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判
　
例
　
研
究

六
六
　
　
（
一
九
七
六
）

〔
商
法
九
七
〕

合
名
会
社
の
社
員
に
対
す
る
代
表
権
お
よ
び

業
務
執
行
権
の
喪
失
宣
告

（
螺
慧
簗
鰯
響
哩
鞭
事
件
）

　
【
判
示
事
項
】

　
合
名
会
社
の
代
表
社
員
お
よ
び
他
の
業
務
執
行
社
員
に
つ
き
商
法
第
八
六
条

第
叫
項
第
五
号
に
該
当
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
し
て
代
表
権
お
よ
び
業
務
執
行

権
の
喪
失
を
宣
告
し
た
事
例

　
【
参
照
条
文
】

　
商
法
第
八
六
条

　
【
事
実
】

　
原
告
X
会
社
は
、
昭
和
一
六
年
三
月
一
七
日
同
族
ら
一
七
名
の
社
員
を
以
て

組
織
設
立
さ
れ
た
合
名
会
社
で
あ
つ
て
、
昭
和
二
八
年
九
月
一
日
被
告
狛
は
代

表
社
員
に
就
任
し
、
そ
の
息
子
の
被
告
L
は
専
務
、
被
告
L
は
部
長
と
し
て
、

右
被
告
ら
三
名
が
会
社
の
代
表
お
よ
び
実
際
の
業
務
執
行
の
実
権
を
握
り
、
そ

の
経
営
の
衝
に
当
つ
て
き
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
六
、
七
年
頃
よ
り
そ
の
経
営
方
針
が
放
漫
乱
雑
に
流

れ
、
そ
の
結
果
、
原
告
X
会
社
は
、
多
額
の
負
債
を
な
し
、
融
通
手
形
を
濫
発

し
、
ま
た
は
融
通
手
形
を
借
り
受
け
現
金
化
し
て
使
用
し
、
被
告
ら
三
名
に
対

す
る
使
途
不
明
の
役
員
仮
払
金
三
〇
〇
〇
万
余
円
を
発
生
せ
し
め
る
な
ど
の
事

実
が
認
め
ら
れ
、
結
局
、
昭
和
四
〇
年
末
を
以
て
事
実
上
休
業
し
破
産
寸
前
の

状
態
に
陥
つ
た
．

　
他
の
社
員
に
お
い
て
、
会
社
負
債
の
整
理
方
法
に
つ
き
被
告
ら
の
善
処
方
を

促
が
し
た
け
れ
ど
も
、
誠
意
あ
る
方
策
を
講
ず
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
、
昭
和

四
一
年
二
月
頃
、
原
告
会
社
と
同
種
の
訴
外
A
株
式
会
社
を
原
告
X
会
社
本
店

所
在
地
に
設
立
し
（
被
告
ら
は
役
員
に
名
を
出
さ
な
い
）
、
不
当
に
も
他
の
社
員
の

同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
原
告
X
会
社
の
商
品
お
よ
び
売
掛
金
債
権
全
部
を
前

記
会
社
に
譲
渡
し
た
．
け
れ
ど
も
、
そ
の
譲
渡
価
格
は
公
認
会
計
士
の
評
価
額

を
か
な
り
下
廻
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
代
金
の
支
払
方
法
ば
漸
次
回
収
次
第
入

金
す
る
と
い
う
極
め
て
緩
漫
な
も
の
で
あ
る
．

　
ま
た
訴
外
B
株
式
会
社
は
被
告
払
、
L
が
そ
の
役
員
と
し
て
経
営
の
実
権
を

握
つ
て
い
る
会
社
で
あ
る
が
、
同
会
社
の
昭
和
四
一
年
四
月
の
決
算
報
告
書
に



は
、
同
会
社
が
原
告
X
会
社
に
対
し
多
額
の
貸
付
金
債
権
を
有
す
る
旨
記
載
さ

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
原
告
会
社
の
帳
簿
上
に
は
い
か
な
る
場
合
に
も
．
右
に

該
当
す
る
借
入
金
債
務
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。

　
さ
ら
に
、
被
告
ら
は
杜
撰
な
会
社
整
理
案
を
作
成
し
、
債
権
者
（
銀
行
方
面
）

に
提
出
し
た
が
、
財
源
の
裏
付
も
不
十
分
で
実
現
性
に
乏
し
い
た
め
、
債
権
者

に
も
う
け
入
れ
ら
れ
な
か
つ
た
。

　
そ
こ
で
、
原
告
X
会
社
は
全
社
員
一
四
名
の
過
半
数
の
決
議
を
以
て
代
表
者

を
選
び
、
被
告
ら
の
代
表
権
お
よ
び
業
務
執
行
権
喪
失
の
宣
告
を
求
め
た
の
が

本
件
で
あ
る
。

　
【
判
旨
】
　
原
告
勝
訴
。

　
本
件
は
認
定
の
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
被
告
ら
が
原
告
会
社
の
業
務
を
執
行
し

ま
た
は
原
告
会
社
を
代
表
す
る
に
当
り
、
原
告
主
張
の
よ
う
に
不
正
な
行
為
を

な
し
た
も
の
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
前
認
定
の
と
お
り
、

被
告
ら
が
専
ら
会
社
経
営
の
実
権
を
握
り
な
が
ら
、
そ
の
経
営
が
放
漫
に
流

れ
、
遂
に
は
、
原
告
会
社
を
事
実
上
倒
産
さ
せ
、
更
に
そ
の
債
務
整
理
に
関
し

て
も
種
々
の
不
手
際
を
な
し
た
こ
と
、
殊
に
経
理
面
が
杜
撰
な
た
め
会
社
の
規

模
に
比
し
て
不
相
応
に
多
額
の
使
途
不
明
金
（
役
員
仮
払
金
）
を
出
し
た
上
、
そ

の
経
理
に
関
し
て
種
々
の
疑
点
を
抱
か
れ
た
ま
ま
現
在
に
至
つ
て
も
そ
の
合
理

的
な
釈
明
を
な
し
得
な
い
こ
と
．
ま
た
早
急
に
そ
の
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
債

務
の
整
理
に
つ
い
て
も
実
現
性
の
な
い
整
理
案
を
作
成
し
、
こ
れ
が
会
社
の
債

権
者
に
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
殆
ど
な
す
と
こ
ろ
な
く
今
日
に
至
り
、
そ
の

遅
延
損
害
金
に
関
す
る
分
の
み
で
も
会
社
に
日
々
相
当
額
の
損
害
を
与
え
て
い

る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
被
告
ら
の
悪
意
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

会
社
の
代
表
社
員
ま
た
は
業
務
執
行
社
員
と
し
て
重
大
な
義
務
違
背
で
あ
る
と

い
う
べ
く
、
し
た
が
つ
て
被
告
ら
の
右
行
為
は
、
商
法
第
八
六
条
第
一
項
第
五

号
所
定
の
「
重
要
ナ
ル
義
務
ヲ
尽
サ
ザ
ル
コ
ト
」
に
該
当
し
、
代
表
権
ま
た
は

業
務
執
行
権
の
喪
失
の
宣
告
の
事
由
と
な
り
得
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。

　
な
お
原
告
は
．
被
告
ら
の
行
為
中
に
は
同
条
第
一
項
第
三
．
第
四
号
．
第
二

項
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
旨
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
条
第
一
項
第

三
、
第
四
号
は
、
業
務
を
執
行
し
あ
る
い
は
会
社
を
代
表
す
る
に
当
り
、
不
正

の
行
為
を
な
し
、
ま
た
は
権
利
な
く
し
て
か
よ
う
な
行
為
を
な
し
た
場
合
を
指

す
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
被
告
ら
に
会
社
財
産
の
横
領
そ
の
他
不
正
行
為
が
あ

つ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
権
利
な
く
し
て
業
務
執
行
ま
た
は
会
社
代
表
の
行
為
を

な
し
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
る
証
拠
は
な
く
、
ま
た
同
条
第
二
項
は
、
業
務
執

行
社
員
ま
た
は
会
社
を
代
表
す
る
社
員
が
精
神
的
ま
た
は
肉
体
的
理
由
に
よ
り

そ
の
任
に
堪
え
な
い
場
合
を
指
称
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
、
被
告
ら
に

か
よ
う
な
事
由
が
あ
る
こ
と
を
認
め
う
る
証
拠
は
な
い
か
ら
、
原
告
の
右
主
張

は
こ
れ
を
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
【
評
釈
】

　
す
で
に
ご
承
知
の
通
り
、
昭
和
一
三
年
法
律
七
二
号
に
よ
る
改
正
前
の
商
法

七
〇
条
は
、
合
名
会
社
の
社
員
を
除
名
し
う
る
場
合
を
規
定
し
て
い
た
が
、
同

年
の
改
正
に
よ
つ
て
社
員
の
除
名
と
並
ん
で
社
員
の
業
務
執
行
権
お
よ
び
代
表

権
の
喪
失
と
い
う
制
度
を
創
設
し
た
．

　
L
か
し
、
い
か
な
る
事
情
に
よ
る
た
め
か
、
実
際
上
こ
の
旧
、
新
両
制
度
は

活
用
さ
れ
る
こ
と
が
極
め
て
少
な
く
、
本
件
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
商
法
八
六
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
（
一
九
七
七
）



　
　
　
判
　
例
　
研
究

一
項
五
号
に
該
当
す
る
か
否
か
を
論
じ
た
裁
判
例
と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
数
件

が
公
表
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
（
欺
撒
馳
瀾
駄
征
76
㎞
即
郷
噺
噸
生
庫
訊
謁
罵
細
墾

咽
拙
醜
男
）
、
し
か
も
そ
れ
は
い
ず
れ
も
旧
制
度
時
代
の
「
除
名
の
適
否
」
が
問

題
と
さ
れ
て
い
る
事
案
で
あ
る
。

　
本
件
で
は
、
新
制
度
に
お
け
る
「
業
務
執
行
権
ま
た
は
代
表
権
喪
失
」
の
是

非
が
争
点
と
な
り
、
本
判
決
は
こ
れ
を
積
極
に
解
す
べ
き
も
の
と
判
断
し
て
い

る
。
恐
ら
く
、
こ
の
点
に
関
し
て
最
初
の
説
示
を
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
み

ら
れ
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
注
目
に
価
す
る
裁
判
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
合
名
会
社
で
は
社
員
間
の
信
頼
関
係
が
重
視
さ
れ
る
か
ら
、
信
頼
関
係
を
そ

こ
な
う
社
員
を
、
強
制
的
に
会
社
か
ら
脱
退
せ
し
め
る
必
要
が
生
ず
る
。
こ
れ

に
応
え
る
の
が
除
名
の
制
度
で
あ
る
。

　
除
名
は
社
員
の
意
思
に
反
し
て
社
員
の
地
位
を
剥
奪
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
除
名
に
値
す
る
事
由
が
な
い
の
に
除
名
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
の
利
益

が
害
さ
れ
る
。
し
か
し
他
に
一
名
の
同
情
者
が
あ
つ
て
も
除
名
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
は
他
の
社
員
の
利
益
が
害
さ
れ
る
の
で
、
除
名
事
由
を
決
定
す
る

と
と
も
に
、
他
の
社
員
の
過
半
数
の
決
議
に
基
づ
き
、
し
か
も
訴
に
よ
つ
て
除

名
を
行
な
う
べ
き
も
の
と
し
た
。
民
法
上
の
組
合
に
お
い
て
は
、
組
合
員
の
除

名
は
正
当
な
事
由
の
あ
る
場
合
に
限
り
、
他
の
組
合
員
の
『
致
を
も
つ
て
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
眠
魅
ハ
八
）
．
ま
た
合
名
会
社
に
お
い
て
は
、
昭
和
一
三
年
改
正

前
の
旧
法
で
は
、
他
の
社
員
の
一
致
を
要
す
る
と
し
た
代
り
に
、
裁
判
所
の
判

決
を
要
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
昭
和
一
三
年
の
改
正
に
当
つ
て
、
旧
法
七
〇
条
が
改
正
さ

れ
た
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
．
人
的
会
社
そ
の
構
成
員
の
数
が
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
（
一
九
七
八
）

加
し
て
構
成
員
相
互
間
の
契
約
的
結
合
が
団
体
の
統
一
性
維
持
の
紐
帯
た
り
え

な
く
な
る
と
、
お
の
ず
か
ら
多
数
決
団
体
に
変
質
し
つ
つ
団
体
組
織
の
厳
格
化

を
は
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
量
的
増
大
は
質
的
変
化
を
も

た
ら
し
て
く
る
。
旧
法
の
規
定
の
ま
ま
で
は
、
濫
用
の
恐
れ
が
あ
り
、
ま
た
法

的
安
定
性
に
欠
け
て
い
た
の
で
、
裁
判
所
の
判
決
を
要
す
る
と
し
、
他
方
、
社

員
の
過
半
数
の
決
議
で
足
る
も
の
と
し
た
．

　
業
務
執
行
権
、
代
表
権
剥
奪
の
制
度
の
趣
旨
は
、
除
名
の
制
度
の
趣
旨
に
準
ず

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
が
異
な
る
．
合
名
会
社
に
お
い
て
は
社
員
資
格

と
機
関
資
格
と
が
一
致
し
て
い
る
、
会
社
機
関
は
同
時
に
社
員
で
あ
り
（
い
わ

ゆ
る
自
己
機
関
）
、
社
員
の
除
名
の
制
度
は
、
社
員
資
格
を
剥
奪
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
業
務
執
行
権
、
代
表
権
を
奪
う
こ
と
は
単
な
る
機
関
資
格
を
奪
う
だ
け

で
あ
る
。

　
現
行
法
の
建
前
か
ら
い
え
ば
、
株
式
会
社
の
取
締
役
は
会
社
の
機
関
で
は
な

く
、
機
関
た
る
取
締
役
会
の
単
な
る
構
成
員
に
過
ぎ
な
い
か
ら
．
取
締
役
単
独

で
は
業
務
執
行
権
を
有
し
な
い
。
ま
た
会
社
を
代
表
す
る
の
は
代
表
取
締
役
で

あ
る
が
、
取
締
役
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
然
に
代
表
取
締
役
た
る
も
の
で
は
な

い
。
選
任
さ
れ
な
け
れ
ぽ
代
表
取
締
役
に
は
な
れ
な
い
．
こ
れ
に
対
し
て
合
名

会
社
に
お
い
て
は
、
社
員
の
業
務
執
行
権
、
代
表
権
は
原
則
と
し
て
社
員
地
位

と
一
致
し
て
い
る
か
ら
、
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
の
様
に
自
由
に
こ
れ
を
解

任
す
る
制
度
を
取
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
商
法
八
六
条
の
規
定

は
、
法
定
の
事
由
が
あ
る
と
ぎ
、
会
社
は
他
の
社
員
の
過
半
数
を
も
つ
て
業
務

執
行
権
、
代
表
権
を
奪
う
こ
と
を
裁
判
所
に
請
求
し
得
る
も
の
と
定
め
た
。

そ
の
権
限
を
奪
う
こ
と
の
是
非
は
裁
判
所
の
職
権
を
以
て
判
定
す
べ
き
所
に
属



す
る
。

　
合
名
会
社
各
社
員
は
、
会
社
の
業
務
執
行
お
よ
び
代
表
権
を
有
す
る
こ
と
は

原
則
で
あ
る
が
、
し
か
し
商
法
七
〇
、
七
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
総
社
員
の
同

意
で
、
特
定
の
社
員
に
限
り
、
業
務
執
行
お
よ
び
代
表
権
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
．
そ
の
結
果
、
他
の
社
員
の
有
す
る
業
務
執
行
お
よ
び
代
表
権
を
喪
失
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
．
言
い
換
え
れ
ば
、
七
〇
、
七
六
条
に
よ
り
社
員
の
業
務
執
行

権
と
代
表
権
を
奪
う
こ
と
の
決
定
は
総
社
員
の
同
意
で
行
な
う
が
、
八
六
条
に

よ
る
場
合
は
、
裁
判
所
の
宣
告
が
必
要
で
あ
る
．
そ
の
差
別
が
あ
る
の
は
、
七

〇
、
七
六
条
の
場
合
に
は
総
社
員
の
同
意
に
従
つ
て
権
限
を
剥
奪
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
一
種
の
権
利
の
自
己
放
棄
と
も
い
え
る
が
、
八
六
条
の
権
利
剥
奪
の

制
度
は
、
社
員
の
意
思
に
反
し
て
そ
の
執
行
権
と
代
表
権
を
剥
奪
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
社
員
の
過
半
数
の
決
議
と
裁
判
所
の
宣
告
と
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を

奪
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
。

　
本
件
は
商
法
八
六
条
一
項
五
号
の
「
其
ノ
他
重
要
ナ
ル
義
務
ヲ
尽
サ
ザ
ル
コ

ト
」
を
適
用
し
た
事
例
で
あ
る
（
贈
雌
蘭
醗
獲
靴
糠
級
雛
虻
一
七
）
．
業
務
執
行
以
外

で
重
要
な
義
務
は
存
し
な
い
か
と
考
え
る
に
、
業
務
執
行
社
員
の
重
要
な
義
務

は
や
は
り
業
務
執
行
の
み
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
帳
簿

の
記
入
等
の
事
実
行
為
も
業
務
執
行
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
五
号
の
義
務

の
中
に
は
同
法
七
五
条
の
社
員
の
自
己
取
引
禁
止
義
務
は
規
定
の
体
裁
か
ら
し

て
当
然
含
ま
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
．

　
業
務
執
行
と
は
会
社
の
目
的
た
る
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
生
ず
る
事
務
を

処
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。
会
社
が
そ
の
目
的
た
る
事
業
を
遂
行
し
て
ゆ
く
た
め

に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
事
務
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
中
に
は
法

判
　
例
　
研
　
究

律
行
為
も
あ
る
し
、
準
法
律
行
為
も
あ
る
し
、
ま
た
事
実
上
の
行
為
も
あ
る
．

ま
た
会
社
の
業
務
の
う
ち
に
は
、
大
小
、
軽
重
、
緩
急
、
常
時
、
臨
時
の
種
々

雑
多
な
事
務
が
包
含
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
目
的
遂
行
の
た
め
に
生
ず
る
あ
ら
ゆ

る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
、
み
な
こ
の
業
務
執
行
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
ま
た
、
同
条
三
号
も
業
務
執
行
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
も
の
と

解
す
れ
ば
、
三
号
と
五
号
は
、
社
員
の
業
務
執
行
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
点

は
同
一
で
あ
る
．
そ
こ
で
、
両
者
の
存
在
意
義
を
考
察
し
て
み
る
と
、
三
号
で

は
「
不
正
」
と
い
う
制
限
が
あ
る
の
に
対
し
、
五
号
は
そ
の
よ
う
な
制
限
は
な

い
か
ら
、
広
義
に
解
釈
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
か
．
こ
こ
で
不
正
行
為
と
は
、

た
と
え
ば
社
員
が
旅
館
業
を
営
む
会
社
に
お
い
て
靖
、
の
旅
館
で
賭
場
を
開
く
と

か
、
物
品
売
買
業
を
営
む
会
社
に
お
い
て
は
法
令
違
反
の
取
引
を
す
る
と
か
、

ま
た
は
会
社
の
金
銭
を
横
領
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
正
の
程

度
に
至
ら
な
い
社
員
の
業
務
執
行
の
態
様
に
関
し
て
五
号
が
適
用
さ
れ
よ
う
。

た
と
え
ば
、
社
員
の
権
限
濫
用
、
社
員
と
し
て
の
管
理
の
失
当
や
任
務
の
怠
慢

等
に
対
し
、
五
号
が
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
．
従
つ
て
、
も
し
業
務
執
行

に
つ
い
て
は
、
三
号
の
み
で
行
く
な
ら
ば
、
不
正
以
外
の
こ
と
で
は
除
名
事
由

に
は
な
ら
な
い
と
の
解
釈
も
成
立
つ
の
で
は
な
い
か
（
織
齪
立
班
脇
蘭
訟
傭
鷺
訪
馳
財

麗
藤
騰
義
憲
碍
辮
潅
）
．

　
そ
こ
で
、
本
件
の
事
実
認
定
か
ら
す
れ
ば
、
不
正
の
業
務
執
行
の
類
に
当
た

る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
解
さ
れ
る
し
、
ま
た
前
記
の
如
く
各
規
定
を
考
え
る

な
ら
ば
、
本
件
は
五
号
の
適
用
に
関
す
る
事
例
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
判
旨

が
五
号
を
適
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
賛
成
す
る
。

　
さ
ら
に
、
同
条
第
二
項
に
つ
い
て
判
旨
は
、
業
務
執
行
社
員
ま
た
は
代
表
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
（
一
九
七
九
）
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員
が
精
神
的
ま
た
は
肉
体
的
理
由
に
よ
り
そ
の
任
に
不
適
任
な
場
合
を
指
称
す

る
も
の
と
説
い
て
い
る
．
判
旨
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
身
上
の
事
由
（
舗
麟

鱗
）
だ
け
を
間
題
と
す
る
根
拠
を
明
白
に
し
て
い
な
い
が
、
　
一
項
の
各
号
の
事

由
と
二
項
の
事
由
は
そ
れ
と
は
全
然
異
な
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
．
す
な
わ
ち
、
二
項
は
昭
和
一
三
年
改
正
に
よ
つ
て
始
め
て
設
け
ら
れ
た
規

定
で
あ
つ
て
、
「
著
シ
ク
不
適
任
ナ
ル
ト
キ
」
は
正
常
な
る
業
務
執
行
を
為
す

べ
き
能
力
を
欠
く
と
い
う
が
、
こ
れ
は
全
く
容
観
的
な
事
由
を
も
根
拠
と
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
一
身
上
の
事
由
の
み
に
限
ら
れ
な
い

（
顯
蛾
耕
帽
難
膜
磁
轄
榔
縢
魚
燃
融
鞭
翻
徽
ト
か
死
麟
瞭
勤
“
騒
駄
融
輪
義
醐
燵
諏
礁
D
撫
硫
敬
意
）
要

す
る
に
、
「
著
シ
ク
不
適
任
ナ
ル
ト
キ
」
と
は
、
会
社
を
代
表
し
、
業
務
を
執

行
す
る
能
力
が
欠
け
る
客
観
的
事
実
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
た
と
え

ば
、
病
気
、
不
在
等
の
事
由
が
存
在
す
る
と
き
は
勿
論
で
あ
る
が
、
会
社
の
事

業
を
遂
行
す
る
能
力
が
な
い
場
合
も
包
含
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
こ
で
、
本
件
の
判
旨
認
定
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
判
旨
の
説
く
一
身
上
の

事
由
は
存
し
な
い
の
は
勿
論
の
こ
と
、
客
観
的
事
由
も
存
し
な
い
こ
と
か
ら
、

判
旨
は
こ
の
点
に
関
し
て
二
項
を
適
用
し
な
い
こ
と
は
正
当
で
あ
る
．

　
な
お
、
判
旨
は
、
原
告
会
社
は
事
実
上
倒
産
し
、
営
業
を
停
止
し
て
い
る
と

し
て
も
、
適
切
な
債
務
整
理
を
行
わ
ず
に
放
置
し
て
お
く
と
、
や
が
て
会
社
が

破
綻
す
る
の
み
で
な
く
他
の
社
員
個
人
に
も
損
害
の
お
よ
ぶ
可
能
性
が
あ
る
と

い
ヶ
意
味
で
、
同
法
八
六
条
一
項
五
号
に
該
当
す
る
社
員
の
会
社
代
表
権
や
業

務
執
行
権
の
喪
失
を
宣
告
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
が
、
賛
成
す
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
黄
清
渓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
（
一
九
八
○
）

　
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
鉛
、
脇
、
脇
が
会
社
経
営
の
実
権
を
握
り
な
が
ら
、

そ
の
経
営
が
放
漫
で
遂
に
X
会
社
を
事
実
上
倒
産
さ
せ
、
更
に
、
そ
の
債
務
整

理
に
関
し
て
も
種
々
の
不
手
際
を
な
し
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
．
こ
れ

ら
の
認
定
さ
れ
た
事
実
に
対
し
て
、
判
決
は
そ
れ
が
被
告
ら
の
悪
意
に
よ
る
も

の
で
な
い
と
し
て
も
、
会
社
の
代
表
社
員
ま
た
は
業
務
執
行
社
員
と
し
て
は
重

大
な
義
務
違
背
が
あ
る
と
し
て
、
商
法
八
六
条
一
項
五
号
を
適
用
し
て
L
、

脇
、
脇
の
代
表
権
ま
た
は
業
務
執
行
権
喪
失
の
宣
告
を
し
て
い
る
。
そ
の
結
論

に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
右
の
認
定
事
実
に
基
く
代
表
権
ま
た
は
業
務
執
行
権
の

喪
失
は
、
判
旨
の
い
う
よ
う
に
八
六
条
一
項
五
号
に
該
当
す
る
た
め
か
、
そ
れ

と
も
同
条
二
項
に
該
当
す
る
た
め
か
が
問
題
と
な
ろ
う
．
そ
こ
で
、
一
項
五
号

の
重
要
な
義
務
を
つ
く
さ
な
い
こ
と
と
い
う
と
ぎ
の
重
要
な
義
務
と
は
何
を
指

す
の
か
、
ま
た
、
昭
和
一
三
年
の
改
正
で
新
設
さ
れ
た
二
項
の
趣
旨
は
ど
こ
に

あ
る
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
八
六
条
一
項
五
号
の
重
要
な
義
務
に
つ
い
て
は
、
業
務
執
行
社
員
が
そ
の
業

務
を
執
行
す
る
義
務
（
腋
七
）
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
故
意
ま
た
は
過
失

に
よ
つ
て
こ
れ
を
執
行
し
な
い
場
合
が
中
心
を
な
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
．
問
題
は
業
務
執
行
社
員
が
会
社
の
業
務
は
執
行
し
た
が
、
善
良
な
管
理
者

と
し
て
の
注
意
義
務
（
樋
訟
ガ
醍
眩
）
に
反
し
た
と
い
う
場
合
に
も
、
同
様
に
直

ち
に
こ
こ
に
含
ま
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
．
判
旨
は
、
そ
れ
が
被
告
ら
の
悪

意
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
と
い
つ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
後
者

の
場
合
を
も
こ
こ
に
含
ま
せ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
．
重
要
な
義
務
の
不
履
行

の
内
容
を
判
旨
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
新
設
さ
れ
た
二
項
の
意
味
を
業
務
執
行

社
員
の
精
神
的
、
肉
体
的
理
由
と
い
う
よ
う
に
限
定
的
に
解
釈
し
な
い
と
、
一



項
五
号
と
二
項
の
規
定
の
内
容
が
重
複
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
．
け
れ
ど
も
、
そ

の
よ
う
な
限
定
的
な
解
釈
を
二
項
か
ら
引
出
す
こ
と
は
難
し
い
．
ま
た
、
昭
和

ニ
ニ
年
改
正
前
の
旧
七
〇
条
（
剛
繭
墾
ハ
）
を
見
る
と
、
重
要
な
義
務
違
背
は
除
名

の
事
由
と
な
つ
て
い
た
。
そ
の
点
か
ら
い
う
と
、
業
務
執
行
義
務
の
不
履
行
の

場
合
と
か
、
履
行
は
あ
つ
た
が
不
履
行
と
同
視
さ
れ
る
場
合
が
こ
れ
に
含
ま
れ

る
の
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
業
務
執
行
に
当
つ
て
の
不
正
行
為
（
帳
鰍
縄
⑳

眺
劇
祉
の
の
腸
蛤
靴
蛉
庶
銅
磁
肋
湯
胎
蔀
）
も
な
く
、
単
に
業
務
の
執
行
が
不
適
当
で
あ
つ

た
と
い
う
場
合
ま
で
を
、
除
名
事
由
に
し
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ

ろ
う
．
も
つ
と
も
、
改
正
後
の
八
六
条
一
項
に
お
い
て
は
除
名
の
ほ
か
に
業
務

執
行
権
ま
た
は
代
表
権
の
喪
失
宣
告
を
も
加
え
て
、
し
か
も
重
要
な
義
務
違
背

は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
か
ら
、
重
要
な
義
務
違
背
が
あ
つ
て
も
直
ち
に
除

名
事
由
に
な
る
と
は
限
ら
な
く
な
つ
た
。

　
八
六
条
一
項
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
社
員
に
不
正
な
行
為
も

な
い
が
業
務
の
執
行
が
不
適
当
で
あ
る
と
か
、
病
気
そ
の
他
で
業
務
執
行
や
会

社
代
表
を
な
さ
し
め
る
の
が
不
適
任
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
こ
れ
に
い
か
に
対

処
す
る
か
が
問
題
と
な
る
．
そ
こ
で
、
昭
和
二
二
年
の
改
正
で
二
項
を
追
加

し
、
右
の
事
由
が
あ
る
と
き
に
一
項
で
定
め
た
と
同
様
の
手
続
で
、
芳
．
の
社
員

の
業
務
執
行
権
ま
た
は
代
表
権
喪
失
の
宣
告
を
請
求
し
う
る
も
の
と
し
た
。
二

項
は
こ
の
よ
う
な
場
合
を
予
想
し
た
規
定
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
除

名
と
い
う
処
分
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
理
由
も
明
ら
か
と
な
ろ
う
．
一
項
と
二

項
と
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
な
が
ら
、
最
初
に
あ
げ
た
認
定
事
実
を
も

う
一
度
ふ
り
返
つ
て
み
る
と
、
L
、
L
、
L
の
な
し
た
業
務
執
行
行
為
は
不
正

行
為
で
あ
つ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
は
放
漫
で
あ
り
か
つ
不
手
際
の
多
い

も
の
と
い
う
の
が
判
旨
の
要
約
で
あ
る
．
そ
の
意
味
で
は
、
む
し
ろ
八
六
条
二

項
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
業
務
執
行
権
ま
た
は
代
表
権
喪
失
を
宣
告
す
る
の

が
妥
当
で
は
な
か
つ
た
か
と
考
え
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
鳥
　
正
夫
）

　
　
　
判
例
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
（
一
九
八
一
）


