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委
任
が
無
効
な
い
し
は
取
消
さ
れ
た
と
き
に
代
理
権
授
与
行
為
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
う
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
内

部
関
係
に
お
け
る
義
務
違
反
が
代
理
行
為
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
す
な
わ
ち
義
務
違
反
に
よ
っ
て
直
ち
に
無
権
代
理
行
為
と

な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
有
権
代
理
と
し
て
存
続
し
う
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
従
来
、
無
権
代
理
と
解
さ
れ
て
い

る
表
見
代
理
は
現
実
に
与
え
ら
れ
た
代
理
権
が
本
人
と
の
関
係
で
正
当
性
を
欠
く
よ
う
な
形
で
行
使
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
代
理
権
濫
用

の
一
形
態
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
筆
者
は
、
そ
こ
で
は
、
委
任
と
代
理
の
関
係
に
つ
い
て
は
代
理
の
本
質
と
関
係

し
た
多
く
の
重
要
な
問
題
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
筆
者
自
身
の
問
題
意
識
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
重
要
な
問
題
点
が

い
て
」

代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

一
三
一
（
四
六
三
）

一
、
代
理
人
が
そ
の
権
限
を
濫
用
し
た
場
合
、
判
例
お
よ
び
民
法
の
通
説
は
民
法
九
三
条
但
書
の
類
推
に
よ
っ
て
、
相
手
方
が
代
理
人

の
背
任
的
意
図
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
と
き
に
は
本
人
に
対
す
る
代
理
行
為
の
効
力
を
否
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
商
法
の
有
力
説
は
9

権
限
が
濫
用
さ
れ
て
も
有
効
な
代
理
行
為
で
あ
る
こ
と
は
か
わ
り
な
い
け
れ
ど
も
、
悪
意
の
相
手
方
が
本
人
に
対
し
契
約
上
の
権
利
を
行

使
す
る
こ
と
は
権
利
濫
用
も
し
く
は
信
義
則
に
違
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
代
理
権
が
濫
用
さ
れ
相
手
方
が
こ

れ
を
知
り
う
べ
き
と
き
に
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
代
理
行
為
は
無
権
代
理
に
な
る
と
解
す
る
見
解
も
あ
る
。

か
つ
て
、
於
保
博
士
は
、
代
理
権
濫
用
が
民
法
五
四
条
な
ど
の
代
理
権
の
制
限
に
な
る
か
否
か
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
、
表
見

「
委
任
と
代
理
の
関
係
に
つ

代
理
な
ど
の
諸
制
度
と
全
体
的
、
綜
合
的
に
把
握
す
る
理
論
の
必
要
な
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
表
見
代
理
を
有
権
代
理
的
に
構
成
し
て
代
理

ゅi

権
の
制
限
の
場
合
と
同
一
の
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
を
そ
の
ひ
と
つ
の
道
と
し
て
示
唆
さ
れ
た
。
筆
者
は
、

（
法
学
論
集
二
十
巻
二
号
）
に
お
い
て
、
代
理
権
の
有
因
・
無
因
の
問
題
の
中
心
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

ま

し

,
9
.
 

が
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り
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
活
発
な
論
争
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、

「
委
任
と
代
理
の
関
係
に
つ

詳
し
い
説
明
は
以
下
に
譲
る

か
つ
て
山
田
博
士
は

K
i
p
p
や

S
i
e
b
e
r
t
な
ど
の
論
文
を
踏
ま
え
つ

二
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
代
理
権
の
濫
用
に
か
ん
し
て
、

一
九
二
九
年
の

K
i
p
p
の
論
文
に
は
じ
ま
り
、

一九一―

-
0年
代
に
は
か
な

そ
の
ひ
と
つ
は
、
私
見
の
よ
う
に
表
見
代
理
の
有
権
代
理
化
を
考
え
る
な
ら
ば
、
権
限
濫
用
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
た
事
案
と
表
見

代
理
規
定
が
適
用
さ
れ
た
事
案
と
の
比
較
・
検
討
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
の
「
表
見
代
理
と
有
権
代
理
の
交
錯
—

③
 

権
限
鍮
越
の
場
合
ー
」
に
お
い
て
、
そ
の
作
業
に
と
り
か
か
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
そ
こ
で
は
、

留
保
し
て
お
い
た
問
題
点
、
例
え
ば
、
表
見
代
理
が
成
立
す
る
場
合
で
も
、
相
手
方
は
な
お
無
権
代
理
の
主
張
を
な
し
う
る
か
と
い
う
問

も
う
―
つ
の
問
題
点
は
代
理
権
濫
用
理
論
そ
の
も
の
の
研
究
で
あ
る
が
、
当
時
は
、
必
要
な
文
献
が
入
手
で
き
な
か
っ
た
た
め
立
入
っ

た
考
察
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
少
し
本
格
的
に
検
討
し
よ
う
と
思
う
。

つ
、
わ
が
国
で
は
表
見
代
理
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
が
ド
イ
ツ
で
は
代
理
権
濫
用
の
領
域
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ

た
。
こ
れ
に
対
し
川
村
フ
ク
子
氏
は
、
代
理
権
の
濫
用
と
本
人
の
容
認
に
対
す
る
第
三
者
の
信
頼
保
護
を
目
的
と
す
る
表
見
代
理
と
は
そ

伺

の
次
元
を
異
に
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
九
三

0
年
代
の
論
争
に
お
い
て
も
両
者
の
交
錯
の
問
題
は
意
識
さ
れ
て
い
る

伺

外
観
論
の
立
場
か
ら
表
見
代
理
を
論
じ
て
い
る

G
o
t
t
h
a
r
d
t
も
同
様
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。

し
、
近
時
、

け
れ
ど
も
、
川
村
氏
の
よ
う
に
両
者
を
次
元
を
異
に
す
る
問
題
だ
と
み
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
代
理
権
濫
用
理
論
の
発
展
の
あ
と
を
た
ど
り
つ
つ
そ
こ
に
現
わ
れ
た
問
題
点
を
検
討
し
て
、
わ
が
国
に
お

0
 

け
る
こ
の
問
題
の
解
決
の
手
が
か
り
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、

題
に
つ
い
て
、
私
な
り
の
解
答
を
示
し
て
い
る
。

「
委
任
と
代
理
の
関
係
に
つ
い
て
」
で
は

残
っ
て
い
た
。 関

法
第
二
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

一
三
二
（
四
六
四
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

い
て
」
と
問
題
意
識
に
お
い
て
明
確
に
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、

な
い
が
、
以
前
の
考
え
を
修
正
・
補
充
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。

一
三
三
（
四
六
五
）

で
き
る
だ
け
重
複
は
避
け
た
い
と
思
う
の
で
、
そ
こ
に
お
け
る
論
述
を
も

参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
代
理
権
濫
用
理
論
に
か
ん
す
る
私
見
は
、
基
本
的
に
は
以
前
の
論
文
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
と
は
変
っ
て
い

な
お
、
自
己
契
約
・
双
方
代
理
の
禁
止
が
代
理
権
濫
用
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
こ
と
は
、
以
下
で
紹
介
す
る

E
g
g
e
r
や

R
i
n
c
k

の
見
解
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
自
己
契
約
・
双
方
代
理
の
禁
止
を
代
理
権
濫
用
理
論
の
射
程
範
囲
に
入
れ
る
た

め
に
は
、
自
己
契
約
・
双
方
代
理
は
概
念
上
は
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
本
人
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
禁
止
さ
れ
て
い
る
と

い
う
考
え
を
前
提
と
す
る
。
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
の
有
力
説
の
よ
う
に
自
己
契
約
は
契
約
の
概
念
か
ら
み
て
不
可
能
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら

ば
、
自
己
契
約
を
な
す
代
理
権
が
与
え
ら
れ
る
可
能
性
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
濫
用
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
私
見
は
自
己
契

約
・
双
方
代
理
を
概
念
上
不
可
能
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
問
題
は
代
理
権
濫
用
理
論
と
は
別
の
観
点
か
ら
論
ず
べ
き
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
別
稿
で
私
見
を
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
自
己
契
約
の
問
題
は
原
則
と
し
て
以
下
の
考
察
か
ら
除
外

し
た
い
。
匹
n
c
k
の
見
解
な
ど
か
ら
は
、
自
己
契
約
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
示
唆
を
得
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に

①
学
説
に
つ
い
て
は
、
三
和
「
代
理
人
の
権
限
濫
用
」
演
習
民
法
（
総
則
物
権
）
一
七
七
頁
、
浜
上
「
代
理
人
の
権
利
濫
用
の
行
為
と
民
法
九
三
条
」

民
法
の
判
例
二
四
頁
な
ど
参
照
。

②
於
保
・
民
商
法
雑
誌
五

0
巻
四
号
（
判
批
）
五
五

0
頁
以
下
、
注
釈
民
法
④
一
八
頁
。

⑧
山
木
戸
先
生
還
暦
記
念
「
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
」
に
執
筆
の
予
定
で
あ
る
。

④
山
田
「
表
見
代
理
と
ド
イ
ツ
民
法
」
現
代
私
法
の
諸
問
題
（
上
）
一
七
一
頁
、
一
七
八
頁
以
下
。

⑥
川
村
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
表
見
代
理
理
論
」
（
一
）
民
商
法
雑
誌
五
七
巻
六
号
八
六
二
頁
注
⑧
゜



の
観
念
と
相
容
れ
な
い
か
ら
、

つ
つ
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

K
i
p
p
 

日
ド
イ
ツ
に
お
け
る
代
理
権
濫
用
理
論

K
i
p
p
も
判
例
を
分
析
し

本
稿
に
お
い
て
は

K
i
p
p
お
よ
び
そ

⑥

Gotthardt, 
D
e
r
 V
e
r
t
r
a
u
e
n器
chutz
bei 
der Anscheinsvollmacht 
i
m
 
deutschen 
u
n
d
 
i
m
 franzosischen 
R
e
c
h
t
 (
1
9
7
0
)
,
 
S
.
 

2
呂
．
高
橋
「
表
見
代
理
に
お
け
る
信
頼
の
保
護
」
法
学
論
集
二
二
巻
四
•
五
・
六
号
七
八

2

九
頁
。

⑦
脱
稿
後
、

F
r
o
g
V
e
r
k
e
h
r
s
s
c
h
u
t
z
i
m
 V
 ertretungsrecht (
1
9
7
2
)

を
入
手
し
た
。
六
0
0頁
を
越
え
る
大
著
で
あ
り
、
本
格
的
検
討
は
後

日
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
度
通
読
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
私
見
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

⑧
高
橋
「
代
理
人
の
自
己
契
約
」

9
法
学
論
集
一
八
巻
四
号
一
―
二
頁
以
下
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
代
理
権
濫
用
の
問
題
を
は
じ
め
て
本
格
的
に
論
じ
た
の
は

K
i
p
p
で
あ
る
。

れ
に
続
く
一
九
三

0
年
代
の
四
つ
の
学
説
と
、
近
時
、
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
二
つ
の
学
説
を
中
心
に
検
討
す
る
。
他
に
も
な
お
関
係

の
論
文
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
重
要
な
学
説
は
ほ
ぼ
取
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ー
ド
イ
ツ
に
お
け
る
代
理
権
濫
用
理
論
の
形
成
に
は
判
例
が
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

「B
G
B

の
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
被
後
見
人
の
財
産
に
対
す
る
悪
意
あ
る

(arglistig)
侵
害
と
な
る
よ
う
な
後
見
人
の
代
理
行
為

は
、
普
通
法
に
お
い
て
は
被
後
見
人
を
拘
束
し
な
か
っ
た
が
、
か
か
る
代
理
権
の
制
約
は
後
見
人
の
代
表
権
限
(Reprl:isentativgewalt)

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
見
人
の
背
任

(
U
n
t
r
e
u
e
)

に
対
す
る
刑
法
上
の
保
護
で
済
ま
せ
る
の
が
正
し
い
と

す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
結
果
は
正
当
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
取
引
の
安
全
は
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
第
三
者
が
悪
意
で
あ
っ

た
り
後
見
人
と
通
謀

(
k
o
l
l
u
d
i
e
r
e
n
)

し
た
り
、
あ
る
い
は
後
見
人
の
意
図
を
知
り
う
べ
き

(
k
e
n
n
e
n
m
i
l
s
s
e
n
)

で
あ
っ
た
と
き
に
は

関
法
第
二
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

一
三
四
（
四
六
六
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

は
な
い
。
こ
の
判
決
は
悪
意
の
抗
弁

(
e
x
c
e
p
t
i
o
doli)

に
よ
っ
て
処
理
し
て
い
る
。

一
三
五
（
四
六
七
）

第
三
者
を
保
護
す
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
の
が

K
i
p
p

の
出
発
点
で
あ
る
。
そ
し
て
ロ
ー
マ
法
と
普
通
法
に
つ
い
て
若
干
の
叙
述
を
し

た
の
ち
、

K
i
p
p
は

B
G
B
施
行
後
の
判
決
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

「
一
九

0
二
年
六
月
二
八
日
の
判
決

(
R
G
.
5
2
,
 
96ff.)
は
代
理
人
が
本
人
の
意
思
に
反
し
て
表
示
し
た
こ
と
を
相
手
方
が
知
っ
て
い

一
九

0
四
年
六
月
三

0
日
の
判
決

(
R
G
.
5-S, 
3
5
6
£
£
.
)

も
、
そ
れ
以
上
に
出
る
も
の
で

れ
て
い
た
被
告
の
息
子
が
自
己
の
債
務
に
つ
き
被
告
を
代
理
し
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
事
例
で
あ
る
。
判
決
に
よ
れ
ば
、
代
理
人
は
委

任
に
反
し
、
し
か
も
与
え
ら
れ
た
代
理
権
の
範
囲
内
で
行
為
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
第
三
者
は
、
ふ
つ
う
は
、
委
任
に
反
す
る
か
否

か
に
つ
い
て
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
本
人
の
利
益
に
反
す
る
法
律
行
為
が
締
結
さ
れ
、
代
理
権
の
濫
用
が
明
白
で

(offenbar)
相
手
方
に
認
識
可
能
な

(
e
r
k
e
n
n
b
a
r
)
と
き
に
は
、
第
三
者
の
請
求
に
対
し
本
人
は
悪
意
の
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
し
う
る
。

取
引
が
極
め
て
異
常
な
も
の
で
あ
っ
て
本
人
が
そ
の
よ
う
な
取
引
を
望
ん
で
い
る
は
ず
が
な
い
と
第
三
者
が
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
き
に

も
、
第
三
者
は
包
括
的
代
理
権
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
判
決
は
、
§
1
2
6
 
H
G
B
や
§
3
7
 G
m
b
H
G
の
如
く
対

外
的
に
制
限
し
え
な
い
代
理
権
に
つ
い
て
は
通
謀
、
す
な
わ
ち
本
人
を
害
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
故
意
の
協
力
が
あ
っ
た
と
き

に
か
ぎ
っ
て
抗
弁
は
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
通
常
の
任
意
代
理
に
お
い
て
は
そ
れ
は
正
当
で
な
い
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
判
決

に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
が
た
ん
に
固
有
の
意
味
の
通
謀
の
み
を
無
効
原
因
と
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
ど
の
程
度
ま
で
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
判
決
は
、
明
白
で
相
手
方
に
認
識
可
能
な
濫
用
を
要
求
す
る

伺

こ
と
に
よ
っ
て
、
過
失
に
よ
る
不
知
が
故
意
と
同
列
に
置
か
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
一
九

0
九
年
六
月
一
四
日
の
判
決

(
R
G
.
71, 2
1
9
£
£
.
)

は
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
。

た

(
k
e
n
n
e
n
)

こ
と
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、

被
告
か
ら
包
括
的
代
理
権
を
与
え
ら



一
九
―
一
年
二
月
一
五
日
の
判
決

(
R
G
.
7
5
,
 2
9
9
f
f
.
)

は
、
遣
言
執
行
者
の
権
限
鍮
越
に
か
ん
す
る
事
件
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
判

示
し
た
。

「
相
手
方
が
遺
言
執
行
者
の
義
務
違
反
を
知
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
行
為
が
相
続
人
を
拘
束
し
な
い
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、

相
手
方
が
濫
用
を
知
る
こ
と
が
で
き
か
つ
知
り
う
べ
き
で
あ
る

(
e
r
k
e
n
n
e
n
k
o
n
n
e
n
 

委
任
義
務
違
反
の
行
為
そ
れ
だ
け
で
は
代
理
権
を
根
拠
に
発
生
し
た
第
三
者
と
の
法
律
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
代
理
権
授
与
行
為
を
無
因
的
法
律
行
為
と
認
め
た
と
し
て
も
、
代
理
権
が
そ
の
効
力
に
お
い
て
原
因
行
為
か
ら
必
ず
し

も
完
全
に
切
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
は
一
六
八
条
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
民
法
は
本
人
と
第
三
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
も

一
六
九

2
一
七
二
条
に
よ
れ
ば
、
代
理
権
の
消
減
は
こ
れ
を
知
り
う
べ
き
で
な
か
っ
た
第
三
者
に
の
み
対

抗
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
代
理
権
の
濫
用
を
第
三
者
が
知
り
う
べ
き
場
合
に
本
人
に
責
任
の
拒
絶
を
許
さ
な
い
と
い
う
異
な
っ
た
取

法
律
は
正
当
な
取
引
の
利
益

(
Verkehrsinteresse)
を
保
護
す
る
が
、

保
護
に
価
す
る
。
代
理
人
が
本
人
の
不
利
益
の
た
め
に
意
識
的
に
代
理
権
を
濫
用
し
、
第
三
者
が
こ
れ
を
知
り
う
べ
き
と
き
に
は
、
第
三

者
は
締
結
さ
れ
た
法
律
行
為
か
ら
本
人
に
対
す
る
権
利
を
引
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
」

K
i
p
p
は
右
の
判
決
が
重
過
失
と
い
う
要
件
を
立
て
た
こ
と
を
遺
憾
と
し
た
が
、
判
決
の
最
後
の
部
分
を
読
め
ば
、
裁
判
所
が
実
際
に

は
た
ん
な
る
過
失
で
充
分
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
代
理
権
の
消
減
に
つ
い
て
妥
当
す
る
こ
と
を
代
理
権
の
発
生
お
よ
び
濫

用
の
場
合
に
も
あ
て
は
め
た
の
は
健
全
な
見
方
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
そ
し
て

K
i
p
p
は
、
代
理
人
が
権
限
を
濫
用
し
第
三
者
が
こ
れ
を

知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
場
合
に
は
代
理
人
の
行
為
か
ら
本
人
に
対
す
る
権
利
を
引
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
命
題
を
判
例
が
承
認

伺

す
る
に
い
た
っ
た
と
解
し
て
い
る
。

た
だ
、

K
i
p
p
に
よ
れ
ば
、
判
例
が
本
人
に
よ
る
制
限
が
可
能
な
代
理
権
に
限
っ
て
の
み
故
意
と
過

扱
い
を
す
る
こ
と
は
正
当
と
は
い
え
な
い
。

本
人
の
利
益
も

広
く
衡
平
を
考
慮
し
て
い
る
。

gd miissen)
と
き
に
は
、

こ
の
よ
う
な
重
過
失
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。

民
法
典
に
よ
れ
ば
委
任
と
代
理
は
区
別
さ
れ
、
代
理
人
の

重
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
も
拘
束
力
は
な
く
、

関
法
第
二
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

一
三
六
（
四
六
八
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

E
g
g
e
r
 

契
約
の
撤
回
権
(
§

1
7
8
 B
G
~
)は、
相
手
方
が
代
理
人
の
悪
意
を

§
 17
9
 B
G
B
に
よ
る
無
権
代
理
人
の
責
任
は
相
手
方
に
過
失
の
な
い
と
き
に
か
ぎ
っ
て
生
ず
る

か
ら
、
こ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
相
手
方
に
過
失
な
き
と
き
に
は
、
法
律
行
為
は
本
人
に
対
し
効
力
を
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
」
。

最
近
、

S
c
h
o
t
t
は

K
i
p
p
よ
う
な
立
場
を
内
因
的
解
決

(die
e
n
d
o
g
e
n
e
 L
o
s
u
n
g
)
、
こ
れ
に
対
し
判
例
の
よ
う
な
立
場
を
外
因
的

⑧
 

解
決

(die
e
x
o
g
e
n
e
 L
o
s
u
n
g
)

と
よ
ん
で
い
る
。

2
 

知
ら
な
い
と
き
に
の
み
与
え
ら
れ
る
。

ど
も
、
そ
れ
は
応
急
手
段

(
N
o
t
b
e
h
e
l
f
)

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

一
三
七
（
四
六
九
）

失
と
を
同
視
し
、
合
名
会
社
の
社
員
の
代
理
行
為
や
支
配
人
の
行
為
に
つ
い
て
は
相
手
方
の
故
意

(
W
i
s
s
e
n
)
を
要
求
す
る
の
は
正
当
で

な
い

C

す
な
わ
ち
、
代
理
権
は
本
人
を
悪
意
で
害
す
る
権
限
を
代
理
人
に
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が

K
i
p
p
の
基
本
的
な
考
え

で
あ
り
、
そ
れ
は
不
可
制
限
的
代
理
権
や
法
定
代
理
権
に
つ
い
て
も
一
般
的
に
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、

一
九
一
九
年
の
判

決
が
§
§

1
6
9
~
1
7
2
B
G
B
と
代
理
権
濫
用
の
場
合
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
言
及
し
、

K
i
p
p
も
こ
れ
を
正
当
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
は
代
理
権
の
濫
用
を
良
俗
違
反
(
§

1
3
8
 B
G
B
)
や
悪
意
の
抗
弁
と
い
う
代
理
法
の
外
の
原
理
に
よ
っ

て
処
理
し
て
い
る
が
、

K
i
p
p
は
こ
れ
を
代
理
法
の
枠
内
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
代
理
人
が
故
意
に
そ
の
代
理
権
を
濫
用
し
て
な
し
た
法
律
行
為
は
、
相
手
方
が
過
失
に
よ
っ
て
濫
用
の
事
実
を
知
ら
な
い
と
き
に
は

代
理
権
に
よ
っ
て
蔽
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
無
権
代
理
行
為
と
み
な
さ
れ
、
有
効
と
な
る
か
ど
う
か
は
本
人
の
追
認
に
か
か
っ
て
い
る
。
有

効
と
な
る
か
否
か
を
決
す
る
の
は
本
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
人
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
手
方
が

無
効
と
し
て
取
扱
え
る
と
い
う
の
は
衡
平
に
反
す
る
。
か
か
る
結
論
は
判
例
の
用
い
る
一
般
悪
意
の
抗
弁
に
よ
っ
て
も
達
成
し
う
る
け
れ

れ
ば
な
ら
な
い
。



E
g
g
e
r
の
論
文
は
、
自
己
契
約
と
第
三
者
に
対
し
行
使
さ
れ
た
代
理
権
が
濫
用
さ
れ
た
場
合
と
を
代
理
権
の
濫
用
の
も
と
で
統
一
的
に

「
一
九
世
紀
の
普
通
法
学
に
よ
っ
て
承
認
せ
ら
れ
た
無
因
性

(
A百
円
臣
theit)

の
理
論
は
所
有
権
の
移
転
や
有
価
証
券
法
に
お
い
て

認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
代
理
理
論
に
お
い
て
は
代
理
権
授
与
行
為
が
無
因
的
行
為
と
し
て
独
立
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
取
引

の
安
全
と
明
確
化
と
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
取
引
の
安
全
は
法
秩
序
の
担
い
手
の
―
つ
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
有
価
証
券
法
の

無
因
性
も
悪
意
の
抗
弁
を
介
し
て
信
義
則
に
よ
る
制
限
を
う
け
、
同
様
の
こ
と
は
代
理
法
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
代
理
権

あ
ら
ゆ
る
権
利
、
法
的
権
能
に
は
濫
用
の
危
険
が
あ
る
が
、
権
利
行
使
は
信
義
則
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
。
代
理
権
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
代
理
権
は
そ
の
名
に
お
い
て
法
律
行
為
が
締
結
さ
れ
る
べ
き
本
人
の
利
益
を
守
る
た
め
に
与
え
ら
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
の
目
的
の
た
め
に
行
使
す
る
こ
と
は
代
理
権
の
濫
用
で
あ
る
。
自
己
契
約
に
お
い
て
は
、
た
と
え
権
利
濫
用
が
ま
だ
な
さ
れ
て

R
 

い
な
く
と
も
、
利
益
の
衝
突
が
あ
り
権
利
濫
用
の
危
険
も
存
在
す
る
の
で
、
自
己
契
約
は
原
則
と
し
て
禁
止
せ
ら
れ
る
」
。

そ
れ
で
は
、
代
理
権
が
第
三
者
に
対
し
行
使
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

E
g
g
e
r
は
代
理
と
対
内
関
係
、
代
理
権
の
無
因
性
に

言
及
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
代
理
権
の
範
囲
に
留
ま
り
な
が
ら
、
代
理
権
が
本
人
で
は
な
く
第
三
者
の
利
益
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
代
理
権
は
そ

の
甚
礎
と
な
る
委
任
関
係
か
ら
分
離
さ
れ
、
代
理
人
は
委
任
に
反
し
な
が
ら
代
理
権
の
範
囲
内
で
行
為
じ
う
る
。
そ
し
て
第
三
者
は
、
原

則
と
し
て
法
律
行
為
の

V
o
l
l
m
a
c
h
t
m
a
s
s
i
g
k
e
i
t
だ
け
を
注
意
す
れ
ば
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

何
人
も
代
理
権
が
濫
用
さ
れ
う
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
が
、
か
か
る
確
認
は
基
本
関
係
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と

限
の
行
使
は
権
利
濫
用
の
制
限
を
う
け
る
。

論
じ
て
い
る
。 関

法
第
二
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

一
三
八
（
四
七
0
)



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

害
を
負
担
す
べ
き
は
本
人
で
あ
る
。

な
る
。
す
な
わ
ち
、
代
理
権
の
濫
用
は
、
常
に
代
理
人
と
本
人
の
対
内
関
係
の
違
反
と
な
る
。
そ
し
て
、
ま
ず
、
目
的
に
反
し
た
代
理
権

の
行
使
が
濫
用
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
代
理
人
は
対
内
関
係
に
従
っ
て
責
任
を
負
う
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
有
効
な
本
人
の
保
護
は
、
第
三

者
に
対
し
て
濫
用
を
主
張
し
て
法
律
行
為
を
無
効
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
自
己
契
約
に
お
い
て
は
本
人
の
利
益
が
優
先
す
る
が
、

こ
こ
で
は
第
三
者
も
信
頼
の
保
護
を
主
張
す
る
か
ら
、
も
し
本
人
が
保
護
さ
れ
る
な
ら
ば
、
第
三
者
の
信
頼
が
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

⑩
 

二
つ
の
利
益
の
限
界
づ
け
が
必
要
な
の
で
あ
る
」
。

そ
れ
で
は
、
本
人
が
第
三
者
に
対
し
代
理
権
の
濫
用
を
主
張
し
う
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

相
手
方
の
有
責
性
、
過
失
の
程
度
の
問
題
で
あ
る
。

「
ド
イ
ツ
の
判
例
は
不
可
制
限
的
な
商
事
代
理
権
に
つ
い
て
通
謀
を
要
求
す
る
。
し
か
し
通
謀
の
場
合
に
だ
け
濫
用
の
主
張
を
本
人
に

認
め
る
と
い
う
の
は
不
充
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
代
理
人
が
当
該
法
律
行
為
の
締
結
に
つ
き
代
理
権
限
を
有
し
て
い
な
い
こ
と

は
第
三
者
に
と
っ
て
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
か
か
る
行
使
は
授
権
自
体
の
意
義
に
矛
盾
す
る
。
こ
れ
に
対
し
第
三
者
の
す
べ
て
の

過
失
を
本
人
が
援
用
し
う
る
と
い
う
の
は
、
た
い
て
い
の
場
合
に
お
い
て
実
定
法
に
適
合
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
ま
ず
損

本
人
は
自
己
の

V
ertrauensmann
を
注
意
深
く
選
任
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
危
険
を
第
三
者
に

転
嫁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
れ
で
も
代
理
権
授
与
の
意
思
表
示
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
よ
り
一
般
的
で
よ
り
高

い
利
益
で
あ
る
。
本
人
自
身
か
ら
生
じ
た
権
利
外
観
に
対
す
る
信
頼
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
信
頼
の
保
護
は
、
保
護

に
価
す
る
信
頼
が
も
は
や
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
限
界
が
あ
る
。
通
謀
は
も
と
よ
り
故
意
も
充
分
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
過
失
の
取

扱
い
で
あ
る
が
、
軽
過
失
は
除
外
す
べ
き
で
あ
る
。
第
三
者
は
代
理
人
が
代
理
権
の
範
囲
内
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
れ
ば
よ
い
。

そ
れ
以
上
の
調
査
は
必
然
的
に
本
人
と
代
理
人
の
間
の
利
害
関
係
に
ま
で
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
第
三
者
に
期
待
し
う
る
も
の

一
＿
―
-
九
（
四
七
一
）



濫
用
の
本
質
の
解
明
か
ら
始
ま
る
。

⑲
 

で
は
な
い
。
た
だ
、
重
過
失
は
故
意
と
同
様
に
取
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

以
上
の
よ
う
に
、

一四

0
(四
七
二
）

K
i
p
p
が
代
理
権
の
濫
用
を
主
と
し
て
本
人
の
利
益
に
反
す
る
行
使
と
し
て
把
握
し
て
い
た
の
を
一
歩
進
め
て
、

E
g
g
e
r
は
こ
れ
を
対
内
関
係
か
ら
生
ず
る
義
務
の
違
反
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
本
人
が
濫
用
を
主
張
し
う
る
た
め
の
基
準
は
相
手

方
の
重
過
失
で
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

E
g
g
e
r
は
一
九
―
一
年
二
月
一
五
日
の
ド
イ
ツ
最
高
裁
判
所
の
判
決
が

⑲
 

重
過
失
を
要
求
し
て
い
る
と
す
る
が
、

K
i
p
p
が
こ
の
判
決
は
実
際
に
は
軽
過
失
で
満
足
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
と

お
り
で
あ
る
。
な
お
、

E
g
g
e
r
が
代
理
権
授
与
行
為
の
無
因
性
を
批
判
す
る
と
共
に
、
代
理
権
の
濫
用
と
権
利
外
蜆
の
思
想
と
を
結
び
つ

E
g
g
e
r
は

K
i
p
p
の
理
論
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。

K
i
p
p
の
理
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は

S
i
e
b
e
r
t
で

一
九
三
五
年
前
後
に
お
け
る

S
i
e
b
e
r
t
の
権
利
濫
用
に
か
ん
す
る
一
連
の
研
究
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
強
い
影
響
を
受
け
た
理
論
で
あ

⑬
 

る
と
い
う
観
点
か
ら
も
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
、
解
釈
論
の
レ
ベ
ル
で
取
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
彼
の
理
論
は
権
利

「
是
認
さ
れ
な
い
方
法
に
よ
る
権
利
の
利
用
が
権
利
の
濫
用
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
長
い
間
、
濫
用
の
本
質
は
権
利
の
現
実
の
利
用
の
な

か
に
求
め
ら
れ
、
権
利
の
利
用
は
、
権
利
の
保
有
者
に
む
け
ら
れ
た
特
別
の
反
対
規
範

(
G
e
g
e
n
n
o
r
m
)
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
不
適
法
に

な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
権
利
行
使
の
許
さ
れ
な
い
理
由
を
権
利
自
身
の
な
か
に
求
め
よ
う
と
す
る
考
え
に
よ

っ
て
克
服
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
権
利
行
使
の
制
限
は
権
利
の
内
容
そ
の
も
の
を
限
界
づ
け
、
権
利
濫
用
は
み
か
け
の
利
用
に
す
ぎ
ず
、

⑱
 

実
際
に
は
権
利
の
鍮
越
な
の
で
あ
る
」
。

あ
る
。

③

S
i
e
b
e
r
t
 

け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
法
第
二
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

こ
の
分
離
を
代
理
権
の
発
生
・
消
滅
だ
け
で
は
な
く
範

そ
し
て
、

S
i
e
b
e
r
t
に
よ
れ
ば
、
権
利
濫
用
に
つ
い
て
の
右
の
基
本
的
観
念
は
代
理
権
に
も
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
が
、
代
理
権
濫
用
に

「
通
常
の
権
利
濫
用
に
対
す
る
代
理
権
濫
用
の
基
本
的
特
性
は
、
代
理
権
が
二
つ
の
側
面
か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
代
理
権
は
対
内
関
係
と
結
び
つ
い
て
本
人
と
代
理
人
の
関
係
を
表
わ
す
と
同
時
に
、
第
一
二
者
と
の
対
外
的
関

係
を
も
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
濫
用
の
際
に
顕
在
化
す
る
代
理
権
の
具
体
的
内
容
と
そ
の
限
界
も
二
つ
の
側
面
か
ら
決
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
代
理
権
濫
用
の
諸
々
の
場
合
は
、
そ
の
本
質
、
法
的
基
礎
お
よ
び
法
律
効
果
に
お
い
て
統
一
的
に
判
断
さ
れ
る

し
か
し
、
対
外
関
係
と
し
て
の
代
理
権
と
対
内
関
係
と
し
て
の
事
務
処
理
権
能

(
G
e
s
c
h
i
i
f
t
s
f
i
i
h
r
u
n
g
s
b
e
f
u
g
n
i
s
)
の
対
立
は
、
か
か

る
統
一
的
判
断
を
不
可
能
に
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
い
か
な
る
要
件
の
下
で
本
人
は
対
内
関
係
に
お
い
て
自
己
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
義

務
に
代
理
人
が
違
反
し
た
と
主
張
し
う
る
か
、
こ
れ
が
代
理
権
濫
用
理
論
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
は
対
内
関
係
と
対

内
関
係
の
区
別
と
分
離
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
通
法
に
お
い
て
は
委
任
と
代
理
は
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、

L
a
b
a
n
d

の
著
名
な
論
文
以
来
、
両
者
の
区
別
は
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。

囲
に
つ
い
て
も
貫
い
て
い
け
ば
、
た
ん
に
対
内
関
係
の
違
反
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
同
時
に
代
理
権
も
諭
越
さ
れ
て
い
る
の
か
に

よ
っ
て
異
な
っ
た
結
論
に
な
る
。
そ
し
て
真
正
の
代
理
権
の
濫
用
は
第
一
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。
代
理
権
の
範
囲
内
で
行
為
さ
れ
て
は
い

る
が
、
そ
れ
は
”
反
対
規
範
“
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
利
用
な
の
で
あ
る
。
真
正
の
代
理
権
の
濫
用
は
代
理
権
能
と
事
務
処
理
権
能

の
範
囲
の
相
違
を
前
提
と
す
る
。
濫
用
が
同
時
に
代
理
権
の
鍮
越
に
も
な
る
と
き
に
は
、
み
か
け
の
う
え
の
濫
用
は
無
権
代
理
行
為
と
な

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
効
果
も
異
な
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
相
手
方
は
代
理
人
の
義
務
違
反
を
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
本

J

と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
そ
う
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
次
の
よ
う
な
特
色
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
四
一
（
四
七
三
）



K
i
p
p

の
理
論
の
大
き
な
意
義
は
、

「

K
i
p
p

の
理
論
は
―
つ
の
新
し
い
方
向
づ
け
を
示
し
た
。

人
が
第
三
者
の
請
求
に
対
し
防
御
し
う
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
無
権
代
理
と
し
て
本
人
は
§
§
1
7
7
£
£
.
 
B
G
B
 

に
よ
っ
て
直
ち
に
保
護
さ
れ
る
。
そ
し
て
個
々
具
体
的
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、

い
ず
れ
か
一
方
の
解
決
方
法
の
み
が
妥
当
す
る
の
で
あ

っ
て
、
真
正
の
濫
用
（
対
内
関
係
の
み
の
鍮
越
）
と
み
か
け
の
濫
用
（
代
理
権
諭
越
）
に
か
ん
す
る
規
範
が
同
時
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
代
理
権
の
濫
用
は
本
質
に
お
い
て
統
一
的
で
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
的
見
解
で
あ
る
」
。

S
i
e
b
e
r
t

の
右
の
論
述
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
代
理
権
濫
用
理
論
の
問
題
点
を
明
確
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、

K
i
p
p
は

一
四
二
（
四
七
四
）

の
分
離
の
理
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
分
離
は
、
わ
が
国
の
学
説
が
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
な
代
理
権
の

発
生
・
消
滅
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
、
対
内
関
係
に
お
け
る
義
務
の
違
反
が
代
理
行
為
そ
の
も
の
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
S
i
e
b
e
r
t
は
、
代
理
権
濫
用
行
為
も
代
理
権
の
範
囲
内
に
留
ま

る
と
し
つ
つ
悪
意
の
抗
弁
と
い
う
反
対
規
範
に
よ
っ
て
本
人
に
対
す
る
効
果
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
理
論
に
は
賛
成
せ
ず
、
代
理
法
の
枠

内
で
解
決
し
よ
う
と
す
る

K
i
p
p

の
理
論
に
基
本
的
に
は
同
意
す
る
。

関
法
第
二
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

彼
は
、
代
理
権
は
本
人
を
故
意
に
害
す
る
権
限
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
方
法
と
は
異
な
り
、
代
理
権
濫
用
の
問
題
点
を
対
外
関
係
に
移
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
存
在

す
る
代
理
権
を
故
意
に
濫
用
し
て
代
理
人
の
な
し
た
法
律
行
為
は
、
相
手
方
が
過
失
に
よ
っ
て
濫
用
を
知
ら
な
い
と
き
に
は
、
代
理
権
に

よ
っ
て
蔽
わ
れ
な
い
と
の
命
題
を
立
て
る
。
残
念
な
が
ら
K
i
p
p
は
詳
し
い
理
由
づ
け
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
彼
の
理
論
の
理
由
づ
け
の

た
め
に
深
1
6
7
~
1
7
3

B
G
B
や
§

1
7
7

以
下
の
類
推
適
用
が
主
張
さ
れ
た
り
、

§
 18
1
 
B
G
B
の
準
用
説
も
み
ら
れ
る
。

見
解
は
代
理
権
そ
の
も
の
の
制
限
を
認
め
る
点
に
お
い
て
、

K
i
p
p

と
本
質
的
に
一
致
し
て
い
る
。

濫
用
の
問
題
の
核
心
を
代
理
権
そ
の
も
の
の
な
か
に
置
い
た
こ
と
に
あ
る
。

こ
れ
ら
の

代
理
権
濫
用
理
論
は
委
任
と
代
理



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

代
理
人
に
よ
る
意
識
的
濫
用
に
そ
の
議
論
を
限
定
し
た
た
め
、
代
理
人
が
過
失
に
よ
っ
て
義
務
に
違
反
し
、
し
か
も
そ
れ
を
第
三
者
が
知

り
う
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
を
い
か
に
判
断
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
こ
で

K
i
p
p
が
本
人
を
全
く
保
護
し
な

い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
か
か
る
場
合
に

K
i
p
p
は
た
ん
な
る
対
内
関
係
の
鍮
越
を
認
め
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
に
従
っ
て
本
人

に
悪
意
の
抗
弁
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
か
く
し
て
、

K
i
p
p
に
よ
っ
て
も
、

K
o
n
n
e
n
と

D
i
i
r
f
e
n
の
分
裂
は
代
理
人
の
故
意
の
義
務
違

反
に
つ
い
て
克
服
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
」
。

そ
れ
で
は
右
の
分
裂
は
ど
う
す
れ
ば
克
服
さ
れ
る
の
か
。
第
三
者
に
対
し
影
響
を
及
ぼ
す
代
理
人
の
義
務
違
反
は
、
実
際
に
は
す
べ
て

⑬
 

の
場
合
に
お
い
て
代
理
権
の
鍮
越
に
な
る
と
い
う
の
が

S
i
e
b
e
r
t

の
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
。

「
代
理
人
の
義
務
違
反
が
第
一
二
者
に
対
抗
し
う
る
と
い
う
結
論
は
．
、
も
っ
ぱ
ら
代
理
権
そ
の
も
の
か
ら
理
由
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

公
正
な
第
三
者
の
保
護
は
濫
用
の
構
成
要
件
を
相
応
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
代

理
権
濫
用
の
要
件
は
二
つ
の
側
面
か
ら
決
定
さ
れ
、
代
理
権
躇
越
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
た
ん
に
代
理
人
が
義
務
に
違
反
し
て
い
る

だ
け
で
は
な
く
、
信
義
則
上
第
三
者
が
そ
れ
を
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
前
提
の
下
で
無
権
代
理
に
か
ん
す
る

§
 

1
7
7
 
B
G
B
以
下
の
規
定
は
直
接
的
に
適
用
さ
れ
る
。

義
務
違
反
を
相
手
方
が
知
り
う
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
第
三
者
に
対
し

て
は
効
果
は
な
く
、
悪
意
の
抗
弁
が
成
立
す
る
要
件
も
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
代
理
権
の
範
囲
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
代
理
人
の
義

務
違
反
が
第
三
者
に
対
し
て
効
力
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
か
く
し
て
分
裂
は
克
服
さ
れ
た
」
。

こ
の
よ
う
な

S
i
e
b
e
r
t
の
見
解
は
、
委
任
と
代
理
と
を
区
別
し
て
委
任
義
務
違
反
は
必
ず
し
も
代
理
権
の
鍮
越
と
は
な
ら
な
い
と
い
う

ド
イ
ツ
の
通
説
的
見
解
と
当
然
に
対
立
す
る
。
そ
こ
で

S
i
e
b
e
r
t
は
代
理
権
の
無
因
性
の
理
論
を
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

「
少
な
く
と
も
代
理
権
の
範
囲
に
つ
い
て
は
代
理
権
の
独
立
性
は
放
棄
さ
れ
、
取
引
保
護
の
原
理
だ
け
が
残
さ
れ
る
。

一
四
三
（
四
七
五
）

す
で
に

Wel、



範
囲
に
つ
い
て
の
一
般
原
理
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。
代
理
権
の
範
囲
に
か
ん
す
る
無
因
論
は
、
悪
意
の
抗
弁
な
ど
の
ま
わ
り
道
に
よ
っ

て
す
で
に
か
な
り
侵
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
第
三
者
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
な
く
無
因
論
は
排
除
さ
れ
た
。

代
理
権
濫
用
の
対
外
的
作
用
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
代
理
人
の
義
務
違
反
が
相
手
方
に
と
っ
て
信
義
則
上
認
識
可

能
で
あ
っ
た
か
否
か
が
決
め
手
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
可
能
性
が
な
け
れ
ば
代
理
権
鍮
越
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
二
重
性
と
い
う

代
理
権
の
特
性
か
ら
引
出
さ
れ
る
。
こ
の
結
論
の
正
し
さ
は
、
公
正
な
第
三
者
の
保
護
の
た
め
に
権
利
外
観
の
思
想
を
引
合
い
に
出
す
な

⑲
 

ら
ば
、
よ
り
明
白
に
な
る
」
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
少
な
く
と
も
「
範
囲
」
に
つ
い
て
は
無
因
性
を
否
定
し
た

S
i
e
b
e
r
t
は、

S
e
e
l
e
r
や

W
e
l
l
s
p
a
c
h
e
r
の
権
利
外

飼

観
論
に
巖
近
し
て
い
く
。

そ
れ
で
は

S
i
e
b
e
r
t

は
二
重
性
の
一
側
面
で
あ
る
相
手
方
に
つ
い
て
の
要
件
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
代
理
権
濫
用
の
対
内
的
構
成
件
で
あ
る
忠
実
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
は
代
理
人
に
よ
る
故
意
の
義
務
違
反
が
必

要
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
に
は
資
成
し
え
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
第
三
者
の
保
護
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ

第
三
者
側
の
注
意
義
務
を
制
限
す
る
方
法
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
者
の
注
意
義
務
の
程
度
は
取
引
慣
行
を
顧
慮
し
て
信
義
則
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
が
、
法
律
自
身
が
多
く
の
規
定
の
な
か
で
ど
の

に
対
し
こ
の
制
限
を
主
張
し
う
る
と
い
う
8

図

III
H
G
B
は、

J

れ
ま
で
例
外
的
規
定
と
み
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際
は
、
代
理
権
の

l
s
p
a
c
h
e
r
も
、
物
権
契
約
に
お
け
る
と
同
様
に
無
因
性
の
理
論
は
適
切
な
保
護
手
段
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
代
理
権
を
忠
実
に
行
使
す

る
義
務
は
、
こ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
対
内
関
係
か
ら
引
出
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
代
理
権
自
体
の
範
囲
を
決
定
す
る
基
準
と
な
る
。
た
だ
、

公
正
な
第
三
者
は
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
者
が
代
理
権
の
制
限
を
知
り
ま
た
は
知
る
こ
と
を
う
べ
き
と
き
に
の
み
第
三
者

関
法
第
二
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

一
四
四
（
四
七
六
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

残
さ
れ
て
い
る
。

S
i
e
b
e
r
t
も
権
限
鍮
越
と
な
る
要
件
と
し
て
相
手
方
の
容
態
、

L
a
b
a
n
d

以
来
の
代
理
権
の
独
立
性
は
放
棄
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
、

程
度
の
第
三
者
の
過
失
が
保
護
を
排
除
す
る
か
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
を
与
え
て
い
る
。

利
益
状
態
か
ら
み
て
、
代
理
権
鍮
越
の
場
合
と
全
く
代
理
権
を
欠
く
場
合
と
を
区

別
し
て
取
扱
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。
す
で
に
法
律
の
規
定
が
す
べ
て
の
場
合
に
第
三
者
を
同
様
に
取
扱
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
者
が
義
務
違
反
を
知
り
ま
た
は
知
る
こ
と
を
う
べ
か
り
し
と
き
に
は
、
代
理
権
の
蹄
越
と
な
る
。
立
証
責
任
は
原

§
 

1
7
3
 
B
G
B
,
 §
 

5
4
 

III H
G
B
の
類
推
は
、
ま
ず
、
制
限
可
能
な
任
意
代
理
権
の
す
べ
て
の
場
合
に
妥
当
す
る
。
そ
れ
以
外
の
場
合

も
過
失
で
充
分
で
あ
る
か
否
か
は
、
取
引
保
護
の
必
要
が
す
べ
て
の
場
合
に
等
し
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
が
、

後
見
、
親
権
な
ど
の
法
定
代
理
権
に
つ
い
て
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
立
法
者
が
代
狸
権
の
不
可
制
限
性
を
明
示
し
て
い

る
場
合
は
ど
う
か
。
た
と
え
代
理
権
の
範
囲
が
法
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

な
い
。
法
人
の
機
関
に
つ
い
て
は
、
不
可
制
限
的
代
理
権
で
な
い
か
ぎ
り
、

し
か
し 代

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
第
三
者
は
よ
り
高
い
保
護
を
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
三
者
に
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
な
け
れ
ば
な
ら

一
般
原
則
に
従
う
」
。

S
i
e
b
e
r
t

は
、
対
内
関
係
に
お
い
て
本
人
に
対
し
負
っ
て
い
る
代
理
人
の
義
務
を
代
理
権
の
内
容
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

理
権
の
濫
用
を
す
べ
て
権
限
諭
越
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
。

則
と
し
て
本
人
に
あ
る
。

B
G
B
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、

S
i
e
b
e
r
t

は
少
な
く
と
も
代
理
権
の
範
囲
に
つ
い
て
は

S
e
e
l
e
r
や

W
e
l
l
s
p
a
c
h
e
r

の
外
観
理
論
に
接
近
す
る
。

過
失
と
い
う
も
の
を
入
れ
て
こ
ざ
る
を
え
ず
、
な
お
理
論
的
に
は
問
題
が

ま
た
、
こ
の
第
三
者
側
の
過
失
の
程
度
に
つ
い
て
は
、

K
i
p
p
や

E
g
g
e
r

が
す
べ
て
の
代
理
権
に
つ
き
統
一
的
に
判

断
し
て
い
る
の
に
対
し
、

S
i
e
b
e
r
t

は
不
可
制
限
的
代
理
権
を
特
別
に
取
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
四
五
（
四
七
七
）

般
的
な
義
務
思
想
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、

§
 

1
7
3
 
B
G
B
,
 §
 

5
4
 

III H
G
B
,
 §
 

1
7
9
 

III 



序
に
は
、
④

法
律
が
規
定
し
て
い
る
以
外
に
も
、
代
理
権
を
与
え
ら

R
i
n
c
k
の

Pflichtwidrige
V
 ert
r
e
t
u
n
g
 (
1
9
3
6
)

は
、
ド
イ
ツ
法
と
英
法
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
自
己
取
引
の
禁
止
、
そ
の
脱
法

お
よ
び
代
理
権
の
濫
用
の
三
類
型
を
義
務
違
反
の
代
理
行
為
と
し
て
統
一
的
に
論
じ
て
い
る
。
自
己
取
引
に
つ
い
て
も

n
c
k
の
見
解

僻

に
は
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
言
及
で
き
な
い
。
ま
た
、
英
法
に
か
ん
し
て
も
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
割
愛
す
る

利
益
衝
突

(Interessen,

法
律
行
為
を
可
能
な
か
ぎ
り
最
高
の
条
件
で
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
一
―
―

つ
の
道
義
的
な
義
務
が
あ
る
。
し
か
し
、
法
は
こ
れ
ら
三
つ
の
義
務
に
反
す
る
す
べ
て
の
法
律
行
為
を
無
効
に
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
代
理
人
と
取
引
す
る
第
三
者
も
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
二
つ
の
正
当
な
利
益
が
衝
突
す
る
。
し
た
が
っ
て
法
秩

僻

本
人
と
相
手
方
の
利
害
を
調
整
す
る
、
と
い
う
任
務
が
生
じ
て
く
る
」
。

R
i
n
c
k
の
基
本
的
な
立
場
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
代
理
権
の
濫
用
を
代
理
人
の
忠
実
義
務

(Treupflicht)

の
違
反
と
み
る
。

「§
1
8
1
 
B
G
B
お
よ
び
そ
の
脱
法
の
他
に
、

代
理
人
が
本
人
の
利
益
ま
た
は
希
望
に
反
す
る
法
律
行
為
を
な
し
た
と
き
に
は
、
忠
実

義
務
の
違
反
と
な
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
者
が
一
定
範
囲
の
代
理
権
を
有
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
の
み
考

え
ら
れ
る
。
支
配
権
に
か
ん
す
る
§

5
0
 I
 
H
G
B
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
が
、

れ
て
い
る
が
特
定
の
場
合
に
は
こ
れ
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
指
図
を
受
け
て
い
る
(
g
e
w
i
e
s
e
n
w
i
r
d
)
と
き
に
は
、

K
o
n
n
e
n

と

Diirfen
の
分
裂
が
認
め
ら
れ
る
。
最
後
に
、
特
別
の
指
図
を
受
け
て
い
な
く
と
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
場
合
、

代
理
人
が
随
意
に

(
n
a
c
h
f
r
e
i
e
m
 B
e
l
i
e
b
e
n
)
で
は
な
く
、
本
人
の
最
菩
の
た
め
に
代
理
権
を
行
使
す
べ
き
こ
と
は
自
明
の
前
提
で
あ

widerstreit)
に
陥
入
っ
て
は
な
ら
な
い
、
③

「
他
人
か
ら
信
頼
を
託
さ
れ
て
行
為
す
る
者
は
、

こ
と
を
了
承
願
い
た
い
。

④

R
i
n
c
k
 関

法
第
二
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

い
そ
の
地
位
に
よ
っ
て
利
得
し
て
は
な
ら
な
い
、
③

一
四
六
（
四
七
八
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

根
拠
は
§

138 I
 

B
G
B
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
善
意
の

代
理
権

(
V
e
r
t
r
e
t
u
n
g
s
m
a
c
h
t
)

は
代
理
権
限

(
V
e
r
t
r
e
t
u
n
g
s
b
e
f
u
g
n
i
s
)

よ
り
も
広

鋤

い
。
ド
イ
ツ
で
は
、
二
つ
の
概
念
の
分
離
と
相
互
の
独
立
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る
」
。

こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
委
任
と
代
理
に
か
ん
す
る
前
述
の

S
i
e
b
e
r
t

の
見
解
と
対
立
す
る
が
、

「S
i
e
b
e
r
t
は

R
e
c
h窃
m
a
c
h
t
と
そ
の
行
使
義
務
と
は
不
可
分
の
一
体
で
あ
る
と
い
う
が
、

い
代
理
権
を
授
与
し
た
と
き
に
は
、

S
i
e
b
e
r
t

の
見
解
を
貫
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
忠
実
義
務
に
違
反
し
て
ど
の
程
度
本
人
に
対
し
拘
束
力
の
あ
る
法
律
行
為
を
締
結
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
代
理
権

の
範
囲
が
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
代
理
権
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
代
理
権
の
濫
用
は
あ
り
え
ず
、
た
ん
な
る
無
権

S
i
e
b
e
r
t
は
濫
用
を
権
利
の
鍮
越
と
み
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
法
的
評
価

(rechtliche
W
i
i
r
d
i
g
,
 

総

u
n
g
)

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
濫
用
と
険
越
と
の
実
際
上
の
差
異
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
」
。

「§

164 B
G
B
は
、
代
理
人
の
義
務
違
反
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、

と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
効
果
は
、
ま
ず
§
8
2
6
 
B
G
B
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
代
理
人
と
相
手
方
が
通
謀
す
る
と
き
に
は
、
同
条
に
い
う
良
俗
違
反
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
無
効
の

近
時
の
判
例
は
、
代
理
権
の
行
使
が
義
務
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
た
は
知
る
こ
と
を
う
べ
か
り
し
と
き
に
は
、
権
利
取
得
不

法
の
抗
弁
や
権
利
行
使
不
法
の
抗
弁
（
一
般
悪
意
の
抗
弁
）
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
代
理
権
濫
用
の
判
断
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に

R
i
n
c
k
は
考
察
を
進
め
る
。

代
理
行
為
に
す
ぎ
な
い
。

よ
う
に
批
判
す
る
。

る
。
そ
し
て
、

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、

一
四
七
（
四
七
九
）

原
則
と
し
て
そ
の
よ
う
な
取
引
も
す
べ
て
本
人
を
拘
束
す
る
こ

問
題
は
、
代
理
人
が
そ
の
代
理
権
の
範
囲
内
で
し
か

本
人
が
意
識
的
に
行
使
義
務
よ
り
も
広

R
i
n
c
k
は

S
i
e
b
e
r
t

の
理
論
を
次
の



保
護
」
と
い
う
第
三
の
観
点
が
あ
り
、
こ
れ
だ
け
が
代
理
権
の
本
質
と
国
民
感
情

(
V
o
l
k
s
a
n
s
c
h
a
u
u
n
g
)
に
適
合
す
る
。
§
§
1
7
3
,
 

169 

B
G
B
,
 §§ 
5
4
 I
,
 

III, 5
5
,
 
5
6
,
 
8
7
 H
G
B
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

ド
イ
ッ
法
に
お
け
る
原
因
主
義

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

に
よ

れ
ば
、
あ
る
者
が
代
理
権
の
存
在
を
推
測
せ
し
め
る
よ
う
な
事
実
を
生
ぜ
し
め
た
と
き
に
は
、
代
理
権
に
対
す
る
第
三
者
の
信
頼
は
保
護

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
人
が
そ
の
よ
う
な
代
理
行
為
を
欲
し
て
い
る
と
認
む
べ
き
根
拠
を
持
つ
第
三
者
に
対
し
て
は
代
理
権
は
与

え
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
が
、
本
人
が
か
か
る
行
為
に
よ
る
拘
束
を
欲
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
ま
た
は
知
る
こ
と
を
う
べ
き
第
三

飼

者
に
対
し
て
は
、
逆
に
代
理
権
は
存
在
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
、
法
律
行
為
は
無
権
代
理
行
為
と
判
断
さ
れ
る
」
。

「
ド
イ
ッ
法
は
代
理
権
と
そ
の
利
用
権
限
の
範
囲
を
区
別
す
る
の
で
、
両
者
が
お
互
い
に
く
い
ち
が
う
と
き
に
は
代
理
権
が
決
め
手
と

な
り
、
本
人
の
利
益
と
の
調
整
は
濫
用
理
論
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
英
法
は
独
立
し
た
濫
用
理
論
を
認
め
な
い
。
代
理
権
は

そ
れ
を
利
用
す
る
権
限
以
上
に
は
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

最
近
、

S
i
e
b
e
r
t
が
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
主
張
し
て
い
る
立
場

で
も
あ
る
。
委
任
状
の
文
言
そ
の
他
の
事
情
が
権
限
よ
り
も
広
い
範
囲
の
代
理
権
の
外
観
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
と
き
に
は
、
善
意
者
に
対

し
て
は
代
理
権
は
存
在
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
相
対
立
す
る
出
発
点
か
ら
、
二
つ
の
法
秩
序
は
同
じ
結
論
に
達

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ッ
法
で
は
、
悪
意
に
よ
っ
て
代
理
権
が
例
外
的
に
存
在
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
が
、
英
法
に
よ

岡

れ
ば
、
苦
意
の
と
き
に
例
外
的
に
代
理
権
が
存
在
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
、

R
i
n
c
k
も
、
代
理
権
濫
用
と
善
意
者
保
護
の
外
観
理
論
と
の
結
び
つ
き
を
認
め
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
、
い
か
な

る
場
合
に
善
意
と
な
り
、
逆
に
ど
の
よ
う
な
と
き
に
は
悪
意

(
b
o
s
e
G
l
a
u
b
e
n
)

と
認
め
ら
れ
る
の
か
。

R
i
n
c
k
に
よ
れ
ば
、
「
代
理
権

濫
用
理
論
の
意
義
は
、
な
に
を
も
っ
て
悪
意
と
み
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
代
理
権
の
種
類
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
過
失
が
あ
れ
ば
第

三
者
は
悪
意
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
通
説
は
不
可
制
限
的
代
理
権
に
つ
い
て
は
通
謀
を
要
求
す
る
が
、
支
配
人
を
任
命
し
た
の
で
あ
れ
通

関
法
第
二
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

一
四
八
（
四
八

0
)



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

「S
i
e
b
e
r
t

の
立
場
も
正
し
く
な
い
。

は
魅
惑
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
四
九
（
四
八
一
）

ま
た
、
代
理
権
は
本
人
を
悪
意
で
害
す
る
権
限
を
与
え
る
も
の

常
の
代
理
人
を
選
任
し
た
の
で
あ
れ
、
本
人
は
同
じ
よ
う
に
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
代
理
権
の
制
限
が
可
能
か
否
か
に
よ
っ
て
そ
の

僻

取
扱
い
を
異
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

こ
の
よ
う
に
、

R
i
n
c
k
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
代
理
権
に
つ
い
て
第
三
者
の
過
失
の
程
度
で
よ
い
と
す
る
が
、
手
形
行
為
に
つ
い
て
は
取

引
保
護
の
観
点
か
ら
、
代
理
権
行
使
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
善
意
を
手
形
法
十
六
条
二
項
や
一
七
条
但
書
（
わ
が
手
形
法
十
六
条
二
項
、

箇

一
七
条
但
書
）
に
よ
っ
て
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

一
九
三

0
年
代
の
論
争
の
最
後
と
し
て

Stoll

の
見
解
を
検
討
す
る
。

K
i
p
p
と
そ
れ
に
続
-
v
S
i
e
b
e
r
t
は
代
理
権
濫
用
を
無
権
代
理

の
法
理
に
服
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

Stoll
は
こ
れ
を
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

「
代
理
権
濫
用
の
効
果
を
§
§
1
3
8
,
 
8
2
6
,
 2
4
2
 B
G
 B

に
よ
っ
て
決
せ
ず
に
、
無
権
代
理
に
か
ん
す
る
規
定
を
準
用
す
る
と
い
う
考
え

K
i
p
p
が
不
可
制
限
的
な
法
定
代
理
権

(
u
n
b
e
s
c
h
r
a
n
k
b
a
r
e
gesetzliche 
V
e
r
t
r
e
t
u
n
g
s
m
a
c
h
t
)

と

任
意
代
理
権

(
V
o
l
l
m
a
c
h
t
)

を
同
じ
よ
う
に
扱
う
の
は
正
し
く
な
い
。

で
は
な
い
と
い
う
命
題
を
濫
用
理
論
の
基
本
と
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
対
内
関
係
に
お
い
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
問
題
は
、
本
人
を
代
理
行
為
に
対
す
る
拘
束
か
ら
解
放
す
る
に
は
代
理
人
の
こ
の
よ
う
な
態
度
だ
け
で
充
分
で
あ
る
か
否
か
で
あ

る。

K
i
p
p
も
、
第
三
者
が
誠
実
で
あ
る

(redlich)

と
き
に
は
本
人
は
拘
束
か
ら
脱
れ
ら
れ
な
い
と
す
る
。
代
理
権
の
濫
用
は
対
外
関

因

係
の
問
題
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
第
三
者
の
態
度
が
決
め
手
に
な
る
」
。

う
が
、
そ
の
試
み
は
成
功
し
て
い
な
い
。
も
し
そ
う
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
委
任
と
代
理
を
一
体
的
に
解
す
る
古
い
見
解
に
も
ど
る
し
か
な

⑱

H
e
i
n
r
i
c
h
 Stoll 

権
利
と
義
務
の
一
体
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
濫
用
の
諸
場
合
の
分
裂
を
克
服
し
た
と
い



S
i
e
b
e
r
t

の
理
論
に
従
っ
て
も
、
代
理
権
の
範
囲
に
留
ま
る
濫
用
と
鍮
越

細

に
な
る
濫
用
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
理
論
は
矛
盾
し
て
い
る
」
。

燐

Stoll
は

R
i
n
c
k
の
理
論
に
対
し
て
も
必
ず
し
も
同
調
せ
ず
、
結
局
、
こ
れ
ま
で
の
理
論
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
取
引
の
安
全

を
犠
牲
に
し
て
本
人
が
優
遇
さ
れ
、
代
理
の
危
険
が
常
に
第
三
者
に
転
嫁
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
濫
用
そ
の
も
の
の
概
念
に
つ
い
て
も
一

僻

致
が
み
ら
れ
な
い
と
す
る
。

Stoll
に
よ
れ
ば
、
直
接
代
理
に
お
け
る
代
理
権
の
濫
用
と
は
、
代
理
人
が
現
実
に
存
在
す
る
代
理
権
の
内

糾

に
留
ま
り
な
が
ら
義
務
に
違
反
し
て
代
理
権
を
利
用
し
た
場
合
を
い
う
。
そ
し
て
、

Stoll
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
、
第
三
者
が
代
理
人
の

態
度
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
の
要
件
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

「
利
益
状
態
は
代
理
権
の
種
類
に
よ
っ
て
相
違
す
る
。
代
理
人
の
利
益
も
本
人
の
利
益
も
保
護
に
価
す
る
が
、
二
つ
の
利
益
が
対
立
す

る
と
き
に
は
、
代
理
権
授
与
の
表
示
に
対
す
る
信
頼
が
よ
り
一
般
的
か
つ
高
い
利
益
で
あ
る
。

E
g
g
e
r
の
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
法
律
行

為
に
よ
る
取
引
の
基
礎
を
形
成
す
る
。
代
理
権
の
制
限
ま
た
は
濫
用
を
第
三
者
が
知
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
も
は
や
権
利
外
観
に
対
す
る

信
頼
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
知
ら
な
い
こ
と
に
過
失
の
あ
る
と
き
は
ど
う
か
。
軽
過
失
の
場
合
に
信
頼
の
保
護
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
取
引

の
安
全
と
い
う
共
同
体
の
利
益
に
反
す
る
。
調
査
義
務
の
誇
張
は
代
理
を
実
際
上
無
価
値
な
も
の
に
す
る
。

代
理
権
が
法
律
上
制
限
し
え
な
い
場
合
に
は
強
度
の
信
頼
の
保
護
が
保
障
さ
れ
、
積
極
的
な
認
識

(positive
K
e
n
n
t
n
i
s
)

の
み
が
第

三
者
を
害
す
る
。

K
i
p
p

ゃ
S
i
e
b
e
r
t

の
見
解
は
正
し
く
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
法
定
代
理
に
お
い
て
は
、
本
人
に
よ
っ
て
惹
起
せ
ら
れ

に
第
三
者
に
対
し
て
も
作
用
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

否
か
を
検
討
し
、
つ
い
で
、
そ
れ
が
第
三
者
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
外
関
係
に
移
る
。
も
し
彼
が

分
離
的
思
考

(
T
r
e
n
n
u
n
g
s
d
e
n
k
e
n
)
を
克
服
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

い
が
、

S
i
e
b
e
r
t
も
委
任
と
代
理
と
を
区
別
す
る
。

関
法
第
二
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

代
理
人
の
す
べ
て
の
義
務
違
反
は
代
理
権
の
範
囲
外
に
あ
り
、

常

そ
し
て
、
ま
ず
対
内
関
係
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
た
代
理
人
の
義
務
が
害
さ
れ
た
か

一五

0
(四
八
二
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

一
五
一
（
四
八
三
）

た
権
利
外
親
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
任
意
代
理
と
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
。
取
引
の
利
益
は
後
退
し
、
第
三
者
の

箇

注
意
義
務
は
高
く
な
る
」
。

Stoll

に
よ
れ
ば
、
問
題
の
解
決
は
次
の
三
つ
の
原
理
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
（
な
お
、

Stoll

は
、
こ
こ
で
は
法
定
代
理
を

斡

除
外
し
て
論
ず
る
）
。

「
ま
ず
第
一
に
第
三
者
の
信
頼
が
優
先
す
る
。
代
理
人
を
利
用
す
る
者
は
代
理
人
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
人
の
利
益
を
保
護
す
る
の
は
第
二
の
原
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
人
と
法
的
取
引
関
係
に
入
る
も
の
は
、
契
約
交
渉
の
最
初
か
ら
他

拗

人
の
利
害
を
考
慮
す
ぺ
き
保
護
義
務

(
S
c
h
u
t
z
p
f
l
i
c
h
t
)

を
負
う
。
そ
し
て
こ
の
義
務
は
権
利
外
観
の
思
想
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
」
。

か
く
し
て
、

Stoll

は
保
護
義
務
と
権
利
外
観
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。

「
事
務
執
行
義
務
に
対
す
る
代
理
権
の
独
立
性

(
S
e
l
b
s
t
a
n
d
i
g
k
e
i
t
)
、
K
o
n
n
e
n

と

D
i
i
r
f
e
n

の
分
裂
の
可
能
性
は
承
認
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
Q
S
i
e
b
e
r
t

が
こ
れ
を
克
服
し
た
と
い
う
の
は
こ
じ
つ
け
で
あ
り
、

R
i
n
c
k

が
正
当
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
人
が
業
務

執
行
義
務
よ
り
も
広
い
代
理
権
を
意
識
的
に
与
え
た
場
合
や
不
可
制
限
的
代
理
権
を
正
し
く
説
明
し
え
な
い
。
代
理
権
の
効
力
を
限
界
づ

け
る
の
は
代
理
人
の
義
務
で
は
な
く
、
契
約
の
相
手
方
（
本
人
）
に
対
し
第
三
者
が
負
う
保
護
義
務
で
あ
る
。
問
題
の
決
め
手
に
な
る
の

は
、
保
護
義
務
と
権
利
外
観
惹
起
と
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
過
失
が
第
三
者
の
保
護
義
務
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
一
般
的
な
注
意
義
務
は
代
理
権
の
権
利
外
観
的
効
力
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
。
代
理
権
授
与
の
目
的
は
第
三
者
に
代
理
権
の
発
生
を

知
ら
し
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
第
三
者
は
こ
れ
を
信
頼
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
理
権
が
本
人
か
ら
由
来
し
て
い
そ
う
に

な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
知
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
第
三
者
は
調
査
義
務
を
負
わ
な
い
。

代
理
権
の
授
与
は
代
理
権
の
範
囲
に
つ
い
て
も
報
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
解
釈
の
問
題
が
介
入
し
て
く
る
。
す
な
わ



伺
目
的
違
反
の

(
z
w
e
c
k
w
i
d
r
i
g
)

行
為
。

(b) 
で
あ
る
。

僻

ち
、
第
三
者
は
解
釈
に
際
し
て
自
己
に
知
れ
て
い
る
諸
事
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

判
例
に
現
わ
れ
た
多
く
の

つ
い
で

Stoll

は
、
代
理
人
の
義
務
違
反
の
態
度
を
以
下
の
三
つ
に
区
別
し
て
問
題
を
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
独
自
の
理
論
を
展

義
務
違
反
の

(
p
f
l
i
c
h
t
w
i
d
r
i
g
)

行
為
。
代
理
人
が
課
せ
ら
れ
た
指
示

(
W
e
i
s
u
n
g
)

ま
た
は
義
務
に
反
し
て
な
し
た
行
為
を

い
う
。
こ
の
よ
う
な
指
示
は
代
理
権
の
行
使
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
人
が
そ
の
よ
う
に
欲
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
義
務
を

証
書
の
内
容
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
指
示
の
効
力
を
第
三
者
に
主
張
し
え
な
い
。
相
手
方
が
代
理
人
の
義

務
違
反
を
知
っ
て
い
て
も
妨
げ
な
い
。
こ
こ
で
本
人
の
効
果
意
思
を
否
定
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
本
人
は
代
理
人
が
指
示
に

反
す
る
こ
と
を
欲
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。
本
人
が
よ
り
広
い
範
囲
の
代
理
権
を
意
欲
し
て
い
た
か
ど
う
か
が
重
要

忠
実
義
務
違
反
の

(
t
r
e
u
w
i
d
r
i
g
)

行
為
。
指
示
や
義
務
に
は
反
し
て
い
な
い
が
、
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
の
た
め
に
、
本

人
の
意
思
を
無
視
し
て
代
理
人
が
信
頼
さ
れ
た
地
位

(
Ve
r
t
r
a
u
e
n
s
s
t
e
l
l
u
n
g
)

を
利
用
す
る
場
合
で
あ
り
、

ケ
ー
ス
が
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
代
理
人
が
自
己
の
借
金
の
担
保
の
た
め
に
本
人
を
代
理
し
て
保
証
契
約
を
締
結
す
る
場
合
が
挙
げ
ら

れ
る
。
第
三
者
は
本
人
の
利
益
に
対
し
相
当
の
考
慮
を
は
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
締
結
に
際
し
て
代
理
人
が
忠
実
義
務
に
違
反
し
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
義
務
が
あ
る
。
第
三
者
自
身
が
利
益
を
受
け
る
と
き
に
は
、
そ
の
事
実
だ
け
で
疑
い
が
生
ず
る
。
代
理
人
が
自

己
の
利
益
を
は
か
る
と
き
も
、
第
三
者
は
必
要
な
場
合
に
は
こ
れ
を
本
人
に
問
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
た
ん
に
本
人
の
不
利
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
本
人
が
予
期
し
え
な
い
よ
う
な
異
常
な
合
意
が
な

「囮

開
す
る
。

関
法
第
二
三
巻
第
四
・
五
。
六
合
併
号

明
ら
か
に
代
理
権
授
与
の
目
的
・
意
義
に
反
す
る
よ
う
な
異
常
な
取
引
の
締
結
を
い
う
。

一
五
二
（
四
八
四
）



(6) 

代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

る
こ
と
は
、
次
に

F
l
u
m
e

が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

を
知
り
う
べ
き
と
き
に
は
、
代
理
権
の
踏
越
と
な
る
。

る
。
第
三
者
は
代
理
人
に
対
し
て
も
責
任
を
追
及
し
え
な
い
。

な
る
。

ま
た
、

一
五
三
（
四
八
五
）

さ
れ
た
こ
と
を
要
す
る
。
第
三
者
が
本
人
の
利
益
を
正
当
に
考
慮
す
れ
ば
、
代
理
権
授
与
の
文
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
の
行
為
が
代

綺

理
権
に
よ
っ
て
蔽
わ
れ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
。

代
理
権
の
濫
用
を
三
つ
の
類
型
に
区
別
し
た

S
t
o
l
ー
は
、
こ
の
区
別
に
従
っ
て
濫
用
の
法
律
効
果
も
相
違
す
る
と
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
義
務
違
反
は
原
則
と
し
て
対
外
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
が
、
通
謀
の
あ
る
と
き
に
は
§

138 B
G
B
に
よ
っ
て
取
引
は
無
効
と

第
三
者
が
代
理
人
の
義
務
違
反
を
知
っ
て
い
る
と
き
に
は
無
権
代
理
行
為
と
な
っ
て
§
1
7
7
 
B
G
B
以
下
が
適
用
さ
れ

目
的
違
反
は
「
解
釈
」
の
領
域
に
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
も
し
第
三
者
に
知
れ
て
い
る
事
情
か
ら
取
引
が
目
的
に
反
し
て
い
る
こ
と

忠
実
義
務
違
反
は
ど
う
か
。
第
三
者
が
保
護
義
務
に
反
す
る
と
き
に
は
、
本
人
に
対
し
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
。
本
人
は
法
律
行
為
の

効
力
を
否
定
す
る
こ
と
も
、
自
己
の
利
益
が
顧
慮
さ
れ
た
な
ら
ば
締
結
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
内
容
で
取
引
が
効
力
を
有
す
べ
き
で
あ
る
こ
と

も
要
求
し
う
る
。
そ
の
場
合
、
た
ん
な
る
過
失
し
か
な
い
第
三
者
は
、
故
意
で
行
為
し
た
代
理
人
に
責
任
を
追
及
し
う
る
。
そ
れ
は
一
七

僻

七
し
一
七
九
条
の
準
用
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
」
。

以
上
の
よ
う
に
、

Stoll

は

K
i
p
p
,
S
i
e
b
e
r
t

の
立
場
に
反
対
し
て
、
代
理
行
為
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
決
め
手
に

な
る
の
は
相
手
方
の
態
度
で
あ
る
と
し
た
。

F
l
u
m
e
 

S
i
e
b
e
r
t

の
理
論
に
よ
っ
て
も
「
分
裂
」
は
克
服
さ
れ
て
い
な
い
と
の

S
S
l
l

の
批
判
は
正

当
で
あ
る
。
も
っ
と
も

Stoll
が
代
理
権
濫
用
を
三
つ
の
類
型
に
わ
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
扱
い
を
異
に
し
よ
う
と
す
る
点
に
問
題
の
あ



て
以
来
、
ド
イ
ツ
法
は
代
理
権
を
こ
の
義
務
か
ら
独
立
さ
せ
て
お
り
、

し
か
し
、

L
a
b
a
n
d
が
明
ら
か
に
し

し
た
が
っ
て
、
代
理
の

F
l
u
m
e
は
そ
の
著

D
g
R
e
c
h窃
geschaft
に
お
い
て
、
ふ
た
た
び

K
i
p
p
に
近
い
立
場
か
ら
、
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

F
l
u
m
e
に
よ
れ
ば
、

「
私
的
自
治
の
原
則
は
法
律
関
係
に
お
け
る
個
人
の
自
己
支
配
の
承
認
を
意
味
す
る
。

よ
う
な
他
人
の
た
め
の
行
為
は
常
に
義
務
的
な
拘
束
を
う
け
る
の
で
あ
り
、
代
理
権
を
行
使
す
べ
き
か
否
か
、

代
理
人
と
本
人
と
の
間
に
あ
る
委
任
な
ど
の
代
理
の
基
礎
と
な
る
法
律
関
係
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

わ
ら
ず
、
や
は
り
こ
の
義
務
は
代
理
の
本
質
に
属
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

い
か
に
行
使
す
べ
き
か
は
、

代
理
人
は
行
為
し
て
は
な
ら
な
い

(nicht
di.irfen)
と
き
で
も
、

代
理
権
の
範
囲
内
で
本
人
に
つ
き
有
効
に
法
律
行
為
を
な
し
う
る

(
k
o
n
n
e
n
)
。
代
理
権
が
義
務
に
か
な
っ
て
行
使
さ
れ
る
と
き
だ
け
代

理
人
と
の
取
引
を
信
頼
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
代
理
は
取
引
法
の
制
度
と
し
て
実
用
的
で
な
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か

代
理
権
の
独
立
性
が
実
用
性
の
要
請
に
他
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
限
界
も
こ
の
要
請
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
代
理
権

濫
用
の
問
題
は
民
法
典
の
立
法
者
の
意
図
に
は
な
か
っ
た
。
判
例
が
本
人
に
悪
意
の
抗
弁
を
与
え
る
と
き
、
そ
れ
は
代
理
法
の
枠
外
で
の

解
決
で
あ
る
が
、
代
理
権
の
濫
用
を
代
理
法
の
内
に
位
置
づ
け
る
の
が
よ
り
正
し
い
。
そ
う
し
た
の
は

K
i
p
p
の
功
績
で
あ
る
。
代
理
人

が
義
務
に
違
反
し
、
濫
用
が
相
手
方
に
知
ら
れ
て
い
た
り
明
白
で
あ
る

(evident)
と
き
に
は
、
代
理
人
の
行
為
は
無
権
代
理
行
為
に
な

細

っ
て
、
§
1
7
7
 B
G
B
以
下
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
代
理
権
と
い
う
資
格
は
除
去
せ
ら
れ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
、

F
l
u
m
e
は
よ
り
甚
本
的
に
は
私
的
自
治
の
原
則
か
ら
出
発
し
て
、

K
i
p
p
の
見
解
を
正
当
と
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
諸
見

解
と
は
異
な
り
、
濫
用
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
過
失
で
は
な
く
、
濫
用
の
明
白
性
と
い
う
基
準
を
立
て
た
。

「
相
手
方
の
義
務
違
反
で
あ
る

I
^
e
n
n
e
n
m
i
i
s
s
e
n
は
代
理
人
の
資
格
を
排
除
す
る
や
否
や
の
基
準
と
は
な
り
え
な
い
。
他
方
、
主
観

的
要
件
と
し
て
の
故
意
の
立
証
は
容
易
で
は
な
い
の
で
、
か
か
る
場
合
に
の
み
濫
用
を
認
め
る
よ
う
な
規
範
は
実
際
的
で
は
な
い
。
し
た

関
法
第
二
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

一
五
四
（
四
八
六
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

「Stoll
は
代
理
権
の
濫
用
を
三
つ
の
場
合
に
区
別
し
、

し
か
し
、

ー
五
五
（
四
八
七
）

―
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
区
別
す
る
の
が
実

が
っ
て
明
白
性
と
い
う
基
準
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
相
手
方
に
調
査
義
務
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
り
、
過

「
明
白
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
合
理
人

(reasonable
m
a
n
)
で
あ
れ
ば
取
引
に
か
か
わ
ら
な
い

徊

ほ
ど
代
理
人
の
行
為
が
疑
わ
し
く
み
え
る
場
合
で
あ
る
」
。

忠
実
義
務
違
反
に
つ
い
て
の
み
通
説
の
代
理
権
濫
用
理
論
を
妥
当
せ
し
め
た
。

Stoll
に
よ
れ
ば
、
代
理
行
為
は
相
手
方
の
保
護
義
務
違
反
に
よ
っ
て
無
効
と
な
る

C

際
上
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
べ
つ
に
し
て
も
、
注
意
義
務
違
反
と
し
て
の
過
失
で
は
な
く
明
白
性
を
基
準
に
す
る
な
ら
ば
、
目
的

違
反
及
び
義
務
違
反
の
行
為
を
忠
実
義
務
違
反
と
同
様
に
取
扱
う
こ
と
は
、
な
ん
ら
の
疑
い
も
生
じ
な
い
。

濫
用
の
明
白
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
ふ
つ
う
、
実
質
的
に
代
理
人
が
本
人
の
不
利
に
行
為
し
た
と
き
で
あ
る
。
た
ん
な
る
指
示
違
反

も
濫
用
に
な
り
う
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
相
手
方
が
知
っ
て
い
る
と
き
に
の
み
「
明
白
」
と
な
る
。
濫
用
の
問
題
に
つ
い
て
法
定
代
理
と

任
意
代
理
と
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
法
定
代
理
に
お
い
て
は
、
本
人
の
意
思
に
対
す
る
拘
束
で
は
な
く
、
代
理
人
の
実
質
的

な
義
務

(sachliche
P:flichtbindung)
が
前
面
に
出
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
代
理
人
が
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
代
理
権
を
濫
用

似

す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
客
観
的
濫
用
で
充
分
で
あ
る
」
。

と
こ
ろ
で
、

F
l
u
m
e
の
理
論
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
表
見
代
理
を
代
理
権
濫
用
の
一
態
様
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
点
で
あ

る。

F
l
u
m
e
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
紹
介
・
検
討
し
て
い
る
の
で
詳
述
は
避
け
た
い
が
、

F
l
u
m
e
は
表
見
代
理
に
お

け
る
権
利
外
観
説
を
否
定
し
て
、
意
思
表
示
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
代
理
権
で
あ
る
と
解
す
る
。

「
代
理
権
を
原
因
関
係
上
の
義
務
か
ら
切
断
し
て
い
る
た
め
、
対
内
関
係
を
欠

v
isolierte 
V
 ol
l
m
a
c
h
 t
の
生
ず
る
余
地
が
あ
る
。

し
か
し
代
理
権
の
独
立
性
が
ド
グ
マ
で
は
な
く
法
取
引
の
実
用
性
か
ら
く
る
要
請
に
他
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
代
理
人
の
資
格
が
本
人
と

失
も
重
過
失
も
問
題
に
な
ら
な
い
。



次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

9

ー、．7
 

,
_
9
 最

後
に
S
c
h
o
t
t
の
見
解
を
検
討
す
る
。

F
l
u
m
e
は
商
法
上
の
不
可
制
限
的
代
理
権
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

か
く
し
て
、

必
要
は
な
い
。

の
関
係
、
す
な
わ
ち
代
理
の
基
礎
を
な
す
法
律
関
係
に
お
い
て
正
当
と
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
き
に
は
、
か
か
る
資
格
を
妥
当
せ
し
め
る

問
題
で
あ
る
。

§
 

1
7
3
 
B
G
B
は
か
か
る
趣
旨
で
あ
る
。
た
だ
、
同
条
が
K
e
n
n
e
n
と
K
e
n
n
e
n
m
u
s
s
e
n
と
を
同
視
し
て
い
る
の
は

睾
1
7
0
~
1
7
2

B
G
B
に
よ
っ
て
外
部
的
に
授
権
さ
れ
た
代
理
人
と
契
約
を
締
結
し
た
第
三
者
が
代
理
権
の
発
生
・
存
続
に
つ
い
て
一

般
的
な
問
合
わ
せ
義
務
(
E
r
k
u
n
d
i
g
u
n
g
s
p
f
l
.
i
c
h
t
)
を
負
わ
な
い
こ
と
は
承
認
さ
れ
て
い
る
。
T
u
h
r
は
、
第
三
者
は
代
理
権
の
消
減
を

常
に
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
が
、
か
か
る
一
般
的
な
調
査
義
務
は
外
部
的
授
権
の
制
度
の
実
効
性
を
疑
わ
し
く
す
る
。
合
理

人
な
ら
ば
も
は
や
代
理
人
と
の
取
引
を
信
頼
し
な
い
ほ
ど
の
濫
用
の
明
白
性
に
よ
っ
て
の
み
、
外
部
的
授
権
の
資
格
は
除
去
せ
ら
れ
る
。

外
部
的
授
権
の
内
容
は
一
七

0
2
一
七
二
条
の
代
理
権
授
与
の
表
示
に
よ
っ
て
決
ま
る
が
、
代
理
権
の
内
容
に
つ
い
て
も
代
理
人
と
本
人

糾

と
の
関
係
か
ら
制
限
が
生
ず
る
。
代
理
人
に
よ
る
こ
の
制
限
の
不
遵
守
は
代
理
権
の
濫
用
に
か
ん
す
る
規
定
に
服
す
る
」
。

F
l
u
m
e
も
代
理
権
濫
用
と
表
見
代
理
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
承
認
す
る
が
、

る
。
む
し
ろ
、
代
理
権
の
独
立
性
の
故
に
義
務
違
反
の
行
為
と
い
え
ど
も
本
来
は
本
人
に
効
果
が
及
ぶ
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、

相
手
方
に
と
っ
て
濫
用
が
明
白
で
あ
る
か
ぎ
り
で
本
人
の
責
任
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う
、

Schott 

善
意
者
保
護
の
外
観
理
論
は
否
定
す

い
わ
ぱ
悪
意
者
排
除
の
理
論
で
あ
る
。
な
お
、

S
c
h
o
t
t
は
判
例
お
よ
び
K
i
p
p
か
ら
F
l
u
m
e
に
至
る
ま
で
の
学
説
を
検
討
し
た
の
ち
、

「
一
七
七
条
以
下
の
規
定
に
拠
り
所
を
求
め
る
内
因
的
解
決
に
よ
っ
て
は
何
も
得
ら
れ
な
い
。
契
約
が
有
効
と
な
る
か
否
か
の
決
定
を

関
法
第
二
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

一
五
六
（
四
八
八
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

る
と
い
う
一
般
的
な
制
限
は
認
め
て
い
な
い
。

「
ま
ず
、

そ
れ
で
は
、

S
c
h
o
t
t

自
身
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

一
五
七
（
四
八
九
）

本
人
に
委
ね
る
と
い
う
一
七
七
条
の
長
所
も
、
外
因
的
解
決
で
あ
る
抗
弁
説
に
よ
っ
て
も
達
成
さ
れ
る
。

一
七
九
条
に
よ
る
無
権
代
理
人

の
責
任
は
全
く
役
に
立
た
な
い
。
と
い
う
の
は
、
同
条
三
項
が
、
相
手
方
に
過
失
が
あ
る
と
い
う
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
場

合
に
つ
い
て
の
無
権
代
理
人
の
責
任
を
否
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
外
因
的
解
決
に
よ
っ
て
達
成
せ
ら
れ
る
結
果
で
あ
り
、

そ
の
う
え
、
後
者
に
は
よ
り
柔
軟
で
あ
る
と
い
う
長
所
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
内
在
的
解
決
は
、
支
配
権

(
P
r
o
k
u
r
a
)

の
場
合
な
ど

個

に
つ
い
て
明
ら
か
に
法
文
と
矛
盾
す
る
。

S
t
o
l
l

の
見
解
に
つ
い
て
は
、

F
l
u
m
e
が
正
当
に
批
判
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
」
。

一
八
一
条
の
類
推
拡
張
に
解
決
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
同
条
の
立
法
理
由
は
た
し
か
に
利
益
衝
突
の
防
止
で
あ
る
。
し
か

し
一
般
的
な
無
効
と
い
う
同
条
の
効
果
は
硬
直
す
ぎ
る
。
と
こ
ろ
で
、
代
理
権
の
範
囲
は
本
人
の
意
思
ま
た
は
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
決

ま
り
、
こ
れ
を
越
え
れ
ば
無
権
代
理
と
な
る
け
れ
ど
も
、
わ
が
法
は
、
利
益
に
適
合
し
た

(interessengerecht)
代
理
権
の
利
用
に
限

代
理
権
の
濫
用
と
は
な
に
か
。
本
人
の
利
益
と
指
示
に
反
す
る
あ
ら
ゆ
る
代
理
人
の
態
度
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
に
該
当
す
る
が
、
対

内
的
効
果
し
か
有
し
な
い
濫
用
と
対
外
関
係
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
濫
用
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
り
、
問
題
と
な
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
取

引
保
護
の
優
位
は
、
＇
指
示
に
反
す
る
代
理
行
為
が
必
ず
し
も
す
べ
て
対
外
関
係
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
。

む
し
ろ
本
人
の
客
観
的
利
益
に
反
す
る
と
き
に
の
み
、
対
内
関
係
を
越
え
て
代
理
権
は
欠
陥
の
あ
る
も
の
と
な
る
。
代
理
権
濫
用
の
危
険

は
、
原
則
と
し
て
本
人
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。
第
三
者
に
対
抗
し
う
る
の
は
利
益
の
侵
害
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
の
す
べ
て
は
本
人
の
危

険
領
域
に
あ
る
。
限
界
づ
け
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
利
益
の
観
念
は
柔
軟
か
つ
実
際
的
で
あ
る
。
す
べ
て
の
解
決
の
試
み
も
、
結
局
、
本

僻

人
の
利
益
保
護
を
内
容
と
し
て
い
る
」
。



F
l
u
m
e
は
濫
用
が
明
白
で
あ
る
と
い
う
基
準
を
立
て
て
い
る
が
、

に
理
解
さ
れ
た
重
過
失
概
念
で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
代
理
権
の
範
囲
が
法
律
に
よ
っ
て
類
型
化
さ
れ
て
い
る
と
否
と
を
問
わ
ず
適
用
さ
れ

る
が
、
親
族
法
上
の
法
定
代
理
に
お
い
て
は
個
人
の
利
益
が
取
引
の
利
益
に
優
先
す
る
。
本
人
自
身
が
代
理
人
を
選
任
す
る
の
で
は
な
い

佃

か
ら
で
あ
る
」
。

最
後
に
、

S
c
h
o
t
t

は
代
理
権
濫
用
に
か
ん
す
る
各
国
の
法
制
を
比
較
す
る
。

の
分
離
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
対
内
関
係
と
対
外
関
係
の
範
囲
は
お
互
い
に
一
致
す
る
。
代
理
権
濫
用
は
表
見
代
理
の
な
か
に
含
ま
れ
、

権
利
外
観
が
存
在
し
な
け
れ
ば
濫
用
行
為
は
本
人
を
拘
束
し
な
い
。
権
利
外
観
は
善
意
の
場
合
に
の
み
存
在
し
、
第
三
者
に
軽
過
失
が
あ

れ
ば
権
利
外
観
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
見
解
が
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
出
発
点
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各

個

国
の
法
に
お
け
る
問
題
点
と
そ
の
解
決
は
た
い
て
い
一
致
し
て
い
る

S
c
h
o
t
t
は

F
l
u
m
e
の
「
明
白
性
」
と
い
う
基
準
を
採
用
し
、
そ
れ
は
重
過
失
の
意
味
に
他
な
ら
な
い
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に

S
c
h
o
t
t

の
見
解
は

F
l
u
m
e
に
近
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

F
l
u
m
e
は
一
六
九
条
、

ま
た
相
手
方
の
過
失
と
か
重
過
失
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
類
推
は
正
し
く
な
い
。

「
第
三
者
が
濫
用
を
知
っ
て
い
る
と
き
に
は
問
題
は
な
い
。

る
場
合
で
あ
る
の
か
。

し
か
し
、

関
法
第
二
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

一
七
三
条
に
つ
い
て
も
「
明
白
性
」
の
基
準
を
妥
当
せ
し
め
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
委
任
と
代
理

S
c
h
o
t
t
も
本
人
の
利
益
に
反
す
る
代
理
人
の
態
度
を
唯
一
の
基
準
と
み
て
い
る
の
で
は
な
い
。

た
と
え
そ
の
よ
う
な
態
度

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
第
三
者
に
非
難
が
及
ば
な
け
れ
ば
、
危
険
は
本
人
が
負
担
す
る
。
そ
れ
で
は
第
三
者
に
非
難
が
及
ぶ
の
は
い
か
な

一
六
九
条
や
一
七
三
条
な
ど
は
故
意
と
過
失
に
よ
る
不
知
と
を
同
視
し
て

一
五
八
（
四
九
0
)

こ
れ
は
客
観
的



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

①

K
i
p
p
,
 Z
u
r
 L
e
h
r
e
 v
o
n
 d
e
r
 V
e
r
t
r
e
t
u
n
g
 o
h
n
e
 V
e
r
t
r
e
t
u
n
g
s
m
a
c
h
t
,
 D
i
e
 R
e
i
c
h
s
g
e
r
i
c
h
t
s
p
r
a
x
i
s
 i
m
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 R
e
c
h
t
s
l
e
b
e
n
,
 B
d
.
 

I
I
(
1
9
2
9
)
,
 
s. 
273£. 

②
以
下
、

K
i
p
p

の
引
用
す
る
判
例
の
事
実
関
係
お
よ
び
そ
の
他
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
山
田
「
ド
イ
ツ
民
法
と
表
見
代
理
」
一
八
一
頁
以
下
に
負

う
と
こ
ろ
が
多
い
。

⑧
但
し
、
本
人
の
責
任
を
否
定
し
た
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
事
件
で
あ
り
、
山
田
・
前
掲
一
八
五
頁
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
行
為
は

有
効
だ
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
判
決
に
対
す
る

K
i
p
p

の
理
解
に
は
問
題
が
あ
る
。

(
•Kipp, 

a. 
a. 
0., 
S. 
281ff. 

⑱
⑥

A
.
 a. 
0., 
S. 
285£・ 

⑦

A
.
 a. 
0., 
S. 
287£. 

⑧

Schott, 
D
e
r
 M
i
B
b
r
a
u
c
h
 d
e
r
 
Vert:i;etungsmacht, A
c
P
 171, 
S. 394. 

⑨

E
g
g
e
r
,
 M
i
B
b
r
a
u
c
h
 d
e
r
 V
e
r
t
r
e
t
u
n
g
s
m
a
c
h
t
,
 B
e
i
t
r
a
g
e
 z
u
m
 H
a
n
d
e
l
s
r
e
c
h
t
,
 
F
e
s
t
g
a
b
e
 z
u
m
 70. 
G
e
b
u
r
t
s
t
a
g
 v
o
n
 C
a
r
l
 W
i
e
l
a
n
d
 

(
1
9
3
4
)
,
 
s. 
47ff.
な
お
、
こ
の
論
文
は
ド
イ
ッ
法
と
対
比
し
つ
つ
ス
イ
ス
法
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

⑩

A
.
 a. 
0., 
S. 
58ff. 

⑩

A
.
 a. 
0., 
S. 
60ff. 

囮

A.
a. 
0., S
.
 
61. 

⑬
広
渡
「
キ
ッ
ツ
ェ
ベ
ル
ク
会
議
に
お
け
る
若
き
法
律
家
た
ち
」
法
学
論
叢
九
二
巻
四
•
五
・
六
号
二
九
四
2

五
頁
以
下
参
照
。
S
c
h
o
t
t
,

a. 
a. 

0., 
S. 
3
8
7
 A
n
m
.
 8
も

S
i
e
b
e
r
t

の
代
理
権
濫
用
理
論
を

nationalsozialistische
G
r
u
n
d
l
a
g
e

に
立
つ
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。

個

Siebert,
Z
u
r
 L
e
h
r
e
 v
o
m
 M
i
B
b
r
a
u
c
h
 d
e
r
 V
e
r
t
r
e
t
u
n
g
s
m
a
c
h
t
,
N
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t
 
£
U
r
 d
i
e
 g
e
s
a
m
t
e
 S
t
a
a
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 
9
5
.
 (
1
9
3
5
)
,
 

s. 
629ff. 

個

A.
a. 
0., 
S. 
63lff. 

⑱

A. a. 
0., S
.
 
640ff. 

伺

A.
a. 
0., 
S. 
642. 

⑱

A. a. 
0., 
S. 
642£. 

一
五
九
（
四
九
一
）



⑲

A
.
 a. 
0., S
.
 

644ff. 

嫡
A
.
a. 
0., 
S. 
6
4
4
 Arnn. 2
,
 
S. 
6
4
5
 
A
n
m
.
 ・3, 
S. 
6
4
9
 
Arnn. 1. 

⑱

A. a. 
0., S
.
 
6
5
0
f
f
.
 

謁
例
え
ば
、
四
n
c
k
は
、
§
1
8
1
 B
G
B
に
違
反
し
て
代
理
人
が
手
形
を
振
出
し
た
と
き
、
こ
の
手
形
に
も
と
づ
い
て
請
求
さ
れ
た
本
人
は
善
意
の
第

三
者
に
対
し
て
も
無
権
代
理
の
抗
弁
に
よ
っ
て
対
抗
し
え
、
こ
の
抗
弁
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
手
形
法
十
七
条
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る

(s.
7
4
)
。

と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
で
は
民
法
一
〇
八
条
違
反
の
抗
弁
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
し
う
る
と
い
う
結
論
は
妥
当
で
な
い
と
し
て
、
人
的
抗
弁
と
し
て
構

成
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
（
服
部
「
手
形
行
為
の
代
理
」
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座
1
一
六
六
頁
お
よ
び
引
用
の
文
献
）
。
筆
者
も
か

つ
て
そ
の
よ
う
に
解
す
ぺ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
（
代
理
人
の
自
己
契
約
⇔
法
学
論
集
一
八
巻
六
号
七
八
頁
注
2
)
。
し
か
し
、
こ
の
結
論

と
無
権
代
理
の
抗
弁
が
物
的
抗
弁
で
あ
る
と
い
う
解
釈
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
（
服
部
・
前
掲
は
、
無
権
代
理
は
完
全
に
無
効
な
行
為
で
は
な

い
か
ら
、
弾
力
的
に
考
え
る
余
地
あ
り
と
さ
れ
る
）
。
手
形
行
為
を
債
務
の
履
行
的
な
性
質
の
も
の
と
解
し
て
も
、
右
の
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
。

、
、
、
、
‘
、
、

「
債
務
ノ
履
行
＾
此
ノ
限
リ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
い
う
こ
と
は
、
債
務
の
履
行
に
つ
い
て
は
自
己
契
約
な
い
し
双
方
代
理
す
る
代
理
権
も
不
用
だ
と
い
う

意
味
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
の
代
理
権
は
授
与
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
理
解
に
よ
れ
ば
、
一
〇
八
条
は
任
意
規
定
と
解
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
説
に
従
え
ば
、
自
己
契
約
に
つ
き
本
人
の
許
可
、
す
な
わ
ち
代
理
権
の
授
与
が
あ
れ
ば
、
一

0
八
条
の
禁
止
は
妥
当
せ
ず
、
そ
れ
故
、
抗

弁
の
問
題
は
最
初
か
ら
生
じ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
も
し
同
意
が
な
け
れ
ば
、
債
務
の
履
行
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
当
該
の
行
為
は
無
権
代
理
行

為
に
な
る
。
私
見
は

1
0八
条
任
意
法
規
説
に
は
従
え
な
い
け
れ
ど
も
、
と
り
あ
え
ず
問
題
点
だ
け
指
摘
し
て
お
く
。

⑳

Rinck, Pflichtwidrige 
V
 ertretung, 
S. 
1
2
£
.
 

⑱

A. a. 
0.

s`. 
1
1
1
£
.
 

箇

A
.
a. 
0., 
S. 
1
1
2
 
A
n
m
.
 5
0
8
,
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1
3
 
A
n
m
.
 5
1
3
.
 

嫡

A
.
a. 
0., S
.
 1
1
3
f
f
.
 

励

A.
a. 
0.
S`
.
 
1
2
4
,
 
S
.
 
1
2
4
 

AJllll. 5
7
5
.
 

謁
鴎

A.
a. 
0., 
S
.
 
1
1
6
f
f
.
 

箇

Stoll,
D
e
r
 M
i
B
b
r
a
u
c
h
 der Vertretungsmacht, Festschrift fi.ir 
Heinrich L
e
h
m
a
n
n
 (
1
9
3
7
)
,
 
S. 
1
2
1
£
.
 

勧

A.
a. 
0.

s`. 
1
2
2
f
f
.
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代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

一
、
代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
は
、

代
理
権
の

A
b
s
t
r
a
k
t
h
e
i
t

が
代
理
権
濫
用
の
問
題
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

と
り
も
な
お
さ
ず
、
対
内
関
係
に
お
け
る
義
務
違
反
が
代
理
行
為
の
効
力
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
す
な
わ
ち
対
内

ん
ど
共
通
し
て
い
え
る
の
は
、

⇔
考

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
種
々
の
学
説
が
対
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
学
説
を
通
じ
て
ほ
と

察

綱

A.
a. 
0., S. 1
2
4
£
.
 

僻
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0., 
S
.
 
1
2
5
.
 

斡
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.
 
1
2
6
.
 

斡
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0., S
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1
2
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£
£
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鋤
罰

A.
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0., S
.
 
1
3
2
.
 

⑱

A
.
 a. 
0., 
S. 
1
3
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£
£
.
,
 
S. 
1
3
2
 A
n
m
.
 6
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紺
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0., 
S
.
 
1
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£
£
.
 

側
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0., S
.
 
1
3
7
£
£
.
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F
l
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m
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D
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1
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5
)
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9
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£
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7
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£
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A
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S
.
 
7
8
9
£
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僻
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f
.
 

斡
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S
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高
橋
「
代
理
理
論
の
再
検
討
」
向
法
学
論
集
一
七
巻
二
号
六
四
頁
以
下
参
照
。
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関
係
上
の
義
務
か
ら
の
代
理
権
の
独
立
性
の
問
題
で
あ
る
。

代
理
権
の
独
立
性
を
最
初
に
理
論
化
し
た
の
は

L
a
b
a
n
d
で
あ
り
、
そ
れ
は

L
a
b
a
n
d
に
よ
る
発
見

(
E
n
t
d
e
c
k
u
n
g
)
で
あ
る
と
い

し
か
し
、

L
a
b
a
n
d
は
な
ん
の
法
律
上
の
根
拠
も
な
く
そ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
の
で
は
な
い
。

L
a
b
a
n
d
は
ド
イ
ッ
旧

商
法
典
の
規
定
を
根
拠
に
自
説
を
展
開
し
て
お
り
、

D
6
1
l
e
に
よ
れ
ば
、
も
し
旧
商
法
典
の
規
定
が
な
け
れ
ば
、

L
a
b
a
n
d
が
委
任
と
代

③
 

理
の
区
別
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

係
か
ら
生
ず
る
義
務
か
ら
解
放
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

L
a
b
a
n
d
が
委
任
と
代
理
を
観
念
上
区
別
し

.'. 
3
 

た
と
い
う
結
論
だ
け
が
知
ら
れ
て
お
り
、

L
a
b
a
n
d
の
理
論
の
重
点
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
与
え
ら
れ
た
代
理
権
の
わ
く
内
で
正
当
に
な
さ
れ
た
、
完
全
な
い
わ
ゆ
る
有
権
代
理
で
あ
っ
て
も
、
当
該
法
律
行
為
の
実
質
的
内

容
が
本
人
の
期
待
し
て
い
た
よ
う
な
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
と
き
に
は
、
内
部
関
係
上
は
、
代
理
人
が
受
任
者
・
労
務
者
な
ど
と
し
て
善

0
 

管
注
意
義
務
違
背
な
ど
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
と
い
う
場
合
は
、
し
ば
し
ば
あ
り
う
る
」
と
い
う
主
張
が
、
代
理
権
の
無
因
性
の
み
な
ら

「
任
意
代
理
権
を

ず
独
自
性
さ
え
も
承
認
し
な
い
融
合
契
約
説
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
、
ま
た
、
無
因
性
だ
け
を
否
定
す
る
学
説
に
お
い
て
も
、
代
理
権
は
代

伺

理
人
に
―
つ
の
資
格
を
与
え
る
だ
け
で
何
等
の
義
務
を
負
担
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

委
任
か
ら
、
代
理
権
限
を
代
理
人
と
本
人
と
の
間
に
存
す
る
具
体
的
な
法
律
関
係
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
立
の
取
引
資
格
の

可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
代
理
人
は
本
人
と
の
間
で
い
か
な
る
法
律
関
係
に
あ
る
の
か
、
本
人
の
利
益
を
実
質
的
に
促
進
す

る
か
害
す
る
か
を
問
わ
ず
、
第
三
者
に
対
し
本
人
の
権
利
を
行
使
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
る
。
今
日
の
経
済
生
活
に
お
け
る
取
引
に
つ
い

て
は
、
実
質
的
な
権
限
の
調
査
が
形
式
的
標
準
に
と
っ
て
代
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
理
権
と
い
う
形
式
的
権
能
は
こ
の
根
か
ら
成

⑱
 

長
し
て
い
る
」
と
い
う
の
が

L
a
b
a
n
d
の
結
論
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ッ
法
に
つ
い
て
も
授
権
行
為

ギ
6

、

•9. 

わ
れ
て
い
る
。 関

法
第
二
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

例
え

そ
し
て
、

L
a
b
a
n
d
の
主
張
の
中
心
は
、
代
理
権
を
委
任
そ
の
他
の
対
内
関

一
六
二
（
四
九
四
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

筆
者
が
主
と
し
て
批
判
の
対
象
と
し
た
森
島
教
授
の

（
契
約
法
大
系

w)

一
六
三
（
四
九
五
）

に
お
い
て
も
、
両
者
の
区
別
は
L
a
b
a
n
d

わ
が
国
の
実
定
法
の
解
釈
に
あ
る
）
。
し
か
も
、

こ
れ
に
対
し
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
七
一
号
一
六
九

2

の
抽
象
性
を
否
定
す
る

S
e
e
l
e
r
は
、
代
理
人
の
行
為
は
そ
れ
が
本
人
に
対
し
正
当
性
を
有
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
本
人
に
対
し
効
果

を
生
ず
る
と
い
う
、
古
い
学
説
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
た
基
本
観
念
に
立
ち
、
義
務
違
反
の
代
理
行
為
を
無
権
代
理
の
一
種
た
る
表
見

代
理
の
法
理
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
対
内
関
係
設
定
行
為
の
無
効
•
取
消
が
代
理
権
授
与
行
為
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い

⑧
 

う
こ
と
に
議
論
が
集
中
し
、
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
務
違
反
が
代
理
権
を
い
か
に
限
界
づ
け
る
か

と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
端
的
に
い
う
な
ら
ば
、
無
因
性
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
民
法
の
解
釈
を
参
照
し
つ
つ
も
、
ド

⑩
 

イ
ツ
に
お
け
る
論
点
が
充
分
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
、
対
内
関
係
上
の
義
務
に

違
反
し
て
も
な
お
有
権
代
理
で
あ
り
う
る
と
い
う
現
象
が
わ
が
民
・
商
法
に
お
い
て
も
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
委
任
と
代

理
を
観
念
上
区
別
し
な
い
学
説
を
批
判
し
た
が
（
「
委
任
と
代
理
の
関
係
に
つ
い
て
」
）
、

七

0
頁
の
紹
介
・
批
評
に
は
、

「
ド
イ
ツ
の
学
説
を
論
拠
と
し
て
い
て
、
融
合
契
約
説
の
問
題
提
起
と
必
ず
し
も
か
み
合
っ
て
い
な
い
よ

う
だ
」
と
の
批
判
が
あ
っ
た
。
た
し
か
に
私
見
は
ド
イ
ツ
の
学
説
を
論
拠
に
し
た
が
、
そ
れ
と
共
に
わ
が
民
・
商
法
の
規
定
を
根
拠
と
し

⑲
 

て
挙
げ
て
い
る
（
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
筆
者
の
関
心
は
ド
イ
ツ
法
の
解
釈
で
は
な
く
、

「
委
任
と
代
理
」

に
は
じ
ま
る
と
し
、
無
因
性
を
承
認
し
た
立
法
例
と
し
て
ド
イ
ツ
民
法
が
挙
げ
ら
れ
、
種
々
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
対
内
関
係
上
の
義
務
違
反
が
代
理
権
の
行
使
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
ど
う
か
と
い
う
ド
イ
ツ
で
の
問
題
点
が
看
過
さ
れ
て
い
る
と
主
張

す
る
た
め
に
ド
イ
ツ
の
学
説
を
論
拠
に
す
る
こ
と
が
「
か
み
合
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
い
っ
た
い
、
新
し
い
視
点
か
ら
問

題
を
提
起
す
る
場
合
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
御
教
示
願
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
は
、

「
授
権
行
為
を
観
念
す
る
概
念



さ
れ
う
る
の
か
。
こ
れ
も
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
意
欲
は
買
う
ぺ
き
論
文
で
あ
る
」
と
の
評
価
が
な

ぐ
れ
て
い
る
と
仮
定
し
て
も
、

上
の
必
要
性
、
実
質
上
の
必
要
性
」

（
森
島
・
前
掲
論
文
）
の
二
点
に
つ
き
、
検
討
・
批
判
し
た
。
す
な
わ
ち
森
島
教
授
や
幾
代
教
授
の

御
見
解
に
対
し
て
真
正
面
か
ら
対
応
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
な
お
融
合
契
約
説
の
重
要
な
問
題
提
起
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

更
に
同
批
判
は
、
筆
者
が
「
第
三
者
保
護
に
か
ん
す
る
結
果
の
差
異
（
い
わ
ゆ
る
実
益
の
有
無
）
に
よ
っ
て
か
か
る
問
題
を
論
ず
る
こ
と

と
し
て
の
鋭
さ
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
」
と
す
る
。
法
律
学
そ
の
も
の
に
対
す
る
考
え
方
の
ち
が
い
に
帰
着
す
る
の
が
、
ど
う
し
て
批

判
と
し
て
の
鋭
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
か
私
に
は
よ
く
理
解
し
え
な
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
筆
者
は
融
合
契
約
説
に
よ
っ

て
説
明
し
き
れ
な
い
現
象
が
あ
る
と
い
う
批
判
を
中
心
に
論
じ
た
は
ず
で
あ
る
し
、
ま
た
、

「
無
因
性
を
承
認
し
て
も
第
三
者
保
護
に
は
と
く
に
役
立
た
な
い
」
と
い
う
考
え
か
ら
は
、
無
因
性
の
承

認
が
結
果
に
お
い
て
有
因
説
よ
り
も
劣
る
と
は
い
え
ず
、
有
因
説
が
よ
り
す
ぐ
れ
、
無
因
説
は
誤
り
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
述
ぺ
た
は
ず
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
自
説
の
積
極
的
根
拠
を
示
す
と
共
に
他
説
の
誤
り
を
指
摘
す
る
の
が
学
問
に
お
け

⑲
 

る
鉄
則
で
あ
ろ
う
。
お
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
、
相
互
の
議
論
に
よ
っ
て
理
論
を
深
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
で

⑲
 

き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
筆
者
は
ジ
ュ
リ
ス
ト
の
批
評
か
ら
は
自
分
の
研
究
に
と
っ
て
な
ん
ら
積
極
的
な
示
唆
を
得
る
こ
と
は
で
き
ず
、

ま
た
、
批
判
の
内
容
に
も
承
服
し
え
な
い
が
、
も
し
同
批
評
の
い
う
よ
う
に
、
融
合
契
約
説
批
判
を
中
心
と
す
る
筆
者
の
見
解
に
は
、

「
批
判
と
し
て
の
鋭
さ
を
欠
く
」
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、

二
、
代
理
権
濫
用
理
論
が
意
義
を
持
っ
た
め
に
は
、
対
内
関
係
上
の
義
務
か
ら
の
代
理
権
の
独
立
性
、
す
な
わ
ち
義
務
に
違
反
し
て
も

代
理
人
は
代
理
権
の
範
囲
内
で
本
人
に
対
し
有
効
な
代
理
行
為
を
な
し
う
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
代
理
権
と
対
内
関
係
に
お
い
て
認
め

自
体
に
疑
問
を
感
じ
る
」
と
論
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
、

「
た
と
え
第
三
者
保
護
が
結
果
に
お
い
て
す

「
法
律
学
そ
の
も
の
に
対
す
る
考
え
方
の
ち
が
い
に
も
帰
着
し
て
批
判

関
法
第
二
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

一
六
四
（
四
九
六
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

一
六
五
（
四
九
七
）

権
限
濫
用
行
為
は
す
べ
て
権
限
鍮
越
に
他
な
ら

ら
れ
た
事
務
処
理
権
限
の
範
囲
と
が
全
く
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
義
務
違
反
の
行
為
は
す
べ
て
無
権
代
理
行
為
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

R
i
n
c
k
や
S
c
h
o
t
t
に
よ
れ
ば
、
英
法
や
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
独
立
し
た
代
理
権
濫
用
理
論
は
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
人
に
代
理
行
為

の
効
果
が
帰
属
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
悪
意
者
が
排
除
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
逆
に

a
g
e
n
c
y
b
y
 estoppel, 
m
a
n
d
a
t
 a
p
p
a
r
e
n
t
 

⑩
 

と
い
っ
た
外
観
理
論
に
よ
っ
て
善
意
者
保
護
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
最
近
、

G
o
t
t
h
a
r
d
t
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
が
、

L
a
b
a
n
d

が
義
務
違
反
の
有
権
代
理
と
解
し
て
い
る
も
の
を

S
e
e
l
e
r
が
表
見
代
理
と
し
て
論
じ
、

な
い
と
す
る

S
i
e
b
e
r
t
が
外
観
理
論
に
傾
い
て
い
く
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
、
表
見
代
理
を
有

権
代
理
的
に
構
成
し
、
対
内
関
係
上
正
当
化
さ
れ
な
い
権
限
濫
用
行
為
と
し
て
、
こ
れ
に
代
理
権
濫
用
理
論
を
適
用
す
る
方
法
も
考
え
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
表
見
代
理
と
代
理
権
濫
用
と
は
次
元
の
異
な
る
問
題
だ
と
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

英
法
や
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
対
内
関
係
上
の
義
務
か
ら
の
代
理
権
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
か
ど
う
か
、
疑
問
を
感
じ
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
代
理
権
の
独
立
性
の
問
題
の
中
心
が
義
務
違
反
行
為
を
め
ぐ
る
議
論
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
委
任

と
代
理
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
わ
が
民
・
商
法
の
解
釈
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
ド
イ
ッ
法
と
同
じ
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が

「
委
任
と
代
理
の
関
係
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
筆
者
の
見
解
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
代
理
権
濫
用
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
の
理
論
を
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

三
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
通
説
の
よ
う
な
心
裡
留
保
の
規
定
の
準
用
と
い
う
考
え
は
、
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
。
す
で
に

指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
代
理
人
の
意
思
表
示
の
成
立
過
程
に
は
な
ん
ら
の
欠
陥
は
な
い
。
ま
さ
に
法
律
効
果
を
本
人
に
帰
属
せ
し
め
よ
う

と
す
る
意
思
を
表
示
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
本
人
に
不
利
益
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
最
近
、
信
義
則
・
権
利
濫
用
説
か
ら
の
九
三
条
但
書

準
用
説
に
対
す
る
批
判
は
当
ら
な
い
と
い
う
反
論
が
み
ら
れ
る
が
、
九
三
条
但
書
説
に
は
、
次
の
二
つ
の
点
に
問
題
が
あ
る
。
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巻
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・
六
合
併
号

ま
ず
、
こ
の
説
は
、
代
理
人
の
背
任
的
意
図
を
相
手
方
が
知
り
う
べ
き
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
が
（
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

九
三
条
は
表
意
者
自
身
が
意
思
と
表
示
の
不
一
致
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
）
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

F
l
u
m
e
の
見
解
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
代
理
人
に
か
か
る
意
図
は
な
く
と
も
客
観
的
に
本
人
の
利
益
を
害
す
べ
き
行
為
が
な
さ
れ
、
そ
の
事
実
を
相
手
方

が
知
り
う
べ
き
で
あ
れ
ば
効
果
は
本
人
に
及
ば
な
い
と
い
う
「
客
観
的
濫
用
」
の
可
能
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る
し
、
代
理
人
の
「
故
意
」

に
重
点
を
置
く
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、

S
i
e
b
e
r
t

や

S
t
o
l
l

に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
も
は

や
代
理
人
の
心
理
状
態
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
心
裡
留
保
規
定
の
類
推
の
基
礎
は
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
九
三
条
準
用
説
が
、

背
任
的
意
図
で
あ
れ
本
人
を
害
す
る
客
観
的
事
実
で
あ
れ
、
と
も
か
く
も
相
手
方
が
こ
れ
を
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
重
点

⑲
 

を
置
く
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
本
人
に
効
果
の
生
じ
な
い
こ
と
の
根
拠
は
、
相
手
方
の
態
度
自
体
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ

は
ま
さ
に
、
権
利
濫
用
・
信
義
則
説
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
相
手
方
の
善
意
・
無
過
失
と
か
悪
意
・
過
失
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
れ
ば
、

民
法
―

-
0条
や
一
―
七
条
の
類
推
適
用
で
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
り
、
九
三
条
但
書
で
な
け
れ
ば
準
用
し
え
な
い
と
い
う
理
由
は
な

い
は
ず
で
あ
る
。
悪
意
ま
た
は
過
失
が
あ
れ
ば
一
定
の
事
実
を
主
張
し
え
な
い
と
い
う
の
は
、
民
法
全
般
に
妥
当
す
る
一
般
的
原
則
で
あ

る
が
、
そ
の
根
拠
そ
の
も
の
を
解
明
す
る
作
業
は
依
然
と
し
て
必
要
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
九
三
条
但
書
に
よ
る
な
ら
ば
、
相
手
方
の
立
場
が
顧
慮
さ
れ
な
い
た
め
の
要
件
は
、
す
べ
て
の
類
型
の
代
理
に
つ
い
て
「
故

意
ま
た
は
過
失
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
類
型
に
応
じ
て
異
な
っ
た
取
扱
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お

い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
代
理
権
の
類
型
に
応
じ
て
相
手
方
の
有
責
性
の
程
度
が
異
な
る
べ
き
か
同
一
で
よ
い
か
が
大
き
な
論
点
に
な

っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
支
配
権
な
ど
の
不
可
制
限
的
代
理
権
に
か
ん
し
て
は
、
た
と
え
す
べ
て
の
代
理
権
に
つ
い
て
一
様
で
あ
っ
て
よ

い
と
す
る
見
解
に
あ
っ
て
も
、
重
大
な
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
九
三
条
但
書
説
、
権
利
濫
用
説
と
も
こ
の
よ
う

関
法

一
六
六
（
四
九
八
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

義
務
違
反
が
あ
れ
ば
す
べ
て
無
権
代
理
と
な
り
、

四
、
以
上
の
よ
う
に
、
心
裡
留
保
規
定
の
準
用
に
よ
っ
て
問
題
は
解
決
し
な
い
か
ら
、
残
さ
れ
た
道
は
、
代
理
権
が
濫
用
さ
れ
相
手
方

が
そ
の
事
実
を
知
り
う
べ
き
か
ぎ
り
に
お
い
て
無
権
代
理
に
な
る
と
解
す
る
か
（
内
因
的
解
決
）
、

に
は
か
わ
り
な
い
と
し
つ
つ
、
悪
意
の
抗
弁
に
よ
っ
て
本
人
の
責
任
を
否
定
す
る
か
（
外
因
的
解
決
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

と
は
、
意
味
を
な
さ
な
い
。

一
六
七
（
四
九
九
）

二
六
二
条
な
ど
）
。

な
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
な
い
け
れ
ど
も
、
意
思
表
示
の
一
般
的
規
定
た
る
民
法
九
三
条
は
民
・
商
法
を
通
じ
て
一
般
的
に
適

用
さ
れ
る
か
ら
1

あ
る
い
は
手
形
行
為
な
ど
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
修
正
し
う
る
余
地
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
ー
~
代
理
権
の
類
型
に

応
じ
て
取
扱
い
を
異
に
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
論
争
の
生
ず
る
余
地
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
信
義
則
違
反
な
い
し
は
権
利
濫
用
に
よ
っ

て
処
理
す
る
な
ら
ば
、
相
手
方
に
ど
の
程
度
の
有
責
性
が
あ
れ
ば
信
義
則
違
反
な
い
し
は
権
利
濫
用
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

各
取
引
の
分
野
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
相
違
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
表
見
代
理
の
消
極
的
要
件
で
あ
る
第
三
者
の

有
責
性
は
そ
れ
ぞ
れ
の
代
理
の
類
型
に
応
じ
て
相
違
し
て
い
る
（
例
え
ば
民
法
一

0
九、

―-
0条
と
商
法
四
二
、

こ
れ
に
対
し
、
九
三
条
但
書
準
用
説
に
よ
っ
て
も
代
理
権
の
類
型
や
利
益
状
態
に
応
じ
て
異
な
っ
た
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
、
な
ん
の
た
め
に
九
三
条
但
書
を
持
出
し
た
の
か
、
全
く
意
味
が
な
く
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
相
手
方
の

有
責
性
は
、
ド
イ
ツ
の
理
論
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
代
理
人
と
の
取
引
に
さ
い
し
て
相
手
方
に
調
査
義
務
を
認
む
べ
き
か
否
か
、

そ
れ
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
代
理
法
の
問
題
で
あ
っ
て
、
意
思
表
示
の
一
般
原
則
に
よ
っ
て
処
理
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

⑲
 

い
。
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
説
に
対
し
て
は
問
題
を
代
理
法
の
枠
外
で
解
決
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
権
利
濫
用
や
信
義
則
の
代

理
法
に
お
け
る
発
現
だ
と
解
し
て
も
、
ま
っ
た
く
さ
し
つ
か
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
民
法
九
三
条
の
代
理
法
に
お
け
る
発
現
と
い
う
こ

そ
れ
と
も
、
有
権
代
理
で
あ
る
こ
と

し
た
が
っ
て
善
意
者
保
護
の
問
題
が
残
さ
れ
る
だ
け
だ
と
い
う

S
e
e
l
e
r
な
ど
の
表
見



代
理
理
論
に
よ
る
構
成
が
考
え
ら
れ
る
が
、
義
務
違
反
行
為
を
当
然
に
無
権
代
理
行
為
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
繰
返
し
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
理
論
的
な
位
置
づ
け
か
ら
す
れ
ば
、
内
因
的
解
決
説
は
、
外
因
的
解
決
説
と
表
見
理
論
と
の
中
間
に
位
置
す
る
も

「
委
任
と
代
理
の
関
係
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
内
因
的
解
決
説
に
賛
成
し
た
が
、
現
在
で
は
、
も
う
一
度

検
討
し
な
お
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
ず
理
論
構
成
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
両
説
と
も
た
ん
に
代
理
人
の
義
務
違
反
の
事
実
だ
け
で
は
本
人
の
責
任
が
直
ち
に
否
定
さ

れ
る
も
の
で
な
い
と
解
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
代
理
人
の
権
限
濫
用
の
事
実
だ
け
で
は
有
権
代
理
に
と
ど
ま
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
対
内
関
係
上
の
義
務
か
ら
の
代
理
権
の
独
立
を
前
提
と
す
る
。

代
理
権
濫
用
の
要
件
は
二
側
面
か
ら
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、

理
権
の
諭
越
と
み
な
が
ら
、
な
お
相
手
方
の
過
失
を
要
求
す
る
点
に
お
い
て
、

S
i
e
b
e
r
t

の
理
論
に
は
無
理
が
あ
り
、

こ
れ
を
採
用
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
最
近
の
内
因
的
解
決
説
は
、
代
理
権
の
独
立
性
は
絶
対
的
な
ド
グ
マ
で
は
な
く
、
法
取
引
の
安
全
が

要
求
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
相
手
方
が
権
限
濫
用
の
事
実
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
と
き
に
は
代
理
権

箇

と
い
う
独
自
の
資
格
が
な
く
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ず
る
。
ま

ず
第
一
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
不
可
制
限
的
代
理
権
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
。
ま
た
、
本
人
の
意
思
に
よ

っ
て
制
限
可
能
な
代
理
権
に
つ
い
て
も
、
相
手
方
の
態
様
に
よ
っ
て
有
権
代
理
に
な
っ
た
り
無
権
代
理
に
な
っ
た
り
す
る
よ
う
な
構
成
に

説
得
力
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
与
え
ら
れ
た
代
理
権
が
一
回
だ
け
し
か
行
使
さ
れ
な
い
も
の
な
ら
ば
と
も
か
く
、
継
続
的
な
代

理
権
が
与
え
ら
れ
て
同
一
内
容
の
行
為
が
繰
返
し
な
さ
れ
る
と
き
に
は
、
悪
意
の
相
手
方
と
の
関
係
で
は
無
権
代
理
と
な
る
行
為
が
善
意

信
義
則
上
第
三
者
が
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
要
求
す
る
。

し
か
し
、

S
t
o
l
ー
な
ど
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
濫
用
行
為
を
す
べ
て
代

代
理
権
の
諭
越
に
な
る
と
す
る
が
、

S
i
e
b
e
r
t
も
ま
た
、

た
だ
、

S
i
e
b
e
r
t

に
よ
れ
ば
、
代
理
権
濫
用
は
す
べ
て

(1) 
の
と
い
え
よ
う
。
筆
者
は
、

関
法
第
二
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

一
六
八
（
五
0
0
)



(2) 

代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

細

の
相
手
方
と
の
関
係
で
は
有
権
代
理
行
為
で
あ
る
と
い
う
理
論
構
成
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
抗
弁
権
説
（
外
因

的
解
決
説
）
な
ら
ば
、

い
ず
れ
の
相
手
方
と
の
関
係
で
も
有
権
代
理
行
為
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
な
い
が
、
悪
意
の
相
手
方
に
対
し
て

は
本
人
は
抗
弁
を
主
張
し
て
請
求
を
拒
絶
し
う
る
と
い
う
筋
の
通
っ
た
説
明
が
可
能
と
な
る
。

悴

こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
は
手
形
の
無
因
性
の
理
論
で
あ
る
。
手
形
債
務
の
無
因
性
は
ド
イ
ツ
で
も
わ
が
国
で
も
異
論
な
く
承
認
さ
れ
て

い
る
。
手
形
に
お
け
る
人
的
抗
弁
の
切
断
は
手
形
行
為
の
無
因
性
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
害
意
の
あ
る
手
形
取
得
者
に
対
し

て
は
人
的
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
手
形
法
十
七
条
但
書
）
。

す
な
わ
ち
、

一
六
九
（
五
〇
、
一
）

か
な
る
手
形
取
得
者
と
の
関
係
で
も
そ
れ
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
、
害
意
あ
る
者
と
の
関
係
で
も
、
は
た
し

て
手
形
債
務
の
無
因
性
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
同
一
の
手
形
が
害
意
な
き

第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
者
に
は
人
的
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
悪
意
者
に
対
す
る
人
的
抗

弁
の
対
抗
は
、
明
文
の
規
定
な
き
法
制
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
根
拠
は
一
般
悪
意
の
抗
弁
や
権
利
濫
用
な
い
し
は
信
義

僻

則
違
反
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
代
理
権
に
つ
い
て
も
、
相
手
方
の
故
意
と
か
過
失
に
よ
っ
て
代
理
権
そ
の
も
の
が
限
界
づ
け
ら

る
と
考
え
る
ぺ
き
か
、
そ
れ
と
も
代
理
権
そ
の
も
の
は
依
然
と
し
て
存
在
す
る
と
解
す
べ
き
か
は
す
ぐ
れ
て
理
論
的
な
問
題
で
あ
る
が
、

理
論
構
成
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
や
は
り
後
者
、
し
た
が
っ
て
権
利
濫
用
な
い
し
は
信
義
則
違
反
に
よ
っ
て
処
理
す
る
見
解
の
ほ
う
が

よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
、
具
体
的
な
法
律
効
果
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
説
に
従
っ
て
も
、
相
手
方
に
故
意
ま
た
は
過

失
が
あ
れ
ば
、
本
人
が
権
限
濫
用
行
為
の
効
果
を
否
定
し
う
る
と
い
う
結
果
は
か
わ
り
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
わ
が
国
に

お
い
て
も
本
人
の
責
任
を
否
定
す
る
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
議
論
が
集
中
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
に
検
討
す

無
因
性
を
承
認
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

し‘



差
異
は
、
必
然
的
に
相
手
方
の
契
約
撤
回
権
の
問
題
と
関
連
す
る
。

S
t
o
l
l

の
指
摘
す
る
よ
う
に
理
論
的
と
は
い
え
な
い
。

こ
れ
に
対
し
抗
弁
権
説
に
よ
る
な
ら
ば
、

一七
0
(五
〇
二
）

れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
無
権
代
理
に
か
ん
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
本
人
が
、
た
と
え

紛

権
限
濫
用
行
為
で
あ
っ
て
も
積
極
的
に
そ
の
効
果
を
受
け
よ
う
と
欲
す
る
と
き
に
は
、
あ
ら
た
め
て
追
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
§
1
7
7
 

な
い
こ
と
に
つ
き
過
失
は
あ
っ
て
も
善
意
で
あ
る
相
手
方
は
（
こ
の
場
合
に
は
本
人
に
よ
る
代
理
権
濫
用
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
）
、

人
の
追
認
あ
る
ま
で
契
約
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
が

(
K
i
p
p

の
主
張
で
あ
る
）
、
有
権
代
理
的
構
成
に
よ
れ
ば
撤
回
権
は
認
め
ら
れ

な
い
は
ず
で
あ
る
。
無
権
代
理
説
を
と
り
な
が
ら
撤
回
権
を
否
定
し
た
り
、
逆
に
抗
弁
権
説
か
ら
撤
回
権
を
認
め
る
よ
う
な
解
釈
は
む
ず

か
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
無
権
代
理
説
に
よ
り
な
が
ら
本
人
の
み
が
無
権
代
理
の
抗
弁
を
主
張
し
う
る
と
い
う
理
論
構

成
が
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ば
抗
弁
権
説
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
り
な
い
。
本
来
、
無
権
代
理
説
の
主
張
の
中
心
は
代
理

権
濫
用
に
対
し
て
無
権
代
理
に
か
ん
す
る
規
定
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

無
権
代
理
行
為
は
本
人
の
意
思
と
の
つ
な
が
り
を
欠
く
。
そ
こ
で
そ
の
効
果
が
本
人
に
帰
属
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
た
め
て
本
人
の
追

認
が
必
要
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
目
的
物
を
処
分
す
る
代
理
権
を
与
え
つ
つ
、
同
時
に
代
理
権
を
行
使
す
る
と
き
に
は
自
分
の
同
意

を
得
る
よ
う
指
図
を
与
え
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
代
理
人
が
こ
の
指
図
に
反
し
て
処
分
を
し
た
よ
う
な
場
合
に
、
本
人
の
効
果
意
思
の
存
在
、

僻

す
な
わ
ち
当
該
代
理
行
為
と
本
人
の
意
思
と
の
つ
な
が
り
を
否
定
す
る
こ
と
は
、

債
権
取
立
の
代
理
権
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
代
理
人
が
代
金
を
着
服
し
た
よ
う
な
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
要
す
る
に
代
理
権
が
濫
用
さ
れ
た

と
し
て
も
、
代
理
行
為
と
本
人
の
意
思
と
の
つ
な
が
り
は
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
代
理
権
濫
用
の
危
険
は
原
則
と
し
て
本
人
が
負
担

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
べ
き
だ
と
い
わ
れ
る
理
由
も
、
結
局
、
本
人
が
問
題
の
行
為
を
な
す
代
理
権
を
現
実
に
与
え
た
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

B
G
B
わ
が
民
法
―
一
三
条
）
。

本

§
 17
8
 
B
G
B
お
よ
び
わ
が
民
法
―
―
五
条
に
よ
れ
ば
、
代
理
権
の

と
く
に
追
認
の
意
思
表
示
は
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
。

関
法
第
二
三
巻
第
四
・
五
・
六
合
併
号

こ
の



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

斡
ヽ

り
、
と
も
か
く
も
代
理
人
を
み
ず
か
ら
選
任
し
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
本
人
の
責
任
を
認
め
る
に
は
充
分
な
説
明
と
は
い
え
な
い
。

以
上
、
要
す
る
に
、
代
理
権
が
濫
用
さ
れ
た
場
合
と
い
え
ど
も
、
本
人
が
そ
の
代
理
行
為
の
効
果
を
受
け
る
た
め
に
は
あ
ら
た
め
て
追

認
す
る
必
要
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
善
意
の
相
手
方
の
撤
回
権
も
認
め
ら
れ
な
い
。
抗
弁
を
行
使
し
な
い
以
上
、
本
人
は

励

代
理
行
為
の
効
果
を
否
定
し
な
い
の
だ
か
ら
、
と
く
に
相
手
方
に
不
利
益
は
生
じ
な
い
。
表
見
代
理
を
代
理
権
濫
用
の
一
態
様
と
み
る
私

見
か
ら
す
れ
ば
、
表
見
代
理
の
場
合
も
同
様
に
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
代
理
行
為
と
本
人
の
効
果
意
思

と
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。
た
だ
、
濫
用
の
事
実
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
相
手
方
と
の
関
係
で
は
本
人
に
抗
弁
が
帰
属
す
る
と
い
う
点

漬
゜

に
お
い
て
、
義
務
に
従
っ
て
代
理
権
が
行
使
さ
れ
る
正
常
な
代
理
行
為
と
の
差
異
が
あ
る
に
す
ぎ
な
し
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
理
解

か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
無
権
代
理
人
の
責
任
(
§
1
7
9
 
B
G
B
、
わ
が
民
法
―
―
七
条
）
が
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
は

S
c
h
o
t
t

の
指
摘
す
る
と
お
り
で

五
、
無
権
代
理
説
に
つ
い
て
は
、
問
題
を
代
理
法
の
枠
内
で
解
決
す
る
と
い
う
長
所
が
主
張
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
対
内
関
係
上
の
義

務
と
代
理
権
と
の
つ
な
が
り
を
明
確
に
し
た
こ
と
は
、
こ
の
理
論
の
否
定
し
え
な
い
功
績
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
抗
弁
権
説
が
ま
っ

た
＜
代
理
法
の
枠
外
で
問
題
を
処
理
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

無
因
性
の
理
論
を
貫
く
な
ら
ば
、
相
手
方
の
害
意
や
悪
意
に
か
か
わ
り
な
く
代
理
行
為
の
効
果
は
本
人
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
と
、

斡

し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
代
理
行
為
の
効
果
の
否
定
の
根
拠
を
代
理
法
の
内
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
無
因
性
の
承
認
が
必
然
的
に
そ
の
よ
う
な
絶
対
的
効
力
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
な
に
び
と
も
無
因

性
を
否
定
し
な
い
手
形
債
務
に
つ
い
て
も
、
手
形
法
は
原
因
関
係
上
の
抗
弁
を
害
意
あ
る
第
三
者
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
て
い

あ
る
。

一
七
一
（
五
0-
――)



一
七
二
（
五
0
四）

す
る
と
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
代
理
権
の
類
型
に
応
じ
て
、
詐
欺
的
通
謀
、
悪
意
あ
る
い
は
過
失
あ
る
相
手
方
の
本
人
に
対
す
る
権

害
意
あ
る
第
三
者
に
対
し
手
形
債
務
者
が
人
的
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
し
う
る
根
拠
が
、
権
利
濫
用
や
信
義
則
違
反
、

に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
が
手
形
法
の
枠
を
ま
っ
た
＜
越
え
た
一
般
条

項
の
な
か
に
根
拠
を
求
め
て
い
る
と
断
定
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
い
か
な
る
場
合
に
人
的
抗
弁
を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗
し
う
る
の
か
、

通
謀
や
害
意
を
要
す
る
の
か
、
た
ん
な
る
悪
意
で
よ
い
の
か
、
ま
た
重
過
失
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
判
断
、
す
な
わ
ち
、

い
か
な
る
場

合
に
信
義
則
違
反
や
権
利
濫
用
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
高
度
の
流
通
性
と
い
う
手
形
の
本
質
を
顧
慮
し
、
民
法
上
の
債
権
譲

渡
の
場
合
と
も
比
較
し
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
当
然
に
手
形
法
の
内
部
の
問
題
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
繰
返

す
よ
う
に
、
悪
意
の
抗
弁
の
根
拠
は
、
明
文
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
立
法
の
下
に
お
い
て
多
く
論
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
今
日
の
よ

う
に
悪
意
の
抗
弁
に
つ
き
明
文
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
根
拠
は
や
は
り
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
手
形
法
十

七
条
但
書
が
認
め
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
だ
け
で
満
足
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
定
法
そ
の
も
の
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
ど
う
し
て
法
は
一
定

匂

の
場
合
に
人
的
抗
弁
を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
許
し
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
も
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
小

橋
教
授
は
、

「
自
己
の
手
形
取
得
に
よ
っ
て
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
有
す
る
抗
弁
を
失
う
こ
と
を
知
り
な
が
ら
あ
え
て
手
形
を
取
得

す
る
こ
と
は
、
債
務
者
の
正
当
な
意
思
に
不
当
に
干
渉
す
る
も
の
で
あ
り
、
手
形
と
い
う
形
式
を
楯
に
と
っ
て
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
は

権
利
の
濫
用
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
権
利
行
使
を
拘
束
す
る
の
は
信
義
則
で
あ
り
、
信
義
則
は
一
般
的
関
係
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利

を
個
別
的
関
係
に
お
い
て
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
。
手
形
上
の
意
思
は
、
手
形
に
記
載
さ
れ
、

利
主
張
を
否
定
し
て
い
る
（
後
述
）
。

る
し
、

代
理
権
を
対
内
関
係
上
の
義
務
か
ら
解
放
し
た
L
a
b
a
n
d
も
、

一
般
的
に
是
認
さ
れ
た
意
思
と
し
て
、
個

一
般
悪
意
の
抗
弁

あ
ら
ゆ
る
第
三
者
と
の
関
係
で
絶
対
的
に
代
理
権
が
効
力
を
有

関
法
第
二
三
巻
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・
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六
合
併
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代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

別
的
関
係
を
無
視
し
て
転
々
と
す
る
が
、
そ
れ
は
個
別
的
関
係
に
お
け
る
意
思
に
よ
り
こ
の
関
係
に
お
い
て
阻
止
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
ざ

⑳
 

る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
実
質
的
権
利
が
形
式
的
権
利
に
対
し
防
禦
せ
ら
れ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
形
式
的
権
利
に
対
す
る
実
質
的
権
利

の
防
禦
と
い
う
現
象
は
法
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
種
々
の
場
合
に
現
わ
れ
る
。
信
義
則
や
権
利
濫
用
が
私
法
の
通
則
で
あ
る
民
法
総

則
の
冒
頭
の
条
文
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
手
形
法
十
七
条
但
書
は
、
そ
う
し
た
一
般
原
則
の
手
形
法
に

徊

お
け
る
発
現
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

代
理
権
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
こ
れ
と
同
様
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
独
立
性
、
抽
象
性
、
有
因
と
無
因
と
い
っ
た
諸
概
念
の
意

義
と
相
互
の
関
係
、

あ
る
い
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
の
い
う

A
b
s
t
r
a
k
t
h
e
i
t
と
日
本
の
学
説
に
お
け
る
＂
無
因
性
“
が
ま
っ
た
く
同
じ
意

要
す
る
に
有
因
と
か
無
因
と
か
い
う
の
は
原
因

(causa)
か
ら
の
抽

僻

象
化
の
程
度
の
問
題
で
あ
り
、
独
立
性
と
は
抽
象
せ
ら
れ
る
関
係
に
つ
い
て
の
独
立
の
意
思
の
存
在
で
あ
る
。
無
因
性
を
承
認
し
た
か
ら

と
い
っ
て
原
因
関
係
と
の
関
連
が
完
全
に
切
断
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
代
理
権
が
有
因
か
無
因
か
と
い
わ
れ
る
と
き
、
代
理
権

斡

が
原
因
関
係
か
ら
ど
の
程
度
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
議
論
を
し
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る

代
理
人
は
、
委
任
そ
の
他
の
内
部
関
係
に
よ
っ
て
本
人
の
た
め
に
法
律
行
為
を
締
結
す
る
義
務
を
負
う
。
も
し
、
代
理
人
を
本
人
の
た

ん
な
る
道
具
と
み
る
な
ら
ば
、
対
外
関
係
に
お
い
て
代
理
人
が
本
人
の
た
め
に
意
思
決
定
す
る
可
能
性
は
、
対
内
関
係
に
お
い
て
な
さ
れ

そ
れ
で
は
、

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
相
手
方
は
確
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
代
理
人
が
対
外
関
係
に
お
い
て
本
人

の
た
め
に
意
思
決
定
を
な
し
う
る
範
囲
は
、
対
内
関
係
に
お
い
て
な
さ
れ
た
合
意
の
種
類
か
ら
あ
る
程
度
独
立
し
て
存
立
す
る
特
別
の

V
o
l
l
m
a
c
h
t
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
手
方
は
、
対
内
関
係
上
代
理
人
が
い
か
な
る
範
囲
で
本
人
を
拘
束
す
る
こ
と
が
で

た
合
意
に
よ
っ
て
代
理
人
に
認
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、

一
七
一
―
-
（
五

0
五）

は
た
し
て
代
理
人
が
本
人
を
義
務

味
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、

な
お
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
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ド
イ
ツ
に
お
い
て
代
理
権
の

A
b
s
t
r
a
k
t
h
e
i
t

と
は
、

き
る
か
と
い
う
こ
と
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ず
に
、
代
理
権
の
存
在
を
信
用
し
う
る
。

は、

僻

こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
代
理
権
が
対
内
関
係
と
全
く
無
関
係
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
な
い
こ
と

ド
イ
ツ
の
判
例
や
学
説
、
と
り
わ
け
内
因
的
解
決
説
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
代
理
人
が
対
内
関
係
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
な
い
よ

う
な
行
為
を
な
し
、
相
手
方
に
も
非
難
す
べ
き
態
度
が
あ
る
と
き
、
代
理
権
と
い
う
形
式
的
資
格
を
楯
に
と
っ
て
本
人
に
対
し
代
理
行
為

の
有
効
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
権
利
の
濫
用
で
あ
る
。
例
え
ば
、
民
法
五
四
条
や
商
法
三
八
条
三
項
に
よ
っ
て
、
悪
意
の
第
三
者
が
理
事

や
支
配
人
の
代
理
権
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
こ
れ
を
現
わ
し
て
い
る
。
対
内
関
係
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
な
い
態

様
と
し
て
は
、
対
内
関
係
上
の
合
意
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
り
取
消
さ
れ
た
場
合
、
対
内
関
係
が
消
滅
し
た
場
合
、
指
図
違
反
、
あ
る

い
は
、
必
要
以
上
に
本
人
に
不
利
益
な
内
容
の
取
引
を
し
た
場
合
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
人
が
代
理
行

為
の
効
果
を
否
定
し
う
る
に
た
る
相
手
方
の
有
責
性
の
程
度
も
代
理
の
類
型
に
応
じ
て
相
違
し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

一
律
に
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。
と
く
に
商
事
代
理
権
は
対
内
関
係
か
ら
の
独
立
性
を
極
め
て
強
く
要
求
す
る
。

六
、
右
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
第
三
者
の
「
有
責
性
」
の
程
度
を
め
ぐ
る
議
論
に
移
ろ
う
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、
す
べ
て
の
代
理

権
に
つ
い
て
共
通
の
基
準
で
よ
い
と
す
る
説
と
不
可
制
限
的
代
理
権
を
特
別
に
取
扱
う
説
と
が
対
立
し
、
前
者
に
お
い
て
も
重
過
失
を
要

す
る
か
軽
過
失
で
た
る
か
の
争
い
が
あ
り
、
そ
の
他
、

S
t
o
l
l

の
よ
う
な
特
殊
な
見
解
も
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
人
が
代
理
権
に
加
え
た
制
限
の
効
力
に
つ
い
て
実
定
法
自
身
が
明
文
の
規
定
を
お
い
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
制
限
に

反
す
る
行
為
も
代
理
権
の
濫
用
と
な
る
の
で
、
第
三
者
の
有
責
性
の
程
度
を
論
ず
る
と
き
、
か
か
る
規
定
の
存
在
を
無
視
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
む
し
ろ
、
実
定
法
の
規
定
に
即
し
て
有
責
性
の
程
度
を
決
定
す
る
と
い
う
態
度
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

箇

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
L
a
b
a
n
d
は
ド
イ
ッ
旧
商
法
典
の
規
定
に
従
っ
て
、
代
理
権
を
い
く
つ
か
の
類
型
に
区
別
し
た
が
、
現
行
の

関
法



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

第
三
者
の
有
責
性
の
程
度
に
つ
い
て
は
、

「
第
三
者
に
詐
欺
の
罪

重
過
失
と
い
っ
た
諸
段
階
が
考
え
ら
れ
る
が
、
支
配
権
な

い
と
定
め
、
同
様
の
規
定
と
し
て
合
名
会
社
の
社
員
(
§
1
2
6
)
、
代
表
取
締
役
（
株
式
法
七
四
条
）
の
代
理
権
な
ど
が
あ
る
。
つ
い
で
、

§
 53
1
 
H
G
B
は
、
船
長
の
法
定
権
限
を
制
限
し
た
船
舶
所
有
者
は
第
三
者
が
制
限
を
知
り
た
る
と
き
に
限
り
制
限
違
反
を
対
抗
し
う
る

と
し
、
船
舶
管
理
人
に
か
ん
す
る
四
九
五
条
も
同
様
に
規
定
す
る
。
ま
た
、
支
配
権
以
外
の
商
業
代
理
権
の
制
限
は
第
三
者
が
こ
れ
を
知

り
ま
た
は
知
り
う
べ
か
り
し
と
き
に
限
り
第
三
者
に
対
抗
し
う
る
(
§
5
4
 H
G
B
)
。

通
謀
、
害
意
、
悪
意
（
故
意
）
、

ど
の
不
可
制
限
的
代
理
権
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
通
謀
を
要
求
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。

L
a
b
a
n
d
も、

が
あ
り
、
義
務
に
違
反
し
て
い
る
代
理
人
と
本
人
を
意
図
的
に
害
す
べ
く
法
律
行
為
を
締
結
す
る
場
合
」
に
か
ぎ
っ
て
本
人
は
代
理
権
の

励

制
限
を
対
抗
し
う
る
と
す
る
。
お
そ
ら
く
、
も
っ
と
も
厳
格
な
詐
欺
的
通
謀
を
要
求
す
る
と
い
う
趣
旨
と
解
せ
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お

け
る
不
可
制
限
的
代
理
権
に
つ
い
て
ど
の
程
度
の
第
三
者
の
有
責
性
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
か
を
明
確
に
決
定
す
る
だ
け
の
能
力
は
筆
者
に

は
な
い
が
、
実
定
法
規
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
た
ん
に
制
限
を
知
っ
て
い
た
（
悪
意
）
だ
け
で
は
、
本
人
は
第
三
者
に
制

偽

綱

、

限
を
主
張
し
え
な
い
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
右
の
諸
段
階
の
限
界
は
実
際
上
し
ば
し
ば
流
動
的
で
あ
り
例
え
ば

取
引
の
内
容
か
ら
み
て
本
人
に
不
当
な
不
利
益
を
及
ぼ
す
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
あ
る
い
は
、
代
理
人
の
横
領
の
意
図
を
知
り
つ
つ
あ
え
て

代
理
人
と
取
引
す
れ
ば
、
故
意
の
み
な
ら
ず
害
意
あ
り
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
全
く
同
義
と

解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
手
形
法
に
つ
き
、
融
通
手
形
の
抗
弁
は
、
そ
の
存
在
が
手
形
取
得
者
に
知
れ
て
い
て
も

綱
。

手
形
法
十
七
条
但
書
の
害
意
に
は
相
当
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、

F
l
u
m
e
が
た
ん
な
る
指
図
違
反
は
相
手
方

、
、
、

が
そ
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
濫
用
の
「
明
白
性
」
の
要
件
を
満
す
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い

一
七
五
（
五
0
七）

ド
イ
ツ
商
法
典
に
お
い
て
も
、

そ
の
区
別
は
ほ
ぼ
妥
当
す
る
。

す
な
わ
ち
、
§
5
0
 H
G
B
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は
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に
対
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し
え
な



四
条
）
、
表
見
代
表
取
締
役
（
二
六
二
条
）
な
ど
、

商
法
上
の
表
見
代
理
の
消
極
的
要
件
は
悪
意
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

の
有
責
性
の
程
度
の
基
準
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

表
見
支
配
人
（
商
法
四
二
条
）
、
物
品
阪
売
店
舗
の
使
用
人
（
四

不
可
制
限
的
代
理
権
に
お
い
て
本
人
が
容
易
に
代
理
権
の
制
限
を
第
三
者
に
対
抗
し
え
な
い
理
由
は
、
代
理
権
の
包
括
性
、
定
型
性
、

あ
る
い
は
商
取
引
の
迅
速
性
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
近
時
、

T
a
n
k
は
、
無
能
力
者
の
法
定
代
理

権
に
お
い
て
も
通
常
の
代
理
権
と
同
じ
く
相
手
方
に
過
失
が
あ
れ
ば
た
る
が
、
}

J

の
代
理
権
も
制
限
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
代
理
権
の
不

嫡

可
制
限
性
は
商
法
の
特
性
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
商
事
代
理
権
を
特
別
扱
い
す
る
理
由
は
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
不
可
制
限
性
、
包

括
性
と
い
う
共
通
点
だ
け
を
根
拠
に
両
者
を
同
列
に
置
く
の
は
妥
当
で
な
い
。
無
能
力
者
は
み
ず
か
ら
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
に
対
し
、
営
業
主
は
定
型
性
を
有
す
る
支
配
人
の
権
限
を
み
ず
か
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
あ
え
て
制
限
す
る
の
で
あ
り
、
代
理
人
が

そ
の
権
限
を
濫
用
す
る
の
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
能
力
も
有
し
て
い
る
。
か
か
る
差
異
は
代
理
権
濫
用
の
問
題
に
つ
い
て
は
決
定
的
な
意
義
を

有
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
相
手
方
の
注
意
義
務
の
軽
減
は
商
事
に
お
け
る
一
般
的
な
特
色
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
わ
が
民
・
商
法
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
「
委
任
と
代
理
の
関
係
に
つ
い
て
」
で
示
し
た
私
見
は
現
在
で

も
基
本
的
に
は
変
っ
て
い
な
い
。
代
理
権
の
制
限
を
善
意
の
第
三
者
に
は
対
抗
し
え
な
い
旨
の
規
定
が
法
人
の
理
事
（
民
法
五
四
条
）
、

支
配
人
そ
の
他
の
商
業
使
用
人
（
商
法
三
八
条
三
項
、
四
三
条
二
項
）
、
代
表
取
締
役
（
商
法
二
六
一
条
）
、
船
長
（
商
法
七
一
四
条
）
の

僻

代
理
権
等
に
つ
い
て
存
在
す
る
。
わ
が
国
で
は
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
悪
意
の
第
三
者
に
も
対
抗
し
え
な
い
と
い
う
規
定
は
存
在
し
な
い
。
ま

た
、
表
見
代
理
を
現
実
に
与
え
ら
れ
た
代
理
権
が
濫
用
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
表
見
代
理
の
規
定
も
第
三
者

民
法
上
の
表
見

代
理
に
つ
い
て
は
過
失
で
た
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
法
人
の
理
事
や
商
事
代
理
権
に
つ
い
て
は
代
理
権
濫
用
一
般
に
つ

て
は
詳
細
な
検
討
を
今
後
に
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
法
第
二
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

一
七
六
（
五
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代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

き
悪
意
者
の
み
が
代
理
行
為
の
効
果
を
主
張
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
（
重
過
失
者
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
考
慮
の
外

に
お
く
）
、

こ
う
し
た
範
疇
に
入
ら
な
い
通
常
の
民
事
代
理
に
つ
い
て
は
過
失
が
あ
れ
ば
主
張
し
え
な
い
と
い
う
基
準
が
導
き
出
さ
れ
な

B
G
B
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
主
張
し
て
い
る
の
は
正
当
で
あ
る
。
代
理
権
の
濫
用
に
つ
き
無
過
失
を
要
求
す
る
こ
と
は
、

務
を
負
担
せ
し
め
る
と
の
理
由
で
反
対
す
る
見
解
が
あ
る
が

(
S
t
o
l
l
)
、
そ
れ
は
、

相
手
方
に
調
査
義

F
l
u
m
e
の
い
う
よ
う
に
、
§
§
1
6
9
~
1
7
2
 B
G
B
に

⑭
 

お
い
て
も
相
手
方
は
調
査
義
務
を
負
担
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
代
理
権
と
い
う
独
立
の

取
引
資
格
は
相
手
方
を
対
内
関
係
に
ま
で
立
入
っ
て
調
査
す
る
必
要
性
か
ら
解
放
し
た
が
、
表
見
代
理
の
規
定
の
意
義
も
、
代
理
人
と
の

僻

取
引
に
際
し
て
い
ち
い
ち
そ
の
権
限
を
調
査
し
な
く
と
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

僻

と
こ
ろ
で
、
民
法
九
三
条
但
書
説
は
過
失
で
た
る
と
す
る
の
に
対
し
、
権
利
濫
用
説
は
悪
意
を
要
求
す
る
が
、
後
説
は
、
も
と
も
と
、

定
型
的
な
商
事
代
理
権
の
制
限
に
つ
い
て
主
張
せ
ら
れ
た
学
説
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
相
手
方
の
有
責
性
の
程
度
を
め
ぐ
る
両
説

仰

の
対
立
も
、
結
局
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
が
ど
の
よ
う
な
代
理
権
を
対
象
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
相
違
に
還
元
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

阻

も
っ
と
も
、
通
常
の
民
事
代
理
は
過
失
、
定
型
的
な
商
事
代
理
権
に
つ
い
て
は
悪
意
と
い
う
基
準
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
つ
留
保
し
て
お

く
べ
き
点
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
代
理
権
消
滅
後
の
表
見
代
理
に
つ
い
て
は
、
他
の
場
合
と
異
な
っ
て
商
法
上
特
別
の
規
定
が
設
け
ら

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
支
配
人
や
会
社
の
代
表
機
関
の
退
任
は
登
記
事
項
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
退
任
の
事
実
を
善
意
の
第
三

偏

者
に
対
抗
し
え
な
い
が
、
番
頭
手
代
な
ど
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
に
民
法
―
―
二
条
を
ス
ト
レ
ー
ト

図

に
適
用
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
商
事
に
お
け
る
特
色
と
し
て
第
三
者
の
注
意
義
務
の
軽
減
を
考
慮
す
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
が
生
ず
る
。

あ
る
い
は
、
支
配
人
や
代
表
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
表
見
支
配
人
と
か
表
見
代
表
取
締
役
に
か
ん
す
る
規
定
が
あ
る
が
、
法
人
の
理
事
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

代
理
権
濫
用
に
か
ん
す
る
相
手
方
の
有
責
性
の
程
度
に
つ
い
て
、

一
七
七
（
五

0
九）
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僣
称
を
黙
認
し
て
い
る
場
合
に
表
見
代
理
が
成
立
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
場
合
の
第
三
者
の
注
意
義
務
の
程
度
を
ど
う

考
え
る
べ
き
か
、
営
業
の
主
任
者
た
る
こ
と
を
示
す
べ
き
名
称
（
商
法
四
二
条
）
や
会
社
を
代
表
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
認
む
べ
き

名
称
（
商
法
二
六
二
条
）
の
使
用
を
禁
止
し
た
の
ち
の
代
理
行
為
に
つ
い
て
も
表
見
代
理
は
成
立
す
る
の
か
、
成
立
す
る
と
す
れ
ば
民
法

―
―
二
条
を
適
用
な
い
し
準
用
す
る
の
か
、
等
々
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
表
見
代
理
固
有
の
問
題
領
域
に
属
す
る

か
ら
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
は
立
入
れ
な
い
。

い
ず
れ
稿
を
あ
ら
た
め
た
い
と
思
う
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
、
代
理
権
濫
用
が
現
わ
れ

る
「
場
」
の
違
い
に
よ
っ
て
、
た
と
え
同
一
類
型
の
代
理
権
に
お
い
て
も
、
相
手
方
の
有
責
性
の
程
度
は
相
違
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い

も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
表
見
代
理
を
有
権
代
理
的
に
構
成
す
る
が
た
め
に
生
じ
た
問
題
で
は
な
い
。
外
観
理
論
に
従
っ
て
も
、

表
見
代
理
の
成
立
に
相
手
方
の
善
意
と
か
無
過
失
と
か
が
要
求
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
同
様
の
問
題
が
生
ず
る
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
民
事
代
理
に
つ
い
て
は
過
失
、
商
事
代
理
に
つ
い
て
は
悪
意
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
大
筋
の
基
準
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
す
べ
て
が
律
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
甚
準
が
法
律
に
明
文
の
規
定
を
欠
く
問
題
の
解
決
に
際
し

て
、
ま
た
、
よ
り
基
本
的
に
は
代
理
権
の
無
因
性
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

①

Theil, 
D
a
s
 Handelsrecht, B
d
.
 I
,
 
(
6
 Aufi.) 
S
.
 
190ff.
も
同
様
で
あ
る
。

②

Dolle, 
Juristische 
E
n
t
d
e
c
k
u
n
g
e
n
,
 V
e
r
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
 des 42•Deutschen 

Juristentages, 
B
d
.
 
II, 
S
.
 
B5f. 

⑧
高
橋
「
委
任
と
代
理
の
関
係
に
つ
い
て
」
五
頁
。

④
幾
代
・
民
法
総
則
三
ニ
ニ
頁
注
二
。

⑮
我
妻
・
新
訂
民
法
総
則
一
―
―
-
＝
四
頁
。

⑱

L
a
b
a
n
d
,
N
H
R
"
B
d
.
~
1
0
,
 

S
.
 
240£. 

⑰
高
橋
•
前
掲
論
文
―
二
頁
以
下
参
照
。

関
法
第
二
三
巻
第
四
・
五
。
六
合
併
号

一
七
八
（
五
一

0
)



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

⑧
無
因
性
を
肯
定
す
れ
ば
代
理
権
は
対
内
関
係
か
ら
独
立
し
て
存
続
し
う
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
強
調
す
る
か
ら
、
当
事
者
間
に
な
ん
の
関
係
も
な

い
の
に
代
理
権
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
具
体
的
に
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
か
（
森
島
「
委
任
と
代
理
」
契
約
法
大
系

w1110五

頁
）
、
対
内
的
に
は
法
律
行
為
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
が
ら
対
外
的
に
は
代
理
権
を
有
し
な
い
状
態
が
生
ず
る
の
か
（
幾
代
・
前
掲
書
三
二
九
頁

注
三
）
と
い
っ
た
批
判
が
融
合
契
約
説
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑨
表
見
代
理
の
う
ち
で
権
限
躁
越
に
よ
る
表
見
代
理
の
ケ
ー
ス
（
民
法
―

-
0条
）
が
圧
倒
的
に
多
い
の
も
当
然
で
あ
る

5

私
見
に
よ
れ
ば
、
一
―

0
条
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
事
案
に
は
権
限
濫
用
の
法
理
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
（
「
表
見
代
理
と
有
権
代
理
の
交
錯
」
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

な
お
、
委
任
よ
り
も
代
理
権
の
範
囲
が
広
い
こ
と
を
承
認
す
れ
ば
、
よ
り
広
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
し
く
「
委
任
な
き
代
理
権
」
で
あ
る
。

⑩
対
内
関
係
上
の
義
務
か
ら
切
断
さ
れ
る
が
故
に
、
代
理
権
は
無
因
的
法
律
行
為
に
よ
っ
て
発
生
せ
し
め
ら
れ
、
こ
の
代
理
権
の
無
因
性
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
種
々
の
種
類
の
代
理
権
を
―
つ
の
統
一
し
た
法
制
度
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

(
P
a
w
l
o
w
s
k
i
,
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
 Teil des 

B
G
B
.
 B
d
.
 
II, S
.
 3
3
4
f
.
)

と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
基
本
的
な
考
え
で
は
な
か
ろ
う
か
。

皿
も
し
、
民
法
の
代
理
と
商
法
の
代
理
と
で
委
任
と
代
理
の
関
係
が
理
論
的
に
異
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
出
発
点
を
明
確
に
意
識

し
て
論
ず
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

囮
「
結
果
に
お
い
て
差
異
が
な
い
」
と
か
、
「
従
来
の
説
で
も
同
じ
結
論
を
導
び
き
う
る
」
と
い
っ
た
反
論
は
不
充
分
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
態
度

を
固
執
す
る
か
ぎ
り
、
民
法
学
の
進
歩
は
望
め
な
い
。
結
論
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
が
よ
り
論
理
的
に
す
ぐ
れ
た
説
明
で
あ
る
と
い
う
判
断

に
よ
っ
て
学
説
の
優
劣
は
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
論
化
・
体
系
化
の
作
業
は
悪
し
き
概
念
法
学
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

学
問
と
し
て
の
民
法
学
に
不
可
欠
の
作
業
な
の
で
あ
る
（
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
九
頁
以
下
参

照
）
。
近
時
の
民
法
学
に
は
明
る
さ
•
お
お
ら
か
さ
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
原
島
教
授
の
見
解
に
は
、
筆
者
も
全
く
同
感
で
あ
る
。

⑬
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
「
批
評
」
も
ま
た
学
説
の
一
部
と
し
て
評
者
の
学
説
全
体
の
な
か
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
自
身
も
批

判
に
さ
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
批
評
さ
れ
た
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
評
者
に
質
問
を
し
て
御
教
示
を
得
た
い
と
思
う
こ
と
も
多
い
。

例
え
ば
、
か
つ
て
筆
者
の
あ
る
論
文
は
、
同
じ
ジ
ュ
リ
ス
ト
の
批
評
に
お
い
て
（
三
八
二
号
一
四
九
2
五
0
頁
）
、
「
意
思
か
ら
出
発
す
る
点
に
お
い

て
概
念
的
・
思
弁
的
で
あ
る
」
と
批
評
さ
れ
た
が
、
私
の
研
究
の
基
本
に
か
ん
す
る
批
判
で
あ
る
か
ら
、
な
ぜ
意
思
か
ら
出
発
す
る
の
が
「
概
念
的

・
思
弁
的
」
な
の
か
、
逆
に
表
示
か
ら
出
発
す
れ
ば
「
概
念
的
・
思
弁
的
」
で
な
い
の
か
な
ど
、
御
教
示
願
い
た
い
こ
と
も
多
い
が
、
匿
名
の
批
判

は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
不
可
能
に
す
る
。
水
本
教
授
が
ジ
ュ
リ
ス
ト
の
匿
名
批
評
を
批
判
さ
れ
て
い
る
が
（
「
民
法
学
に
お
け
る
利
益
衡
量
論
の
成
立

一
七
九
（
五
―
一
）



と
そ
の
成
果
」
祠
民
商
法
雑
誌
六
四
巻
二
号
二

0
九
頁
注
二
五
九
）
、
匿
名
批
評
が
学
問
の
進
歩
に
プ
ラ
ス
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

筆
者
も
全
く
同
感
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
民
法
学
の
方
法
論
以
前
の
問
題
で
あ
る
。

個
は
し
が
き
注
6
参
照
。

個
対
内
関
係
を
設
定
す
る
契
約
が
無
効
で
あ
っ
た
り
取
消
さ
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
対
内
関
係
が
全
く
欠
け
る
湯
合
で
も
、
代
理
行
為
が
正
当
化
さ

れ
な
い
こ
と
は
、
対
内
関
係
上
の
義
務
に
反
す
る
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

vgl.
P
a
w
l
o
w
s
k
i
,
 a. 
a. 
0., 
S. 3
3
6
 

Arun. 6
2
.
 

⑱

Siebert 
(a. 
a
.
0
.
 s. 6
3
7
,
)

が
ほ
ん
の
わ
ず
か

§
1
1
6

B
G
B
に
言
及
し
て
い
る
程
度
で
あ
ろ
う
。

仰
四
宮
・
民
法
総
則
二
五
一
頁
、
小
橋
・
民
商
法
雑
誌
六
二
巻
二
号
（
判
批
）
二
九
〇
し
一
頁
。

⑱
例
え
ば
、
江
頭
・
法
協
八
八
巻
一
号
一

0
四
頁
は
、
判
例
の
見
解
も
、
代
理
権
濫
用
行
為
は
心
裡
留
保
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
軽
過
失
あ
る
相

手
方
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
価
値
判
断
の
上
に
た
っ
て
、
法
律
効
果
を
同
じ
く
す
る
民
法
九
三
条
但
書
の
法
律
構
成
を
借
用
し
た
に

す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

囮

F
l
u
m
e
,
D
a
s
 Rechts_geschiift, 
S. 7
8
9
.
 
-1'l
っ
と
も

F
l
u
m
e
も
こ
れ
を
誤
り
だ
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

閥

E
l
u
m
e
,
a. 
a. 
0
.
、
P
a
w
l
o
w
s
k
i
,
a. 
a. 
0., 
S, 3
3
6
.
 

⑬
高
橋
「
表
見
代
理
に
お
け
る
信
頼
の
保
護
」
法
学
論
集
二
二
巻
四
•
五
・
六
号
一
〇
九
頁
注6
参
照
。

四
以
下
、
小
橋
・
手
形
行
為
論
二
四
一
頁
以
下
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

偽
小
橋
教
授
に
よ
れ
ば
、
手
形
法
に
お
け
る
悪
意
の
抗
弁
の
根
拠
に
つ
い
て
は
表
現
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
し
く
隔
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
本
来
手
形
の
文
言
に
従
っ
て
生
ず
べ
き
責
任
が
手
形
取
得
者
の
悪
意
の
ゆ
え
に
制
約
せ
ら
れ
る
と
い
う
基
本
的
態
度
に
は
隔
り
は

な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
書
二
七
三
、
二
八
三

2
四
頁
）
。

な
お
、
権
利
外
饒
説
は
本
来
附
着
し
て
移
転
す
べ
き
抗
弁
が
善
意
者
保
護
の
た
め
に
と
く
に
切
断
さ
れ
る
と
い
う
理
論
構
成
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、

代
理
権
が
濫
用
さ
れ
た
限
度
で
無
権
代
理
に
な
る
け
れ
ど
も
、
善
意
者
の
信
頼
の
保
護
の
た
め
に
本
人
は
責
任
を
負
担
す
る
と
い
う
理
論
構
成
と
同

様
で
あ
る
。

拗
周
知
の
よ
う
に
、
表
見
代
理
に
つ
い
て
も
一
般
的
に
は
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
。

箇

sgler
の
見
解
で
あ
る
。
高
橋
「
委
任
と
代
理
の
関
係
に
つ
い
て
」
ー
ニ
頁
以
下
参
照
。

韓
高
橋
「
表
見
代
理
に
お
け
る
信
頼
の
保
設
」
一

0
三
し
四
頁

‘
1
0九
頁
注
⑥
参
照
。

関
法
第
二
三
巻
第
四
•
五
·
六
合
併
号

一
八

0
（
五
―
二
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

一八

（
五
―
―
―
―
)

勧
相
手
方
が
請
求
し
た
と
き
、
本
人
が
そ
の
ま
ま
契
約
を
履
行
す
れ
ば
、
抗
弁
を
行
使
す
る
つ
も
り
は
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
抗
弁
を
行
使
す
れ
ば

本
人
の
責
任
は
否
定
さ
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
法
律
関
係
は
確
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
権
代
理
行
為
の
相
手
方
の
催
告
権
も
と
く
に
必
要
と
し
な

い
。
表
見
代
理
の
場
合
も
同
様
と
解
す
る
。

嫡
私
見
に
よ
れ
ば
、
表
見
代
理
に
お
い
て
も
、
本
人
が
契
約
の
効
果
を
甘
受
す
る
つ
も
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
手
方
が
無
権
代
理
を
主
張

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
責
任
を
追
求
さ
れ
た
表
見
代
理
人
自
身
が
代
理
権
を
根
拠
に
し
て
代
理
行
為
の
効
果
が
本
人
に
帰

属
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
本
人
と
の
関
係
で
正
当
化
さ
れ
な
い
行
為
を
し
な
が
ら
そ
の
行
為
の
効
果
を
本
人
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
に
な

っ
て
許
さ
れ
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
「
表
見
代
理
と
有
権
代
理
の
交
錯
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

僻
G
o
t
t
h
a
r
d
t
,
D
e
r
 Vertrauensschutz bei der Anscheinsvollmacht, S
.
 2
7
.

ま
た
、
表
見
代
理
の
有
権
代
理
的
構
成
に
対
し
て
、
相
手

方
の
善
意
・
無
過
失
を
要
件
と
す
る
有
権
代
理
と
い
う
発
想
が
ど
の
点
に
実
益
を
示
す
の
か
問
題
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
（
椿
・
注
釈
民
法
④

―
二
七
、
一
八
七
、
八
頁
）
。

訓
実
定
法
そ
の
も
の
の
根
拠
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
法
解
釈
学
の
極
め
て
重
要
な
任
務
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

訓
小
橋
•
前
掲
書
二
八
四
し
五
頁
。

綱
高
橋
一
表
見
代
理
に
お
け
る
信
頼
の
保
護
」
一

0
八
頁
。
な
お
、
そ
こ
に
お
い
て
は
筆
者
の
ミ
ス
で
次
の
よ
う
な
誤
り
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で

訂
正
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
一
〇
八
頁
七
行
目
の
、
「
こ
の
手
形
抗
弁
の
切
断
は
」
を
「
悪
意
者
に
対
し
て
人
的
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
し
う
る
こ
と

は
」
に
、
九
行
目
の
「
抗
弁
切
断
に
つ
き
」
を
「
こ
の
点
に
つ
き
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
。

僻
小
橋
•
前
掲
書
二
四
七
頁
以
下
。
な
お
、
P
a
w
l
o
w
s
k
i
,

a. 
a. 
0., S
.
 

294££.
参
照
。
こ
れ
ら
諸
概
念
の
検
討
は
将
来
の
課
題
と
し
、
本
稿
で
は

い
ち
お
う
従
来
の
用
語
に
従
っ
て
叙
述
す
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
大
西
・
代
理
の
研
究
ニ
ニ
ニ
頁
以
下
は
有
因
・
無
因
と
い
う
用
語
を
避
け
、
代
理

権
授
与
行
為
の
成
立
、
範
囲
並
に
消
減
が
基
礎
的
法
律
関
係
の
成
立
、
範
囲
並
に
消
減
と
如
何
な
る
関
係
が
存
在
す
る
か
と
い
う
よ
う
に
考
察
す
る

と
さ
れ
る
。
正
当
な
見
解
で
あ
る
と
思
う
。

拗
無
因
性
を
肯
定
す
れ
ば
相
手
方
の
態
様
に
か
か
わ
り
な
く
代
理
行
為
の
効
果
は
本
人
に
帰
属
す
る
と
い
う
考
え
は
、
こ
の
点
を
看
過
し
て
い
る
も

の
と
思
う
。

斡

P
a
w
l
o
w
s
k
i
,
a. 
a. 
0., S
.
 
834£. 
P
a
w
l
o
w
s
k
i
は
、
代
理
権
の
対
内
関
係
に
対
す
る
依
存
も
無
因
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
抽
象
化

の
程
度
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
。



箇
詳
細
は
、
高
橋
「
委
任
と
代
理
の
関
係
に
つ
い
て
」
一
頁
以
下
参
照
。

節

Thal,
a. 
a. 
0., S
.
 
1
9
1

も
、
支
配
権
の
制
限
は
第
三
者
に
対
し
て
は
無
効
で
あ
っ
て
、
第
三
者
が
制
限
を
知
っ
て
い
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い

と
す
る
。

⑱

F
8
t
z
,
 V
e
r
k
e
h
r
s
s
c
h
u
t
z
 
im Vertretungsrecht, S
.
 3
9
8
£
.

は
、
§
5
0
 H
G
B
に
よ
れ
ば
、
支
配
権
の
範
囲
を
対
象
に
か
ん
し
て
(
g
e
g
e
n
s
t
a
n

dlich)
制
限
し
え
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
代
理
人
の
義
務

(Pflichtbindung)
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
か

る
代
理
権
に
つ
い
て
も
相
手
方
が
義
務
違
反
に
つ
き
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
と
き
に
は
、
通
常
の
代
理
権
と
同
じ
く
、
相
手
方
は
本
人
に
対
す
る

代
理
行
為
の
効
果
を
主
張
し
え
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
§
5
0
 II 
H
G
B
の
挙
げ
る
よ
う
な
代
理
権
の
制
限
（
行
為
の
種
類
、
場
所
、
時
期
等
に

か
ん
す
る
制
限
）
の
違
反
も
内
部
的
に
は
代
理
人
の
義
務
違
反
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
§
5
0
 H
G
B
が
義
務
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
と

す
る

F
r
o
t
z
の
見
解
は
理
解
し
が
た
い
。

翰
縛
小
橋
•
前
掲
書
二
七
五
頁
以
下
、
二
八
五
頁
。

舗
大
隅
・
商
法
総
則
一
五
二
頁
以
下
参
照
。

⑬

T
目
K
"
D
e
r
M
i
B
b
r
a
u
c
h
 v
o
n
 V
e
r
t
r
e
t
u
n
g
s
m
a
c
h
t
 u
n
d
 Verfii
磨
ngsbefugnis,
N
J
W
 19
6
9
,
 
S
.
 9
.
 

個
但
し
、
民
事
訴
訟
法
八
一
条
三
項
参
照
。

舗

P
a
w
l
o
w
s
k
i
,
a. 
a
.
0
.＂
S
.
 3
3
6
£
,
 
S
.
 3
3
7
 A
n
m
.
 6
4

も、

F
l
u
i
μ
e
の
代
理
権
濫
用
の
明
白
性
と
い
う
基
準
を
採
用
し
、
相
手
方
に
は
調
査
義

務
は
な
く
、
本
人
と
の
関
係
に
お
け
る
注
意
義
務
に
有
責
的
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
た
だ
、
適
切
か
つ
簡
明
な
言
葉
が
な
い

た
め
に
、
本
稿
で
も
、
過
失
と
か
重
過
失
、
有
責
性
と
い
っ
た
用
語
を
用
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。

幽
梅
・
民
法
要
義
巻
之
一
・
ニ
五
六
頁
。
基
本
代
理
権
が
な
い
場
合
と
か
法
定
代
理
に
つ
い
て
も
表
見
代
理
の
規
定
の
適
用
を
最
初
か
ら
否
定
す
る

の
で
は
な
く
、
適
用
可
能
性
を
肯
定
し
つ
つ
過
失
の
認
定
を
通
常
の
場
合
よ
り
厳
格
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妥
当
な
解
決
を
は
る
と
い
う
方
法
が

し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
私
見
は
こ
の
よ
う
な
理
論
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。
た
だ
、
前
者
に
か
ん
し
て
は
、
繰
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
表

現
代
理
の
機
能
の
拡
大
と
い
う
視
点
に
立
た
な
く
と
も
、
本
来
、
―

-
0条
の
解
釈
と
し
て
甚
本
代
理
権
と
い
う
要
件
は
不
用
と
考
え
て
い
る
（
「
表

見
代
理
に
お
け
る
信
頼
の
保
護
」
一

0
四
頁
、
民
商
法
雑
誌
六
五
巻
五
号
（
判
批
）
八
三
六

2
七
頁
。
詳
細
は
、
「
表
見
代
理
と
有
権
代
理
の
交
錯
」

参
照
）
。

ま
た
、
本
人
に
問
合
わ
せ
な
か
っ
た
か
ら
過
失
が
あ
る
な
ど
と
い
う
考
え
は
、
直
接
代
理
の
制
度
そ
の
も
の
と
も
矛
盾
す
る
（
「
表
見
代
理
に
お

関
法
第
二
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

一
八
二
（
五
一
四
）



代
理
権
の
濫
用
に
つ
い
て

む

す

び

一
八
三
（
五
一
五
）

け
る
信
頼
の
保
護
」
一

0
二
頁
）
。
但
し
、
一
般
的
な
理
論
と
し
て
は
と
も
か
く
も
、
個
々
の
判
決
が
本
人
へ
の
問
合
わ
せ
に
言
及
す
る
こ
と
は
、

必
ず
し
も
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
裁
判
の
争
点
は
、
要
す
る
に
本
人
に
効
果
が
帰
属
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
「
問
合
わ
せ
る
必
要
は
な
い
」

と
い
う
こ
と
は
「
問
合
わ
せ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
相
手
方
の
問
合
わ
せ
に
も
か
か
わ
ら
ず
表
見
代
理
人
の
行
為
に
異
議
を
述

べ
な
か
っ
た
本
人
が
、
後
で
代
理
行
為
の
効
果
を
否
定
し
え
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
銀
行
な
ど
が
直
接
本
人
に
照
会
す
る
の
は
、
安
全
性
の
た

め
に
念
に
は
念
を
入
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
が
金
融
取
引
の
通
念
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
金
融

機
関
に
「
過
失
が
あ
る
」
と
は
い
え
な
い
（
高
橋
・
法
律
時
報
（
判
批
）
四
四
巻
九
号
一
三
七
頁
）
。
但
し
、
念
を
入
れ
て
調
査
し
た
結
果
、
代
理

人
の
権
限
に
疑
い
が
生
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
と
取
引
し
た
と
き
に
は
、
「
過
失
あ
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

帥
四
宮
・
前
掲
書
―
一
九
、
二
五
一
頁
は
、
心
裡
留
保
に
類
比
す
る
よ
り
も
、
代
理
権
の
範
囲
内
の
行
為
と
し
て
一
応
有
効
（
本
人
へ
の
効
果
帰
属
）

と
し
、
信
義
則
上
、
悪
意
ま
た
は
重
過
失
の
第
三
者
に
対
し
て
は
、
本
人
は
無
効
（
効
果
不
帰
属
）
を
主
張
し
う
る
と
い
う
構
成
を
す
べ
き
だ
と
さ

れ
る
。

働
高
橋
「
委
任
と
代
理
の
関
係
に
つ
い
て
」
二
五
頁
。

姻
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
商
法
上
の
代
理
の
す
べ
て
に
つ
い
て
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
権
限
の
法
定
さ
れ
て
い
な
い
商
業
使
用
人
や
代
理
商

の
代
理
行
為
は
民
法
法
理
に
従
う
（
塩
田
・
私
法
二
六
号
一
―

10頁
下
段
）
。

嫡
民
法
上
の
法
人
の
理
事
の
氏
名
も
登
記
事
項
で
あ
り
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
は
民
法
四
六
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
。

綱
塩
田
・
前
掲
二
九
頁
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
論
争
の
検
討
を
通
し
て
、
代
理
権
濫
用
の
基
本
的
な
理
論
構
成
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
お
論
ず

べ
き
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
ず
第
一
に
、
表
見
代
理
を
包
摂
す
る
統
一
的
、
体
系
的
な
理
論
構
成
を
よ

り
完
全
に
す
る
た
め
に
は
、
表
見
代
理
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
代
理
人
が
権
限
を
濫
用
し
て
手
形
行
為



程
中
松
腰
子
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
厚
く
御
礼
申
上
げ
ま
す
。

御
霊
前
に
捧
げ
る
と
共
に
、

一
層
の
研
究
を
誓
う
ほ
か
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
今
後
の
研
究
の
課
題
で
あ
る
。

を
し
た
場
合
に
は
手
形
抗
弁
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
、
本
文
中
の
あ
ち
こ
ち
で
留
保
し
て
い
る
よ
う
な

問
題
点
も
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
考
察
し
た
代
理
権
濫
用
の
基
本
理
論
を
軸
と
し
て
こ
れ
ら
一
っ
―
つ
の
問
題
を
矛
盾
な
く
解
決
し
な
け

代
理
権
濫
用
に
つ
い
て
は
商
事
代
理
権
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
以
前
、
雑
談
の
あ
い
ま
に
池
垣
先
生
の
御
専
門
で
あ
る
船
長
の
代

理
権
の
範
囲
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
昨
年
の
秋
、
法
学
部
長
の
任
期
を
終
え
ら
れ
た
の
で
、
先
生
か
ら
更
に
多

く
の
御
教
示
を
得
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
も
は
や
そ
れ
も
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
は
、
本
稿
を
中
間
的
報
告
と
し
て
先
生
の

な
お
、
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
文
献
借
覧
に
つ
い
て
、
伊
藤
昌
司
大
阪
市
立
大
学
助
教
授
と
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課

関
法
第
二
三
巻
第
四
•
五
・
六
合
併
号

（
一
九
七
三
・
九
）

一
八
四
（
五
一
六
）




