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〔
民
法

五
〕
代
理
人
と
し
て
債
権
を
行
使
す
る
も
の
と

民
法
四
七
八
條
揺
選
警
有
（
鍵
簗
噸
識
灘
）

　
〔
判
示
事
項
〕
債
構
者
の
代
理
人
と
し
て
債
権
を
行
使
す
る
者
に
封
す
る
善

意
無
過
失
の
辮
濟
は
、
債
槽
の
準
占
有
者
に
封
す
る
辮
濟
と
し
て
有
効
で
あ

る
。　

〔
参
照
條
交
〕
　
民
法
四
七
八
條
、
四
八
O
條
、
七
〇
九
條

　
〔
事
實
〕
特
殊
鋼
工
具
類
の
製
造
販
費
を
業
と
す
る
X
會
肚
は
Y
局
と
の
間

に
チ
ッ
プ
、
ノ
ズ
ル
、
バ
イ
ト
等
を
一
二
二
萬
二
、
六
〇
〇
圓
で
蓮
合
軍
調
達

物
資
と
し
て
追
濱
兵
器
廠
に
納
入
す
る
契
約
を
結
び
そ
の
納
入
を
完
了
し
た
。

X
會
肚
の
批
員
A
が
Y
局
に
出
頭
し
代
金
支
梯
請
求
書
に
蓮
合
軍
か
ら
の
納
品

完
了
の
書
類
を
そ
え
て
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
Y
局
で
は
受
取
人
を
A
と
す
る
支

携
請
求
受
理
書
を
そ
の
擦
と
と
も
に
作
成
し
、
こ
れ
に
係
官
B
C
D
が
記
名
捺

印
し
、
更
に
C
が
右
受
理
書
と
そ
の
控
と
に
割
印
し
た
の
ち
、
係
官
が
控
を
手

も
と
に
と
ど
め
、
右
受
理
書
を
A
に
交
付
し
た
。
そ
の
後
Y
局
か
ら
支
彿
の
公

示
が
あ
つ
た
の
で
X
會
肚
の
枇
員
E
が
出
頭
し
、
同
會
吐
の
代
金
領
牧
書
に
右

受
理
書
を
そ
え
て
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
・
て
れ
よ
り
以
前
に
F
と
構
す
る
も
の
が

Y
局
出
納
課
に
現
れ
X
會
杜
名
義
の
代
金
領
牧
書
に
儒
造
の
受
理
書
を
そ
え
て

到
　
例
　
礁
　
究

提
出
し
代
金
支
彿
を
求
め
た
の
で
、
支
梯
係
官
は
F
を
X
會
吐
の
た
め
代
金
受

領
の
襟
限
あ
る
も
の
と
認
め
、
小
切
手
を
こ
れ
に
交
付
し
て
す
で
に
代
金
支
梯

を
す
ま
せ
て
い
た
。

　
そ
の
後
裁
到
所
に
明
ら
か
と
な
つ
た
事
實
に
よ
れ
ば
、
F
が
Y
局
に
提
出
し

た
受
理
書
は
A
が
交
付
を
受
け
た
受
理
書
と
は
別
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
Y
局

備
付
け
の
用
紙
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
、
係
官
B
C
G
の
記
名
捺
印
が
あ
り
、
受

取
人
欄
に
は
F
と
記
載
あ
る
ほ
か
、
こ
の
二
つ
の
受
理
書
の
記
載
内
容
が
酷
似

し
て
い
た
。
ま
た
Y
局
に
は
X
會
肚
が
交
付
を
受
け
た
受
理
書
に
符
合
す
る
受

理
書
擦
が
す
り
換
え
ら
れ
て
い
て
、
F
の
提
出
し
た
爲
造
の
受
理
書
に
符
合
す

る
受
理
書
擦
が
保
管
さ
れ
て
い
た
。
な
お
F
の
提
出
し
た
爲
造
の
代
金
領
牧
書

中
の
X
會
枇
お
よ
び
同
會
吐
取
締
役
H
の
印
影
は
、
か
ね
て
Y
局
に
屈
出
濟
み

の
祉
印
お
よ
び
代
表
者
印
の
印
鑑
と
同
一
で
あ
り
、
右
領
牧
書
に
は
F
の
捺
印

が
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
Y
局
に
お
け
る
受
理
書
、
同
控
の
用
紙
、
Y
局
の
聴
印
、
係
官

の
印
、
受
理
書
擦
等
關
係
書
類
の
保
管
は
盗
用
の
恐
れ
が
な
い
ほ
ど
に
は
嚴
重

六
七

（
七
一
一
）



剣
　
例
　
研
　
究

で
な
か
つ
た
こ
と
、
同
局
の
執
務
室
に
は
業
者
の
う
ち
無
漸
で
出
入
り
す
る
も

の
も
少
く
な
く
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
Y
局
に
お
け
る
事
務
取
扱
に
精
通
す
る

も
の
も
あ
つ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
X
會
肚
は
國
を
相
手
と
し
て
前
記
契
約
に
基
く
納

品
代
金
の
支
擁
を
求
め
、
第
二
次
的
請
求
と
し
て
、
國
に
か
か
る
債
務
が
な
い

と
し
て
も
、
Y
局
の
係
官
が
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
X
會
肚
の
右
債
権
を
消

滅
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
係
官
C
G
に
封
L
不
法
行
爲
に
基
く
損
害
賠

償
を
請
求
し
た
。

　
〔
判
旨
〕
　
原
判
決
取
滑
、
X
敗
訴

　
一
　
代
金
支
彿
の
請
求
に
つ
い
て

　
Y
局
の
係
官
が
F
に
代
金
を
支
彿
つ
た
際
、
同
人
が
提
出
し
た
受
理
書
及
び

X
會
肚
名
義
の
領
牧
書
は
形
式
的
に
敏
け
る
こ
と
な
く
、
右
領
牧
書
中
の
會
吐

及
び
取
締
役
名
義
の
印
影
を
X
會
吐
か
ら
屈
出
濟
み
の
印
鑑
と
照
合
し
た
バ
相

違
な
く
、
右
受
理
書
は
Y
局
に
保
管
中
の
控
と
完
全
に
符
合
す
る
と
認
め
た
の

で
F
は
X
會
肚
の
代
理
人
と
し
て
代
金
受
領
の
構
限
あ
る
も
の
と
信
じ
て
支
彿

つ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
信
じ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
は
な
か
つ
た
も
の
と
認
定
す

る
の
が
相
営
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
本
件
物
品
代
金
の
支
彿
は
債
権
の
準
占
有

者
に
封
す
る
善
意
無
過
失
の
辮
濟
と
し
て
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
民
法
第
四
七
八
條
に
い
わ
ゆ
る
債
灌
の
準
占
有
者
と
は
、
自
己
の
た
め
に
す

る
意
思
を
以
て
債
権
を
行
使
す
る
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
が
（
張
鰍
乳
㈹
）
、
本
來

債
灌
者
の
代
理
人
と
し
て
債
権
を
行
使
す
る
も
の
は
、
債
権
者
の
た
め
に
す
る

意
思
を
有
す
る
と
と
も
に
、
代
理
人
と
し
て
債
灌
を
行
使
す
る
こ
と
に
つ
い
て

自
己
の
利
盆
が
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
た
か
も
物
の
管
理
占
有
に
お
け
る

六
八

（
七
一
二
）

と
同
じ
よ
う
に
代
理
人
自
身
の
準
占
有
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
り
、
從
つ
て
債

権
者
の
代
理
人
と
し
て
債
権
を
行
使
す
る
も
の
も
、
同
條
に
い
わ
ゆ
る
債
灌
の

準
占
有
者
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
。
の
み
な
ら
ず
民
法
第
四
七
八
條
の
規
定
の

趣
旨
か
ら
も
、
債
灌
者
の
代
理
人
と
し
て
債
権
を
行
使
す
る
も
の
を
同
條
に
い

わ
ゆ
る
債
灌
の
準
占
有
者
か
ら
除
外
す
べ
き
理
由
が
な
い
。
け
だ
し
同
條
が
債

権
の
準
占
有
者
に
封
す
る
善
意
の
辮
濟
を
有
効
と
し
た
趣
旨
は
、
眞
實
の
債
権

者
で
な
い
も
の
で
も
、
取
引
の
通
念
上
債
槽
を
行
使
す
る
権
限
が
あ
る
と
認
め

る
に
足
り
る
外
観
を
備
え
る
も
の
に
封
し
て
な
さ
れ
た
善
意
の
辮
濟
を
有
効
と

し
て
辮
濟
者
を
保
護
し
、
取
引
の
安
全
と
圓
滑
を
期
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い

か
ら
、
こ
の
場
合
、
債
権
者
本
人
と
し
て
債
権
を
行
使
す
る
も
の
に
封
す
る
辮

濟
と
、
債
椹
者
の
代
理
人
と
し
て
債
穫
を
行
使
す
る
も
の
に
野
す
る
辮
濟
と
に

よ
つ
て
辮
濟
者
の
保
護
を
異
に
す
べ
き
理
由
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
二
　
不
法
行
爲
に
基
く
損
害
賠
償
の
講
求
に
つ
い
て

　
F
が
Y
局
に
提
出
し
た
受
理
書
に
は
受
理
書
獲
行
捲
當
官
と
し
て
C
G
の
記

名
捺
印
が
あ
る
が
、
右
受
理
書
は
同
人
等
が
作
成
し
ま
た
は
記
名
捺
印
し
た
も

の
で
な
く
他
の
何
人
か
に
よ
つ
て
爲
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
黙
で

は
同
人
等
に
不
法
行
爲
は
存
在
し
な
い
。

　
Y
局
に
お
け
る
重
要
書
類
等
の
保
管
が
必
ず
し
も
萬
全
で
な
か
つ
た
こ
と

は
、
何
人
か
が
受
理
書
、
同
控
、
代
金
領
牧
書
を
爲
造
し
受
理
書
控
を
す
り
換

え
、
F
が
爲
造
に
か
か
る
右
受
理
書
及
び
代
金
領
牧
書
を
提
出
し
て
本
件
物
品

代
金
を
受
取
つ
た
こ
と
に
よ
る
X
會
枇
の
右
債
穫
潰
滅
と
の
間
に
相
當
因
果
關

係
が
な
い
と
認
め
る
べ
き
で
、
こ
の
黙
で
も
、
Y
局
の
係
官
に
つ
い
て
の
不
法

行
爲
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
。



　
〔
評
繹
〕
　
到
旨
に
反
封
す
る
。

　
本
到
決
は
代
理
入
と
し
て
支
沸
を
求
め
た
者
に
債
櫨
の
準
占
有
者
と
し
て
の
地
位
を
認
め
、
ま
た
　
濟
者
が
請
求
者
に
　
濟
受
領
の
椹
限
あ
り

と
信
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
無
過
失
た
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
黙
で
、
代
理
人
が
準
占
有
者
た
る
こ
と
を
否
定
し
た
昭
和
一
〇
年
八
月
八
日

の
大
審
院
裂
（
騒
さ
、
妻
者
無
失
の
有
無
商
わ
ず
与
る
歪
五
年
五
旦
吾
の
大
饒
鍵
（
践
讃
）
に
翌
す
篭
の
と

し
て
、
注
目
に
慣
す
る
。
そ
し
て
本
到
旨
は
近
時
學
読
の
多
く
支
持
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
記
昭
和
一
〇
年
の
鋼
決
を
批
到
し
て

穂
積
博
士
は
、
本
人
と
信
ぜ
ら
れ
る
者
に
封
す
る
辮
濟
は
有
効
だ
が
、
代
理
人
と
信
ぜ
ら
れ
る
者
に
劃
す
る
　
濟
は
然
ら
ず
と
い
う
の
は
常
識
に

反
す
る
と
さ
れ
、
物
の
占
有
に
つ
い
て
代
理
占
有
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
穫
利
の
占
有
に
つ
い
て
も
代
理
占
有
が
あ
る
と
し
て
到
旨
に
反
封
さ
れ

る
（
欄
製
譲
鍾
．
萎
博
士
高
蓮
由
か
ら
代
理
人
と
稽
て
受
領
し
た
場
合
轟
薯
榛
護
さ
れ
る
義
か
れ
、
ま
た
占
有
者
の
制

度
福
あ
取
引
に
つ
婁
の
塞
を
保
護
す
る
製
で
あ
る
か
ら
妻
蒼
無
饗
を
必
要
与
る
と
さ
れ
る
（
耀
篠
晶
謂
鑑
難
⑳

頑
謹
龍
誌
矯
麹
．
髪
婁
醜
お
淵
羅
謹
処
肇
鱗
戴
漿
、
蜀
嶺
七
繍
）
．
本
劃
旨
纏
來
の
こ
の
吉
寛
解
憲
建

承
糧
し
て
い
る
も
の
で
、
納
品
受
理
書
と
そ
の
控
と
が
（
こ
れ
ら
は
と
も
に
億
造
）
形
式
的
に
一
致
し
、
さ
ら
に
巧
妙
に
儒
造
さ
れ
た
代
金
領
牧
書

が
存
在
す
る
と
い
う
事
情
が
債
権
の
準
占
有
と
い
5
外
観
を
形
成
し
、
か
か
る
外
観
を
信
頼
し
た
無
過
失
の
　
濟
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
。

　
な
お
剣
旨
で
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
事
案
で
は
請
求
者
が
儒
造
の
領
牧
書
（
極
め
て
巧
妙
に
傭
造
さ
れ
警
観
磨
の
技
官
か
八
O
倍
な
い
し

一
〇
〇
倍
の
顯
微
鏡
を
用
い
て
登
見
さ
れ
た
程
度
の
も
の
）
を
　
濟
者
に
提
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
受
取
誰
書
持
参
人
に
封
す
る
　
濟
に
關
す
る
民

法
四
八
○
條
の
適
用
が
問
題
と
な
る
（
本
條
に
つ
い
て
眞
實
の
債
椹
者
の
保
護
と
舞
濟
者
の
保
護
と
の
調
和
か
ら
受
取
誰
書
は
眞
正
な
も
の
た
る
こ
と
を
要
件
と

す
る
の
が
通
説
、
判
例
で
あ
る
が
1
我
妻
、
一
四
四
頁
、
鳩
山
、
日
本
債
椹
法
総
論
四
〇
二
頁
、
石
田
、
債
椹
総
論
講
義
二
七
九
頁
、
大
判
、
明
治
四
一
年
一
月
三

日
、
新
聞
四
七
九
號
八
頁
、
大
到
大
正
三
年
一
二
月
二
六
目
、
民
録
一
二
〇
一
頁
ー
取
引
の
安
全
を
は
か
る
と
す
る
本
條
の
趣
旨
よ
り
し
て
傭
造
が
巧
妙
で
あ
る
か
、

そ
の
他
の
事
情
か
ら
辮
濟
者
が
相
手
に
受
領
灌
限
あ
り
と
認
め
た
こ
と
が
無
理
か
ら
ぬ
場
合
は
本
條
の
適
用
あ
り
と
す
る
有
力
な
反
封
説
が
あ
る
。
小
池
、
債
椹
法
総

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
　
（
七
一
三
）



　
　
　
剣
例
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
（
七
一
四
）

論
二
七
四
頁
、
末
弘
、
債
穫
総
論
二
三
〇
頁
）
。
到
旨
が
こ
れ
に
ふ
れ
て
い
な
い
の
は
、
本
件
で
の
　
濟
が
民
法
四
七
八
條
に
よ
り
す
で
に
有
効
な
以

上
問
題
と
す
る
必
要
を
認
め
な
か
つ
た
の
か
、
あ
る
い
は
民
法
四
八
O
條
は
眞
正
な
受
取
誰
書
に
限
つ
て
適
用
さ
れ
る
と
の
前
提
か
ら
本
件
に
つ

い
て
そ
の
適
用
を
否
定
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
民
法
四
七
八
條
と
四
八
O
條
と
の
關
係
を
如
何
に
理
解
す
る
か
は
、
債
権
準
占
有
を

理
論
づ
け
る
う
え
に
重
大
な
ポ
イ
ソ
ト
を
な
す
も
の
と
老
え
る
。

　
本
件
の
よ
う
な
支
沸
請
求
者
を
民
法
四
七
八
條
に
い
わ
ゆ
る
債
権
の
準
占
有
者
と
見
る
こ
と
に
私
は
疑
問
を
持
つ
。
そ
の
理
由
は
占
有
の
一
般

理
論
か
ら
こ
の
よ
う
な
者
に
準
占
有
の
成
立
す
る
鯨
地
の
な
い
こ
と
、
本
條
の
立
法
趣
旨
、
他
の
善
意
第
三
者
保
護
の
諸
規
定
と
く
に
表
見
代
理

に
關
す
る
規
定
と
の
均
衡
に
求
め
ら
れ
る
。

　
わ
が
民
法
は
債
穂
の
準
占
有
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
黙
は
民
法
二
〇
五
條
の
一
般
原
則
か
ら
考
え
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
同
條
は
準
占
有
の
成
立
に
つ
い
て
心
素
と
し
て
「
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
」
と
饅
素
と
し
て
「
財
産
椹
の
行
使
」
を
あ

げ
て
い
る
。
本
件
に
債
椹
の
代
理
占
有
を
認
め
る
到
旨
は
全
く
占
有
理
論
を
無
覗
し
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
理
占
有
は
賃
貸
、

寄
託
等
の
た
め
に
物
を
引
渡
し
た
場
合
の
よ
う
に
本
人
と
直
接
占
有
者
と
の
間
に
一
定
の
事
實
的
支
配
關
係
あ
る
を
必
要
と
し
（
直
接
占
有
者
に
本

人
の
た
め
に
す
る
意
思
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
本
人
に
代
理
に
よ
つ
て
占
有
を
取
得
す
る
意
思
は
要
し
な
い
と
す
る
説
が
多
い
が
1
我
妻
一
一
三
二
頁
、
鳩
山
、

民
法
碑
究
－
一
〇
九
頁
ー
末
川
博
士
は
爾
方
の
意
思
を
必
要
と
さ
れ
る
。
末
川
代
理
占
有
論
、
民
法
上
の
諸
問
題
一
一
四
頁
）
物
が
侵
奪
さ
れ
た
場
合
に
は
代

理
占
有
の
成
立
を
認
め
る
蝕
地
が
な
い
の
で
あ
つ
て
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
請
求
者
が
一
方
的
に
代
理
入
た
る
こ
と
を
構
し
て
も
、
本
人
と
自

稻
代
理
人
と
の
間
に
事
實
的
支
配
關
係
は
存
在
せ
ず
、
こ
こ
に
債
穫
の
代
理
占
有
を
認
め
る
こ
と
が
出
來
な
い
か
ら
で
あ
る
（
來
栖
、
債
椹
の
準
占

有
と
免
責
謹
券
、
民
商
法
雑
誌
三
三
巻
四
號
六
頁
）
。
そ
れ
で
は
、
か
か
る
事
例
に
お
い
て
は
、
請
求
者
自
身
に
債
権
の
直
接
な
準
占
有
を
認
め
る
こ
と

は
で
き
る
か
否
か
問
題
と
な
る
。
心
素
た
る
「
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
」
に
つ
い
て
、
民
法
四
七
八
條
は
同
一
九
二
條
と
同
じ
く
專
ら
準
占
有

と
い
う
客
観
的
外
形
を
信
頼
し
た
第
三
者
を
保
護
す
る
規
定
だ
か
ら
本
條
の
要
件
と
し
て
は
辮
濟
者
よ
り
見
て
肚
會
一
般
の
取
引
観
念
上
債
穫
を



有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
外
観
の
み
で
足
り
る
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
（
杉
之
原
、
判
例
民
事
法
昭
和
二
年
度
三
〇
六
頁
）
、
心
素
の
有
無
は
問
瞬
と

な
ら
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
も
心
素
を
要
求
す
る
通
読
に
從
う
も
、
請
求
者
が
代
理
人
と
し
て
請
求
し
て
い
る
以
上
、
代
理
占
有
に
い
わ
ゆ
る
代

理
人
自
身
に
つ
い
て
通
常
認
め
ら
れ
る
程
度
の
「
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
」
の
存
在
は
肯
定
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
占
有
の
艦
素
に
封
鷹
す

る
椹
利
の
行
使
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
の
黙
は
は
な
は
だ
疑
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
民
法
四
七
八
條
は
善
民
法
財
産
取
得
篇
四
五
七

條
「
眞
ノ
債
槽
者
二
非
サ
ル
モ
債
椹
ヲ
占
有
セ
ル
者
二
爲
シ
タ
ル
　
濟
ハ
債
務
者
ノ
善
意
二
出
テ
タ
ル
ト
キ
ハ
有
効
ナ
リ
」
「
表
見
ナ
ル
相
績
人

其
他
ノ
包
括
承
縫
人
記
名
債
権
ノ
表
見
ナ
ル
譲
受
人
及
ヒ
無
記
名
謹
券
ノ
占
有
者
ハ
之
ヲ
債
櫃
ノ
占
有
者
ト
看
倣
ス
」
を
う
け
つ
い
だ
も
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
眞
正
の
債
権
者
の
債
権
に
つ
い
て
表
見
の
債
樺
者
が
一
定
の
事
實
的
支
配
關
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
豫
定
せ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
つ
て
、
そ
し
て
こ
う
理
解
す
る
こ
と
が
占
有
一
般
の
理
論
と
も
調
和
す
る
。
占
有
穫
に
お
け
る
物
の
所
持
と
は
、
眞
正
な
物
に
封
す
る
事

實
的
支
配
で
あ
り
、
物
を
所
持
す
る
よ
う
な
外
観
が
あ
つ
て
も
現
實
に
そ
の
物
が
存
在
し
な
け
れ
ば
占
有
樺
と
し
て
の
効
果
は
生
じ
な
い
。
い
か

に
請
求
者
が
債
椹
者
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
ま
た
は
　
濟
受
領
の
椹
限
あ
る
よ
う
に
装
つ
て
も
、
眞
正
の
債
構
に
饗
し
て
何
ら
か
の
事
實
的
連
結

を
歓
く
以
上
は
こ
れ
を
債
権
の
準
占
有
者
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
。
外
観
は
第
三
者
保
護
の
た
め
に
貧
重
さ
る
べ
き
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
し
か
も
そ
の
外
観
が
眞
正
の
債
椹
と
の
事
實
的
關
係
に
よ
つ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
の
は
眞
實
の
債
椹
者
を
犠

牲
と
す
る
上
で
最
少
限
度
の
要
請
で
あ
ろ
う
（
民
法
二
〇
條
の
表
見
代
理
の
規
定
に
關
聯
し
て
、
剣
例
は
「
椹
限
ア
リ
ト
信
ズ
ベ
キ
正
當
ノ
理
由
ト
ハ
、
客
観

的
二
観
察
シ
第
三
者
ヲ
シ
テ
代
理
椹
ア
リ
ト
信
ゼ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
事
情
ニ
シ
テ
、
其
事
情
ノ
存
在
ガ
本
人
ノ
作
爲
若
ク
ハ
不
作
爲
二
出
ヅ
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ
」
1
大
民

判
大
正
三
・
一
〇
・
二
九
、
民
録
八
四
六
頁
ー
と
し
て
そ
の
後
も
こ
の
立
場
を
一
貫
し
く
來
た
が
昭
和
二
八
・
一
二
・
三
最
高
裁
判
決
、
判
例
時
報
一
七
號
二
二
頁

で
そ
の
主
張
を
改
め
「
民
法
第
一
一
〇
條
に
い
わ
ゆ
る
代
理
灌
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
當
の
理
由
は
必
ず
し
も
常
に
本
人
の
作
爲
ま
た
は
不
作
爲
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ

と
を
要
し
な
い
」
と
説
く
に
至
つ
た
。
改
説
の
當
否
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
）
。
本
件
の
よ
う
に
債
権
者
た
る
外
観
が
全
く
一
方
的
に
請
求
者
に
よ
つ
て
作

ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
準
占
有
は
そ
の
艦
素
を
敏
い
て
成
立
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る
辮
濟
受
領
者
の
槽
限
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
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事
例
に
つ
い
て
は
民
法
四
八
O
條
も
し
く
は
表
見
代
理
の
間
題
と
し
て
扱
う
の
が
民
法
典
の
構
成
に
適
合
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
到
旨
の
論
理

は
占
有
理
論
に
衝
突
し
、
民
法
四
八
○
條
を
無
意
味
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
表
見
代
理
に
お
げ
る
外
観
尊
重
の
限
界
と
も
均
衡
を
失
す
る
結
果

と
な
ろ
う
。

　
さ
ら
に
本
件
で
は
辮
濟
者
側
で
の
關
係
重
要
書
類
等
の
管
理
不
充
分
が
民
法
四
七
八
條
に
つ
い
て
　
濟
者
の
過
失
に
當
ら
な
い
と
到
旨
す
る

が
、
疑
問
で
あ
る
。
係
官
の
不
法
行
爲
成
立
の
問
題
に
關
し
て
は
、
不
法
行
爲
の
要
件
と
し
て
の
過
失
は
、
他
人
の
槽
利
侵
害
に
つ
い
て
の
過
失

す
な
わ
ち
本
件
で
は
眞
正
の
債
槽
者
の
債
槽
消
滅
に
つ
い
て
の
過
失
な
の
だ
か
ら
、
辮
濟
者
側
の
管
理
不
充
分
は
債
槽
浩
滅
と
の
間
に
相
當
因
果

關
係
を
敏
き
民
法
七
〇
九
條
の
過
失
た
り
得
な
い
と
す
る
到
旨
は
正
し
い
。
し
か
し
同
一
の
事
實
が
民
法
四
七
八
條
に
つ
い
て
過
失
た
り
得
な
い

と
は
一
概
に
断
定
で
き
な
い
。
本
條
が
　
濟
者
の
立
場
か
ら
準
占
有
者
に
封
す
る
　
濟
を
有
効
と
し
て
い
る
規
定
た
る
以
上
、
準
占
有
の
存
否
は

　
濟
時
を
標
準
と
し
て
決
定
さ
れ
、
　
濟
者
の
善
意
無
過
失
も
そ
の
時
黙
で
間
題
と
さ
れ
る
の
が
原
則
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
件
に
お
け
る
よ

う
に
重
要
書
類
の
管
理
不
充
分
と
い
う
よ
う
な
辮
濟
時
以
前
の
辮
濟
者
側
の
事
情
が
請
求
者
の
外
観
を
形
成
す
る
一
原
因
を
な
し
て
い
る
場
合

は
、
た
と
え
　
濟
時
に
取
引
上
一
般
の
注
意
を
梯
つ
た
と
し
て
も
な
お
こ
れ
を
そ
の
善
意
た
る
こ
と
に
つ
い
て
無
過
失
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
の
勲
で
、
本
件
に
つ
い
て
か
り
に
民
法
四
七
八
條
の
適
用
を
認
め
る
と
し
て
も
、
過
失
の
認
定
を
　
濟
當
時
の
事
情
に
の
み
か

か
ら
せ
て
い
る
到
旨
は
、
な
お
検
討
の
盤
地
を
残
し
て
い
る
。
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