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〔
商
法
　
三
四
二
〕
　
手
形
と
と
も
に
原
因
債
権
を
譲
り
受
け
た
手
形
所
持
人
と
人
的
抗
弁

（
騰
騨
馨
翠
講
灘
叢
噺
奪
講
し

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

　
手
形
と
と
も
に
原
因
債
権
を
譲
り
受
け
た
手
形
所
持
人
は
、
害
意
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
然
に
手
形
債
務
者
か
ら
直
接
原
因
債
権
上
の
抗
弁

の
対
抗
を
受
け
る
と
は
い
え
な
い
。

〔
参
照
条
文
〕

　
手
形
法
一
七
条
・
七
七
条

〔
事
　
実
〕

　
本
件
は
手
形
判
決
で
あ
り
、
当
事
者
の
主
張
や
判
決
理
由
の
中
か
ら
汲

み
取
る
こ
と
の
で
ぎ
る
事
実
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
昭
和

五
七
年
七
月
踊
O
日
、
阻
は
、
不
動
産
の
売
買
代
金
を
割
賦
で
支
払
う
た

め
に
、
砺
株
式
会
社
に
対
し
、
計
四
二
通
、
額
面
合
計
一
二
一
万
六
〇
〇

〇
円
の
約
束
手
形
を
振
り
出
し
た
。
こ
れ
が
本
件
手
形
で
あ
り
、
砺
は
こ

れ
ら
を
割
引
の
た
め
に
X
株
式
会
社
に
白
地
式
で
裏
書
き
す
る
と
と
も
に
、

売
買
代
金
債
権
を
も
X
に
譲
渡
し
た
。

　
本
件
各
手
形
の
満
期
は
、
昭
和
五
九
年
一
月
二
五
日
か
ら
昭
和
六
二
年

六
月
二
五
日
ま
で
一
月
毎
に
到
来
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
す
で
に

満
期
が
到
来
し
た
二
七
通
め
ま
で
の
手
形
は
す
べ
て
支
払
拒
絶
さ
れ
、
か

つ
満
期
未
到
来
の
手
形
に
つ
い
て
も
支
払
拒
絶
の
お
そ
れ
が
強
い
状
況
に

立
ち
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
所
持
人
X
は
、
葛
・
砺
に
対
し
、
四
二
通
全
部

の
支
払
い
を
求
め
て
本
訴
を
提
起
し
た
。

　
こ
の
X
の
請
求
に
対
し
て
、
協
は
口
頭
弁
論
に
も
欠
席
す
る
な
ど
ま
っ

た
く
争
う
態
度
を
み
せ
な
か
っ
た
が
、
磧
は
次
の
よ
う
な
抗
弁
を
提
出
し

て
応
訴
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
蓄
の
本
件
手
形
の
振
出
の
原
因
で
あ
る
「
安
濃
苑
」

な
る
土
地
の
売
買
契
約
に
は
、
詐
欺
取
消
（
民
九
六
条
）
、
暴
利
行
為
に

よ
る
無
効
（
民
九
〇
条
）
、
錯
誤
無
効
（
民
九
五
条
）
、
申
込
の
撤
回
に
よ

る
契
約
不
成
立
（
宅
建
三
七
条
の
二
）
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
解
除
（
民

五
四
三
条
）
に
も
と
づ
く
暇
疵
が
あ
る
。
他
方
で
，
「
X
は
、
砺
の
金
融
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部
門
的
な
存
在
で
あ
り
．
脇
か
ら
．
総
額
五
億
四
コ
ニ
三
万
円
と
い
う
極

め
て
多
額
の
手
形
を
譲
受
け
、
ち
の
最
大
の
継
続
的
資
金
供
給
機
関
で
あ

り
，
他
方
、
高
額
の
金
利
を
安
定
的
に
吸
い
上
げ
て
砺
と
共
存
共
栄
の
関

係
に
あ
り
、
昭
に
対
し
て
共
同
の
売
主
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
」
。

そ
の
う
え
．
「
X
は
、
㌔
か
ら
、
砺
が
葛
に
対
し
て
有
す
る
売
買
代
金
の

支
払
請
求
権
と
共
に
こ
れ
を
担
保
す
る
抵
当
権
及
び
本
件
手
形
を
一
体
の

も
の
と
し
て
譲
受
け
、
も
っ
て
、
砺
の
葛
と
の
売
買
契
約
上
の
売
主
の
地

位
一
切
を
引
き
継
い
だ
」
。
し
た
が
っ
て
、
X
は
、
昭
が
協
に
対
し
て
有

す
る
抗
弁
の
切
断
を
受
け
る
べ
き
第
三
者
に
は
当
た
ら
な
い
。

　
ま
た
．
か
り
に
抗
弁
の
切
断
を
受
け
得
る
第
三
者
に
当
た
る
と
し
て
も
、

『
X
は
、
ち
と
極
め
て
緊
密
な
関
係
を
持
ち
、
か
つ
、
不
動
産
の
売
買
及

び
そ
の
仲
介
を
も
営
業
目
的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
り
、
そ
の
目
的
か
ら

し
て
も
本
件
不
動
産
の
時
価
が
い
く
ら
か
を
充
分
知
っ
て
お
り
、
本
件
手

形
行
為
の
原
因
関
係
と
な
っ
た
売
買
契
約
〔
に
前
述
の
最
疵
あ
る
こ
と
を

1
評
者
註
〕
熟
知
し
て
い
な
が
ら
、
葛
を
害
す
る
意
思
で
本
件
手
形
を

取
得
し
た
」
も
の
で
あ
る
。

〔
判
　
旨
〕
　
判
決
は
．
町
の
抗
弁
を
次
の
よ
う
に
排
斥
し
、
磧
・
脇
に
対

す
る
請
求
を
い
ず
れ
も
認
容
し
た
（
㌔
に
つ
い
て
は
欠
席
判
決
）
。

　
「
X
が
砺
か
ら
本
件
手
形
を
譲
受
け
、
こ
れ
を
割
り
引
い
た
こ
と
、
X

が
葛
に
対
す
る
売
買
代
金
債
権
を
譲
受
け
た
こ
と
は
当
事
者
間
に
争
い
が

な
く
、
X
が
偽
か
ら
他
に
多
数
の
手
形
を
割
り
引
い
て
い
た
こ
と
は
、
当

裁
判
所
に
顕
著
な
事
実
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
右
事
実
か
ら
、
直
ち
に
、
X
が
ち
の
金
融
部
門
的
存
在
で
あ

り
、
磧
に
対
し
共
同
の
売
主
た
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
．
L
の
払
と

の
売
買
契
約
上
の
売
主
の
地
位
一
切
を
引
き
継
い
だ
と
推
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

　
磧
の
訴
訟
代
理
人
は
、
種
々
の
理
由
を
挙
げ
て
本
件
の
よ
う
に
、
手
形

と
と
も
に
そ
の
原
因
債
権
を
譲
受
け
た
手
形
所
持
人
は
、
手
形
債
務
者
か

ら
直
接
原
因
債
権
上
の
抗
弁
の
対
抗
を
受
け
る
と
主
張
す
る
が
、

　
第
一
に
、
本
件
の
抗
弁
が
、
直
接
X
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
手
形
法

一
七
条
の
適
用
範
囲
で
な
い
こ
と
は
文
言
解
釈
上
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、

合
理
的
な
理
由
が
な
い
以
上
、
同
条
を
類
推
又
は
拡
大
解
釈
し
て
適
用
す

べ
ぎ
で
は
な
い
、
と
の
主
張
は
、
原
因
債
権
を
譲
受
け
た
手
形
所
持
人
が
、

手
形
債
務
老
か
ら
、
原
因
関
係
上
の
抗
弁
を
も
っ
て
、
害
意
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
、
対
抗
を
受
け
る
か
と
の
問
い
に
対
し
、
対
抗
を
受
け
る
こ
と

が
文
言
解
釈
上
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
首
肯
で
き

る
答
え
と
は
認
め
ら
れ
ず
、

　
第
二
に
、
手
形
債
権
と
と
も
に
、
そ
の
原
因
債
権
を
譲
受
け
た
場
合
で

あ
っ
て
も
．
こ
れ
に
よ
り
右
手
形
の
譲
受
け
人
の
保
護
及
び
流
通
性
確
保

の
必
要
が
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
右
手
形
債
権
者
が
振
出
人
な

ど
の
手
形
債
務
者
か
ら
、
同
人
が
前
者
に
対
し
て
有
し
て
い
た
原
因
関
係

上
の
抗
弁
の
対
抗
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず

（
右
の
場
合
に
は
、
手
形
の
流
通
保
護
よ
り
消
費
者
保
護
を
優
先
す
べ
き

で
あ
る
と
の
主
張
は
．
本
件
の
よ
う
な
土
地
の
買
主
を
当
然
に
消
費
者
と

考
え
る
こ
と
が
相
当
か
ど
う
か
を
別
と
し
て
も
、
消
費
者
が
手
形
行
為
を

し
た
手
形
に
つ
い
て
特
別
の
立
法
措
置
の
な
い
我
が
国
に
お
い
て
右
主
張
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の
よ
う
な
解
釈
を
な
す
こ
と
は
、
手
形
制
度
を
根
本
か
ら
揺
る
が
す
も
の

で
あ
り
、
到
底
採
り
得
な
い
。
）
、

　
第
三
に
、
手
形
と
と
も
に
そ
の
原
因
債
権
を
譲
受
け
た
も
の
は
、
手
形

の
み
を
譲
受
け
た
も
の
に
比
較
し
て
多
く
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
か
ら
、
原
因
債
権
上
の
抗
弁
の
対
抗
も
受
け
る
と
す
る
ほ
う
が
実

質
的
に
公
平
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
原
因
債
権
を
譲
受
け
た
こ
と
に
よ
る

効
果
と
手
形
債
権
を
譲
受
け
た
効
果
と
を
混
同
す
る
も
の
で
あ
り
、

　
第
四
に
、
手
形
債
務
者
が
原
因
債
権
上
の
抗
弁
を
も
っ
て
手
形
債
権
者

に
対
抗
で
き
る
理
由
を
手
形
債
権
の
行
使
と
不
当
利
得
返
還
債
権
の
行
使

と
の
際
限
の
な
い
循
環
を
断
ち
切
る
た
め
で
あ
る
と
し
、
本
件
の
場
合
、

そ
の
必
要
が
あ
る
と
の
主
張
は
、
X
の
本
件
手
形
譲
受
け
の
原
因
関
係
が

本
件
売
買
契
約
で
は
な
い
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
の

場
合
、
昭
主
張
の
よ
う
な
循
環
関
係
は
生
じ
る
余
地
が
な
い
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
、
理
由
が
な
い
。
」

〔
研
　
究
〕
　
判
旨
に
賛
成
。

醐
　
本
件
判
決
は
手
形
判
決
で
あ
り
．
手
形
訴
訟
手
続
き
の
一
大
特
色
で

あ
る
証
拠
方
法
の
制
限
に
よ
り
（
民
訴
四
四
六
条
）
、
箔
・
砺
の
な
し
た

手
形
行
為
の
原
因
関
係
に
立
ち
入
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
そ
の
姐
上
に
の
ぽ
っ
た
の
は
、
手
形
と
と
も
に
原
因
債
権
を
譲
り
受

け
た
手
形
所
持
人
は
、
手
形
債
務
者
か
ら
直
接
原
因
債
権
上
の
抗
弁
を
も

っ
て
、
対
抗
を
受
け
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
純
理
論
的
問
題
に
と
ど
ま
っ

た
。
し
か
し
、
葛
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
発
端
は
、
町
の
約
束
手
形

の
振
り
出
し
が
、
二
束
三
文
の
山
林
を
甘
言
を
用
い
て
法
外
な
価
格
で
売

り
つ
け
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
原
野
商
法
に
よ
る
売
買
契
約
を
原
因
と
し

て
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
．
ほ
ん
ら
い
約
束
手
形
は
商
人
間
に
お
け
る
信
用
授

受
の
道
具
と
し
て
発
達
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
債
務
に
は
厳
格
な

責
任
を
と
も
な
う
点
に
実
際
上
の
メ
リ
ッ
ト
を
も
つ
。
と
こ
ろ
が
、
世
間

に
い
う
悪
徳
商
人
は
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
丁
々
発
止
の
商
取
引
に

疎
い
消
費
者
を
し
て
約
束
手
形
を
振
り
出
さ
せ
、
そ
れ
を
一
味
の
者
に
裏

書
し
、
し
か
る
の
ち
に
、
「
善
意
の
第
三
者
』
を
名
乗
る
そ
の
者
が
涼
し

い
顔
で
手
形
金
を
請
求
す
る
。
こ
れ
が
手
形
制
度
を
悪
用
し
た
消
費
者
詐

欺
商
法
の
「
か
ら
く
り
」
で
あ
り
、
本
件
町
の
訴
訟
代
理
人
で
あ
る
岩
月

弁
護
士
は
、
消
費
者
手
形
に
つ
い
て
の
立
法
論
を
新
聞
に
発
表
す
る
に
際

し
て
、
本
件
を
か
よ
う
な
「
か
ら
く
り
」
の
典
型
で
あ
る
も
の
と
断
じ
て

い
る
（
朝
日
新
聞
一
九
八
七
年
六
月
八
目
「
論
壇
」
）
。

　
た
だ
、
く
り
か
え
せ
ば
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
「
か
ら
く
り
」
が
あ
っ

た
に
せ
よ
、
手
形
訴
訟
に
お
い
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
手
形

訴
訟
制
度
じ
た
い
の
仕
組
み
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
異
議

申
立
後
の
通
常
手
続
き
に
お
い
て
、
か
よ
う
な
原
因
関
係
に
よ
り
立
ち
入

っ
た
訴
訟
活
動
が
展
開
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
（
ち

な
み
に
、
岩
月
弁
護
士
に
よ
れ
ぽ
、
本
件
は
、
異
議
申
立
後
の
通
常
訴
訟

手
続
中
に
和
解
が
整
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
）
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
件
判
決
が
前
提
と
す
る
事
実
関
係
ー
評
者
が
所

与
の
も
の
と
す
べ
き
事
実
関
係
1
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
「
X
が
協
か

ら
本
件
手
形
を
譲
受
け
、
こ
れ
を
割
り
引
い
た
こ
と
．
X
が
磧
に
対
す
る
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売
買
代
金
債
権
を
譲
受
け
た
こ
と
…
…
、
X
が
ぬ
か
ら
他
に
多
数
の
手
形

を
割
り
引
い
て
い
た
こ
と
」
に
限
局
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以

上
、
砺
・
X
が
共
同
し
て
笥
を
罠
に
か
け
た
か
ど
う
か
は
本
件
で
は
問
題

に
は
な
り
得
な
い
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
点
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
本
件
判
決
が
詳
細
に
論
じ
た
問

題
，
す
な
わ
ち
、
原
因
債
権
を
も
譲
り
受
け
た
手
形
所
持
人
と
人
的
抗
弁

の
関
係
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
問
題
も
消
費

者
手
形
の
規
制
と
い
う
現
代
的
問
題
と
コ
ソ
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
伝
統
的
手

形
理
論
の
大
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
再
び
問
い
直
さ
れ
て
い

る
手
形
の
無
因
性
お
よ
び
悪
意
の
抗
弁
の
根
拠
に
つ
い
て
の
論
争
に
絡
め

て
い
え
ば
、
従
来
の
通
説
が
説
く
よ
う
に
、
手
形
債
権
に
は
抗
弁
が
附
い

て
廻
る
も
の
と
す
れ
ば
、
璃
疵
あ
る
原
因
債
権
も
譲
渡
さ
れ
れ
ば
な
お
さ

ら
抗
弁
が
対
抗
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
に
反
対
し
、
本

来
的
に
手
形
債
権
と
人
的
抗
弁
が
分
離
さ
れ
て
い
る
と
す
る
立
場
で
は
ど

う
解
さ
れ
る
の
か
（
田
邊
光
政
・
最
新
手
形
法
・
小
切
手
法
〔
改
訂
版
〕

一
五
二
頁
）
、
理
論
的
に
非
常
に
興
味
ぶ
か
い
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

二
　
本
件
判
決
は
、
右
に
述
べ
た
如
く
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
事
実
関
係

に
も
と
づ
い
て
、
手
形
と
と
も
に
そ
の
原
因
債
権
を
譲
り
受
け
た
手
形
所

持
人
が
、
手
形
債
務
者
か
ら
直
接
原
因
債
権
上
の
抗
弁
の
対
抗
を
受
け
る

か
ど
う
か
．
を
問
題
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
．
判
旨
は
、
昭
が
偽
に
対
し

て
人
的
抗
弁
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仮
定
を
置
く
も
の
の
よ

う
で
あ
る
が
（
判
決
理
由
中
に
は
、
昭
の
主
張
す
る
売
買
契
約
の
暇
疵
に

つ
い
て
の
明
確
な
認
定
は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
人
的
抗
弁
の
存
在

を
認
定
し
得
な
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
X
に
対
す
る
抗
弁
の

対
抗
を
問
題
に
す
る
余
地
が
あ
っ
た
の
か
疑
問
で
あ
る
）
、
少
な
く
と
も
、

本
件
の
事
実
関
係
の
も
と
で
は
X
に
「
害
意
」
を
み
と
め
る
こ
と
は
で
き

ず
．
し
た
が
っ
て
、
問
題
に
な
り
得
る
の
は
町
が
X
に
対
し
て
直
接
に
抗

弁
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
点
に
絞
ら
れ
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
件
判
旨
は
、
上
述
の
よ
う
に
四
点
に
わ
た
っ
て

町
の
抗
弁
に
対
し
反
駁
を
く
わ
え
て
い
る
．
そ
し
て
、
そ
の
第
一
点
に
つ

い
て
み
る
と
、
判
旨
が
、
本
件
の
X
が
亀
か
ら
の
被
裏
書
人
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
葛
の
抗
弁
が
直
接
X
に
対
抗
で
き
る
と
い
う
た
め
に
は
、

そ
れ
相
応
の
根
拠
・
理
由
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
じ
た
い
は
、
た
し

か
に
正
し
い
。
し
か
し
、
笥
が
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
至
っ
た
実
質
的
理
由

と
そ
れ
に
対
す
る
裁
判
所
の
評
価
は
判
旨
第
二
点
以
下
で
示
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
．
そ
ち
ら
の
検
討
に
す
す
も
う
。

三
　
そ
こ
で
判
旨
第
二
点
で
あ
る
が
、
手
形
債
権
と
と
も
に
そ
の
原
因
債

権
を
譲
り
受
け
た
ば
あ
い
で
あ
っ
て
も
、
手
形
の
譲
受
人
の
保
護
お
よ
び

流
通
確
保
の
必
要
が
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
当

然
に
債
務
者
が
所
持
人
の
前
老
に
有
し
て
い
た
「
原
因
関
係
上
の
抗
弁
」

の
対
抗
を
受
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
正
当
で
あ
ろ
う
か
。

　
わ
が
国
の
学
説
で
こ
の
問
題
に
触
れ
る
も
の
は
少
な
い
が
、
竹
田
省
博

士
は
、
「
手
形
取
得
者
は
基
本
債
権
を
譲
受
け
た
た
め
に
手
形
の
み
を
取

得
し
た
る
場
合
よ
り
も
悪
き
地
位
に
置
か
る
べ
き
理
由
な
し
と
し
て
抗
弁

の
遮
断
を
認
め
る
学
説
は
頗
る
有
力
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
か
よ
う
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な
ド
イ
ッ
の
有
力
学
説
に
反
対
し
、
「
基
本
関
係
に
於
け
る
直
接
当
事
者

間
に
於
い
て
は
、
手
形
上
の
請
求
に
対
し
基
本
関
係
上
の
抗
弁
を
対
抗
し

得
る
と
同
様
、
手
形
権
利
者
た
る
と
同
時
に
基
本
関
係
上
の
債
権
の
債
権

者
た
る
以
上
は
、
基
本
関
係
上
の
抗
弁
を
対
抗
し
得
ざ
る
理
由
は
な
い
」

と
述
べ
ら
れ
る
（
竹
田
・
手
形
法
・
小
切
手
法
五
〇
頁
）
。
こ
れ
に
対
し
、

伊
澤
孝
平
博
士
は
「
手
形
上
の
権
利
を
裏
書
に
よ
っ
て
譲
受
く
る
と
共
に
、

原
因
関
係
上
の
権
利
も
又
譲
受
け
た
場
合
に
於
い
て
も
、
両
者
は
別
個
の

も
の
で
あ
り
且
つ
譲
受
人
は
譲
渡
人
の
地
位
を
承
継
す
る
も
の
で
は
な
い

か
ら
、
原
因
関
係
上
の
請
求
権
に
付
着
し
て
居
る
抗
弁
を
以
て
、
手
形
上

の
請
求
権
に
対
抗
せ
ら
る
る
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
こ
れ
に
反
対
さ
れ
る

（
伊
澤
・
手
形
法
・
小
切
手
法
二
〇
三
頁
註
二
。
同
旨
、
庄
子
良
男
「
手

形
抗
弁
」
分
析
と
展
開
商
法
n
一
八
○
頁
）
。

　
さ
て
、
こ
の
問
題
は
人
的
抗
弁
の
本
質
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
だ
け

に
、
ま
ず
、
評
者
の
私
見
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

　
お
も
う
に
、
手
形
法
一
七
条
に
い
わ
ゆ
る
「
人
的
関
係
二
基
ク
抗
弁
」

と
は
、
手
形
行
為
が
法
律
行
為
の
原
因
（
。
鐘
郵
N
≦
①
鼻
）
を
捨
象
し
て

成
立
す
る
無
因
的
出
損
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
っ
た
ん
捨
象
さ
れ
た

そ
の
原
因
が
欠
敏
す
る
ば
あ
い
に
債
務
者
に
抗
弁
権
を
あ
た
え
、
も
っ
て

無
因
行
為
が
必
然
的
に
も
た
ら
し
得
る
不
公
平
を
除
去
し
、
実
質
的
な
衡

平
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
法
技
術
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
不
当

利
得
の
抗
弁
、
高
田
「
原
因
債
権
の
差
押
・
転
付
命
令
と
人
的
関
係
に
基
づ

く
抗
弁
」
〔
判
批
〕
早
稲
田
法
学
六
九
巻
一
号
一
〇
二
頁
以
下
）
。
そ
し
て
、

こ
の
理
論
は
直
接
当
事
者
問
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
間
接
的
な
当
事
者

で
あ
っ
て
も
本
質
的
に
は
同
じ
く
妥
当
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
．

私
見
に
よ
れ
ば
、
三
者
間
不
当
利
得
を
基
礎
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
二
重
の

原
因
欠
飲
（
U
8
需
ぎ
即
眞
色
」
の
抗
弁
こ
そ
が
、
第
三
者
に
対
す
る
抗

弁
対
抗
の
理
論
的
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
（
た
と
え
ば
、
隠
れ
た
取

立
委
任
裏
書
に
お
い
て
、
「
固
有
の
経
済
的
利
益
」
が
な
い
者
は
抗
弁
不

対
抗
の
利
益
を
享
受
し
得
な
い
と
い
う
の
も
こ
の
理
を
示
す
．
倉
澤
康
一

郎
「
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
と
人
的
抗
弁
」
〔
判
批
〕
本
誌
六
一
巻
四
号

九
九
頁
）
、
｝
七
条
但
書
に
定
め
る
悪
意
の
抗
弁
は
、
か
よ
う
な
二
重
の
原

因
欠
飲
の
抗
弁
の
典
型
と
し
て
抗
弁
を
切
断
す
る
た
め
の
裏
書
、
い
い
か

え
れ
ば
、
不
法
の
取
立
委
任
を
原
因
と
す
る
裏
書
に
つ
い
て
抗
弁
が
対
抗

さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
（
詐
欺
的
通
謀
（
。
暑
Φ
暮
Φ

｛
吋
魯
仁
α
β
一
Φ
仁
砿
①
）
、
亜
心
音
幽
（
目
即
β
〈
鉱
器
暁
9
）
、
窒
・
音
勘
（
¢
9
臣
］
B
①
β
ひ
”
仁
畠
傘
匡
ヨ
Φ
づ
6

倉
濠
ぎ
富
弩
）
の
フ
ォ
！
ミ
ュ
ラ
の
争
い
が
、
本
質
的
に
不
当
利
得
の
抗

弁
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
粟
8
書
。
q
＆
を
い
か
に
表
現
す
る

か
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
Q
o
窮
暮
＄
響
且
垢
●
も
』
曾
の
国
囚
田
男
。
氏

の
発
言
か
ら
も
窺
え
る
）
。

　
こ
う
し
た
私
見
か
ら
み
れ
ば
、
竹
田
博
士
の
見
解
は
、
博
士
が
『
手
形

上
の
権
利
と
基
本
関
係
上
の
権
利
と
を
独
立
別
個
の
も
の
と
す
る
」
（
前

掲
箇
所
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
．
な
に
ゆ
え
に
裏
書
の
無
因
性
を
無
視
し
て
、

原
因
債
権
の
譲
受
人
に
抗
弁
が
対
抗
さ
れ
る
と
解
す
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

こ
の
点
は
、
む
し
ろ
伊
澤
博
士
の
主
張
が
す
じ
で
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う

（
ω
鼠
魯
－
の
ぼ
導
国
噂
内
o
§
§
鳴
§
ミ
ミ
§
ミ
8
試
象
鴇
。
。
象
評
＞
詳
u
昌
》
づ
琴

一
一
｝
｝
吋
巨
ε
8
9
0
鴛
蒸
ゆ
い
§
§
魯
罫
§
驚
象
ぴ
ミ
象
貸
。
＆
奉
マ
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ω
電
）
。
そ
し
て
．
こ
れ
を
本
件
に
即
し
て
い
え
ば
、
本
件
手
形
上
に
は
、

昭
の
振
出
行
為
の
ほ
か
に
、
現
の
裏
書
が
な
さ
れ
て
お
り
、
昭
と
X
が
裏

書
と
い
う
無
因
的
債
権
譲
渡
行
為
（
通
説
）
を
介
し
た
間
接
的
な
関
係
に

立
つ
こ
と
は
判
旨
第
一
点
が
指
摘
す
る
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
（
田

邊
・
前
掲
書
一
四
五
頁
）
、
領
の
砺
に
対
す
る
抗
弁
が
、
砺
を
貫
い
て
X

に
ま
で
対
抗
さ
れ
る
た
め
に
は
ー
X
の
「
害
意
」
が
否
定
さ
れ
た
本
件

で
は
ー
㌔
の
X
に
対
す
る
裏
書
の
原
因
も
ま
た
欠
訣
し
、
か
つ
、
X
に

固
有
の
財
産
的
出
損
が
な
い
こ
と
（
二
重
無
権
）
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の

と
い
え
る
。

　
も
っ
と
具
体
的
に
い
え
ば
．
本
件
町
の
約
束
手
形
振
出
行
為
の
原
因
は
、

不
動
産
売
買
代
金
の
支
払
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
売
買
契
約
に
無
効
・
取
消

な
ど
の
暇
疵
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ま
ず
、
振
出
の
原
因
は
欠
飲
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
昭
が
X
に
不
当
利
得
の
抗
弁
を
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
さ

ら
に
，
砺
の
裏
書
の
原
因
の
欠
歓
お
よ
び
X
に
不
当
な
利
得
が
生
じ
得
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
、
本
件
で
は
、
協
か
ら
X
へ
の
裏
書
の
原

因
は
手
形
割
引
で
あ
り
（
後
述
の
判
旨
第
四
点
は
．
町
の
主
張
が
『
X
の

本
件
手
形
譲
受
け
の
原
因
関
係
が
本
件
売
買
契
約
で
は
な
い
こ
と
を
看
過

し
て
い
る
」
と
い
う
）
．
X
が
協
か
ら
手
形
の
裏
書
を
受
け
る
に
あ
た
っ

て
．
債
権
回
収
の
確
実
を
期
す
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
町
に
対
す
る
原
因
債

権
を
も
譲
り
受
け
た
と
し
て
も
、
そ
の
原
因
債
権
の
裂
疵
に
も
と
づ
い
て
、

手
形
割
引
契
約
全
体
に
錯
誤
無
効
な
ど
の
暇
疵
が
生
ず
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
裏
書
の
原
因
の
欠
飲
は
ま
ず
、
あ
り
得
な

い
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
X
が
現
に
対
し
て
割
引
金
の
支
払
い
な
ど
の

財
産
的
出
掲
を
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
事
情
は
本
件
か
ら
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
砺
の
X
に
対
す
る
裏
書
に
ま
つ
わ
る
事
情
は
，

そ
れ
が
割
引
を
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
以
上
は
．
X
の
「
害
意
」

に
か
ぎ
ら
ず
、
ま
っ
た
く
判
決
理
由
中
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い

の
だ
か
ら
、
結
局
、
箔
の
抗
弁
は
X
に
対
抗
し
え
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
裏
書
の
無
因
性
を
み
と
め
る
以
上
は
、
振
出
人
の
抗
弁

対
抗
の
可
否
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
本
質
的
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
の
は
、
裏
書
の
原
因
が
欠
飲
し
て
い
る
か
と
い
う
点
と
、
被
裏
書
人

が
出
揖
し
て
い
る
か
と
い
う
二
点
に
絞
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
裏
書
と
債

権
譲
渡
の
時
間
的
前
後
関
係
は
原
則
的
に
問
題
に
な
ら
な
い
し
（
も
し
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

題
に
な
り
う
る
と
す
れ
ば
．
あ
ら
か
じ
め
譲
渡
し
た
債
権
の
担
保
の
た
め

に
手
形
を
裏
書
し
、
そ
の
債
権
に
暇
疵
が
あ
っ
た
ば
あ
い
か
。
な
お
、
こ

の
点
で
竹
田
・
前
掲
は
oQ
冨
β
亨
o
Q
訂
や
自
が
債
権
譲
渡
が
先
立
つ
ば
あ
い

に
抗
弁
対
抗
を
み
と
め
る
立
場
で
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
が
．
む
し
ろ
そ

こ
で
は
，
か
よ
う
な
時
間
的
区
別
を
拒
否
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
）
．

ま
た
、
仮
に
、
X
が
砺
か
ら
、
代
金
債
権
の
み
な
ら
ず
．
売
買
契
約
の
売

主
の
地
位
い
っ
さ
い
を
引
き
継
い
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
捉
え
て
抗
弁
対

抗
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
明
田
川
昌
幸
講
師
は
、
「
原
因
債

権
上
の
抗
弁
の
対
抗
を
受
け
る
の
は
、
手
形
の
譲
受
人
が
手
形
振
出
人
と

受
取
人
と
の
間
の
当
事
者
関
係
を
も
受
け
継
い
だ
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
』
と
さ
れ
．
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
典
型
的
な
の

が
「
売
主
の
地
位
を
引
き
継
い
だ
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
』
と
す
る
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が
（
明
田
川
「
原
因
債
権
及
び
手
形
の
譲
受
人
と
原
因
関
係
上
の
抗
弁
の

対
抗
」
〔
本
件
判
批
〕
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
六
三
号
一
四
四
頁
）
．
例
と
し
て
は
、

む
し
ろ
相
続
・
合
併
の
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
契
約
上
の
地
位
の
移
転
は
、

そ
れ
が
相
対
立
す
る
二
当
事
者
間
の
経
済
的
取
引
で
あ
る
点
で
は
単
な
る

原
因
債
権
の
譲
渡
と
同
様
で
あ
り
、
抗
弁
不
対
抗
の
利
益
を
奪
う
ほ
ど
の

経
済
的
一
体
性
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
実
は
．
砥
の
抗
弁
の
中
に
も
、
X
が
砺
と
と
も
に
、
町
に
対
し
て
共
同

の
売
主
の
立
場
に
立
っ
た
と
す
る
主
張
と
な
ら
ん
で
、
馬
の
町
と
の
売
買

契
約
上
の
売
主
の
地
位
一
切
を
引
き
継
い
だ
と
す
る
主
張
が
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
の
主
張
が
阻
の
抗
弁
に
つ
い
て
も
つ
意
味
が
ま
っ
た
く
異
な

る
こ
と
に
注
意
す
べ
ぎ
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
協
と
X
が
実
質
的

に
共
同
の
売
主
た
る
地
位
に
立
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ち
と
X
と
の
経
済
的

一
体
性
を
意
味
す
る
か
ら
、
X
に
は
固
有
の
出
損
が
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
、
磧
の
ぬ
に
対
す
る
抗
弁
は
．
当
然
に
X
に
対
抗
さ
れ
る
（
X
に

は
固
有
の
経
済
的
利
益
が
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
）
。
し
か
し
、
原
因
関

係
上
の
契
約
上
の
地
位
の
移
転
が
裏
書
の
当
事
者
間
で
お
こ
な
わ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
反
対
に
、
亀
と
X
と
の
経
済
主
体
と

し
て
の
独
自
性
を
み
と
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
X
が
抗
弁
の
不
対
抗
の

利
益
を
享
受
し
得
る
こ
と
を
昭
は
自
認
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
　
判
旨
第
二
点
で
は
、
カ
ッ
コ
書
き
で
、
手
形
債
権
と
と
も
に
そ
の
原

因
債
権
を
譲
り
受
け
た
ば
あ
い
に
、
「
手
形
の
流
通
保
護
よ
り
消
費
者
保

護
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
本
件
の
よ
う
な
土
地
の
買
主
を

当
然
に
消
費
者
と
考
え
る
こ
と
が
相
当
か
ど
う
か
を
別
と
し
て
も
、
消
費

者
が
手
形
行
為
を
し
た
手
形
に
つ
い
て
特
別
の
立
法
措
置
の
な
い
我
が
国

に
お
い
て
右
主
張
の
よ
う
な
解
釈
を
な
す
こ
と
は
、
手
形
制
度
を
根
本
か

ら
揺
る
が
す
も
の
で
あ
り
、
到
底
採
り
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
マ
ル
専
手
形
は
、
統
一
条
約
法
か
ら
み
れ
ば
、
せ
い
ぜ

い
「
マ
ル
専
』
の
記
載
（
無
益
的
記
載
事
項
）
が
、
振
出
の
原
因
関
係
が

消
費
者
取
引
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
と
い
う
事
実
的
な
機
能
を
果
た

す
に
と
ど
ま
り
、
判
旨
の
い
う
と
こ
ろ
は
正
し
い
（
た
と
え
ば
、
指
図
禁

止
文
句
と
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
木
内
宜
彦
「
抗
弁
」
竹
内
聾
龍

田
編
・
現
代
企
業
法
講
座
五
巻
一
九
五
頁
）
。
た
だ
、
判
旨
が
「
特
別
の

立
法
措
置
』
を
と
れ
ぽ
、
消
費
者
手
形
に
つ
い
て
、
抗
弁
対
抗
の
可
能
性

が
広
が
る
か
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
な
お
、
検

討
の
余
地
が
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
竹
内
昭
夫
教
授
に
よ
っ
て
、
「
手
形
法

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

と
い
う
一
つ
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
に
当
た
り
、
法
主
体
の
具
体
的
性
格

に
応
じ
て
解
決
を
区
々
に
し
た
の
で
は
、
法
的
安
定
性
は
得
ら
れ
な
い
。

手
形
取
引
の
安
全
は
、
そ
の
意
味
で
、
そ
の
抽
象
性
、
そ
の
も
た
ら
す
普

遍
性
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
と
、
そ
の
よ

う
な
抽
象
的
な
単
一
の
ル
ー
ル
を
、
取
引
の
具
体
的
性
格
を
無
視
し
て
、

ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

常
に
適
用
す
る
の
が
立
法
政
策
的
に
妥
当
か
、
と
い
う
問
題
と
は
全
く
別

で
あ
る
」
と
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
（
竹
内
「
善
意
者
保
護
か
消
費
者
保

護
か
」
手
形
法
・
保
険
法
の
理
論
四
頁
。
傍
点
原
文
の
ま
ま
）
、
教
授
じ
し

ん
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
立
法
的
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
（
消
費
老
手
形

に
つ
い
て
は
、
清
水
巌
「
消
費
者
手
形
の
機
能
と
流
通
性
の
排
除
（
1
）
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（
2
ご
彦
根
論
叢
一
六
〇
号
二
二
六
頁
以
下
、
一
六
一
号
六
五
頁
以
下
、

同
「
米
国
に
お
け
る
消
費
者
手
形
立
法
』
彦
根
論
叢
一
六
四
”
一
六
五
号

三
六
〇
頁
以
下
、
同
「
消
費
者
手
形
」
私
法
三
七
号
二
二
九
頁
以
下
、
福

原
紀
彦
「
消
費
者
手
形
を
め
ぐ
る
法
現
象
の
性
質
」
大
学
院
研
究
年
報
（
中

央
大
学
）
二
号
－
五
七
頁
以
下
、
同
「
わ
が
国
に
お
け
る
消
費
者
手
形

抗
弁
論
の
諸
相
」
大
学
院
研
究
年
報
（
中
央
大
学
）
二
一
号
I
1
2
八
三

頁
以
下
）
。

　
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
消
費
者
信
用
取
引
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
近
時
、

消
費
者
が
販
売
店
に
対
し
て
有
す
る
抗
弁
を
、
与
信
業
者
に
対
し
て
対
抗

し
う
る
と
す
る
理
論
が
形
成
・
発
展
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
植
木
哲
「
消
費
者
信
用
取
引
を
め
ぐ
る
抗
弁
権
対
抗
の
理
論
」
消
費
者

信
用
法
の
研
究
一
四
九
頁
以
下
）
。
原
因
関
係
に
属
す
る
取
引
の
規
制
が
．

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
の
効
力
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
か
ら
、
原
因
関
係
に
お
い
て
消
費
者
信
用
取
引
に
関
す
る
抗
弁
を
対

抗
し
得
る
と
い
う
理
論
を
確
立
す
れ
ば
、
そ
の
取
引
を
原
因
と
し
て
振
り

出
さ
れ
た
手
形
に
つ
い
て
も
抗
弁
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件

に
お
い
て
も
、
昭
の
振
出
の
原
因
関
係
と
な
っ
た
売
買
契
約
に
つ
い
て
、

葛
が
X
に
売
買
代
金
の
支
払
を
拒
絶
で
き
る
よ
う
な
抗
弁
権
を
も
つ
も
の

と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
を
手
形
法
上
も
人
的
抗
弁
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
そ
の
よ
う
な
抗
弁
を
手
形
訴
訟
で
も
ち
だ
す

こ
と
の
困
難
さ
の
ほ
か
に
、
そ
も
そ
も
か
よ
う
な
理
論
の
射
程
は
直
接
当

事
者
間
に
か
ぎ
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
本
件
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
裏
書
さ
れ

た
ば
あ
い
に
は
ー
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
法
が
根
幹
と
す
る
ー
裏
書
の
無

因
性
を
動
か
さ
な
い
限
り
．
消
費
者
の
抗
弁
は
所
持
人
に
は
お
よ
ぶ
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
判
旨
が
国
内
法
に
よ
っ
て
「
特
別
の
立
法
上
の
措

置
』
を
と
れ
る
か
の
よ
う
な
口
吻
を
漏
ら
し
て
い
る
の
は
、
か
よ
う
な
国

際
的
な
立
法
上
の
困
難
さ
を
意
識
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

五
　
さ
ら
に
．
判
旨
第
三
点
が
、
原
因
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
は
、
そ
う

で
な
い
者
よ
り
も
有
利
で
あ
る
か
ら
、
バ
ラ
ソ
ス
上
．
原
因
債
権
上
の
抗

弁
に
つ
い
て
不
利
に
あ
つ
か
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
乳
の
主
張
に

つ
い
て
、
原
因
債
権
を
譲
り
受
け
た
こ
と
に
よ
る
効
果
と
．
手
形
債
権
を

譲
り
受
け
た
こ
と
に
よ
る
効
果
を
混
同
す
る
も
の
で
あ
る
と
非
難
す
る
の

も
正
当
で
あ
る
（
明
田
川
・
前
掲
一
四
四
頁
）
。
そ
も
そ
も
原
因
債
権
が

時
効
期
間
や
担
保
権
の
存
在
の
点
で
、
い
か
に
手
形
債
権
よ
り
も
有
利
で

あ
る
と
し
て
も
．
な
に
も
手
形
債
権
じ
た
い
に
長
期
の
時
効
期
間
が
適
用

さ
れ
た
り
、
原
因
債
権
を
被
担
保
債
権
と
す
る
担
保
権
を
実
行
し
た
り
す

る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
．

六
　
最
後
に
判
旨
第
四
点
を
み
る
と
．
判
旨
は
、
「
手
形
債
務
者
が
原
因

債
権
上
の
抗
弁
を
も
っ
て
手
形
債
権
者
に
対
抗
で
き
る
理
由
を
手
形
債
権

の
行
使
と
不
当
利
得
返
還
債
権
の
行
使
と
の
際
限
の
な
い
循
環
を
断
ち
切

る
た
め
で
あ
る
」
と
す
る
阻
の
理
論
構
成
じ
た
い
を
非
難
し
て
い
る
の
で

は
な
い
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
本
件
の
場
合
、
そ
の
〔
循

環
を
断
ち
切
る
1
評
者
註
〕
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
町
の
主
張
に
対
し

て
、
判
旨
が
、
「
X
の
本
件
手
形
譲
受
け
の
原
因
関
係
が
本
件
売
買
契
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

で
は
な
い
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
の
場
合
、
町
主
張

の
よ
う
な
循
環
関
係
は
生
じ
る
余
地
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
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反
駁
し
て
い
る
こ
と
か
ら
看
取
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
　
（
傍
点
評
者
）
。
つ

ま
り
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
照
が
本
件
を
二
重
無
権
に
も
ち
こ
む

た
め
に
は
、
裏
書
の
原
因
や
X
の
出
指
に
関
す
る
立
証
が
な
い
こ
と
が
障

害
と
な
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
読
む
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
欲
を
い
え
ば
、

「
X
の
本
件
手
形
譲
受
け
の
原
因
関
係
が
本
件
売
買
契
約
で
は
な
い
こ
と

を
看
過
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
」
と
い
う
判
示
に
つ
づ
け
て
．
『
本
件
手

形
譲
受
け
の
原
因
関
係
に
特
段
の
環
疵
が
な
い
限
り
」
循
環
関
係
は
生
じ

る
余
地
が
な
い
と
す
る
留
保
を
附
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
よ
う
な
理
論
は

一
層
明
確
に
な
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
か
。
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田
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