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代
理
の

制
度
と

効
果
転
帰

林
　
脇
　
ト

シ

子

ヤニ三四

は
じ
め
に

効
果
転
帰
を
生
ぜ
し
め
る
行
為

代
理
と
私
的
虜
治

法
定
代
理
と
任
意
代
理

　
こ
れ
ま
で
代
理
に
つ
い
て
の
議
論
ば
、
民
法
の
規
定
を
基
礎
に
し
て
、
も
つ
ば
ら
そ
の
技
術
的
な
側
面
に
眼
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、

民
法
九
九
条
以
下
の
い
わ
ゆ
る
直
接
代
理
ー
ー
こ
れ
の
み
が
代
理
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
ー
に
お
い
て
行
為
者
と
効
果
帰
属
者
と
が
分

離
し
て
い
る
点
が
強
調
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
代
理
の
効
力
の
発
生
の
基
礎
を
代
理
人
の
代
理
行
為
に
求
め
、
行
為
の
観
点
か
ら
は
、
効
力
要
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
マ

と
し
て
抽
象
化
さ
れ
，
た
代
理
権
に
考
慮
が
払
わ
れ
な
い
た
め
、
行
為
者
鷲
代
理
人
と
効
果
帰
属
者
鵠
本
人
と
が
分
離
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の

観
点
か
ら
行
為
者
と
効
果
帰
属
者
の
分
離
し
な
い
い
わ
ゆ
る
闘
接
代
理
は
代
理
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
行
為
者
と
効
果
帰
属
者
の
分

　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
（
八
九
五
）



　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
（
八
九
六
）

離
（
局
3
目
店
三
美
竃
瞬
）
と
い
つ
て
も
、
こ
れ
を
広
い
意
味
で
ー
！
他
人
の
行
為
に
よ
つ
て
終
局
的
に
本
人
の
権
利
圏
内
に
効
果
が
及
ぶ
と
ー
捉

え
れ
ば
、
間
接
代
理
も
や
は
り
男
3
ヨ
鳥
慧
鼻
量
磯
の
場
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
単
に
男
器
ヨ
“
三
鱒
彗
騎
と
い

う
だ
け
で
は
代
理
の
特
質
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
宰
o
目
α
＆
築
…
磯
と
い
う
言
葉
に
特
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
附
着
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
代
理
に
限
ら
ず
従
来
の
法
体
系
な
ら
び
に
現
行
法
上
認
め
ら
れ
る
広
い

意
味
で
の
｛
3
彰
α
慧
美
窪
階
国
窪
階
ぎ
を
挙
げ
、
そ
の
中
で
代
理
の
特
質
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
代
理
の
制
度
の
技

術
的
な
側
面
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
代
理
の
制
度
を
生
み
出
し
た
必
要
に
眼
を
向
け
、
仮
り
に
そ
れ
が
悶
器
3
α
三
鼻
暮
磯
を
認
め
る
こ

と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
同
様
な
い
し
類
似
の
必
要
に
基
く
他
の
ヰ
o
琴
幽
三
蒔
窪
畠
寓
鎧
驚
ぎ
と
の
関
連
で
、
代
理
が
ど
の
よ
う
に

し
て
可
能
と
な
つ
た
の
か
ー
男
冨
目
ユ
＆
鼻
暮
磯
は
近
代
法
の
拠
つ
て
立
つ
個
人
主
義
の
基
盤
か
ら
は
当
然
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
効
果
を
持
つ
こ
と
の
根
拠
が
問
わ
れ
る
L
そ
の
根
拠
の
下
で
、
代
理
が
他
の
制
度
と
は
異
つ
て
い
か
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を

理
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
始
め
て
代
理
の
制
度
の
意
味
、
限
界
が
明
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
小
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
図
の
下
に
、
他
人
の
行
為
に
よ
つ
て
終
局
的
に
は
本
人
の
権
利
圏
内
に
効
果
を
及
ぽ
す
必
要
を
中
心
に
、
ま

ず
、
広
く
h
器
ヨ
島
証
芽
窪
号
鵠
塁
分
ぎ
を
検
討
し
、
次
に
、
そ
の
中
で
現
行
法
上
代
理
が
制
度
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て

可
能
で
あ
つ
た
の
か
、
特
に
私
的
自
治
と
の
関
連
で
こ
れ
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
二
つ
の
考
察
を
基
礎
に
し
て
、
代
理
が
他
の
同
様
の
必
要
か

ら
生
ま
れ
た
制
度
に
対
し
て
い
か
な
る
特
徽
を
持
つ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
代
理
の
構
成
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
他
日
論
ず

る
こ
と
に
し
た
い
。

　
（
1
）
痴
脇
・
代
理
理
論
に
お
け
る
本
人
行
為
説
と
代
理
人
行
為
説
の
も
つ
意
味
・
法
学
研
究
四
五
巻
二
号
（
昭
四
七
・
二
）
、
特
に
二
参
照
・



二

　
1
　
ま
ず
、
法
律
事
実
の
い
か
な
る
分
野
で
讐
0
3
α
＆
鼻
窪
審
＝
き
留
ぎ
が
問
題
に
な
る
か
を
検
討
す
る
。

　
ω
事
件
　
　
事
件
は
人
の
精
神
作
用
を
要
し
な
い
法
律
事
実
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
行
為
そ
の
も
の
、
し
た
が
つ
て
ぼ
o
暑
島
三
葵
魯
階

国
帥
区
o
置
も
問
題
に
な
ら
な
い
。

③
内
部
的
容
態
　
　
他
人
に
効
果
の
及
ぶ
行
為
に
関
連
し
て
、
或
る
事
実
の
知
、
不
知
、
内
心
的
意
欲
の
存
否
等
、
人
の
内
部
的
容
態
が
間
わ

れ
る
と
き
、
行
為
者
の
そ
れ
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
（
民
一
〇
一
1
。
以
下
、
特
に
表
示
の
な
い
場
合
は
民
法
の
条
文
を
指
す
）
。
し
か
し
、
内
部

的
容
態
は
独
立
し
て
法
律
要
件
と
は
な
ら
ず
、
他
の
法
律
事
実
に
お
い
て
埣
o
ヨ
畠
三
詩
窪
留
国
睾
留
置
・
が
問
題
と
な
る
と
き
に
、
そ
れ
と
の

関
連
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

　
③
不
法
行
為
　
　
不
法
行
為
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
効
果
を
欲
し
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
法
上
の
効
果
が
発
生
す
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ

は
行
為
者
自
身
に
発
生
す
る
。
こ
の
意
味
で
埣
o
ヨ
α
三
詩
臼
留
＝
砦
畠
冒
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
も
つ
と
も
、
こ
こ
で
何
故
行
為
者
自
身
に

効
果
が
発
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
行
為
者
と
は
い
か
な
る
者
か
を
め
ぐ
つ
て
論
議
の
余
地
は
あ
ろ
う
。
行
為
者
自
身
に
効
果
が
発
生
す

る
点
は
、
行
為
者
を
一
般
に
は
他
人
の
道
具
と
は
考
え
な
い
か
ら
、
行
為
し
た
以
上
は
（
判
断
能
力
を
欠
く
場
合
は
別
と
し
て
）
余
人
で
は
な
く
行

為
者
が
法
の
評
価
で
あ
る
効
果
を
受
け
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
行
為
者
は
誰
か
の
問
題
を
め
ぐ
つ
て
ハ
た
と
え
ば
七
一
九
条

二
項
は
他
人
の
不
法
行
為
の
教
唆
に
つ
い
て
、
教
唆
者
は
直
接
損
害
を
惹
き
起
す
行
為
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
教
唆
し
た
こ
と
に
よ
つ

て
そ
の
相
手
方
が
不
法
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
教
唆
し
た
こ
と
の
責
任
に
つ
い
て
共
同
不
法
行
為
者
と
看
敬
し
て
お
り
、
こ
れ
は
自
己
の
行
為

に
基
く
責
任
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
七
一
四
条
、
七
一
五
条
の
規
定
す
る
責
任
無
能
力
者
の
監
督
者
の
責
任
、
使
用
者
の
責
任
は
、
他
人
の
不

法
行
為
を
も
と
に
し
て
監
督
者
、
使
用
者
が
効
果
を
受
け
る
の
で
あ
る
か
ら
男
器
§
島
三
築
彗
磯
に
関
す
る
場
合
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ

　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
（
八
九
七
）



　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
（
八
九
八
）

る
。
沿
革
的
に
ば
、
ゲ
ル
マ
ン
法
上
、
他
人
の
行
為
に
対
す
る
責
任
も
広
く
承
認
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
立
場
は
、
今
日
で
も
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
残

つ
て
い
る
が
（
＝
二
八
四
条
。
但
し
、
贈
九
三
七
年
四
月
五
日
法
同
条
七
項
で
免
責
を
認
め
る
）
、
ド
イ
ッ
民
法
は
、
上
述
の
個
人
主
義
的
賠
償
理
論
の
下

に
、
監
督
義
務
者
、
使
用
者
が
監
督
義
務
、
選
任
、
指
揮
上
の
義
務
を
怠
ら
な
か
つ
た
こ
と
の
証
明
に
よ
り
責
任
を
免
れ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
他
人
の
行
為
を
与
件
と
し
な
が
ら
、
監
督
義
務
、
選
任
、
指
揮
上
の
義
務
を
怠
つ
た
と
い
う
自
己
の
行
為
に
基
く
責
任
と
い
う
観
点
か
ら
規

定
し
て
い
る
（
ム
一
三
．
八
三
一
条
）
。
日
本
民
法
も
こ
の
立
場
を
受
け
継
い
で
い
る
。

　
④
非
表
現
行
為
　
占
有
代
理
人
に
よ
る
占
有
権
の
取
得
（
一
八
7
一
八
二
∬
二
八
三
二
八
四
）
、
先
占
（
二
三
九
）
、
拾
得
（
二
四
〇
）
、
発

　
　
び

見
（
二
四
一
）
、
加
工
（
二
四
六
董
但
・
π
）
、
事
務
管
理
（
六
九
七
以
下
）
等
。
こ
の
分
野
で
、
た
と
え
ば
、
使
用
人
が
主
人
の
た
め
に
物
を
加
工

し
、
そ
の
結
果
主
人
が
物
の
所
有
権
を
取
得
す
る
と
い
う
男
器
8
島
三
芽
…
僑
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
効
果
は
、
使
用
人
の
行
為
の

み
に
基
く
も
の
で
は
な
く
、
使
用
人
の
行
為
の
結
果
が
主
人
に
帰
属
す
る
と
さ
れ
る
法
律
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
に
基
い
て
発
生
す
る
。
ま
た
、

事
務
管
理
に
お
い
て
は
、
義
務
な
く
し
て
為
す
他
人
の
事
務
の
管
理
か
ら
本
人
の
生
活
圏
内
に
一
定
の
結
果
が
及
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
事
務
管
理
は

一
種
の
智
o
ヨ
畠
鼠
蒔
窪
倉
出
碧
留
冒
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
は
、
①
管
理
者
の
事
実
上
の
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
た
本
人
の

生
活
圏
内
で
の
事
実
上
の
変
化
に
つ
い
て
は
本
人
は
こ
れ
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。
②
管
理
者
の
為
す
新
た
な
債
権
債
務
を
発
生
さ
せ
る
法
律
行

為
に
よ
つ
て
、
当
然
に
本
人
に
債
権
債
務
が
帰
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
管
理
者
と
本
人
と
の
間
に
終
局
的
に
は
本
人
に
効
果
が
及
ぶ

こ
と
に
な
る
債
権
債
務
の
発
生
を
認
め
て
い
る
（
七
〇
一
条
、
七
〇
二
条
二
項
で
委
任
の
規
定
〔
六
四
五
i
六
四
七
・
六
五
〇
∬
〕
を
準
用
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
管
理
者
は
取
得
し
た
権
利
を
本
人
に
移
転
す
る
こ
と
を
要
し
、
負
担
し
た
債
務
を
本
人
に
弁
済
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
③
管
理
者
が
本
人
の
財
産

の
処
分
行
為
を
行
つ
た
と
き
、
処
分
の
効
果
は
当
然
に
本
人
に
発
生
す
る
か
。
こ
れ
は
、
法
が
事
務
管
理
を
法
上
の
制
度
と
し
て
認
め
た
と
き
に

ど
れ
だ
け
の
効
果
を
予
定
し
た
か
の
問
題
で
あ
る
。
法
は
、
他
人
の
事
務
に
関
与
す
る
こ
と
を
少
く
と
も
す
べ
て
無
用
の
こ
と
と
し
て
違
法
視
す

る
こ
と
は
し
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
本
人
は
事
務
管
理
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
は
委
託
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
た
と
え
ば
費
用
を
償
還
し
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
と
い
う
債
務
を
負
う
が
（
七
〇
二
）
、
そ
の
よ
う
な
債
務
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
法
は
事
務
管
理
の
権
限
と
い
つ
た
も
の
を
管
理
者
に

　
　
　
（
1
）

予
定
し
た
か
。
こ
れ
を
予
定
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
他
に
処
分
の
権
限
が
な
い
限
り
（
或
絃
後
に
追
認
が
な
さ
れ
な
い
限
り
）
、
管
理
者
の
行
為
に

よ
り
当
然
に
本
人
に
処
分
の
効
果
が
生
ず
る
こ
と
は
な
い
。

　
⑤
非
法
律
行
為
的
表
現
行
為
　
　
こ
の
分
野
に
分
類
さ
れ
る
中
で
も
、
感
情
表
示
に
つ
い
て
は
合
理
的
な
思
考
に
基
く
も
の
と
し
て
の
代
替
可

能
性
が
な
い
か
ら
、
そ
の
表
示
か
ら
生
ず
る
効
果
は
行
為
者
そ
の
人
に
の
み
帰
属
す
る
の
で
あ
り
、
悶
器
営
画
三
涛
蔭
凝
は
持
た
な
い
。
こ
れ
に

対
し
、
観
念
通
知
、
意
思
通
知
に
お
い
て
は
他
人
の
行
為
の
結
果
が
本
人
へ
及
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
⑤
意
思
表
示
　
　
上
出
の
観
念
通
知
、
意
思
通
知
と
、
こ
の
意
思
表
示
を
含
め
て
、
合
理
的
な
思
考
を
基
礎
に
す
る
表
現
行
為
は
、
或
る
人
の

た
め
に
代
つ
て
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
悔
3
昌
畠
慧
鼻
§
磯
を
持
ち
う
る
。
し
た
が
つ
て
、
意
思
表
示
と
い
つ
て
も
、
必
ず
し
も
合
理

的
な
思
考
の
結
果
と
し
て
の
み
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
婚
姻
そ
の
他
身
分
上
の
行
為
に
つ
い
て
嫁
（
さ
ら
に
形
式
的
要
件
の
問
題
も
加
わ
つ
て
）
、

男
3
目
島
（
マ
習
‘
躍
の
可
能
性
ば
な
い
。

　
以
上
、
い
く
つ
か
の
例
に
み
た
よ
う
に
、
讐
ω
讐
畠
＆
島
3
驚
鵠
塁
留
竃
は
、
こ
れ
を
広
い
意
味
で
ー
そ
の
効
果
が
行
為
者
の
意
思
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

連
す
る
と
い
う
点
を
間
わ
ず
に
1
把
握
す
れ
ば
、
意
思
表
示
を
中
心
と
す
る
表
現
行
為
に
限
ら
ず
、
事
実
的
な
非
表
現
行
為
に
お
い
て
も
存
在

し
、
さ
ら
に
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
男
3
旨
島
豊
鼻
琶
磯
は
か
つ
て
認
め
ら
れ
、
現
在
で
も
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
表
現
行
為
を

除
い
て
は
、
行
為
者
の
意
思
な
い
し
行
為
に
効
果
転
帰
の
原
動
力
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
効
果
転
帰
の
与
件
に
過
ぎ
ず
、
行
為
者
と
本
人

と
の
間
の
法
律
関
係
ま
た
は
事
実
関
係
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
点
に
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
の
評
価
に
よ
る
宰
o
ヨ
鳥
三
葵
G
躍
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
衷
現
行
為
に
お
い
て
は
、
人
の
意
思
に
よ
る
男
器
暮
岱
蕊
詩
茸
磯
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、

そ
れ
を
い
か
な
る
範
囲
で
認
め
る
か
の
価
値
判
断
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
本
人
の
決
定
に
基
い
て
他
人
が
菱
現
行
為
を
行
う
だ
け

か
、
決
定
自
身
も
池
人
が
行
い
う
る
の
か
、
或
は
そ
れ
が
全
く
本
人
の
関
与
な
し
に
行
わ
れ
う
る
の
か
な
ど
、
特
に
こ
こ
で
、
代
理
と
他
の

　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宏
　
　
　
（
八
九
九
）



　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
　
（
九
〇
〇
）

ぼo

ヨ
傷
（
蹄
犀
o
昌
号
属
角
昌
幕
ぎ
と
の
比
較
が
問
題
に
な
る
。

　
2
　
次
に
、
1
で
最
後
に
述
べ
た
観
点
か
ら
、
個
々
の
h
器
ヨ
畠
三
鼻
o
区
o
鵠
彗
牙
置
の
形
式
の
中
で
、
行
為
者
は
い
か
に
行
為
し
、
効
果

は
い
か
な
る
径
路
で
本
人
に
帰
属
す
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
ω
直
接
代
理
（
以
下
、
単
に
代
理
と
い
う
）
と
問
接
代
理
　
　
代
理
に
お
い
て
は
、
代
理
人
に
よ
り
為
さ
れ
或
は
受
け
ら
れ
た
意
思
表
示
を
要
素

と
す
る
法
律
行
為
の
効
果
が
、
直
接
、
本
人
の
権
利
圏
内
に
発
生
し
、
代
理
人
の
権
利
圏
内
に
は
接
触
を
生
じ
な
い
。
要
件
と
し
て
、
代
理
人
或

は
相
手
方
は
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
し
て
行
為
す
る
こ
と
を
要
し
、
そ
の
効
果
発
生
の
た
め
に
は
代
理
権
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
九
九
）
。
問
接
代
理
に
お
い
て
は
、
間
接
代
理
人
に
よ
つ
て
自
己
の
名
で
為
さ
れ
た
法
律
行
為
の
効
果
が
ま
ず
間
接
代
理
人
の
権
利
圏
内
に
発
生

し
、
同
時
に
、
間
接
代
理
人
と
本
人
と
の
間
に
為
さ
れ
て
い
る
合
意
等
の
内
部
関
係
に
基
い
て
、
問
接
代
理
人
は
そ
の
法
律
行
為
に
よ
つ
て
取
得

し
た
も
の
を
本
人
に
移
転
す
る
義
務
を
負
担
し
、
か
つ
こ
の
行
為
に
よ
つ
て
負
担
し
た
債
務
を
本
人
に
引
き
受
け
さ
せ
て
免
責
を
受
け
さ
せ
る
権

利
を
取
得
す
る
（
間
接
代
理
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
問
屋
に
つ
い
て
、
商
五
五
一
以
下
）
。
第
二
段
の
法
律
行
為
と
し
て
、
間
接
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

人
と
本
人
と
の
間
で
、
物
の
引
渡
、
債
権
譲
渡
、
債
務
引
受
等
が
為
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
終
局
的
に
本
人
の
権
利
圏
内
に
変
動
が
生
じ
る
。

　
代
理
な
ら
び
に
間
接
代
理
に
お
け
る
本
人
の
利
益
状
態
を
考
え
る
と
、
い
ず
れ
も
終
局
的
に
は
本
人
に
効
果
の
帰
属
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ

る
が
、
代
理
で
は
本
人
の
僑
用
に
基
い
て
代
理
人
が
行
為
で
き
る
の
に
対
し
、
問
接
代
理
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
値
人
（
間
接
代
理
人
）
の
信
用
を

　
（
5
）

利
用
し
、
或
は
そ
の
行
為
に
つ
き
本
人
が
名
を
顕
わ
し
た
く
な
い
と
き
、
ま
た
本
人
が
事
情
に
よ
り
代
理
権
を
授
与
で
き
な
い
と
き
に
も
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

方
法
を
と
り
う
る
。
代
理
も
間
接
代
理
も
、
意
思
表
示
な
い
し
法
律
行
為
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
非
表
現
行
為
に
つ
い
て
は
、
代
理
、
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

接
代
理
と
も
に
問
題
に
な
ら
ず
、
観
念
通
知
、
意
思
通
知
に
つ
い
て
は
、
代
理
の
規
定
が
類
推
さ
れ
る
と
す
る
の
が
多
数
の
見
解
で
あ
る
。

　
③
使
者
　
　
使
者
と
は
、
本
人
が
そ
の
意
思
表
示
を
第
三
者
に
伝
達
さ
せ
、
或
は
第
三
者
か
ら
意
思
表
示
を
受
け
さ
せ
る
た
め
に
他
人
を
使
用

す
る
場
合
、
そ
の
使
用
さ
れ
る
他
人
が
使
者
で
あ
る
。
代
理
人
と
使
者
と
の
差
に
つ
い
て
、
使
者
と
は
極
端
に
特
定
づ
け
ら
れ
た
代
理
権
を
有
す



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
代
理
人
で
あ
り
、
代
理
人
は
そ
の
裁
量
の
余
地
を
多
分
に
有
す
る
使
者
で
あ
る
と
し
て
、
程
度
の
差
と
す
る
見
解
も
あ
つ
た
が
、
現
在
、
－
制
度

と
し
て
は
、
代
理
は
外
部
的
に
相
手
方
に
対
す
る
関
係
で
は
代
理
人
が
意
思
決
定
し
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

し
、
使
者
の
為
す
意
思
表
示
は
本
人
の
意
思
表
示
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
差
異
が
あ
る
。
代
理
に
お
い
て
は
代
理
権
の
存
在
が
効
力
要
件

で
あ
る
が
、
使
者
の
地
位
は
使
者
に
対
す
る
本
人
の
委
託
に
基
く
。
使
者
は
意
思
表
示
の
伝
達
に
限
ら
ず
表
現
行
為
で
あ
る
他
の
意
思
通
知
、
観

念
通
知
に
も
同
様
に
用
い
ら
れ
る
し
、
ま
た
身
分
上
の
意
思
表
示
も
使
者
に
よ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
使
者
が
本
人
自
身
の
表
現
行
為

の
一
つ
の
方
法
と
し
て
使
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
n
）

　
③
代
表
機
関
　
　
法
人
の
代
表
機
関
は
法
人
の
名
で
行
為
し
、
効
果
は
法
人
に
帰
属
す
る
。
こ
の
形
か
ら
し
て
民
法
の
規
定
は
法
人
の
代
表
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

関
に
つ
い
て
『
代
理
人
』
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
場
合
が
あ
り
（
四
四
。
五
四
条
、
五
七
条
で
は
『
代
理
権
』
。
但
し
、
匠
三
条
本
文
で
は
『
代
表
ス
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

規
定
し
て
い
る
）
、
学
説
の
中
に
電
代
表
機
関
を
本
人
分
代
理
人
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
数
の
見
解
は
こ
れ
を
法
人
を
代
表
す
る
も
の

と
理
解
す
る
。
擬
制
法
人
の
場
合
を
除
い
て
、
法
人
は
一
定
の
組
織
を
持
つ
て
法
人
自
身
が
活
動
す
る
点
に
着
目
し
て
権
利
能
力
を
与
え
ら
れ
た

　
　
　
（
1
3
）

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
機
関
の
活
動
は
本
人
で
あ
る
法
人
そ
の
も
の
の
活
動
と
し
て
構
成
さ
れ
、
こ
の
意
味
で
機
関
の
活
動
は
法
人
に
と

つ
て
謹
o
ヨ
ユ
＆
芽
9
留
国
馨
審
冒
に
当
ら
な
い
。
こ
の
点
で
代
理
と
異
る
。
た
だ
、
そ
の
組
織
が
法
人
か
ら
独
立
の
自
然
人
に
よ
つ
て
構
成

さ
れ
る
点
で
、
行
為
の
形
式
に
お
い
て
代
理
の
構
成
が
類
推
さ
れ
る
。

　
④
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
　
　
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
自
己
の
名
で
結
ぶ
契
約
に
よ
る
法
律
関
係
が
行
為

者
の
問
に
成
立
す
る
点
で
、
行
為
者
が
本
人
の
名
で
行
う
法
律
行
為
よ
り
生
ず
る
関
係
が
本
人
と
の
間
で
成
立
す
る
代
理
と
区
別
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
形
式
的
に
み
れ
ば
、
代
理
に
お
い
て
代
理
人
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
法
律
行
為
の
す
べ
て
の
効
果
は
本
人
に
発
生
す
る
の
に
反
し
、
第
三
者
の

た
め
に
す
る
契
約
に
あ
つ
て
は
契
約
よ
り
生
ず
る
特
定
の
権
利
の
み
が
第
三
者
に
帰
属
し
、
そ
の
他
の
権
利
お
よ
び
義
務
は
す
べ
て
行
為
者
脈
契

約
締
結
者
の
権
利
圏
内
臓
発
生
す
る
（
五
三
七
1
、
商
六
四
七
等
）
。
代
理
に
お
い
て
は
代
理
権
の
存
在
が
効
力
要
件
で
あ
る
が
、
第
三
者
の
た
め
に

　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
（
九
〇
一
）



　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
　
（
九
〇
二
）

す
る
契
約
に
お
い
て
は
第
三
者
の
権
利
の
発
生
を
第
三
者
の
債
務
者
に
対
し
て
為
す
受
益
の
意
思
表
示
に
か
け
る
場
合
（
五
三
七
E
）
と
そ
の
よ

う
な
受
益
の
意
思
表
示
を
要
せ
ず
第
三
者
の
権
利
は
当
然
発
生
す
る
と
す
る
場
合
（
信
託
七
本
、
商
六
四
八
・
六
七
五
－
本
）
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

　
⑤
授
権
（
響
ぢ
警
げ
鶴
磐
凝
）
な
ら
び
に
追
完
（
燐
o
讐
巴
。
器
。
講
）
　
　
わ
が
民
法
に
は
規
定
が
な
い
が
、
・
ド
イ
ッ
民
法
一
八
五
条
の
規
定
に
な

ら
つ
て
、
わ
が
民
法
上
も
授
権
な
い
し
追
完
の
観
念
に
よ
つ
て
説
明
す
る
こ
と
の
妥
当
な
場
合
を
見
出
す
見
解
が
あ
る
。
主
と
し
て
判
決
例
を
中

心
に
閥
題
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
次
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。

ω
非
権
利
者
の
処
分
行
為
と
権
利
者
に
よ
る
追
認
の
禦
註
記
の
判
決
①
は
康
審
判
決
が
事
例
無
権
代
理
霧
合
で
窪
い
か
ら
追
認

に
よ
つ
て
遡
及
効
は
生
じ
な
い
（
＝
三
．
＝
六
参
照
）
と
し
た
の
に
対
し
、
無
権
代
理
の
追
認
を
拡
張
し
て
遡
及
効
を
認
め
た
。
そ
の
根
拠

は
、
追
認
す
る
本
人
の
意
思
に
よ
れ
ば
追
認
の
対
象
と
な
る
処
分
行
為
を
始
め
か
ら
有
効
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
当
事
者
の
意

思
の
ま
ま
に
遡
及
効
を
認
め
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
判
決
の
評
釈
お
よ
び
同
様
に
二
六
条
の
類
推
に
よ
り
追
認
の
遡
及
効
を
認
め
る
註
記
の

判
決
②
に
つ
い
て
の
評
釈
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
ド
イ
ツ
民
法
一
八
五
条
二
項
一
文
の
追
完
の
場
合
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
（
追

完説

）
。
す
な
わ
ち
、
追
認
の
遡
及
効
を
形
式
的
に
は
無
権
代
理
の
追
認
の
類
推
に
求
め
る
が
、
こ
の
場
合
と
無
権
代
理
と
の
共
通
性
を
処
分
権
能

の
欠
如
に
求
め
、
こ
の
場
合
の
処
分
行
為
は
行
為
者
が
目
的
物
に
つ
き
処
分
権
を
持
た
な
い
た
め
に
無
効
で
あ
り
、
権
利
者
の
追
認
は
処
分
権
能

の
実
現
を
行
為
者
に
委
ね
る
こ
と
で
、
そ
の
結
果
、
処
分
権
を
欠
い
て
い
た
行
為
は
処
分
権
を
備
え
る
こ
と
に
な
つ
て
有
効
と
な
る
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
》

　
⑥
無
権
代
理
人
の
本
人
相
続
の
場
合
　
註
記
の
い
ず
れ
も
結
果
的
に
無
権
代
理
行
為
を
有
効
と
す
る
判
決
例
に
つ
い
で
、
学
説
は
そ
の
根
拠
づ

け
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
本
人
と
無
権
代
理
人
の
資
格
が
同
、
一
人
に
帰
す
る
か
ら
、
本
人
が
自
ら
法
律
行
為
を
為
し
た
の
と
同
様
の
法
律
上
の
地

位
を
生
ず
る
点
に
求
め
（
資
格
融
合
説
）
、
或
は
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
こ
と
に
よ
り
本
人
と
し
て
追
認
拒
絶
す
る
の
は
信
義
則
に
反
す

る
点
に
求
め
て
（
信
義
説
）
、
無
権
代
理
行
為
を
或
は
当
然
有
効
と
し
或
は
追
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
結
果
有
効
と
な
る
と
す
る
。
こ
れ

と
並
ん
で
、
行
為
者
は
事
後
的
に
目
的
物
に
つ
い
て
の
処
分
権
を
取
得
す
る
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ッ
民
法
一
八
五
条
二
項
二
文
と
同
様
の
と
こ
ろ
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ル
マ

有
効
性
の
根
拠
を
求
め
る
も
の
が
あ
る
（
追
完
説
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

　
＠
本
人
に
よ
る
無
権
代
理
人
の
相
続
の
場
合
　
⑥
の
場
合
と
同
様
に
資
格
融
合
説
に
よ
れ
ば
有
効
性
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
が
、
信
義
説
で
は
、

無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
異
つ
て
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
追
認
拒
絶
が
直
ち
に
信
義
則
に
反
す
る
と
は

い
え
な
い
と
さ
れ
、
し
た
が
つ
て
有
効
性
は
直
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
。
註
記
の
判
決
①
は
、
原
審
が
無
権
代
理
行
為
は
有
効
と
な
る
と
す
る

の
に
対
し
、
本
人
の
追
認
拒
絶
は
信
義
に
反
し
な
い
か
ら
無
権
代
理
行
為
は
相
続
に
よ
り
直
ち
に
有
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
破
棄
差
戻

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
註
記
の
判
決
②
は
、
無
権
代
理
人
の
為
し
た
連
帯
保
証
契
約
に
つ
き
、
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
本
人
は
無
権
代
理
行
為

の
追
認
を
拒
絶
で
き
る
地
位
に
あ
つ
た
こ
と
を
理
由
に
無
権
代
理
人
の
負
う
損
害
賠
償
債
務
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
抽
）

　
④
非
権
利
者
の
処
分
行
為
の
後
に
権
利
者
が
処
分
行
為
者
を
相
続
し
た
場
合
　
ド
イ
ッ
民
法
一
八
五
条
二
項
三
文
の
場
合
に
該
る
。
註
記
の
判

決
①
は
、
原
審
が
非
権
利
者
の
処
分
行
為
に
つ
き
行
為
者
を
相
続
し
た
権
利
者
が
所
有
権
移
転
の
意
思
表
示
を
し
な
い
限
り
相
手
方
は
所
有
権
を

取
得
で
き
な
い
と
判
示
し
た
の
に
対
し
、
処
分
行
為
者
の
相
続
人
で
あ
る
権
利
者
は
、
相
続
に
ょ
り
処
分
行
為
者
の
移
転
義
務
を
継
承
し
、
か
つ

本
来
そ
の
物
の
所
有
権
を
有
す
る
か
ら
、
そ
の
物
は
何
ら
の
意
思
表
示
を
要
せ
ず
相
手
方
の
所
有
に
移
転
す
る
と
し
た
。
同
じ
く
②
は
、
売
主
お

よ
び
事
後
に
そ
の
相
続
人
と
な
つ
た
者
の
共
有
不
動
産
が
売
買
の
目
的
と
さ
れ
た
場
合
に
、
相
続
人
は
売
買
契
約
成
立
当
時
こ
の
不
動
産
に
持
分

を
有
し
て
い
た
か
ら
と
い
つ
て
そ
の
持
分
に
つ
い
て
も
売
主
の
義
務
の
履
行
を
拒
み
え
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
③
は
、
相
続
人
と
な
つ
た

権
利
者
は
、
売
主
の
義
務
を
承
継
し
て
も
、
相
続
前
と
同
様
そ
の
権
利
の
移
転
に
つ
き
諾
否
の
自
由
を
保
有
し
、
信
義
則
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑳
）

る
よ
う
な
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
売
主
と
し
て
の
履
行
義
務
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
て
い
る
。

　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
授
権
な
い
し
追
完
理
論
に
お
い
て
は
、
処
分
の
効
果
だ
け
が
直
接
本
人
既
所
有
者
か
ら
相
手
方
に
生
じ
、
行
為
か
ら
生
ず
る

債
権
債
務
の
関
係
は
処
分
行
為
者
と
相
手
方
と
の
間
に
生
ず
る
（
こ
の
点
で
相
手
方
に
は
何
ら
不
利
益
は
生
じ
な
い
）
の
が
本
来
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ド

イ
ッ
民
法
の
処
分
の
授
権
（
〈
R
旨
讐
茜
総
馨
警
叢
健
凝
）
（
ド
民
一
八
五
1
）
、
追
完
（
同
■
）
の
場
合
は
と
も
に
、
処
分
の
効
果
を
生
ず
る
原
因

　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
（
九
〇
三
）



　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
（
九
〇
四
）

関
係
は
常
に
相
手
方
と
処
分
行
為
者
と
の
間
に
成
立
し
、
物
の
所
有
者
は
こ
れ
と
無
関
係
で
あ
つ
て
、
た
だ
処
分
行
為
者
の
出
捕
の
有
効
要
件
と

し
て
こ
れ
に
同
意
を
与
え
、
或
は
処
分
行
為
者
に
よ
る
処
分
権
の
事
後
的
な
取
得
が
処
分
の
有
効
要
件
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
で
、
授
権

な
い
し
追
完
と
代
理
と
は
異
る
。
そ
こ
で
、
非
権
利
者
の
処
分
行
為
の
追
完
ば
か
り
で
な
く
、
無
権
代
理
行
為
が
有
効
と
な
る
か
の
問
題
を
含
む

上
出
の
ω
～
④
の
場
合
に
、
わ
が
民
法
上
こ
の
追
完
理
論
を
と
る
立
場
に
よ
つ
て
も
、
ω
の
追
認
以
外
の
事
由
に
よ
る
場
合
は
、
常
に
無
制
限
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

つ
自
動
的
に
追
完
さ
れ
る
の
で
は
不
都
合
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
す
る
が
共
同
相
続
の
場
合
、

無
権
代
理
人
が
無
能
力
者
で
あ
つ
た
り
、
相
手
方
が
代
理
権
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
悪
意
或
は
有
過
失
で
み
る
た
め
、
無
権
代
理
人
の
責
任
を
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勉
）

い
え
な
い
場
合
（
顔
一
七
裂
）
等
で
あ
る
。
さ
ら
硯
　
一
般
に
授
権
な
い
し
追
完
に
つ
い
て
、
処
分
授
権
な
い
し
処
分
行
為
の
追
完
に
限
ら
れ
る

か
、
債
務
負
担
授
権
な
い
し
債
務
行
為
の
追
完
も
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ッ
に
お
い
て
も
議
論
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
相
手
方
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
23
）

つ
い
て
不
利
に
な
ら
な
い
か
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。

　
⑤
指
図
』
（
争
昌
蓄
ぎ
彪
）
　
民
法
は
四
六
九
条
以
下
に
指
図
債
権
に
関
し
て
規
定
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
民
法
上
の
指
図
債
権
を
表
彰
す
る
指

図
証
券
は
特
定
の
者
ま
た
は
そ
の
被
指
図
人
を
権
利
者
と
す
る
旨
（
指
図
文
句
〉
が
証
券
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
で
あ
る
。
こ
の
場
合

の
指
図
は
、
権
利
者
の
確
定
に
つ
い
て
の
方
法
、
つ
ま
り
、
証
券
の
振
出
行
為
に
関
係
な
く
、
成
立
し
た
証
券
上
の
債
権
を
被
指
図
人
に
譲
渡
す

る
こ
と
が
可
能
で
、
譲
渡
（
の
対
抗
）
に
特
別
の
通
知
を
要
し
な
い
（
指
名
債
権
に
つ
い
て
の
四
六
七
条
に
対
し
、
四
六
九
条
参
照
）
と
す
る
も
の
で

（盤）

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
指
図
と
い
う
法
律
用
語
で
『
金
銭
、
有
価
証
券
ま
た
は
そ
の
他
の
代
替
物
を
第
三
者
に
給
付
す
べ
き
こ
と
を
他
人
（
被
指

図
人
）
に
指
図
す
る
証
書
を
第
三
者
に
交
付
し
た
る
者
あ
る
と
き
は
、
そ
の
第
三
者
（
指
図
受
取
人
）
は
自
己
の
名
を
も
つ
て
被
指
図
人
よ
り
給
付

を
受
領
す
る
権
限
を
有
す
る
。
被
指
図
人
は
指
図
人
の
計
算
に
お
い
て
指
図
受
取
人
に
給
付
を
な
す
権
限
を
有
す
る
』
場
合
を
示
す
こ
と
が
あ
る

（
ド
民
七
八
三
以
下
）
。
わ
が
民
法
上
こ
の
よ
う
な
規
定
は
な
い
が
、
制
度
上
、
為
替
手
形
お
よ
び
小
切
手
の
振
出
行
為
の
本
質
は
指
図
で
あ
る
と
す

る
の
が
通
例
で
あ
る
。
左
図
の
例
で
、
B
が
C
に
給
付
す
る
と
A
の
権
利
圏
内
に
影
響
が
及
ぶ
（
A
は
B
に
対
し
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
等
）



振出人
Il　　指図

指図人　　　→　　　被指図人

　　指図受取人

思
に
は
よ
り
え
な
い
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

を
自
己
の
名
で
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、

他
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、

律
行
為
の
取
消
を
自
己
の
名
で
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、

つ
て
法
律
行
為
の
取
消
権
と
い
う
形
成
権
能
が
法
律
行
為
の
当
事
者
以
外
の
者
に
与
え
ら
れ
、

右
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
と
に
よ
つ
て
本
人
の
債
務
の
消
滅
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
は
債
務
者
の
意
思
に
反
し
て
も
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
七
四
－
但
・
騒
）
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
第
三
者
の
法
的
地
位
（
そ
の
利
益
保
護
）
に
着
目
し
て
、
法
が
或
る
場
合
は
本
人
に
属
す
る
権
能
の
行
使
を
第
三
者
に

認
め
、
或
る
場
合
は
本
人
と
並
ん
で
第
三
者
に
本
人
の
法
律
関
係
に
対
す
る
形
成
権
能
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
人
の
法
律
関
係
に
第

　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
（
九
〇
五
）

が
、
B
が
C
に
給
付
を
す
る
か
否
か
は
指
図
と
は
別
間
題
で
あ
る
。
A
、
C
問
で
は
証
書
交
付
に
際
し
て
C
は
B

か
ら
自
己
の
名
で
受
領
し
そ
れ
を
自
己
の
も
の
と
し
て
よ
い
と
い
う
合
意
が
為
さ
れ
て
い
る
（
A
、
C
間
の
新
規
の

権
利
設
定
、
或
は
既
存
の
権
利
消
滅
等
の
合
意
）
。
通
説
は
、
こ
の
関
係
を
、
指
図
人
と
被
指
図
人
間
の
支
払
授
権
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
郷
）

指
図
人
と
指
図
受
取
人
間
の
受
領
授
権
の
二
重
の
法
律
関
係
が
あ
る
と
す
る
（
二
重
授
権
説
）
。

　
ω
直
接
、
法
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
ヰ
o
目
α
毛
旦
冨
且
o
＝
塁
8
ぎ
の
例
と
し
て
、
債
権
者
代
位
（
四

二
三
）
、
債
権
者
取
消
（
四
二
四
）
、
第
三
者
の
弁
済
（
四
七
四
）
が
あ
る
。
上
述
の
①
、
②
お
よ
び
ω
か
ら
⑥
ま
で

は
、
そ
の
権
利
圏
内
に
変
動
を
受
け
る
者
の
意
思
が
関
係
す
る
（
目
的
で
あ
る
権
利
の
取
得
に
よ
る
追
完
の
場
合
に
一

部
間
題
か
残
る
）
場
合
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
ω
は
直
接
、
法
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
、
変
動
を
受
け
る
者
の
意

　
　
　
　
　
　
　
四
二
三
条
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
は
自
己
の
債
権
を
保
全
す
る
た
め
そ
の
債
務
者
に
属
す
る
権
利

　
　
　
　
そ
の
結
果
債
務
者
の
権
利
に
変
動
を
生
ず
る
。
法
に
よ
つ
て
或
る
人
に
属
す
る
権
利
の
行
使
の
権
限
が

　
　
　
　
　
　
　
四
二
四
条
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
は
債
務
者
が
そ
の
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
つ
て
為
し
た
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
の
結
果
債
務
者
の
為
し
た
法
律
行
為
は
無
効
と
な
る
。
こ
れ
は
、
法
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
よ
つ
て
当
事
者
の
法
律
行
為
の
効
力
が
左

　
　
四
七
四
条
に
よ
れ
ば
、
債
務
の
弁
済
は
第
三
者
が
為
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
第
三
者
が
弁
済
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
効
果
は
当
事
者
が
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
発
生
し
な
い
が
、
利



　
　
　
代
理
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制
度
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効
果
転
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一
二
　
　
　
（
九
〇
六
）

三
者
は
絶
対
に
関
与
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
法
が
本
人
お
素
び
第
三
者
の
利
益
状
態
を
考
慮
し
た
上
で
、
第
三
者
に
本
人
の
法
律
関
係

に
関
与
す
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
法
の
規
定
な
し
に
は
、
本
人
の
意
思
に
広

ら
ず
に
第
三
者
が
本
人
の
法
律
関
係
に
関
与
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
、
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
法
定
的
に
次
の
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
先
に
本
人
の
委
託
に
基
く
受
領
便
者
を
挙
げ
た
が
（
前
出
、
使

者
参
照
）
、
こ
れ
に
対
し
、
本
人
の
委
託
な
し
に
そ
の
者
の
受
領
が
本
人
へ
の
到
達
と
み
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
意
思
表
示
そ
の
他
の
表
現
行
為
が

信
書
の
形
で
、
或
は
口
頭
で
為
さ
れ
る
場
合
に
、
本
人
の
住
居
も
し
く
は
そ
の
近
辺
に
お
い
て
同
居
の
親
族
や
家
事
使
用
人
に
そ
れ
が
渡
さ
れ
、

或
は
告
げ
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
者
が
事
実
上
そ
れ
を
本
人
の
た
め
に
受
領
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
う
る
能
力
を
有
す
る
限
り
、
本
人

へ
の
到
達
が
あ
つ
た
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
人
の
郵
便
受
函
に
投
入
さ
れ
た
の
と
同
じ
程
度
の
本
人
の
了
知
可
能
性
が
生
じ
た
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

て
、
同
居
の
親
族
、
家
事
使
用
人
の
受
領
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
履
行
補
助
者
　
　
債
権
は
債
務
者
の
給
付
を
目
的
と
す
る
が
、
必
ず
し
も
債
務
者
自
身
が
行
為
し
な
け
れ
ば
目
的
を
達
し
え
な
い
と
い
う
も
の

で
は
な
く
（
こ
れ
を
禁
止
す
る
場
合
・
∴
〇
四
ニ
ハ
ニ
五
厩
・
六
五
八
1
．
一
〇
一
六
1
）
、
給
付
が
為
さ
れ
た
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
れ
ば
よ
い
場
合
が

多
い
ー
そ
こ
で
、
債
務
者
自
身
が
し
な
い
限
り
債
務
の
本
旨
に
適
し
た
給
付
を
為
し
え
な
い
場
合
を
除
い
て
、
債
務
者
は
履
行
補
助
者
の
行
為
に
よ

つ
て
債
務
を
免
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
そ
の
反
面
、
履
行
補
助
者
の
故
意
、
過
失
鳳
債
務
老
の
故
意
、
過
失
と
同
視
さ
れ
る
。
商
五
六
〇
・
露
七
七
・
孟
九
〇
．

七
六
六
・
五
九
二
・
六
一
七
等
）
。

　
⑧
撤
回
で
ぎ
な
い
代
理
権
・
ド
イ
ツ
民
法
一
六
八
条
に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
一
般
に
本
人
の
利
益
に
向
け
ら
れ
た
代
理
権
－
始
め

代
理
権
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
成
立
し
た
ー
は
、
本
人
に
よ
つ
て
自
由
に
撤
回
さ
れ
う
る
の
に
対
し
て
、
代
理
権
の
不
撤
回
性
は
、
代
理

人
が
本
人
の
意
思
に
反
し
て
も
自
己
の
意
思
に
し
た
が
つ
て
法
律
行
為
の
規
制
の
面
で
固
有
の
地
位
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い

て
、
不
動
産
の
転
売
の
場
合
に
（
A
↓
B
↓
C
）
、
中
間
の
費
用
（
物
権
行
為
と
し
で
の
登
記
の
）
を
避
け
る
た
め
、
B
は
A
の
代
理
人
と
し
て
C
に



売
る
形
を
と
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
B
は
A
か
ら
不
動
産
処
分
の
た
め
の
撤
回
で
き
な
い
代
理
権
を
得
る
（
A
は
こ
れ
に
ょ
2
、
B
に
自
ら
履
行
を
実
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
27
）

す
る
力
を
与
え
る
）
、
或
は
債
権
取
立
の
た
め
の
撤
回
で
き
な
い
代
理
権
が
与
え
ら
れ
る
（
債
務
者
A
が
債
権
者
B
に
対
し
て
第
三
債
務
者
C
に
対
す
る
債

権
取
立
の
代
理
権
を
B
の
債
権
の
担
保
の
た
め
に
或
は
A
の
債
務
の
履
行
の
た
め
に
与
え
る
場
合
、
債
権
者
ホ
代
理
人
に
弁
済
を
実
現
す
る
固
有
の
力
を
得
さ
せ

る
意
味
を
持
つ
）
場
合
が
あ
る
。
本
人
の
利
益
に
向
け
ら
れ
た
代
理
で
は
代
理
人
は
本
人
の
意
思
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
後
に
述
べ
る
よ
う
に
私

的
自
治
の
原
理
に
基
く
法
秩
序
に
お
い
て
、
本
人
に
対
し
代
理
人
の
独
自
の
地
位
を
認
め
な
い
）
、
こ
の
意
味
で
代
理
権
は
本
人
に
よ
り
自
由
に
撤
回
さ
れ
う

る
。
し
か
し
、
代
理
の
法
的
構
成
は
、
そ
の
原
初
的
な
内
容
と
異
つ
て
、
代
理
人
の
利
益
の
実
現
の
た
め
に
も
ま
た
利
用
さ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う

な
内
容
を
持
つ
た
代
理
権
が
法
的
に
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
実
定
法
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
代
理
人
の
利
益
の
た
め
の
代
理
権
に
と
つ
て
、

代
理
権
が
そ
の
意
義
を
果
た
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
不
撤
回
性
の
要
請
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
撤
回
で
き
な
い
代
理
権
授
与
は
撤
回
可
能
な
代

理
権
授
与
に
対
し
て
『
後
か
ら
形
成
さ
れ
た
法
律
行
為
』
で
あ
お
。
撤
回
で
き
な
い
代
理
権
は
、
代
理
人
に
独
自
の
力
を
与
え
る
が
、
代
理
人
が

本
人
に
対
し
そ
の
行
為
の
実
行
を
請
求
で
き
る
場
合
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
的
自
治
の
原
理
の
下
に
お
い
て
も
、
代
理
人
が
自
身
で
、
本
人
の
意
思

に
反
し
て
、
本
人
が
撤
回
で
き
な
い
代
理
権
の
授
与
に
よ
つ
て
開
始
し
た
そ
の
行
為
の
実
行
を
完
成
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
疑
い
な
い
。
撤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
V

回
で
き
な
い
代
理
権
は
、
代
理
権
が
そ
の
履
行
の
た
め
に
奉
仕
す
る
講
求
権
の
属
性
（
険
属
物
）
と
み
ら
れ
る
。

（
1
）
於
保
不
二
雄
・
事
務
の
他
人
性
i
I
事
務
管
理
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
他
人
の
事
務
を
中
心
と
し
て
ー
（
昭
一
二
・
六
）
・
財
産
管
理
権
論
序
説
所
収
一
九
三
頁
以
下

　
ば
、
事
務
管
理
に
お
い
て
管
理
者
に
事
務
処
理
の
権
限
を
認
め
る
。

（
2
）
観
念
通
知
溝
意
思
通
知
、
意
思
表
示
の
よ
う
に
合
理
的
な
思
考
に
基
い
て
行
わ
れ
る
表
現
行
為
に
つ
い
て
は
、
意
図
的
に
他
人
が
代
つ
て
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

　
意
図
的
な
埣
o
目
ユ
毒
岸
腎
㊦
β
審
鱗
鱒
留
幕
ぎ
の
典
型
が
み
ら
れ
る
。

（
3
）
た
と
え
ば
、
不
法
行
為
の
領
域
で
ほ
、
も
と
も
と
行
為
者
が
自
己
の
意
思
に
基
い
て
効
果
を
受
け
る
分
野
で
な
い
だ
け
に
、
他
人
の
行
為
に
墓
く
責
任
も
考
え
う
る
。
こ
れ
を

　
認
め
る
か
否
か
は
、
法
が
要
件
と
し
て
何
を
適
当
と
す
る
か
の
問
題
と
な
り
、
他
人
の
行
為
を
要
件
と
し
て
或
る
人
に
責
任
を
負
わ
せ
る
の
を
適
当
と
す
れ
ば
、
こ
の
結
果
が
生
じ

　
う
る
．
ま
た
、
非
表
現
行
為
の
う
ち
、
た
と
え
ば
他
人
の
労
務
に
よ
り
本
人
に
効
果
が
帰
属
す
る
場
合
を
考
え
る
と
、
労
務
の
従
属
性
の
下
に
こ
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
腺
、

　
個
別
の
雇
傭
契
約
に
お
け
る
個
々
の
覇
事
者
の
意
思
の
内
容
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
o
つ
ま
り
、
当
事
者
は
労
務
の
提
供
の
結
果
が
ど
う
な
る
か
ま
で
合
意
し
て
い
る
わ

　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
昌
　
　
　
（
九
〇
七
）



代
理
の
嶺
度
と
効
果
転
帰

一
四

（
九
〇
八
）

け
で
は
な
く
、
労
務
を
提
供
し
対
価
と
し
て
賃
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
労
務
が
制
度
的
に
使
用
者
の
支
配
範
囲
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
も
の
と

す
る
と
き
、
こ
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
法
の
評
価
に
よ
る
男
話
ヨ
島
毛
マ
ざ
昌
o
q
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
コ

（4

）
契
約
に
基
く
他
人
の
事
務
の
処
理
の
場
合
、
た
と
え
ば
委
任
に
お
い
て
、
特
段
の
事
情
が
な
け
れ
ば
、
行
為
者
は
こ
の
間
接
代
理
の
方
法
で
そ
の
目
的
を
達
す
る
。

（
5
）
積
極
的
に
他
人
の
信
用
を
利
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
制
度
的
に
こ
れ
が
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
株
式
取
引
に
お
い
て
は
、
取
引
の
円
滑
を
狙
っ
て

取引

で
き
る
者
の
資
格
を
制
限
し
、
決
済
も
そ
の
間
で
済
ま
せ
る
（
証
取
二
覆
2
・
3
・
二
八
・
一
二
八
）
。
こ
の
よ
う
な
株
式
取
引
の
制
度
上
の
制
約
か
ら
一
般
人
の
株
式
取
引
は

　
間
接
代
理
の
方
法
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
制
約
を
除
け
ば
、
顧
客
と
証
券
取
引
業
者
と
の
委
託
の
関
係
に
基
き
代
理
と
し
て
構
成
す
る
こ

　
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
問
接
代
理
で
は
間
接
代
理
人
の
取
得
し
た
効
果
は
な
る
べ
く
早
く
確
実
に
本
人
に
帰
属
さ
せ
る
工
夫
が
為
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
6
）
規
定
の
形
式
か
ら
い
え
ば
、
民
法
九
九
条
肱
意
思
表
示
に
つ
い
て
代
理
を
規
定
し
、
商
法
五
五
一
条
以
下
は
問
屋
営
業
と
い
う
法
律
行
為
を
為
す
を
業
と
す
る
場
合
に
つ
い
て

　
屡
代
理
を
規
定
し
て
い
る
o

（
7
）
占
宥
代
理
人
に
ょ
る
占
有
権
の
取
得
に
つ
い
て
、
そ
の
要
件
に
つ
き
、
通
説
は
、
通
常
の
代
理
の
要
件
に
な
ら
つ
て
、
代
理
人
に
よ
る
所
持
、
代
理
人
の
本
人
の
た
め
に
す
る

　
意
思
、
代
理
権
関
係
を
挙
げ
る
が
、
こ
こ
で
代
理
人
の
本
人
の
た
め
に
す
る
意
思
が
必
要
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

（
8
）
・
観
念
通
知
、
意
思
通
知
の
よ
う
な
非
法
律
行
為
的
表
現
行
為
に
つ
い
て
代
理
の
規
定
の
類
推
を
認
め
な
い
も
の
に
、
と
智
毘
蚕
旨
茜
F
ミ
筐
o
鵠
舞
腎
晟
旨
ロ
o
o
β
旨
ら

　
（
筐
窪
超
招
畠
鷲
只
一
§
y
伽
留
謡
．
μ
認
爆
一
翫
が
あ
る
。
鑓
脚
昌
骨
評
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
使
者
な
い
し
補
助
者
の
行
為
の
み
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
こ
で
代
理

　
の
規
定
の
須
推
を
認
め
る
と
き
、
通
常
の
代
理
と
同
じ
く
代
理
意
思
の
表
示
（
代
理
人
の
効
果
意
思
と
し
て
把
握
さ
れ
る
）
を
要
テ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
通
知
の
墓
礎
と
な
る
法
律

　
関
係
な
い
し
事
実
関
係
の
指
示
で
よ
い
の
か
、
ま
た
逓
常
の
代
理
に
お
け
る
代
理
権
に
相
当
す
る
も
の
を
い
か
に
理
解
す
る
か
の
問
題
が
生
ず
る
。

（
9
）
男
ρ
く
8
留
二
〇
〇
留
ざ
b
器
O
げ
一
蒔
舞
ざ
琴
講
9
鐸
噛
ω
阜
宍
一
爺
y
ω
●
零
塗
こ
の
見
解
は
、
代
理
に
お
い
て
も
行
為
者
は
本
人
で
あ
る
、
つ
ま
り
最
終
的
な
意

　
思
決
定
は
本
人
に
よ
り
為
さ
れ
て
お
り
代
理
人
は
そ
の
↓
感
o
q
舞
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
理
解
と
関
連
し
て
い
る
。

（
加
）
本
文
に
述
ぺ
た
と
こ
ろ
は
積
極
代
理
．
積
極
使
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
消
極
代
理
、
消
極
使
者
の
差
異
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
代
理
人
、
使
者
に
対
し
て
相
手

　
方
か
ら
意
思
表
示
が
為
さ
れ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
場
含
に
も
直
ち
に
本
人
の
た
め
に
効
力
が
生
ず
る
（
使
者
に
為
さ
れ
た
場
合
に
も
そ
れ
に
ょ
つ
て
本
人
に
到
達
し
た
と
さ
れ

　
る
か
ら
）
点
は
同
じ
で
あ
る
。
使
者
に
対
し
て
為
さ
れ
る
場
合
に
は
本
人
の
能
力
が
問
題
と
な
る
点
が
異
る
か
。

（
n
）
法
人
の
代
表
機
関
に
限
ら
ず
法
人
の
機
関
一
般
の
間
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
代
表
機
関
の
み
取
り
上
げ
る
。

（
珍
）
川
島
武
宜
。
民
法
総
則
（
法
律
学
全
集
・
昭
四
〇
・
一
〇
）
コ
三
、
嫡
二
七
ー
一
二
八
頁
。
古
く
は
、
大
西
耕
三
。
代
理
の
研
究
（
昭
三
・
八
）
一
四
四
頁
に
よ
つ
て
、
法

　
人
の
機
関
が
法
律
行
為
（
法
律
的
行
為
を
含
む
）
を
為
す
場
合
に
つ
い
て
機
関
は
法
人
の
法
定
代
理
人
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
B
）
林
脇
・
法
人
擬
制
説
を
め
ぐ
つ
て
・
法
学
研
究
四
四
巻
三
号
（
昭
四
六
・
三
）
、
特
に
三
四
〇
頁
以
下
参
照
。

（
罵
）
ド
イ
ッ
民
法
一
八
匠
条
『
非
権
利
者
が
目
的
昌
付
為
シ
タ
ル
処
分
ハ
、
権
利
者
ノ
同
意
ヲ
得
テ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
有
効
ト
ス
。
／
権
利
者
ガ
処
分
ヲ
追
認
シ

　
タ
ル
ト
キ
、
又
ハ
処
分
者
ガ
目
的
ヲ
取
得
シ
タ
ル
ト
キ
、
又
ハ
権
利
者
ガ
処
分
者
ヲ
相
続
シ
且
遺
産
債
務
昌
付
無
限
責
任
ヲ
負
フ
ト
キ
ハ
、
其
ノ
処
分
ハ
芙
ノ
効
力
ヲ
生
ズ
。
／
後

　
ノ
ニ
ツ
ノ
場
合
昌
於
テ
、
目
的
二
付
互
二
相
容
レ
ザ
ル
数
個
ノ
処
分
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
最
初
ノ
処
分
イ
ミ
其
ノ
効
カ
ラ
生
ズ
。
』



（
路
）
　
①
大
判
昭
一
〇
．
九
．
戸
髭
集
一
四
巻
一
九
号
一
七
一
七
頁
、
②
最
二
小
判
昭
三
七
・
八
・
一
〇
民
集
一
六
巻
八
号
一
七
〇
〇
頁
。

（
賂
）
大
判
昭
二
・
三
・
二
二
民
集
六
巻
三
号
一
〇
六
頁
、
大
判
昭
九
。
九
・
一
〇
民
集
一
三
巻
二
〇
号
一
七
七
七
頁
、
大
判
昭
一
三
二
一
・
一
六
民
集
一
七
巻
二
二
号
二
二
一
六

頁
．
犬
判
昭
一
七
ニ
マ
ニ
五
昆
集
二
一
巻
四
号
一
六
四
頁
、
最
二
小
判
昭
四
〇
・
六
。
一
八
民
集
一
九
巻
四
号
九
八
六
頁
。

（
”
）
同
様
に
ド
イ
ッ
民
法
一
八
匠
条
二
項
二
文
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
相
当
す
る
事
例
と
し
て
無
権
代
理
人
が
無
権
代
理
行
為
の
目
的
で
あ
る
権
利
を
取
得
七
た
場
合
が
あ
る
。
①

最
一
小
判
昭
三
四
・
六
・
一
八
民
集
コ
一
一
巻
六
号
七
三
七
頁
、
②
最
三
小
判
昭
四
一
・
四
二
一
六
民
集
二
〇
巻
四
号
八
二
六
頁
。
②
の
判
決
は
、
無
権
代
理
人
が
木
人
所
病
の
不
動

産
を
売
り
渡
す
契
約
を
締
結
し
た
後
本
人
か
ら
こ
の
不
動
産
の
譲
渡
を
受
け
て
所
有
権
を
取
得
し
た
場
合
、
相
手
方
が
一
一
七
条
に
い
う
履
行
を
選
択
し
た
と
き
は
、
売
買
契
約
は

　
無
権
代
理
人
自
身
と
相
手
方
と
の
間
に
成
立
し
た
と
同
様
の
効
果
を
生
ず
る
と
し
て
い
る
。

（
B
）
　
①
最
二
小
判
昭
三
七
・
四
・
二
〇
民
集
一
六
巻
四
号
九
菰
匠
頁
、
②
最
三
小
判
昭
四
八
・
七
・
三
民
集
二
七
巻
七
号
七
五
一
頁
。

（
扮
）
①
大
判
犬
二
・
六
・
二
九
新
聞
二
〇
一
三
号
一
七
頁
、
②
最
二
小
判
昭
三
八
・
岬
二
・
二
七
民
集
一
七
巻
一
二
号
一
八
五
四
頁
、
③
最
大
判
昭
四
九
・
九
、
。
四
判
例
時
報
七

　
五
三
号
三
頁
。

（
2
0
）
本
文
に
挙
げ
た
場
合
と
反
対
に
、
非
権
利
者
が
処
分
行
為
の
後
に
そ
の
権
利
を
取
得
し
、
或
は
権
利
者
を
相
続
し
た
場
合
（
ド
イ
ッ
民
法
一
八
匠
条
二
項
二
文
に
該
喝
る
）
に
つ

　
い
て
は
、
大
判
大
八
・
七
・
五
民
録
二
匠
輯
＝
一
五
八
頁
。

（
班
）
注
釈
民
法
ω
。
総
則
④
二
九
条
の
注
釈
（
奥
田
昌
道
）
二
五
九
ー
二
六
〇
頁
。

（
躯
）
本
文
に
指
摘
の
場
合
は
、
い
ず
れ
も
ド
イ
ッ
民
法
に
い
う
追
完
の
場
合
の
類
推
が
及
ば
な
い
。
た
と
え
ば
、
共
局
相
続
の
場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
追
完
は
処
分
者
が
全
面
的

　
に
処
分
権
を
取
得
す
る
場
合
で
あ
る
の
に
、
こ
の
場
合
無
権
代
理
人
は
目
的
物
に
つ
き
持
分
権
し
か
取
得
し
な
い
。
ま
た
、
無
権
代
理
行
為
が
一
一
七
条
二
項
に
該
る
場
合
は
、
無
権

　
代
理
行
為
白
体
に
暇
疵
或
腺
寡
鶴
発
生
を
妨
げ
る
事
由
が
あ
る
か
ら
、
た
と
え
処
分
権
が
備
つ
て
も
当
然
に
そ
の
行
為
が
有
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ッ
民
法
に

　
い
う
追
完
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
追
完
理
論
で
説
明
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
特
に
、
一
八
匠
条
二
項
三
文
の
場
合
に
つ
き
追
完
を
認
め
る
べ
き
か
、

　
註
（
四
）
記
載
の
③
の
判
決
の
影
響
が
注
目
さ
れ
る
。

（
器
）
戸
国
目
5
0
8
跨
？
国
●
ρ
密
℃
窟
a
昌
リ
ゼ
魯
吾
鷺
『
α
窃
茎
凝
躍
一
一
畠
窪
穿
『
富
暢
臣
．
一
℃
ド
国
筥
ご
富
且
あ
§
岡
o
o
互
ミ
霧
留
霞
国
露
ヨ
9
≧
蓄
o
目
o
ぎ
霞

　
6
9
一
“
窃
窪
諾
霞
鑑
魯
8
”
9
ザ
黄
臣
』
（
ご
器
智
島
8
0
0
0
8
湿
湾
）
あ
零
匡
は
債
務
負
担
授
権
を
認
め
な
い
。
授
権
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
進
・
授
権
（
国
㎏
ヨ
蓼
亨

　
践
O
q
躍
5
磯
）
概
念
の
有
用
性
l
ー
ド
イ
ッ
の
学
説
を
申
心
と
し
て
ー
・
法
律
論
叢
輩
九
巻
四
・
五
⊥
ハ
合
併
号
（
昭
四
一
・
三
）
三
七
三
頁
以
下
参
照
。

（
％
）
本
文
に
述
べ
た
よ
う
な
一
般
的
な
理
解
に
対
し
、
異
説
、
安
達
釜
季
生
。
指
名
債
権
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
の
異
議
な
き
承
諾
－
付
、
指
図
及
び
手
形
、
小
切
手
の
新
た
な
構

　
成
へ
の
試
み
i
ー
法
学
志
林
五
九
巻
三
・
四
合
併
号
（
昭
三
七
二
5
一
一
三
頁
以
下
．
六
〇
巻
一
号
（
昭
三
七
・
九
）
三
一
頁
以
下
、
六
一
巻
二
号
（
昭
三
九
・
二
）
一
三
頁
以
下
は
、

　
こ
の
場
合
も
債
務
者
の
処
分
授
権
と
し
て
捉
え
る
。

（
濁
）
』
一
重
撮
権
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
の
一
つ
（
支
払
授
権
）
は
、
A
の
一
方
的
な
意
思
に
よ
つ
て
自
己
の
権
利
園
内
に
変
動
を
及
ぽ
す
地
位
を
B
に
与
え
る
意
思
衷
示
で
あ
る
と

　
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
相
手
方
に
不
利
益
を
及
ぼ
さ
な
い
限
り
、
こ
の
よ
う
な
意
思
表
示
に
効
力
を
与
え
る
こ
と
は
私
的
自
治
の
原
理
か
ら
認
め
ら
れ
て
よ
い
。
ま
た
、
こ
の

　
意
思
表
示
は
B
に
或
る
地
位
を
与
え
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
B
に
向
け
て
為
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
内
部
的
に
A
と
B
と
の
間
に
い
つ
ど
の
よ
う
な
関
係
が
形
成
さ
れ
る
か

代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰

一
霊

（
九
〇
九
V



　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
　
（
空
O
）

　は、

こ
れ
と
は
別
間
題
遭
あ
乃
。
A
は
授
権
と
同
時
に
内
部
的
に
B
の
行
為
に
よ
つ
て
生
ず
る
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
B
の
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
て
よ
い
と
い
う
意
思
を

表示し

て
お
り
、
A
の
意
思
表
示
が
証
書
呈
示
に
よ
つ
て
B
に
示
さ
れ
、
3
が
指
定
の
行
為
を
為
す
こ
と
に
よ
つ
て
契
約
が
締
結
さ
れ
る
（
五
二
六
皿
）
。
こ
れ
に
対
し
、
A
、
C
閥

の
聚
を
叢
囎
毒
玄
芝
3
蓋
箋
を
環
玄
．
授
嚢
よ
び
邊
磐
3
て
騎
の
黎
援
討
し
黍
と
畢
て
い
嘉
、
そ
の
際
、
．
あ
指
図
盤

　めて

検
肘
し
た
㌧
．
こ
こ
で
は
、
指
図
に
つ
い
て
、
大
西
・
前
掲
一
六
二
頁
以
下
参
照
。

（
2
5
）
　
こ
こ
で
は
、
一
定
の
宜
葵
関
係
な
い
し
身
分
的
な
法
律
関
係
の
存
在
に
よ
り
、
法
律
上
当
然
に
受
領
権
限
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
意
思
表
示
の
受
領
に
限
ら
ず
、
か

　
っ
て
β
ー
マ
法
上
、
奴
隷
、
家
子
の
行
為
に
よ
り
主
人
、
家
父
が
効
果
を
受
け
た
。
主
人
、
家
父
は
権
力
関
係
に
基
き
、
奴
隷
、
家
子
の
行
為
か
ら
生
ず
る
利
益
を
獲
得
し
、
こ
れ

　
よ
り
生
ず
る
不
利
益
も
ま
た
負
担
す
る
も
の
で
、
主
人
、
家
父
を
行
為
の
当
事
者
と
す
る
契
約
の
効
果
で
は
な
い
。

（
π
）
　
国
鯵
診
§
霞
信
ω
1
2
な
霊
吐
山
o
ざ
鉾
斡
●
O
‘
伽
一
鶴
閑
曽
は
こ
れ
を
認
め
る
．

（
％
）
撒
回
で
き
な
い
代
理
権
に
つ
い
て
は
．
く
包
・
コ
麟
ヨ
o
．
偶
・
鉾
P
あ
器

　
ρ

三

　
上
述
の
よ
う
に
広
い
意
味
で
或
る
行
為
が
男
器
ヨ
ユ
毒
馨
ざ
凝
を
持
つ
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
現
実
に
そ
の
よ
う
な
効
果
を
持
つ
制
度
が
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
男
3
臼
島
急
葵
彗
麟
の
根
拠
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
中
で
特
に
代
理
は
、
他
の

讐
o
ヨ
島
三
芽
窪
幕
＝
碧
幕
ぎ
に
対
し
て
、
代
理
人
が
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
し
て
行
為
す
る
（
或
は
相
手
方
の
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と

を
示
し
て
為
す
行
為
を
受
げ
る
）
こ
と
に
ょ
り
直
接
本
人
に
そ
の
法
律
行
為
か
ら
生
ず
る
す
べ
て
の
効
果
か
帰
属
す
る
点
で
、
特
徴
を
有
す
る
。
こ

こ
で
は
、
ま
ず
、
代
理
行
為
に
よ
つ
て
本
人
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
す
べ
て
の
効
果
は
本
人
に
と
つ
て
あ
ら
か
じ
め
見
通
し
が
つ
く
と
は
限
ら

な
い
。
男
3
目
α
毛
騨
ざ
凝
の
根
拠
と
し
て
代
理
権
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
代
理
権
の
抽
象
化
に
よ
つ
て
代
理
人
の
行
為
は
本
人
の
現
実
の
意
思

の
ま
ま
に
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
後
述
の
よ
う
に
代
理
行
為
に
よ
つ
て
は
代
理
人
の
私
的
自
治
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
見
方
が
生
じ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

現
象
は
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
が
事
柄
の
本
筋
と
し
て
認
め
ら
れ
て
し
ま
つ
て
よ
い
の
か
。
代
理
の
制
度
咲
代
理
行
為
に
よ

つ
て
は
現
実
に
必
ず
し
も
本
人
の
意
思
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
、
代
理
の
制
度
を
利
用
す
る
か
否
か
の
選
択
が
本
人
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
（
任
意
代
理
に
対
し
法
定
代
理
を
い
か
に
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
こ
の
意
味
で
代
理
行
為
は
な
お
本
人
の



私
的
自
治
の
展
開
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
ば
な
い
か
。
次
に
、
代
理
行
為
に
お
い
て
は
他
の
ヰ
o
目
②
註
詩
窪
留
誠
磐
驚
ぎ
と
異
つ
て
、
と
り

わ
け
、
相
手
方
の
立
場
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
代
理
行
為
に
ょ
る
す
べ
て
の
効
果
が
本
人
に
帰
属
す
る
、
し
た
が
つ
て

債
務
を
負
う
の
も
本
人
で
あ
る
か
ら
、
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
の
表
示
は
代
理
人
が
行
為
し
な
が
ら
本
人
の
規
範
設
定
行
為
で
あ
る
こ
と
の
宣

言
で
あ
る
と
同
時
に
、
相
手
方
に
当
事
者
と
な
る
者
が
誰
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
る
意
味
で
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
代
理
の
制
度
は
、
現
行
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軸

の
体
系
の
中
で
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
置
く
こ
と
が
可
能
と
な
つ
た
の
か
。
特
に
代
理
の
認
め
ら
れ
る
理
論
的
根
拠
を
考
え
る
上
で
問
題
に
な
る

の
は
、
私
的
自
治
の
原
理
と
の
関
係
で
あ
る
。
『
何
人
も
自
ら
の
意
思
に
ょ
る
以
外
権
利
を
取
得
し
義
務
を
負
担
せ
し
め
ら
れ
る
こ
乏
は
な
ど

と
い
う
標
語
が
餌
冥
ざ
ユ
の
原
理
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
他
人
の
意
思
に
基
く
飽
人
の
行
為
に
ょ
つ
て
本
人
が
個
別
的
に
承
認
を
与
え
ず
に

効
果
を
受
け
る
の
は
、
こ
の
”
冥
ざ
ユ
の
原
理
に
反
し
認
め
ら
れ
な
い
、
或
は
こ
の
場
合
に
も
本
人
自
ら
の
意
思
に
基
い
て
い
る
も
の
と
す
る

こ
と
に
ょ
つ
て
始
め
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
こ
こ
に
、
私
的
自
治
の
原
理
に
つ
い
て
必
要
な
限
り
で
の
考
察
を
加
え
て
み

た
い
。

　
〔
意
義
〕
　
私
的
自
治
と
は
、
自
ら
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
規
範
を
自
ら
樹
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
自
ら
効
果
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
つ
て
、
私
的
自
治
に
則
つ
て
ふ
る
ま
う
当
事
者
と
は
、
①
単
に
或
る
効
果
を
受
け
る
者
と
同
じ
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
②
そ
の
行
為
よ
り
生
ず

る
効
果
を
受
け
る
と
い
う
形
で
の
賓
任
を
伴
わ
ず
に
単
に
行
為
す
る
者
と
同
じ
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①
人
は
他
人
の
行
為
に
ょ
つ
て
も
見
通

し
の
つ
く
個
別
の
効
果
で
あ
れ
ば
、
通
常
不
利
と
考
え
ら
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ズ
い
る
。
た
と
え
ぱ
上

出
の
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
場
合
で
あ
る
（
五
三
七
）
。
こ
の
場
合
に
も
、
効
果
の
う
ち
、
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
五
三
七

1
参
照
）
。
権
利
に
つ
い
て
も
受
益
者
の
承
諾
を
要
す
る
と
す
る
か
（
五
三
七
麺
）
、
不
要
と
す
る
か
は
（
信
託
七
、
商
六
四
八
．
六
七
五
ー
）
、
立
法
政

策
上
ど
ち
ら
の
判
断
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
契
約
締
結
者
が
自
ら
の
規
範
を
樹
て
受
益
者
は
そ
こ
か
ら
生
ず
る
効
果
の
一
部
を
受

け
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
私
的
自
治
が
実
現
さ
れ
る
当
事
者
は
契
約
締
結
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
は
自
ら
規
範
を
樹
て
る
の
で
は
な
し
に
た
ま
た
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ま
他
人
の
行
為
に
ょ
つ
て
或
る
効
果
を
受
け
る
こ
と
が
現
実
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
効
果
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
私
的
自
治
が

実
現
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
②
こ
の
よ
う
な
個
別
の
効
果
に
対
し
、
そ
の
行
為
か
ら
生
ず
る
あ
ら
ゆ
る
効
果
、
と
い
う
よ
り
は
そ
の
効
果
の
基

礎
と
な
る
規
範
そ
の
も
の
を
他
人
の
た
め
に
勝
手
爬
樹
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
が
行
為
者
の
私
的
自
治
と
観
念
し
う
る
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
単
に
行
為
す
る
こ
と
が
す
べ
て
行
為
者
の
私
的
自
治
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
人
の
た
め

に
行
為
し
て
い
る
と
い
う
と
き
は
、
自
ら
の
た
め
に
責
任
あ
る
規
範
を
樹
て
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
（
他
人
の
た
め
に
勝
手
に
行
為
し
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
他
人
に
効
果
が
及
ば
な
い
と
同
時
に
）
行
為
者
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
規
範
の
内
容
に
基
い
て
そ
の
効
果
を
受
け

る
と
い
う
責
任
で
は
な
し
に
、
意
識
し
て
行
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
し
た
こ
と
の
責
任
で
あ
る
。

　
〔
根
拠
〕
　
こ
の
よ
う
な
私
的
自
治
を
認
め
る
根
拠
を
法
そ
の
も
の
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
自
分
の
利
益
は
自
分
が
最
も
よ
く
知
つ
て

い
る
か
ら
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
や
ら
せ
る
方
が
よ
り
よ
い
効
果
が
得
ら
れ
る
と
い
う
議
論
は
、
必
ず
し
も
真
実
を
示
し
て
い
な
い
。
自
分
よ

り
も
他
人
の
方
が
利
益
状
態
を
よ
く
把
握
し
て
お
り
、
自
分
で
や
る
よ
り
も
他
人
の
方
が
よ
り
よ
く
利
益
を
実
現
す
る
こ
と
は
応
々
に
し
て
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
私
的
自
治
は
、
個
人
の
意
思
で
決
し
う
る
場
面
で
は
、
良
く
も
悪
く
も
自
分
の
判
断
で
行
い
、
そ
の
結
果
に
責
任
を
負

う
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
は
納
得
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
禰
般
生
活
上
の
考
え
方
の
法
に
お
け
る
現
わ
れ
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
〔
私
的
自
治
と
契
約
自
由
と
の
関
連
〕
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
私
的
自
治
は
、
自
分
一
個
の
行
為
に
お
い
て
も
成
り
立
ち
う
る
が
（
単
独
行
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為
）
、
そ
の
結
果
が
他
人
の
権
利
圏
内
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
単
独
行
為
を
認
め
る
こ
と
は
制
約
を
受
け
る
。
そ
こ
で
、
私
的
自
治
は
、

多
く
、
相
手
方
と
の
合
意
に
よ
つ
て
成
り
立
つ
契
約
の
形
で
実
現
さ
れ
る
。
契
約
に
お
い
て
は
相
手
方
が
あ
つ
て
始
め
て
効
力
が
生
ず
る
の
で
あ
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る
か
ら
、
し
た
が
つ
て
、
そ
こ
で
は
自
治
と
い
う
こ
と
以
外
に
相
手
方
に
対
す
る
約
束
と
い
う
要
素
が
働
い
て
い
る
。
こ
の
要
素
か
ら
考
え
る

と
、
契
約
の
拘
束
力
は
自
ら
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
の
を
意
識
し
て
相
手
方
と
の
問
に
規
範
を
設
定
し
た
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
相
手
方
と
の

間
に
言
葉
を
交
わ
し
た
、
そ
の
言
葉
（
約
束
）
の
拘
東
力
で
あ
る
と
い
う
面
を
持
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
法
の
基
本
原
理
と
し
て
の
私
的
自



治
の
原
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
か
ら
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
或
る
変
容
が
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。

　
〔
契
約
自
由
め
原
則
と
そ
の
制
限
〕
私
的
自
治
の
原
理
と
結
び
つ
い
て
後
の
契
約
に
は
、
契
約
自
由
の
原
則
が
妥
当
す
る
。
自
ら
を
拘
東
す

る
こ
と
に
な
る
規
範
を
自
ら
が
樹
て
る
と
き
、
そ
の
規
範
を
選
び
と
る
自
由
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
自
由
が
あ
つ
て
始
め
て
自
ら
が
規
範
を
樹
て

た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
契
約
に
お
い
て
互
の
自
由
を
前
提
と
し
、
そ
の
上
で
規
範
を
樹
て
る
と
な
る
と
、
互
の
意
思
に
反
し
互
を
拘
束
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
契
約
猷
当
事
者
の
意
思
表
示
の
合
致
が
あ
つ
て
始
め
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
は
契
約
は
互
の
自
由
を

前
提
と
は
す
る
が
、
契
約
そ
の
も
の
は
必
ず
し
も
自
由
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
合
意
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
譲
歩
し
て
そ
れ
に
達
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
譲
歩
が
ま
た
自
由
意
思
に
基
く
と
こ
ろ
に
契
約
は
自
由
で
あ
る
と
い
い
う
る
根
拠
が
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
譲
歩
が

当
事
者
相
互
に
行
わ
れ
る
状
況
に
あ
る
と
き
は
、
契
約
締
結
の
前
提
で
あ
る
自
由
が
あ
る
が
、
合
意
の
た
め
の
譲
歩
が
一
方
的
に
な
つ
て
し
ま
う

と
、
そ
こ
に
は
前
提
と
な
る
自
由
は
存
在
し
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
と
の
関
連
で
、
契
約
内
容
は
す
で
に
決
ま
つ
て
い
て

も
契
約
を
締
結
す
る
か
し
な
い
か
の
自
由
が
あ
れ
ば
（
そ
の
内
容
が
気
に
入
ら
な
い
た
め
に
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
に
痛
痒
を
感
じ
な
い
の
で
あ
れ
ば
）
、

契
約
は
自
由
で
あ
る
と
い
え
る
が
（
こ
の
意
味
で
は
契
約
内
容
決
定
の
自
由
は
契
約
自
由
の
要
素
と
な
ら
な
い
）
、
現
実
に
契
約
を
締
結
せ
ざ
る
を
え
な

い
と
き
に
、
契
約
内
容
が
決
ま
つ
て
い
る
、
或
は
契
約
内
容
に
つ
き
一
方
的
に
譲
歩
せ
ざ
る
を
え
な
い
な
ら
ぱ
、
契
約
は
自
由
と
は
い
え
な
い
。

そ
こ
で
、
合
意
の
た
め
の
譲
歩
ボ
一
方
的
に
蹴
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
と
、
そ
の
ま
ま
で
は
契
約
は
自
由
と
は
い
え
ず
、
契
約
自
由
の
根
拠
と

な
つ
て
い
る
私
的
自
治
の
原
理
は
妥
当
の
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
原
理
を
棄
て
去
る
か
否
か
の
選
択
に
迫
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
現
行
法
は
こ
の
原
理
そ
の
も
の
を
棄
て
る
と
い
ケ
解
決
は
と
ら
な
か
つ
た
。
つ
ま
り
、
或
る
分
野
で
は
契
約
自
由
の
前
提
に
な
る
自
由
が
失

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
（
し
た
が
つ
て
、
手
離
し
の
自
由
で
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
自
由
と
ぽ
い
え
な
い
と
い
う
論
法
を
と
る
と
す
る
な
ら
ぼ
、
契
約

の
自
由
は
回
復
不
可
能
で
あ
る
が
）
、
法
が
実
質
的
に
契
約
の
自
由
を
得
さ
せ
る
工
夫
を
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
契
約
内
容
に
つ
き
後
見
的
作
用
を
営

む
こ
と
に
よ
つ
て
、
契
約
の
自
由
を
確
保
し
、
ま
た
、
私
的
自
治
の
原
理
を
貫
い
て
い
る
。
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〔
私
的
自
治
と
法
〕
法
が
契
約
内
容
に
手
を
加
え
て
、
契
約
の
自
由
を
確
保
す
る
と
い
う
と
き
に
、
そ
れ
を
し
も
契
約
の
自
由
と
い
う
か
の
問
題

が
生
ず
る
。
こ
こ
に
私
的
自
治
と
法
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。
そ
も
そ
も
自
ら
を
拘
東
す
る
こ
と
に
な
る
規
範
を
自
ら
が
樹
て
る
と
い
う
を
き

に
、
全
く
手
離
し
で
個
人
の
決
定
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
か
。
考
察
さ
れ
る
ぺ
き
第
一
は
、
私
的
自
治
と
い
つ
て
も
社
会
の
中
で
の
自
治
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で
あ
る
点
で
あ
る
。
も
つ
と
も
社
会
自
体
個
人
に
よ
つ
て
選
び
と
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
が
、
一
た
ん
社
会
が
成
立
す
る

と
、
そ
の
存
立
を
危
く
す
る
よ
う
な
自
治
（
個
人
の
自
由
）
は
許
さ
れ
な
い
。
社
会
の
存
立
が
法
に
よ
つ
て
担
保
さ
れ
る
と
す
る
と
き
、
私
的
自

治
も
法
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
た
私
的
自
治
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
生
活
の
ど
の
分
野
で
個
人
の
決
定
の
自
由
を
認
め
る
か
に

つ
い
て
も
法
の
判
断
に
よ
る
の
で
あ
つ
て
、
社
会
の
存
立
に
直
接
影
響
を
与
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
個
人
の
最
終
的
決
定
の
自
由
は
認
め
ら
れ
な

い
。
私
法
的
生
活
関
係
の
範
囲
で
も
一
般
に
公
序
良
俗
に
よ
る
制
約
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
聞
の
事
情
を
示
し
て
い
る
。
第
二
に
、
上
述
の
よ
う

に
、
契
約
自
由
と
い
う
と
き
、
契
約
内
容
の
形
成
に
法
ボ
参
画
し
て
い
て
も
．
最
終
的
に
当
事
者
が
そ
の
内
容
を
選
び
と
つ
た
と
さ
れ
る
限
り
、
つ

ま
り
契
約
締
結
の
自
由
が
あ
る
限
り
、
契
約
自
由
が
、
し
た
が
つ
て
ま
た
私
的
自
治
が
存
続
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
或
る
分
野
で
は
現
実
に
契
約
自
由
の
前
提
と
な
る
自
由
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
必
要
な
修
正
を
加
え
て
実
質
的
な

自
由
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
由
な
契
約
締
結
の
形
式
を
保
存
し
、
私
法
的
な
生
活
関
係
全
体
と
し
て
は
契
約
自
由
、
私
的
自
治
に
よ
ら

し
め
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
私
的
自
治
の
原
理
に
つ
い
て
考
察
し
て
く
る
と
、
個
人
意
思
自
治
、
私
的
自
治
と
い
う
こ
と
自
体
浄
法
は
か
く
あ
る
他
な
し
と
い

う
m
℃
塾
o
ユ
の
原
理
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
事
の
良
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
個
人
意
思
自
治
を
認
め
な
い
法
も
法
と
し
て
存
在
可
能
で

あ
る
。
近
代
法
は
、
こ
れ
に
対
し
、
制
定
当
時
の
社
会
思
想
を
背
景
と
し
て
、
個
人
の
人
格
尊
重
の
上
に
個
人
の
意
思
の
自
由
を
最
大
限
に
発
揮

で
き
．
る
法
体
系
を
構
築
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
最
強
の
柱
が
私
的
自
治
の
原
理
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
私
的
自
治
の
原
理
は
、
そ
の
消
極
面
で

は
、
個
人
意
思
に
つ
い
て
こ
れ
が
外
的
な
勢
力
に
よ
つ
て
は
動
か
さ
れ
な
い
と
い
う
伯
由
の
確
保
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
積
極
面
で
は
、
個
人



の
意
思
に
よ
つ
て
自
ら
の
生
活
関
係
を
築
く
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
い
か
な
る
要
件
の

下
に
も
飽
人
の
行
為
に
よ
り
効
果
を
受
け
る
こ
と
ぱ
な
い
か
と
い
う
代
理
の
構
成
に
ま
で
ス
ト
レ
ー
ト
に
答
え
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
通

常
、
私
的
自
治
の
原
理
と
関
連
づ
け
て
、
個
人
の
意
思
が
法
律
関
係
を
支
配
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
や
が
て
意
思
の
ド
グ
マ
を
引
き
出
す
契
機
と
な

つ
て
い
る
が
、
私
的
自
治
の
原
理
が
ど
の
よ
う
な
形
で
実
現
さ
れ
る
か
」
意
思
が
ど
こ
ま
で
貫
徹
さ
れ
る
か
は
、
優
れ
て
実
定
的
な
問
題
な
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
ら
の
意
思
を
現
実
に
発
動
せ
し
め
え
な
い
無
能
力
者
に
つ
い
て
ま
で
そ
の
意
思
の
自
治
を
強
弁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
、
私
的
自
治
の
原
理
自
体
こ
の
よ
う
な
場
合
の
処
置
を
予
定
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
一
般
に
私
的
自
治
の

補
充
と
い
う
が
、
私
的
自
治
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
補
充
で
は
な
く
、
始
め
か
ら
予
定
さ
れ
た
私
的
自
治
の
内
部
で
の
無
能
力
者
の
意
思
の
補
充

と
い
う
意
味
を
持
つ
て
い
る
。
ま
た
、
能
力
者
に
つ
い
て
も
他
人
の
力
を
か
り
る
こ
と
を
い
か
な
る
要
件
の
下
で
も
禁
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
代

理
人
の
為
す
行
為
に
つ
い
て
個
別
に
本
人
の
意
思
に
基
い
て
い
な
け
れ
ば
私
的
自
治
に
反
す
る
と
す
る
か
、
結
局
本
人
の
意
思
に
基
く
も
の
と
み

ら
れ
る
限
り
で
私
的
自
治
に
則
つ
て
い
る
と
す
る
か
は
、
法
の
判
断
に
よ
る
。
意
思
表
示
、
法
律
行
為
以
外
の
分
野
で
す
で
に
他
人
の
力
を
か
り

る
こ
と
を
法
自
体
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
（
た
と
え
ば
、
非
表
現
行
為
の
分
野
で
の
讐
弩
厳
三
旨
窪
留
浮
且
。
ぎ
の
存
在
）
、
こ
こ
で
も
、
代
理
の

制
度
を
認
め
た
こ
と
は
、
こ
れ
が
私
的
自
治
に
則
る
も
の
と
い
う
判
断
を
法
が
下
し
た
と
い
つ
て
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
代
理
の
制
度
の
中

で
、
全
く
本
人
の
意
思
に
基
か
ず
に
本
人
へ
の
効
果
帰
属
を
認
め
る
こ
と
は
、
制
度
の
本
来
の
姿
に
反
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
（
1
）
ま
ず
、
間
接
代
理
に
お
い
て
は
、
一
た
ん
効
果
ば
行
為
者
で
あ
る
間
接
代
理
人
に
帰
属
し
、
直
接
、
行
為
者
で
な
い
本
人
と
相
手
方
と
の
間
に
関
係
は
生
じ
叛
い
。
二
の
点
で
、

　
　
間
接
代
理
に
お
い
て
は
、
特
に
問
器
藩
“
謡
岸
犀
醒
昌
釦
o
の
根
拠
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
使
者
に
お
い
て
も
、
直
接
、
効
果
を
受
け
る
本
人
が
意
思
決
定
し
、
使
者
ぱ
そ
の
決
定

　
　
さ
れ
た
意
思
の
表
現
の
一
方
法
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
も
そ
の
根
拠
は
特
に
問
題
と
な
ら
な
い
。
次
に
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
お
い
て
は
、
効
果
が
総
体
と
し
て
は

　
　
行
為
者
に
轍
属
す
る
点
で
通
常
の
場
合
と
異
ら
な
い
が
、
特
定
の
権
利
だ
け
、
直
接
、
第
三
者
に
帰
属
す
る
点
で
、
次
の
授
権
と
類
似
点
を
持
つ
。
広
く
、
授
権
に
お
い
て
行
為
者

　
　
以
外
の
者
が
効
果
を
受
け
る
に
は
同
意
（
事
後
の
追
認
に
よ
る
追
完
を
含
む
）
を
要
す
る
渉
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
お
い
て
は
第
三
者
に
帰
属
す
る
の
は
権
利
だ
け
で
あ

　
　
り
、
し
か
も
債
務
者
は
第
三
者
に
給
付
す
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
か
ら
、
特
に
閏
器
旨
画
尋
剛
鼻
β
5
騎
の
根
拠
を
問
題
と
せ
ず
、
法
は
、
同
意
，
追
認
（
受
益
の
意
思
表
示
）
を
要

　
　
し
な
い
と
判
断
し
て
い
る
場
含
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
疲
権
に
お
い
て
、
具
体
的
な
一
個
の
効
果
（
た
と
え
ば
本
人
の
権
利
の
処
分
と
い
う
効
果
）
が
聞
題
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
本

　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
（
九
一
置
）



　
　
代
理
の
制
慶
と
劾
菓
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
　
（
九
一
六
）

人
に
よ
る
事
麟
の
同
意
、
事
後
の
追
認
も
容
易
に
認
め
う
る
。
ま
た
、
末
人
の
権
利
の
処
分
の
よ
う
な
例
で
は
、
相
手
方
に
と
つ
て
も
何
ら
不
利
益
と
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
処
分

　
授
権
の
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o

（2

）
代
理
の
制
度
は
、
本
文
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
な
構
成
の
下
に
、
始
め
て
実
現
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
代
理
人
の
意
思
が
本
人
の
意
思
か
ら
独
立
し
て
代
理
の
成
立
要
件

　と

さ
れ
、
本
人
の
意
思
は
代
理
権
の
形
で
抽
象
化
し
な
が
ら
成
立
要
件
か
ら
切
り
離
さ
れ
有
効
要
件
と
さ
れ
る
。

（3

）
単
独
行
為
の
認
め
ら
れ
る
の
は
、
免
除
（
五
一
九
）
、
遺
贈
（
九
六
四
）
、
す
で
に
契
約
に
よ
り
発
生
し
て
い
る
、
或
は
法
定
の
形
成
権
の
行
使
（
解
除
に
つ
き
五
四
〇
）
、
法
人
設

　立行

為
（
三
七
n
適
常
．
合
岡
行
為
と
さ
れ
る
］
、
三
九
）
等
に
限
ら
れ
て
い
る
。

（4

）
単
独
行
為
、
合
同
行
為
に
お
い
て
曳
相
手
方
の
あ
る
場
合
に
は
そ
の
相
手
方
と
の
関
係
で
、
相
手
方
の
な
い
場
合
に
ば
対
世
的
に
、
表
示
に
対
す
る
信
頼
の
保
護
が
図
ら
れ

　
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
約
東
の
要
素
は
な
い
o

（5

y
社
会
契
約
説
が
想
起
さ
れ
る
が
、
こ
の
説
は
、
現
実
に
生
起
し
た
事
実
の
説
明
で
ぱ
な
く
、
前
提
理
諭
で
あ
り
、
社
会
は
個
人
に
よ
つ
て
選
び
と
ら
れ
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、

　祉会の

構成．

仕
組
を
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

四

　
上
述
の
よ
う
な
私
的
自
治
の
原
理
の
働
く
中
で
、
飽
人
の
力
を
か
り
る
代
理
と
は
ど
の
よ
う
な
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
。
ま
ず
、
一

般
に
契
約
を
結
ぶ
、
法
律
行
為
を
行
う
と
い
う
と
き
に
、
契
約
、
法
律
行
為
の
結
果
は
当
事
者
問
で
は
規
範
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る

（
玉
）

が
、
そ
れ
は
自
ら
の
た
め
の
規
範
設
定
な
の
で
あ
り
、
規
範
の
主
体
薩
当
事
者
と
規
範
設
定
の
た
め
の
現
実
の
行
為
を
行
う
者
鵠
行
為
者
と
は
同

一
人
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
私
的
自
治
を
建
前
と
す
る
と
き
、
別
段
の
事
情
が
な
け
れ
ば
（
そ
し
て
そ
れ
を
認
め
る
法
制
度
が
な
け
れ
ぱ
）
当
事
者
と

行
為
者
と
は
同
一
・
人
で
あ
り
、
当
事
者
が
誰
か
と
い
う
こ
と
は
意
思
表
示
の
内
容
と
し
て
は
特
に
表
示
さ
れ
な
い
（
格
別
の
意
思
表
示
は
な
さ
れ
な

い
が
、
行
為
者
自
ち
の
た
め
の
規
範
設
定
と
し
て
処
理
し
て
よ
い
。
こ
れ
は
法
定
の
効
果
と
い
う
の
で
は
な
く
、
や
は
り
意
思
の
効
果
で
あ
る
が
、
通
常
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
相
手
方
と
の
間
に
諒
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
表
示
を
要
し
な
い
）
。
ま
た
、
当
事
者
が
誰
か
と
い
う
こ
と
は
行
為
者
の
効
果
意
思
の
内
容

と
し
て
そ
れ
だ
け
で
勝
手
に
定
め
う
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
実
に
意
思
表
示
を
行
う
者
の
単
独
の
効
果
意
思
の
内
容
と
し
て
他
人
を

そ
の
意
思
表
示
に
よ
つ
て
設
定
さ
れ
る
規
範
の
当
事
者
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
自
ら
行
為
し
な
が
ら
自
ら
を
規
範
の
当
事
者
で
な
い



（
正
当
に
他
人
が
規
範
の
当
事
者
と
な
る
揚
合
を
除
い
て
）
と
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
別
段
の
事
情
を
構
成
す
る
も
の
が
、
代

理
の
場
合
で
あ
り
、
行
為
者
と
そ
の
行
為
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
規
範
の
当
事
者
と
が
異
別
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
代
理
に
お
け
る
男
器
目
山
£
撃

齪
砦
磯
と
は
、
代
理
の
行
為
者
と
そ
の
行
為
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
規
範
の
当
事
者
と
が
異
別
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。
こ
の
こ
と
は
、
代
理
と
同
様

な
い
し
類
似
の
必
要
に
基
く
他
の
制
度
に
お
い
て
嫁
（
た
と
え
ば
間
接
代
理
等
）
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
代
理
に
つ
い
て
、
私
的
自
治

と
の
関
連
で
、
さ
ら
に
詳
細
に
そ
の
根
拠
を
尋
ね
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
次
に
、
法
定
代
理
と
任
意
代
理
に
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
（
2
）

　
1
　
法
定
代
理
　
　
こ
こ
で
は
、
私
的
自
治
と
の
関
連
で
は
、
本
人
の
意
思
淋
現
実
に
は
働
か
な
い
こ
と
が
む
し
ろ
前
提
と
な
つ
て
い
る
。
こ

の
意
味
で
法
定
代
理
は
無
能
力
者
等
の
意
思
の
補
充
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
行
法
上
は
法
定
代
理
と
さ
れ
て
い
る
事
象
を
、
立
怯
論
的
に

は
別
様
に
構
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
①
第
一
の
構
成
の
方
法
と
し
て
、
た
と
え
ば
無
能
力
者
に
も
一
般
的
（
む
し
ろ
潜
在
的
）
権
利
能
力

を
認
め
な
が
ら
現
実
の
権
利
帰
属
を
認
め
ず
、
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
る
利
益
（
現
実
の
結
果
）
だ
け
受
け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実

質
的
に
は
無
能
力
者
に
帰
属
す
る
財
産
の
管
理
の
み
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
財
産
が
前
面
に
出
て
、
本
人
（
無
能
力
者
）
へ
の
効
果
帰
属
は
そ
の

意
味
が
薄
れ
、
無
能
力
者
が
能
力
を
取
得
す
る
ま
で
は
信
託
財
産
と
す
る
構
成
が
考
え
ら
れ
る
。
現
行
法
上
こ
の
構
成
は
と
ら
れ
て
い
な
い
が
、

立
法
論
的
に
と
り
え
な
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
本
小
論
で
は
未
研
究
の
た
め
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
つ
た
が
、
代
理
、
特
に
法
定
代
理
と
の
関
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
信
託
の
法
理
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
②
第
二
の
構
成
の
方
法
と
し
て
、
無
能
力
の
場
合
、
現
実
に
本
人
の
意
思
は
発
動
し
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
代
理
人
が
独
自
に
行
為
し
た
こ
と
が
本
人
の
行
為
と
な
る
。
つ
ま
り
、
定
立
さ
れ
る
規
範
は
本
人
の
規
範
で
あ
る
が
、
代
理
人
独

自
の
立
場
で
規
範
を
定
立
す
る
と
、
そ
れ
が
本
人
の
規
範
と
な
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
立
法
論
的
に
も
、
こ
の
構
成
に
ょ
る
こ
と
が
妥
当
か
に

つ
き
疑
閥
が
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
根
拠
を
ど
こ
に
置
く
か
が
問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
国
会
に
お
け
る
法
律
の
制
定
で
あ
れ
ば
、
国
民
の
一

人
一
人
が
自
ら
の
規
範
を
樹
て
る
こ
と
は
到
底
実
現
不
可
能
で
あ
る
と
の
予
見
の
下
に
、
国
民
の
一
人
一
人
が
規
範
を
定
立
す
る
代
り
に
、
代
衷

を
選
ん
で
、
代
表
に
規
範
を
定
立
さ
せ
る
、
そ
し
て
、
代
表
が
そ
の
識
見
に
基
い
て
法
律
を
制
定
す
る
と
、
そ
の
法
律
は
国
民
自
ら
が
制
定
し
た

　
　
　
代
理
の
制
度
と
劫
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
（
九
一
七
）



　
　
　
代
理
の
制
度
と
薗
菓
転
帰
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（
九
一
八
）

も
の
と
し
て
国
民
を
拘
束
す
る
規
範
に
な
る
噂
こ
こ
で
は
、
こ
の
拘
束
の
根
拠
は
国
民
が
代
表
を
選
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
（
代
表

議
会
制
）
。
し
か
し
、
無
能
力
者
の
代
理
一
般
に
は
こ
の
よ
う
な
根
拠
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
①
、
②
の
構
成
と
は
異
つ
て
、
，
現
行
法
の

下
で
の
法
定
代
理
に
お
い
て
ば
、
定
立
さ
れ
る
の
は
本
人
の
規
範
で
あ
り
、
法
定
代
理
人
も
法
が
補
充
す
る
本
人
の
意
思
に
し
た
が
つ
て
規
範
を

定
立
す
る
と
い
う
構
成
を
と
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
上
述
の
点
で
、
現
行
法
上
は
、
任
意
代
理
と
法
定
代
理
と
は
共
通
の
理
解
の
下
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
無
能
力
者
本
人
の
意
思
に

つ
い
て
考
え
る
に
、
最
終
的
に
意
思
が
働
か
な
い
の
で
は
な
く
て
、
い
つ
か
（
未
成
年
者
で
あ
れ
ぱ
成
年
に
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、
禁
治
産
者
で
あ
れ
ば

心
神
が
回
復
し
、
形
式
的
に
は
宣
告
が
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
つ
て
）
意
思
が
働
く
こ
と
を
予
定
し
て
、
そ
の
予
定
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
法
定
代
理
の

制
度
が
考
案
さ
れ
て
い
る
。
後
の
検
討
の
対
象
と
な
る
が
、
将
来
意
思
の
活
動
が
予
定
さ
れ
な
い
と
き
に
、
そ
の
者
に
権
利
能
力
を
与
え
、
現
実

の
行
為
無
能
力
の
故
に
法
定
代
理
を
認
め
る
と
い
う
構
想
を
近
代
法
の
体
系
の
中
で
と
る
か
否
か
、
お
よ
そ
権
利
の
中
に
意
思
の
要
素
を
認
め
な

い
で
す
む
か
が
問
題
と
な
る
。
簡
単
に
問
題
点
の
み
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
権
利
の
内
容
は
利
益
で
あ
り
、
権
利
の
目
的
は
利
益
の
享
受
に

向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
享
受
と
い
う
中
に
す
で
に
一
つ
の
動
き
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
権
利
の
作
用
は
そ
の
利
益
に
向
け
て
法
上
認
め
ら

れ
た
力
で
あ
る
が
、
法
は
い
か
な
る
場
合
に
、
或
は
い
か
な
る
着
に
そ
の
よ
う
な
力
を
認
め
る
か
と
い
え
ば
利
益
享
受
を
利
益
享
受
と
し
て
可
能

な
ら
し
め
る
意
思
の
カ
を
備
え
た
者
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
権
利
が
帰
属
す
る
だ
け
で
（
帰
属
点
で
は
あ
る
が
）
、
自
ら
権
利
を
取
得
し
、
行
使

し
、
処
分
す
る
作
用
が
全
く
考
え
ら
れ
な
い
と
き
に
、
近
代
法
の
下
で
権
利
能
力
あ
り
と
認
め
う
る
か
。
権
利
能
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
よ
う
な
作
用
を
為
し
う
る
（
或
は
為
し
う
る
と
予
定
さ
れ
る
）
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
無
能
力
者
の
法
定
代
理
と
擬
制
法
人
で
あ
る
た
と
え
ば
相
続
財
団
法
人
（
九
五
一
）
の
管
理
と
を
対
比
す
る
と
、
相
続

財
団
法
人
は
財
産
の
帰
属
点
と
い
う
か
そ
れ
自
体
財
産
の
集
合
で
あ
つ
て
、
そ
れ
自
体
が
意
思
を
も
つ
て
活
動
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

い
。
そ
の
財
産
に
つ
い
て
相
続
人
の
存
在
が
不
明
で
あ
り
、
最
終
的
に
ど
こ
に
帰
属
す
る
か
か
不
明
で
あ
る
問
に
、
内
容
の
確
定
を
行
う
た
め
に



管
理
す
る
と
い
う
性
質
を
持
つ
て
い
る
。
帰
属
不
明
の
財
産
の
管
理
と
い
う
点
で
、
或
る
密
伽
に
つ
い
て
の
法
定
代
理
で
は
な
く
、
貯
幽
自
体
の

管
理
が
正
面
に
出
る
特
殊
な
場
合
で
あ
る
（
そ
の
財
産
の
新
た
な
運
用
の
面
ぱ
認
め
ら
れ
ず
、
定
ま
つ
た
方
針
で
の
財
産
の
清
算
管
理
が
行
わ
れ
る
だ
け
で

（5

）

あ
る
）
。
ま
た
、
擬
制
法
人
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
法
定
代
理
と
も
異
る
も
の
（
比
喩
的
に
い
え
ば
法
定
の
代
表
と
も
い
う
ぺ
き
も
の
）
と
し
て
、

子
の
身
分
上
の
行
為
、
そ
の
他
身
上
の
事
柄
に
つ
い
て
の
親
（
或
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
親
権
者
、
後
見
人
）
の
立
場
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
法
定
代

理
人
に
よ
つ
て
代
諾
養
子
が
な
さ
れ
れ
ば
当
然
そ
の
効
果
は
本
人
に
及
ぶ
（
七
九
七
）
が
、
こ
れ
は
本
人
の
意
思
の
補
充
で
は
な
く
（
し
た
が
つ

て
、
本
来
の
法
定
代
理
の
仕
事
で
は
な
い
）
、
法
定
代
理
人
で
あ
る
親
権
者
或
は
後
見
人
自
身
の
仕
事
と
し
て
、
単
純
に
そ
の
者
自
身
の
意
思
決
定

（
本
人
の
持
つ
で
あ
ろ
う
意
思
と
異
る
こ
と
も
あ
り
う
る
）
に
基
く
。
こ
こ
で
は
そ
の
効
果
は
本
人
に
及
ぶ
が
、
法
定
代
理
人
淋
行
為
し
た
こ
と
に
よ

り
本
人
が
行
為
し
た
と
同
様
の
意
味
で
効
果
が
本
人
に
帰
属
す
る
の
で
は
な
く
、
本
人
は
行
為
者
で
あ
る
親
権
者
或
は
後
見
人
の
判
断
の
対
象
と

な
つ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
私
的
自
治
を
基
盤
と
す
る
法
体
系
の
中
で
、
本
人
の
私
的
自
治
は
行
わ
れ
ず
、
ま
さ
に
他
人
に
よ
る
決
定

が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
特
殊
な
身
分
関
係
に
基
い
て
一
つ
の
意
思
決
定
が
他
人
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
法
が
是
認
し
た

と
こ
ろ
に
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
本
人
ほ
法
定
代
理
人
で
あ
る
親
権
者
或
は
後
見
人
の
（
子
は
親
の
）
意
思
決
定
の
対
象
で
あ
り
、

親
は
子
の
意
思
が
将
来
ど
う
で
あ
る
か
を
付
度
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
で
は
な
し
に
、
親
が
子
の
た
め
に
最
善
と
思
う
と
こ
ろ
に
し
た
が
つ
て
意
思

決
定
す
る
。
こ
の
行
為
は
、
私
的
自
治
の
中
で
の
子
の
意
思
の
補
充
で
は
な
く
、
親
の
固
有
の
権
利
、
義
務
（
親
権
の
規
定
〔
八
二
〇
参
照
〕
）
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
属
す
る
（
事
務
管
理
で
い
う
と
こ
ろ
の
他
人
の
事
務
で
ぽ
な
い
）
。

　
　
　
　
　
（
7
）

　
2
　
任
意
代
理
　
　
本
人
が
意
思
を
発
動
し
う
る
場
合
で
あ
る
か
ら
、
本
人
の
意
思
と
全
く
無
関
係
に
代
理
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も

し
こ
れ
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
私
的
自
治
の
否
定
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
私
的
自
治
と
い
つ
て
も
、
上
述
の
よ
う
に
細
部
に
わ
た
つ
て
す
べ
て

他
人
に
ょ
る
行
為
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
代
理
が
本
人
の
意
思
に
基
く
も
の
と
し
て
考
案
さ
れ
る
限
り
、
他
人
に
ょ
る
行
為
を
認
め
て
差

し
支
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
人
が
細
い
指
図
ま
で
し
て
代
理
人
は
単
に
行
為
す
る
だ
け
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
具
体
的
な
意
思
決
定
も
代
理

　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
置
　
　
　
（
九
一
九
）



　
　
　
伐
理
の
制
度
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転
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二
六
　
　
　
（
九
二
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

人
に
よ
つ
て
差
し
支
え
な
い
。
む
し
ろ
、
代
理
の
或
る
場
面
で
は
代
理
人
の
専
門
的
な
知
識
を
か
り
る
と
い
う
こ
と
が
主
眼
と
な
つ
て
い
る
か

ら
、
本
人
が
す
べ
て
の
判
断
を
代
理
人
に
任
せ
、
・
代
理
人
に
よ
る
意
思
決
定
が
重
要
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
定
立
さ
れ
る
の
は
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

人
の
規
範
で
あ
り
、
代
理
人
は
独
自
の
立
場
で
本
人
の
規
範
を
定
立
す
る
の
で
は
な
く
、
本
人
に
拘
束
さ
れ
て
規
範
を
定
立
す
る
。
つ
ま
り
、
私

的
自
治
の
原
理
の
中
で
代
理
の
制
度
を
考
え
る
と
、
代
理
人
の
意
思
表
示
は
そ
れ
だ
け
切
り
離
し
て
効
果
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
本
人
の
意
思

と
重
つ
て
始
め
て
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
代
理
人
の
意
思
表
示
の
み
で
完
全
な
効
果
意
思
の
表
示
と
い
う
こ
と
は
で
き

ず
、
本
人
の
効
果
意
思
が
背
後
に
控
え
た
上
で
の
代
理
人
の
効
果
意
思
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
代
理
の
実
定
的
制
度
に
お
い
て
、
本
人
の
効
果
意

　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

思
と
代
理
人
の
効
果
意
思
と
を
ど
の
よ
う
に
構
成
し
て
い
る
か
は
、
別
稿
で
ふ
れ
た
通
り
で
あ
つ
て
、
代
理
人
の
意
思
表
示
を
代
理
に
お
け
る
効

果
意
思
の
表
示
と
し
て
、
代
理
権
の
存
在
を
独
立
の
効
力
要
件
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
実
定
的
制
度
を
基
礎
に
、
そ
の
発
展
と
し
て
、
近
時
、
財
産
の
帰
属
と
行
使
の
分
離
の
議
論
、
ひ
い
て
は
財
産
の
所
有
に
対
し
て
、

代
理
権
、
授
権
等
を
含
め
て
管
理
権
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
管
理
権
を
財
産
の
帰
属
主
体
か

ら
分
離
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
代
理
の
よ
う
な
場
合
に
管
理
者
の
私
的
自
治
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
の
妥
当
性

を
検
討
す
る
に
は
、
ま
ず
、
権
利
に
つ
い
て
、
そ
の
帰
属
、
行
使
、
処
分
等
の
関
連
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
権
利
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
権

利
が
或
る
権
利
主
体
（
主
体
と
し
て
の
資
格
を
も
つ
者
、
或
ぱ
主
体
と
し
て
擬
制
さ
れ
た
者
ー
後
者
ば
ま
さ
に
権
利
の
帰
属
の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
権
利
主
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
急o
）

で
あ
る
）
に
帰
眉
す
る
と
の
み
い
え
ば
よ
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
権
利
を
取
得
す
る
力
は
ど
こ
か
ら
出
て
誰
に
帰
属
す
る
の
か
。
権
利
取
得

の
契
機
は
権
利
が
帰
属
し
う
る
と
い
う
人
の
能
力
、
地
位
以
外
に
は
求
め
ら
れ
ず
、
特
別
の
制
限
（
行
為
能
力
の
制
限
等
）
が
あ
る
場
合
を
除
い
て

権
利
能
力
者
は
権
利
取
得
の
力
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
権
利
が
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
人
自
身
に
権
利
取
得
の
カ
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
取
得
さ
れ
る
権
利
の
内
容
と
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
生
活
上
の
利
益
で
あ
り
、
権
利
を
持
つ
こ
と
の
目
的
は
、
生
活
上
の
利
益
の

享
受
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
法
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
権
利
に
作
用
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
作
用
は
利
益
享
受
に
向
け
て
の
法
的
な



カ
で
あ
る
か
ら
、
権
利
帰
属
者
に
は
原
則
と
し
て
そ
の
法
的
た
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
力
に
よ
る
権
利
の
実
現
、
利
益
享
受
の
現
実
化
に

つ
い
て
は
、
支
配
権
と
他
人
と
の
関
係
で
実
現
さ
れ
る
権
利
と
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
支
配
権
で
あ
る
所
有
権
で
あ
れ

ば
、
対
象
で
あ
る
物
の
提
供
す
ゐ
あ
ら
ゆ
る
利
益
の
享
受
、
つ
ま
り
物
の
使
用
、
収
益
、
処
分
、
特
に
交
換
価
値
の
実
現
を
直
接
図
る
こ
と
が
で

き
、
格
別
権
利
行
使
の
行
為
を
要
し
な
い
（
た
だ
、
利
益
実
現
の
過
程
で
他
人
と
の
交
渉
を
生
ず
る
と
き
に
、
そ
の
行
為
が
問
題
と
な
る
）
。
こ
れ
に
対
し
、

債
権
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
か
ら
債
権
の
ぼ
的
で
あ
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
に
ょ
つ
て
満
足
が
得
ら
れ
、
債
権
は
実
現
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
給
付

の
実
現
に
向
け
た
行
為
、
債
務
者
に
対
す
る
請
求
、
そ
れ
に
よ
つ
て
債
務
者
か
ら
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
債
権
の
行
使
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
権

利
行
使
の
力
は
権
利
の
作
用
と
し
て
権
利
の
属
性
で
あ
る
か
ら
、
権
利
の
帰
属
者
に
権
利
の
行
使
の
力
も
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
常
態
嘘
あ
る
。

最
後
に
、
権
利
処
分
の
力
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
。
権
利
行
使
と
の
関
係
で
、
・
権
利
を
行
使
し
て
満
足
が
得
ら
れ
れ
ぽ
権
利
は
自
的
を
達
し
て

消
減
す
る
が
、
こ
れ
は
目
的
達
成
に
ょ
る
権
利
の
消
滅
で
あ
つ
て
、
権
利
の
処
分
で
は
な
い
。
ま
た
、
権
利
を
処
分
す
る
こ
と
は
権
利
の
行
使
で

　
（
n
）

は
な
い
。
権
利
の
処
分
は
権
利
そ
の
も
の
の
運
命
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
権
利
の
運
命
を
ど
の
よ
う
に
左
右
す
る
か
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
権

利
の
帰
属
し
て
い
る
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
権
利
に
処
分
性
が
あ
る
か
否
か
は
、
権
利
の
内
容
如
何
に
よ
る
。
た
と
え
ば
所
有
権

に
つ
い
て
は
処
分
性
が
あ
る
が
、
或
る
種
の
債
権
に
つ
い
て
は
処
分
性
が
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
後
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
債
権
に
処
分
性
が
な

い
と
い
う
意
味
で
債
権
者
は
現
実
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
以
上
み
た
と
こ
ろ
で
、
権
利
取
得
の
力
、
権
利
行
使
の
力
、
権
利
処
分
の
力
い
ず
れ
も
、
権
利
が
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
者
、
現
実
の
権
利
帰

属
者
が
持
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
力
を
他
人
が
代
つ
て
発
動
し
う
る
か
が
、
こ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
述
の
よ
う
に
、

権
利
の
取
得
に
つ
い
て
も
権
利
が
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
者
以
外
の
者
に
ょ
る
取
得
も
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
権
利
行
使
、
処
分
の
具
体
な
行
為
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

他
人
に
為
さ
し
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
取
得
、
行
使
、
処
分
に
つ
い
て
権
利
の
帰
属
と
分
離
し
て
管
理
権
と
し
て
帰
属
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

以
外
の
者
に
独
立
し
て
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
．
管
理
権
と
い
つ
て
も
、
所
有
権
、
債
権
と
い
う
意
味
の
具
体
的
な
利
益
享
受

　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
九
”
＝
）



　
　
　
代
理
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傷
度
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効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
　
（
九
二
二
）

に
向
け
ら
れ
た
実
質
権
を
指
す
の
で
は
な
く
、
或
る
権
限
1
ー
他
人
の
事
務
に
関
与
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
権
限
！
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
基
い

て
或
る
法
律
効
果
、
法
律
状
態
が
発
生
す
る
こ
と
が
法
に
ょ
つ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
ー
ー
法
律
上
の
一
つ
の
要
件
、
個
別
的
な
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
惚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

件
に
対
し
て
一
般
的
な
要
件
i
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
管
理
権
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
実
際
に
本
人
の

管
理
か
ら
独
立
し
て
管
理
権
と
称
す
る
の
が
適
当
な
場
合
も
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
権
利
の
帰
属
し
て
い
る
本
人
に
行
使
お
よ
び
処
分
が
禁

じ
ら
れ
、
か
え
つ
て
他
人
に
そ
の
力
“
管
理
権
能
な
い
し
管
理
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
き
（
破
産
七
・
五
三
以
下
、
民
訴
匠
六
九
l
l
差
押
の
効
力

に
つ
き
収
益
権
喪
失
を
規
定
す
る
）
、
本
人
の
意
思
か
ら
独
立
し
た
管
理
権
を
構
想
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
適
切
で
あ
ろ
う
（
通
常
、
擬
制
法
人
、
或

は
本
人
が
管
理
権
を
持
た
た
い
場
合
の
管
理
）
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
例
外
的
な
場
合
を
眼
中
に
置
い
て
一
般
的
な
理
論
を
立
て
る
こ
と
が

妥
当
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の
場
合
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
権
利
取
得
の
権
能
は
そ
の
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る

者
に
帰
属
し
、
行
使
の
権
能
は
権
利
の
作
用
な
い
し
属
性
と
し
て
権
利
帰
属
者
に
あ
り
、
処
分
の
権
能
も
権
利
そ
の
も
の
の
運
命
の
決
定
と
し
て

権
利
帰
属
者
に
属
す
る
も
の
と
す
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
能
を
独
立
さ
せ
て
管
理
権
と
し
て
構
成
し
、
一
般
的
に
、
そ
の
権
利
の
帰
属
す
る
こ

と
に
な
る
権
利
能
力
者
か
ら
取
得
の
力
を
奪
う
と
す
れ
ば
、
帰
属
者
は
通
常
の
権
利
能
力
者
で
は
な
く
擬
制
さ
れ
た
帰
属
点
と
し
て
だ
け
の
権
利

主
体
と
な
る
。
ま
た
、
権
利
帰
属
者
の
承
認
な
し
に
、
行
使
の
力
を
具
体
的
な
実
質
権
の
属
性
か
ら
切
り
離
し
、
さ
ら
に
処
分
の
力
も
権
利
帰
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

者
以
外
の
者
に
与
え
る
と
す
れ
ば
、
果
し
て
権
利
者
に
権
利
が
帰
属
し
て
い
る
と
い
え
る
か
．
そ
こ
で
、
一
時
的
に
、
或
は
個
別
的
に
限
定
さ
れ
た

事
柄
に
つ
い
て
他
人
の
管
理
を
認
め
た
場
合
に
も
、
法
定
の
特
別
の
事
由
な
し
に
は
本
人
の
意
思
か
ら
全
く
か
け
離
れ
た
も
の
と
し
て
構
成
し
う

る
か
は
閥
題
で
あ
り
、
否
定
的
に
解
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
管
理
権
と
し
て
の
総
称
は
、
他
人
の
行
為
に
よ
り
本
人
に
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

果
の
及
ぶ
場
合
の
根
拠
の
総
称
と
い
う
程
度
の
内
容
空
白
な
概
念
で
し
か
あ
り
え
ず
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。

他
人
の
財
産
の
管
理
を
め
ぐ
つ
て
、
代
理
、
授
権
、
間
接
代
理
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
、
信
託
等
、
具
体
的
な
要
件
の
下
に
個
々
の
制
度

を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
本
人
鵠
財
産
の
帰
属
主
体
の
意
思
か
ら
離
れ
た
も
の
と
し
て
の
管
理
権
の
観
念
で
捉
え
る
こ



と
は
現
行
法
の
体
系
の
中
で
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
例
外
的
な
事
象
を
一
般
原
則
に
拡
大
す
る
危
険
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し

ろ
個
々
の
制
度
の
中
で
、
他
人
の
行
為
に
よ
つ
て
本
人
が
何
ら
か
の
効
果
を
受
け
る
と
き
に
、
そ
の
行
為
に
当
つ
て
本
人
の
意
思
が
ど
の
よ
う
な

形
で
ど
こ
ま
で
関
与
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
逆
に
、
行
為
者
の
意
思
が
ど
こ
ま
で
支
配
す
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
妥
当
か
、
そ
れ
と

の
関
連
で
本
人
お
よ
び
相
手
方
へ
の
効
果
帰
属
の
態
様
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
同
様
に
問
儲
ヨ
島
三
詩
8
0
q
を
生
ぜ
し
め
る
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
腸
）

の
制
度
と
の
比
較
で
代
理
の
構
成
を
考
察
す
る
次
の
課
題
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
7
ラ
ソ
ス
民
法
一
＝
一
西
条
一
項
ば
、
『
適
法
昌
形
成
セ
ラ
レ
タ
ル
合
意
ハ
之
ヲ
為
シ
タ
ル
者
昌
対
シ
法
昌
代
ル
』
と
規
定
し
て
い
る
。

　
（
2
）
民
法
四
・
去
・
六
条
（
未
成
年
者
の
法
定
代
理
）
．
八
条
（
禁
治
産
者
の
後
見
）
、
二
五
・
二
六
。
二
七
・
二
八
条
（
不
在
者
の
財
産
管
理
）
、
八
二
四
条
（
親
権
者
に
よ
る
子
の
財

　
　
産
の
管
理
）
、
八
露
九
条
（
後
見
人
に
ょ
る
被
後
見
人
の
財
産
の
管
理
）
。
以
下
に
無
能
力
者
の
法
定
代
理
を
取
り
上
げ
て
述
べ
る
。

　
（
3
）
　
こ
の
観
点
か
ら
償
託
に
つ
い
て
、
椿
欝
夫
・
年
齢
後
見
（
塗
8
話
ぎ
露
β
昌
“
器
匿
誉
）
の
進
化
1
ー
親
権
と
の
対
比
に
於
け
る
財
産
関
係
の
一
考
察
ー
・
法
学
論
叢
六
〇

　
　
巻
竃
号
（
昭
二
九
・
八
）
四
二
頁
以
下
参
照
。
立
法
諭
的
に
、
償
託
に
ょ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
問
題
に
な
る
の
ぱ
、
ど
の
範
囲
で
儒
託
を
認
め
る
の
か
．
無
能
力
者
の
あ
ら
ゆ
る

　
　
財
産
関
係
を
償
託
関
係
と
し
て
無
鮨
力
者
に
一
切
の
現
実
的
な
権
利
帰
属
を
認
め
な
い
の
か
、
無
鮨
力
者
の
中
で
も
制
限
的
行
為
無
能
力
考
と
み
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
飽
人
の
同
意

　
　
を
得
て
行
為
す
る
方
法
も
奪
つ
て
し
ま
｝
の
か
等
の
点
で
あ
ろ
う
。

　
（
4
）
　
未
成
隼
者
は
も
ち
ろ
ん
、
心
神
喪
失
者
も
や
が
て
回
復
す
る
こ
と
を
予
想
し
、
ま
た
、
現
代
の
医
学
上
生
命
の
あ
る
限
り
確
定
的
に
回
復
不
能
と
ぽ
宜
雷
で
き
な
い
こ
と
を
前

　
　
提
し
て
い
る
．

　
（
5
）
須
似
の
性
格
の
も
の
と
し
て
、
破
産
財
団
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
財
産
の
現
在
の
掃
属
者
纐
破
産
者
は
分
つ
て
い
る
が
、
破
産
者
か
ら
そ
の
意
思
に
よ
ら
ず
処
分
権
が
奪

　
　
わ
れ
て
い
る
点
で
、
破
産
者
と
い
う
法
主
体
の
代
理
と
い
う
よ
り
は
、
限
定
さ
れ
た
目
的
で
、
破
産
財
団
と
い
う
財
産
の
集
合
の
管
理
甜
清
算
、
執
行
と
い
つ
た
方
が
適
切
で
あ
る
。

　
　
兼
予
噺
。
破
産
爾
団
の
主
体
性
ー
ヨ
目
的
財
産
論
を
背
景
と
し
て
ー
A
昭
一
五
Y
民
事
法
研
究
第
一
巻
所
収
四
二
一
頁
以
下
参
照
。
遺
言
執
行
者
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
あ

　
　
る
。
不
在
者
の
財
産
管
理
人
の
う
ち
家
庭
裁
判
所
の
選
任
に
か
か
る
も
の
は
不
在
者
の
財
産
管
理
に
つ
い
て
、
な
お
、
法
定
代
理
権
を
持
つ
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
噂

　
（
6
）
子
の
氏
の
変
更
に
つ
い
て
、
子
が
成
年
に
遣
し
た
と
巻
に
子
の
意
思
に
よ
り
従
前
の
氏
に
復
テ
る
こ
と
を
認
め
る
七
九
一
条
三
項
参
照
。

　
孚
）
民
法
九
九
条
以
下
（
代
理
一
般
）
、
通
常
、
代
理
権
を
伴
う
も
の
と
し
て
、
六
七
〇
条
（
緯
合
の
業
務
執
行
）
、
六
八
匠
。
六
八
六
ニ
ハ
八
八
条
（
組
合
の
清
算
人
）
。

　
（
8
）
本
文
の
場
合
と
は
逆
に
、
現
実
に
は
す
ぺ
て
本
人
に
ょ
つ
て
慧
恵
決
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
行
為
者
が
代
理
人
と
し
て
相
手
方
に
対
す
る
場
合
楓
は
代
理
が
成
立

　
　
し
、
た
渇
代
理
権
の
有
無
が
間
題
と
な
る
。
た
と
え
ぱ
、
，
本
人
は
使
者
を
立
て
た
つ
も
り
で
代
理
形
式
で
行
勤
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
な
か
つ
た
場
合
で
も
、
本
人
の
意
思
決
定

　
　
が
そ
の
ま
ま
衷
示
さ
れ
て
い
れ
ば
効
力
を
生
じ
さ
せ
て
差
し
支
え
な
か
る
う
。
問
題
は
本
人
の
意
思
決
定
を
超
え
て
行
動
し
喪
と
き
に
こ
れ
に
幽
い
て
＝
0
条
の
表
見
代
理
の
成

　
　
立
が
認
め
ら
れ
る
か
に
あ
る
。

　
（
9
）
　
簾
脇
・
二
掲
法
堂
研
兜
四
五
巻
二
号
三
一
＝
頁
以
下
参
照
。

　
　
　
　
代
理
の
制
度
と
効
果
転
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
（
九
二
窪
）



代
理
の
傷
度
と
禦
転
帰

三
〇

（
九
一
西
）

（
m
）
　
儒
託
的
帰
属
（
目
的
拘
束
的
帰
属
）
の
構
成
に
つ
い
て
ぱ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
英
米
法
上
、
信
託
は
コ
モ
ン
・
ロ
ヨ
と
ユ
ク
ィ
テ
ィ
と
の
交
錆
の
問
に
成
り
立
つ
て
お
り
、

　
冒
モ
ン
・
ロ
韮
上
の
権
利
者
（
受
託
者
）
と
エ
ク
4
テ
ィ
上
の
権
利
者
（
受
益
者
）
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
み
。
こ
こ
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
者
も
一
応
権
利
者
と
し

　
て
管
理
権
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
と
の
関
連
で
ニ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
権
利
の
性
質
が
問
題
と
な
る
。
白
本
法
上
、
コ
モ
ン
。
ロ
峯
と
轟
ク
ィ
テ
ィ
と
い
う
二
重
樽
造
は
な
い
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

信
託
的
帰
属
が
固
題
と
な
る
の
は
、
例
外
的
に
塞
犠
的
権
利
者
と
形
式
的
権
利
者
と
が
分
離
す
る
場
合
、
実
質
的
塵
利
老
と
さ
れ
る
者
に
法
形
式
上
権
利
能
力
が
認
め
ら
れ
な
い
と

　
い
う
例
外
的
な
場
合
で
あ
ろ
う
（
譲
渡
担
保
．
権
利
能
力
な
き
種
団
の
財
産
関
係
等
）
。

（
U
）
　
』
巨
撃
oo
一
弓
評
0
5
噂
”
8
ザ
審
悌
g
β
鎧
昌
島
0
9
蕗
げ
審
κ
謡
く
8
国
8
琴
（
一
器
y
ρ
観
蹄

（
紛
）
　
於
保
・
有
効
蔓
件
に
つ
い
て
の
醐
考
察
（
昭
一
笈
∴
e
・
前
掲
財
産
管
理
権
論
序
説
所
収
三
三
九
頁
以
下
の
い
う
よ
う
に
、
従
来
、
法
律
効
果
発
生
の
原
因
と
し
て
の
法
律
要

件
事
実
は
自
然
的
露
実
と
し
て
（
艮
体
的
な
人
間
の
行
為
，
人
間
の
内
部
的
容
震
自
然
の
出
来
亭
に
分
類
し
て
）
要
件
と
効
果
の
つ
な
が
り
を
因
果
法
則
的
に
み
て
き
た
が
、
こ
れ

　
を
政
策
的
、
目
曲
諭
的
に
法
律
効
果
の
発
生
、
帰
属
に
対
応
す
る
法
律
嬰
件
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
分
類
に
は
入
ら
な
い
要
件
が
寿
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ノ

　
法
定
条
件
、
代
理
権
（
代
理
権
の
中
で
も
任
意
代
理
権
は
本
人
の
代
理
権
授
与
行
為
に
還
元
で
き
る
溝
、
特
に
法
定
代
理
権
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
B
）
具
体
的
な
作
用
の
カ
を
持
た
な
い
権
利
の
帰
属
が
生
ず
る
。
権
利
と
権
能
（
た
と
え
ば
請
求
権
能
）
の
分
離
な
常
態
と
考
え
る
制
度
を
と
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
現
行
法
を
そ
の

　
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
四
宮
和
夫
・
信
託
行
為
と
信
託
ー
法
律
行
為
に
よ
る
信
託
関
係
§
、
特
に
（
五
・
完
）
・
法
学
協
会
雑
誌
五
九
巻
七
号
（
昭
一
六
・

　
七
）
六
一
頁
以
下
は
、
法
律
行
為
に
よ
る
信
託
関
係
に
つ
い
て
管
理
権
を
権
利
の
外
に
追
放
し
（
糎
利
の
本
体
は
利
益
の
帰
属
）
受
益
者
の
所
有
権
者
的
地
位
を
承
認
し
た
と
さ
れ
る
。

（
踊
）
管
理
権
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
行
つ
て
い
る
虞
渡
清
吾
・
財
産
管
理
権
諭
へ
の
一
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
財
産
管
理
権
概
念
の
史
的
基
礎
と
論
理
構
造
T
i
・
法
学
論
叢
八
八
巻

　
四
・
葦
・
六
号
（
昭
四
六
二
己
一
八
四
頁
以
下
は
、
な
お
管
理
権
概
念
の
可
能
性
の
権
利
論
的
検
討
を
留
保
さ
れ
る
。

（
頂
》
代
理
の
中
で
も
、
特
に
代
理
人
が
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
さ
な
い
で
為
す
場
合
の
効
果
．
或
ぱ
O
o
8
鑑
浄
輪
驚
幕
9
“
3
窃
9
昌
盤
霧
の
構
成
な
ど
と
間
接
代

　
理
、
或
は
撰
権
と
の
闘
連
が
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
匠
年
七
月
十
九
日
）


