
に
よ

っ
て
説
明
す
る
こ
と
自
体
に
は
と
く
に
反
対
す
べ
き
理
由
は
な
い
が
、

C
a
n
a
r
i
s
の
よ
う
な
権
利
外
観
論
に
よ
る
説
明
に
は
賛
成
し
え
な

(
8
)
 

三
、
民
法
―

-
0条
の
解
釈
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
が
民
法
に
お
い
て
は
表
見
代
理
は
善
意
者
保
護
の
制
度
で
あ
る
こ
と

が
強
調
さ
れ
、
本
人
の
帰
責
原
因
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

明
す
る
に
せ
よ
、

C
a
n
a
r
i
s
の
よ
う
に
危
険
の
帰
責
と
し
て
説
明
す
る
に
せ
よ
、
作
出
さ
れ
た
外
観
の
本
人
へ
の
帰
責
原
因
の
解
明
に
学

説
の
関
心
が
集
中
し
て
い
る
。
相
手
方
の
信
頼
は
本
人
の
態
度
に
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
称
代
理
人
の
言
葉
の
み

に
対
す
る
信
頼
は
保
護
さ
れ
な
い
。
そ
し
て

C
a
n
a
r
i
s
が

S
c
h
e
i
n
t
a
t
b
e
s
t
a
n
d

い。

F
l
u
m
e
も
ま
た
、
本
人
の
過
失
に
よ
っ
て
代
理
権
の
外
観
が
発
生
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
ず
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
事
態
が

生
じ
て
も
本
人
に
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
を
負
わ
せ
れ
ば
足
り
る
と
し
て
、

C
a
n
a
r
i
s
と

F
l
u
m
e
は
結
論
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
。

(
9
)
 

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
も
ま
た
、
わ
が
国
は
お
い
て
は
全
く
欠
落
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

C
a
n
a
r
i
s
は
商
法
の
領
域
で
は

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
 l
m
a
c
h
 t
の
適
用
を
認
め
る
。
し
か
し
な
が
ら

C
a
n
a
r
i
s
が
そ
の
論
拠
と
し
て
挙
げ

る
「
特
別
の
理
由
」
に
は
必
ず
し
も
説
得
力
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

い
わ
ゆ
る
原
因
主
義
、
有
責
主
義
で
説

っ
た
第
三
者
と
の
間
で
の
表
見
代
理
の
成
立
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
ど
の
程
度
役
に
立
ち
う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
し
、
外
部
か
ら
の
侵
入

ま
ず
、

C
a
n
a
r
i
s
が
引
用
す
る

突

3
6
2
H
G
B
(
わ
が
商
法
五

0
九
条
）
で
あ
る
が
、

こ
の
条
文
が
、

こ
れ
ま
で
な
ん
ら
交
渉
の
な
か

履
行
責
任
は
生
じ
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
い
わ
ゆ
る

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
l
 l
m
a
c
h
 t
 の
民
法
に
お
け
る
適
用
を
否
定
し
て
い
る
の
は
興
味
深

の
意
識
的
な
作
出
が
な
け
れ
ば
原
則
と
し
て
本
人
の

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

八
六

（
七
五
八
）



表
見
代
理
と
信
頼
責
任

的
な

C
a
n
a
r
i
s

の
発
想
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

八
七

け
ら
れ
た
故
意
の
行
為
た
る
法
律
行
為
に
よ
る
責
任
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
保
た
れ
て
い
る
。
し
か
し
意
識
的
な
作
出
と
い
う
要
件
を
緩
和
し

の
法
理
を
承
認
す
る
な
ら
ば
、

C
a
n
a
r
i
s

四
、
こ
れ
ま
で
、

C
a
n
a
r
i
s
の
理
論
に
対
す
る
個
別
的
な
疑
問
点
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
最
後
に
、
私
的
自
治
と
信
頼
責
任
と
い
う
基
本

（
七
五
九
）

く
拡
大
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

て

A
n
s
c
h
e
i
n
s
v
o
 llmacht 

の
い
う
危
険
責
任
の
理
論
に
よ
っ
て
、
本
人
の
責
任
は
際
限
な

負
わ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
の

C
a
n
a
r
i
s

の
説
明
は
極
め
て
苦
し
い
。
右
の
よ
う
な
損
失
は
、

要
求
し
た
意
味
は
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
も
、
本
人
の
II
了
承
II

の
な
い
と
き
に
は

W
i
l
l
e
n
s
m
a
n
g
e
l
 

規
定
の
準
用
の
余
地
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
相
手
方
は
本
人
の
II
了
承
“
の
あ
る
場
合
よ
り
も
有
利
な
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と
と

な
り
:
C
a
n
a
r
i
s

の
も
っ
と
も
警
戒
す
る

W
e
r
t
u
n
g
の
矛
盾
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

C
a
n
a
r
i
s
が
商
法
に
お
い
て

A
n
s
c
h
e
i
n
s
vol l
m
a
c
h
 t
 

が
営
業
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
は
、

の

こ
こ
で
も
危
険
帰
責
の
考
え
で
あ
る
。

営
業
の
組
織
を
秩
序
ど
お
り
働
か
せ
し
め
る
の
が
営
業
主
の
責
任
で
あ
り
、
そ
の
失
敗
か
ら
生
ず
べ
き
損
失
を
ま
ず
第
一
に
負
担
す
る
の

と
く
に
反
対
す
べ
き
理
由
は
な
い
。
し
か
し
、
損
害
賠
償
で
は
な
く
履
行
責
任
を
ど
う
し
て

を
中
心
と
す
る
不
法
行
為
責
任
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
れ
で
充
分
に
カ
バ
ー
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
使
用
者
責
任
に
一
種
の
危
険
責
任
的
要
素
が
あ
る
こ
と
は
何
人
も
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

C
a
n
a
r
i
s
が

S
c
h
e
i
n
t
a
t
b
e
s
t
a
n
d
の
意
識
的
な
惹
起
と
い
う
要
件
に
留
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
表
見
代
理
に
お
け
る
本
人
の
責
任
の

根
拠
を
法
律
行
為
論
、
権
利
外
観
論
の
い
ず
れ
に
求
め
る
か
は
、
す
ぐ
れ
て
理
論
的
な
問
題
で
あ
る
。
法
律
関
係
の
発
生
消
減
変
更
に
向

の
適
用
を
肯
定
す
る
最
大
の
論
拠
は
、

者
の
行
為
に
つ
い
て
ま
で
営
業
主
の
履
行
責
任
を
認
め
る
の
な
ら
、

最
初
に

Ca:naris
が

§
5
6
H
G
B

ま
ず
、
使
用
者
責
任

に
つ
い
て
本
人
の
II
了
承
II

を



つ
い
て

C
a
n
a
r
i
s
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

る
）
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

る。

し
た
が
っ
て
、
信
頼
責
任
に
よ
る
請
求

(
A
n
s
p
r
u
c
h
)

を
認
め
る
た
め
に
は
、

法
律
行
為
的
取
引
の
な
か
に
お
け
る
行
為

(ein

し
か
し
信
頼
責
任
は
私
的
自
治
の
相
対
概
念

(Korrelat)

で

行
為
は
法
的
自
己
形
成
の
行
為
で
あ
り
、
効
力
な
き
法
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
か
ら
、
法
律
行
為
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
規
範
も
、
必
然
的

に
効
力
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
的
自
治
は
自
己
決
定
の
尊
重
に
そ
の
根
拠
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は
11
信
頼
II

の
思
想
と
は
か

(10) 

か
わ
り
な
く
、
人
間
の
尊
厳
ま
た
は
自
由
の
価
値
の
な
か
に
根
ざ
し
て
い
る
」
。

．
 

そ
し
て

C
a
n
a
n
s

あ
る
と
解
す
る
。

と
こ
ろ
で
、

F
l
u
m
e
は、

律
行
為
は
そ
の
性
質
上
、

G
e
l
t
u
n
g
s
e
r
 kl a
 ru
n
g

で
あ
り
、

そ
の
拘
束
力
は
法
律
行
為
の
概
念
そ
れ
自
体
か
ら
生
ず
る
。
私
的
自
治
的

C
a
n
a
r
i
s
に
よ
れ
ば
、

「
法
律
行
為
の
妥
当
根
拠
は
私
的
自
治
の
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
信
頼
責
任
と
は
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
法

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
信
頼
責
任
は
法
定
責
任
で
あ
っ
て
、
法
規
範
ー
不
文
の
ー
ー
に
基
づ
く
責
任
で
あ

(11) 

り
、
法
律
行
為
論
と
は
独
立
し
た
理
論
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

C
a
n
a
r
i
s
は
両
者
の
相
互
の
独
立
性
を
主
張
し
つ
つ
、

「
信
頼
責
任
は
私
的
自
治
の
相
対
概
念
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
法
律
行
為
的
形
成
の
自
由
と
結
び
つ
い
た
自
己
責
任
が
具
体
化
さ
れ
て
い

H
a
n
d
e
l
n
 i
n
n
e
r
h
a
l
b
 d
e
s
 r
e
c
h
t
s
g
e
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
 V
e
r
k
e
h
r
s
)
を
前
提
と
す
る
。
信
頼
責
任
は
法
定
責
任
で
あ
っ
て
法
律
行
為
責

(
1
2
)
.
 

任
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
法
律
行
為
的
取
引
へ
の
関
与

(
T
e
i
l
n
a
h
m
e
)
に
よ
る
責
任
で
あ
る
」
。

た
ん
な
る
人
の
態
度
を
根
拠
に
し
て
法
律
行
為
に
よ
る
の
と
同
じ
責
任
を
肯
定
す
る
の
は
私
的
自
治
の
原
理

に
反
す
る
と
し
て
、
権
利
外
観
説
を
否
定
し
た
。
私
的
自
治
論
に
あ
ま
り
関
心
の
示
さ
れ
な
い
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
敵
視
す
る
傾
向
さ
え
あ

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
稀
薄
で
あ
る
が
、
信
頼
責
任
を
め
ぐ
る
最
大
の
問
題
点
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
に

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

八
八
（
七
六
0
)



論
の
一
部
分
の
み
を
利
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

そ
の
法
律
効
果
に
つ
い
て
は
必
然
的
区
別
は
な
い
。

る
が
、 「

F
l
u
m
e

八
九
（
七
六
一
）

し
か
し

C
a
n
a
r
i
s

も
権
利
外
観
に
よ

J

の
全
体
的
な
体
系
を
無
視
し
て
、

C
a
n
a
r
i
s
の

の
理

の
説
は
＇
、
私
的
自
治
の
思
想
の
誤
れ
る
絶
対
化
に
基
づ
い
て
い
る
。
法
律
行
為
と
同
じ
法
律
効
果
を
他
の
構
成
要
件
、
人
の

態
度
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る
の
は
、

そ
の
前
提
に
つ
き
論
証
の
欠
落
し
た
議
論

(petitio
principii) 

か
か
る
絶
対
化
は
、
表
見
代
理
、
有
価
証
券
法
に
お
け
る
抗
弁
切
断
等
々
が
認
め
ら
れ
て
い
る
現
行
法
と
相
容
れ
な
い
。
た
し
か
に
、

当
局
ま
た
は
裁
判
所
の
形
成
行
為
に
よ
る
私
的
関
係
の
確
定
は
私
的
自
治
の
思
想
と
相
容
れ
な
い
。

で
あ
る
。

し
か
し
、
信
頼
責
任
で
は
こ
の
よ
う

な
問
題
は
生
じ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
法
秩
序

(
g
e
s
e
t
z
l
i
c
h
e
A
n
o
r
d
n
u
n
g
)

に
よ
る
法
律
関
係
の
発
生
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

こ
れ
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
債
務
法
は
法
律
行
為
に
よ
る
債
務
関
係
と
法
定
債
務
関
係
と
に
二
分
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

か
し
、
信
頼
責
任
の
構
成
要
件
に
お
い
て
は
、
例
外
な
く
そ
の
理
由
は
存
在
し
、

た
し
か
に
、
私
的
自
治
的
自
己
形
成
は
法
定
の
債
務
関
係
に
優
先
し
、
法
定
の
義
務
を
課
す
る
に
は
特
別
の
理
由
を
必
要
と
す
る
。
し

(13) 

そ
れ
は
帰
責
の
思
想
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
」
。

信
頼
責
任
論
を
主
張
す
る

C
a
n
a
r
i
s
が

F
l
u
m
e
や

W
o
l
f
と
同
様
に
私
的
自
治
の
承
認
の
根
拠
を
人
間
の
尊
厳
と
か
個
人
人
格
の

(14) 

自
由
に
求
め
、
私
的
自
治
の
補
充
原
理
と
し
て
信
頼
責
任
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
信
頼
責
任
は
私
的
自
治
の
原
理
を
制
約

し
こ
れ
に
と
っ
て
代
る
も
の
で
は
な
く
、
信
頼
保
護
の
絶
対
化
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
私
的
自
治
の
原
理
の
価
値
を
否
定
し
て
「
取

引
安
全
の
保
護
」
を
強
調
す
る
わ
が
国
の
外
観
保
護
の
理
論
と
は
（
も
っ
と
も
、

(15) 

を
引
合
い
に
出
し
て
説
明
す
る
の
だ
が
）
、
異
な
る
点
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
論
者
も
都
合
の
よ
い
と
き
に
は
「
意
思
」

さ
て
、

C
a
n
a
r
i
s

は

F
l
u
m
e

の
理
論
を
前
提
の
証
明
を
欠
い
た
議
論
で
あ
る
と
評
価
す
る
。

っ
て
法
律
行
為
と
同
じ
効
果
が
生
じ
う
る
の
だ
と
の
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
か
ぎ
り
、

表
見
代
理
と
信
頼
責
任

「
信
頼
保
護
」

そ
の
理
論
は
や
は
り

petitio
principii 
で



あ
る
。
信
頼
責
任
を
法
定
責
任
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

F
l
u
m
e
の
強
調
す
る
私
的
自
治
の
原
理
か
ら
の
要
請
を
回
避
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

C
a
n
a
r
i
s
は
法
定
の
履
行
責
任
を
認
め
る
の
は
立
法
者
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
私
的
自
治
が
個
人
人
格
の
尊

重
と
い
う
よ
り
基
本
的
な
原
理
に
根
拠
を
置
く
か
ぎ
り
、
立
法
者
に
右
の
よ
う
な
自
由
が
あ
る
か
否
か
が
、

権
利
外
観
責
任
が
実
定
法
上
承
認
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
表
見
代
理
や
抗
弁
切
断
の
法
理
を
挙
げ
て
い
る
。

か
し
、
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
表
見
代
理
を
法
律
行
為
の
理
論
に
よ
っ
て
説
明
す
る

F
l
u
m
e

n
a
r
i
s

に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
し
、
抗
弁
切
断
に
つ
い
て
も
権
利
外
観
説
が
そ
の
説
明
に
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か

は
疑
問
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
法
律
行
為
に
よ
る
法
律
効
果
と
同
じ
効
果
が
他
の
構
成
要
件
に
絶
対
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
余
地
が
な
い
、

と
は
い
え
な
い
。
お
よ
そ
絶
対
に
例
外
を
認
め
な
い
よ
う
な
法
原
則
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
し
、
完
全
無
欠
な
法
典
も
法
理
論
も
あ
り
え

な
い
。
し
か
し
、

F
l
u
m
e
の
理
論
は
、
履
行
責
任
は
法
律
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
だ
と
い
う
極
め
て
自
然
な
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

C
a
n
a
r
i
s
が
こ
れ
を
く
つ
が
え
し
う
る
理
論
を
提
示
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
既
に
原
島
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

は
古
典
的
理
論
を
超
え
て
い
る
が
故
に
、

そ
の
内
部
に
お
け
る
整
序
、

(16) 

め
て
困
難
な
理
論
的
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
」
。

え
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

理
論
に
は
同
調
で
き
な
い
。

ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

の
理
論
を
上
ま
わ
る
よ
う
な
理
論
が

C
a
,

「
信
頼
責
任

お
よ
び
外
に
対
し
て
は
ま
ず
法
律
行
為
と
の
関
係
と
い
う
、
き
わ

の
大
著
の
う
ち
の
表
見
代
理
と
い
う
ご
く
わ
ず
か
な
部
分
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加

そ
れ
は
法
律
行
為
論
と
信
頼
責
任
と
い
う
よ
り
大
き
な
問
題
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
私
は

C
a
n
a
r
i
s

し
か
し
、

C
a
n
a
r
i
s
が
個
々
の
問
題
を
そ
の
場
か
ぎ
り
の
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
全
体
的
な
視
野

の
な
か
で
検
討
し
解
決
し
よ
う
と
す
る
学
問
的
態
度
そ
の
も
の
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
体
系
的
な
考
察
を
放
棄
し
て
個

五
、
序
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は

C
a
n
a
r
i
s

ま
た

C
a
n
a
r
i
s

は、

な
い
。

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

九
0

（
七
六
二
）

の し



々
の
ケ
ー
ス
の

11
妥
当
な
結
論
II

の
み
を
追
求
す
る
の
は
、
学
説
の
任
務
放
棄
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
一
九
七
六
・
十
）

(
1
)

高
橋
・
代
理
理
論
の
研
究
一
〇
九
l
-
―
0
頁。

(
2
)
前
掲
書
一
九
七

2
八
頁
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
も
学
説
上
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

(
3
)

富
井
・
民
法
原
論
（
第
一
巻
）
五
一
．
九
頁
。
高
橋
・
前
掲
書
三
―
二
頁
以
下
参
照
。

(4)Vgl•Flume, 

D
a
s
 Rechtsgeschiift, 2
.
 
Aufl. S
.
 5
7
 ff.
な
お
、
後
述
の
よ
う
に
、

Canaris
も
意
思
表
示
の
性
格
を
同
様
に
解
し
て
い

る。

(
5
)
G
o
t
t
h
a
r
d
t

も
同
様
の
主
張
を
す
る
（
高
橋
「
表
見
代
理
に
お
け
る
信
頼
の
保
護
」
法
学
論
集
ニ
ニ
巻
四
•
五
・
六
合
併
号
八
二
、
一
〇
六
頁

以
下
参
照
）
。

(
6
)
表
見
代
理
規
定
の
「
第
三
者
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
高
橋
「
表
見
代
理
に
お
け
る
「
第
三
者
」
ー
手
形
行
為
の
表
見
代
理
を
中
心
と
し
て
①

②
」
法
律
時
報
五
八
一
―
―

2
四
号
で
論
じ
た
。

(
7
)

高
橋
・
代
理
理
論
の
研
究
二
三

0
頁
以
下
。

(
8
)
手
形
抗
弁
に
か
ん
す
る

Canaris
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
福
瀧
「
手
形
抗
弁
の
分
類
に
つ
い
て
」
法
学
論
集
二
五
巻
四
・
五
・
六
合
併
号
参
照
。

(
9
)
高
橋
•
前
掲
書
二
六
九
頁
以
下
参
照
。

(
1
0
)
s
.
 4
1
2
£
£
.
 

(
1
1
)
s
.
 4
2
4
£
£
.
 

(
1
2
)
s
.
 4
4
2
£
.
 

(
1
3
)
s
.
 4
2
9
f
f
.
 

(
1
4
)
こ
れ
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
有
力
な
見
解
と
一
致
す
る
（
高
橋
「
私
的
自
治
・
法
律
行
為
論
序
説
⇔
」
法
学
論
集
二
四
巻
三
号
―
二
五
頁

以
下
参
照
）
。

(
1
5
)
こ
の
よ
う
な
「
い
い
と
こ
取
り
」
は
、
本
来
、
学
問
の
作
法
と
し
て
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

(16)

原
島
「
民
法
理
論
の
古
典
的
体
系
と
そ
の
限
界
」
近
代
法
と
現
代
法
一
五
四
頁
。

表
見
代
理
と
信
頼
責
任

九

（
七
六
三
）




