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再説・民法改正と債権譲渡の「権利行使要件」

再
説
・
民
法
改
正
と
債
権
譲
渡
の
「
権
利
行
使
要
件
」 

―
―
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
真
の
問
題
―
―

池　
　

田　
　

眞　
　

朗

は
じ
め
に

一　

法
制
審
議
会
部
会
審
議
の
経
緯

二　

法
務
省
側
に
よ
る
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
の
改
正
に
よ
る
手
当
て

三　

民
法
新
四
六
六
条
の
六
第
三
項
の
問
題

四　

民
法
新
四
六
八
条
一
項
の
問
題

五　

民
法
新
四
六
九
条
一
項
二
項
の
問
題

六　
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
真
の
問
題

七　

日
本
民
法
典
の
債
権
譲
渡
規
定
の
基
本
構
造

八　

二
〇
一
六
年
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
大
改
正
に
お
け
る
新
債
権
譲
渡
規
定

九　

小　

括
は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
二
〇
二
四
年
九
月
に
、「
民
法
改
正
と
債
権
譲
渡
の
「
権
利
行
使
要
件
」
―
―
追
悼
・
潮
見
佳
男
教
授
」
と
い
う
論
考
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を
発
表
し
（
法
学
研
究
九
七
巻
九
号
一
頁
以
下
、
以
下
「
前
稿
」
と
表
記
す
る
）、
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改

正
に
お
い
て
、
債
権
譲
渡
の
分
野
で
採
用
の
案
が
出
さ
れ
な
が
ら
結
局
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
「
権
利
行
使
要
件
」
と
い
う
用
語
と
、

条
文
中
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
論
じ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
論
考
で
言
及
で
き
て
い
な

か
っ
た
、
民
法
改
正
当
時
の
法
制
審
議
会
部
会
資
料
も
紹
介
し
て
、「
権
利
行
使
要
件
」
の
語
が
採
用
に
至
ら
な
か
っ
た
経
緯
を
詳

細
に
分
析
し
、
筆
者
が
前
稿
で
指
摘
し
た
問
題
点）

1
（

が
確
定
的
に
残
っ
た
こ
と
を
再
説
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
採
用
さ
れ
た
「
対
抗

要
件
具
備
時
」
ル
ー
ル
が
惹
起
し
た
本
質
的
な
問
題
を
指
摘
す
る
。
民
法
の
「
取
引
法
」
と
し
て
の
改
正
を
象
徴
す
る
債
権
譲
渡）

2
（

規

定
の
意
味
と
機
能
が
、
民
法
債
権
関
係
改
正
で
、
ど
う
変
え
ら
れ
、
い
わ
ば
「
隠
れ
た
瑕
疵
」
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
し

て
そ
の
「
規
定
ぶ
り
」
の
問
題
を
超
え
て
、
今
回
の
民
法
債
権
関
係
改
正
が
、
債
権
譲
渡
法
理
の
本
質
的
な
構
造
に
（
ほ
と
ん
ど
無

自
覚
に
）
影
響
を
与
え
る
結
果
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
た
い
。

一　

法
制
審
議
会
部
会
審
議
の
経
緯

1　

法
制
審
議
会
部
会
の
議
事
録

　

ま
ず
、
前
稿
で
詳
細
な
言
及
を
し
て
い
な
か
っ
た
、
法
制
審
議
会
部
会
審
議
の
解
析
か
ら
始
め
た
い
。
こ
の
問
題
に
関
係
す
る
部

分
の
法
制
審
議
会
部
会
で
の
審
議
は
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
一
二
月
一
六
日
の
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
九

七
回
に
お
い
て
、「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
案
の
原
案
（
そ
の
1
）」
と
い
う
議
題
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
議
事
録

は
、「
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
九
七
回
会
議
議
事
録
」
二
一
頁
以
下
に
収
録
さ
れ
、
公
開
・
市
販
さ
れ
て
い
る
。

関
係
部
分
の
審
議
の
掲
載
箇
所
に
つ
い
て
は
、
部
会
委
員
の
お
ひ
と
り
で
あ
っ
た
中
田
裕
康
教
授
か
ら
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ

こ
に
記
し
て
ご
学
恩
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。



3

再説・民法改正と債権譲渡の「権利行使要件」
　

正
確
を
期
す
た
め
、
本
稿
で
は
ま
ず
そ
の
審
議
箇
所
の
全
文
を
掲
げ
る）

3
（

。
そ
の
冒
頭
で
は
、
前
稿
に
掲
げ
た
通
り
、
故
・
潮
見
教

授
（
部
会
幹
事
）
が
非
常
に
適
切
な
問
題
提
起
を
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
中
田
委
員
が
、
ま
さ
に
筆
者
が
前
稿
で
問
題

に
し
た
点
を
た
だ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
の
、
松
岡
委
員
、
道
垣
内
幹
事
、
山
野
目
幹
事
の
発
言
・
指
摘
も
す
べ
て
的
を
射
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
務
省
側
の
幹
事
・
関
係
官
の
対
応
は
、「
略
称
」
の
問
題
で
あ
っ
て
特
例
法
の
方
で
対
処
す
る

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
い
さ
さ
か
問
題
の
実
質
を
理
解
で
き
て
い
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
は
読
者
に
議
事
録
の
関
係
部
分
を

お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

 

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
九
七
回
会
議
議
事
録
関
係
部
分
（
二
一
頁
～
二
四
頁
）

○
鎌
田
部
会
長　

ほ
か
に
は
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
で
は
、「
第
19　

債
権
譲
渡
」
か
ら
「
第
22　

契
約
上
の
地
位
の
移
転
」
ま
で
に
つ
い
て
御

意
見
を
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。

○
潮
見
幹
事　

今
回
の
原
案
の
と
こ
ろ
で
随
所
に
対
抗
要
件
具
備
時
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
実
際
に
は
最
初
に
出
て
く
る
の

は
「
将
来
債
権
譲
渡
」、
三
三
ペ
ー
ジ
の
2
の
（
2
）
の
と
こ
ろ
で
し
て
、
い
わ
ゆ
る
元
の
仮
案
で
は
権
利
行
使
要
件
と
さ
れ
て
い
た
も

の
で
、
債
務
者
対
抗
要
件
を
指
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
単
純
に
対
抗
要
件
具
備
時
と
い
う
形
に

略
称
さ
れ
、
以
降
、
こ
れ
が
正
に
権
利
行
使
要
件
を
指
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

御
案
内
の
と
お
り
、
債
権
譲
渡
の
場
合
に
は
普
通
一
般
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
債
務
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
第
三
者
に
対
す
る
対
抗

要
件
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
質
も
違
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
場
面
で
こ
れ
を
対
抗
要
件
具

備
時
と
い
う
形
で
、
い
わ
ゆ
る
権
利
行
使
要
件
と
い
う
も
の
を
置
き
換
え
て
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
債
権
譲
渡
の
シ
ス
テ
ム

と
も
違
う
し
、
誤
解
も
招
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
も
の
す
ご
く
危
惧
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
略
称
に
つ
い
て
は
強
く
再
考
を
お

願
い
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
権
利
行
使
要
件
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
と
は
申
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
の
形
で
は
私
は

賛
成
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
く
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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○
鎌
田
部
会
長　

事
務
当
局
か
ら
コ
メ
ン
ト
は
ご
ざ
い
ま
す
か
。

○
村
松
幹
事　

恐
ら
く
今
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
略
称
の
点
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
分
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
つ
つ
、
案

文
の
方
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
実
は
対
抗
要
件
具
備
時
と
い
う
も
の
の
定
義
と
し
て
は
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
あ
る
い
は

四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
承
諾
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
権
利
行
使
要
件
と
し
て
の

四
六
七
条
一
項
を
指
す
よ
う
な
場
合
に
関
し
て
も
、
債
権
譲
渡
特
例
法
等
で
は
四
六
七
条
全
体
と
い
い
ま
す
か
、
四
六
七
条
の
規
定
に
よ

る
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
、
こ
こ
を
表
現
す
る
と
い
う
の
が
既
存
の
法
令
で
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
関
係
で
、
案
文
と
し
て
は
そ
う
い
う
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
あ
る
い
は
承
諾
と
い
う
も
の
を
受
け
、
そ
れ
を
あ
る
意
味
、

総
称
し
た
形
で
書
い
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
対
抗
要
件
具
備
時
と
い
う
こ
と
で
そ
ろ
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
点
は
そ
の
意
味
で
既
存
の
法
令
の
表
現
を
参
照
す
る
と
そ
う
な
る
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
非
常
に
分
か
り
に
く
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
御
指
摘
は
分
か
る
と
こ
ろ
で
は
ご
ざ
い
ま
し
て
、
民
法
で
表
現
を
改
め
れ
ば
他
の
法
令
を
直
し
に
い
か
な
く
て
は

い
け
な
い
と
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ど
う
し
よ
う
か
な
と
い
う
と
こ
ろ
で
正
直
に
申
し
上
げ
て
、
こ
ち
ら
で
も
悩
ん
だ
と
こ
ろ
で

は
あ
り
ま
し
た
。
御
指
摘
を
踏
ま
え
て
ま
た
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
中
田
委
員　

今
の
点
の
実
質
の
確
認
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
対
抗
要
件
具
備
と
だ
け
あ
っ
て
四
六
七
条
一
般
と
い
う
こ
と
は
、
債
務
者
対

抗
要
件
か
第
三
者
対
抗
要
件
か
を
問
わ
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

○
村
松
幹
事　

つ
ま
り
、
債
務
者
対
抗
要
件
で
足
り
る
と
い
う
こ
と
で
理
解
さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

○
中
田
委
員　

そ
う
し
ま
す
と
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
で
第
三
者
対
抗
要
件
の
み
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
後
の
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
は
効
力
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
、
な
ら
な
い
の
か
、
こ
れ
は
実
質
の
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ

ど
も
。

○
村
松
幹
事　

そ
の
点
は
譲
渡
特
例
法
の
方
で
ま
た
別
途
、
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

○
松
岡
委
員　

再
検
討
し
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
御
回
答
が
あ
っ
た
の
で
、
あ
え
て
も
う
一
回
言
わ
な
く
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

私
も
、
今
お
二
人
か
ら
御
発
言
が
あ
っ
た
と
お
り
、
こ
こ
は
非
常
に
問
題
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
で
す
と
、
四
六
七
条
全
体
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に
対
抗
要
件
と
い
う
制
度
の
名
前
が
付
さ
れ
て
い
て
、
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
又
は
承
諾
を
し
な
い
と
、
抗
弁
切
断
の
効
果

が
生
じ
な
い
か
の
よ
う
な
誤
読
が
生
じ
や
す
い
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
私
は
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
四
条
三
項
を
な
る
べ
く
修
正

せ
ず
に
、
民
法
を
改
正
す
る
だ
け
に
と
ど
め
た
い
と
い
う
御
趣
旨
な
の
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
実
質
的
な
影
響
が
大
き
す
ぎ
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
の
で
、
是
非
と
も
こ
こ
は
改
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
希
望
い
た
し
ま
す
。

○
道
垣
内
幹
事　

よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
で
す
が
、
先
ほ
ど
村
松
幹
事
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
場
面
、
す
な
わ
ち
、
第
三
者
対
抗
要

件
だ
け
が
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
に
よ
っ
て
具
備
さ
れ
た
と
き
にマ

のマ

後
に
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
が
さ
れ
た
と
き
と
い
う
の
は
、
動
産
債

権
譲
渡
特
例
法
の
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
。
関
係
法
令
と
し
て
整
備
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
は
四
六
六
条
の
六
の
三
項
と
い
う
か
、
要
綱
案
の
19
の
2
に
お
い
て
、
ま
だ
、
債
務
者
が
知
ら
な
い
う
ち
に
譲
渡
の
対
抗
要
件
が
備
え

ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
点
で
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
に
、
債
務
者
は
対
抗
要
件
具
備
を
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
の
だ

か
ら
保
護
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
こ
は
諦
め
て
も
ら
う
か
と
い
う
話
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
民
法
の
解
釈
と
し

て
解
決
さ
れ
る
か
、
民
法
の
条
文
と
し
て
規
定
さ
れ
、
解
決
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
の
よ
う
な
気
も
し
ま
す
が
。

○
村
松
幹
事　

私
も
頭
が
混
乱
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
が
…
…
。

○
山
野
目
幹
事　

内
容
の
こ
と
と
表
現
の
こ
と
と
に
つ
い
て
感
ず
る
と
こ
ろ
を
意
見
と
し
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

内
容
の
方
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
中
田
委
員
が
問
題
提
起
を
さ
れ
た
論
点
、
つ
ま
り
債
務
者
対
抗
要
件
が
備
わ
っ
て
い
な
い
け
れ
ど

も
、
第
三
者
対
抗
要
件
が
備
わ
る
場
合
の
規
律
の
実
質
的
内
容
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
特
例

を
定
め
て
い
る
法
令
の
中
に
手
続
規
定
に
加
え
て
実
体
規
定
も
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
実
体
規
定
に
つ
い
て
今
般
の
民
法
の
改
正
に

合
わ
せ
て
見
直
し
が
恐
ら
く
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
手
当
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
し
た
。
内
容
の
点
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
表
現
の
点
で
す
け
れ
ど
も
、
村
松
幹
事
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
他
の
法
令
で
の
既
存
の
表
現
と
の
関
係
で
、
対

抗
要
件
具
備
時
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
に
な
っ
た
と
い
う
御
苦
労
と
い
う
か
、
経
過
は
理
解
い
た
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ

債
権
譲
渡
登
記
に
関
す
る
法
令
の
整
備
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
ち
ら
も
含
め
て
分
か
り
や
す
い
表
現
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
よ
ろ
し
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い
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

自
分
が
教
育
の
場
面
に
立
た
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
を
想
像
す
る
と
、
対
抗
要
件
と
い
う
も
の
は
債
権
譲
渡
の
と
き
に
二
種
類
あ
る
け
れ

ど
も
、
言
わ
ば
本
質
的
な
意
味
で
の
対
抗
要
件
は
対
第
三
者
対
抗
要
件
で
あ
っ
て
、
債
務
者
対
抗
要
件
と
異
質
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
こ

と
を
今
ま
で
も
講
じ
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
講
じ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
で
す
が
、
こ
こ
で
対
抗
要
件
具
備
時
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ

る
と
、
潮
見
幹
事
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
意
味
で
の
す
ご
く
困
っ
た
言
い
回
し
と
い
う
か
、
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

分
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
と
い
う
御
発
言
で
す
が
、
分
か
り
に
く
い
の
で
は
な
く
て
有
害
で
は
な
い
か
と
感
ず
る
部

分
も
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
是
非
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
特
例
に
関
す
る
法
令
の
準
備
を
な
さ
る
担
当
官
に
御
苦
労
を
一
つ
増
や
す
こ

と
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
せ
す
る
の
な
ら
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
お
願
い
で
す
。

○
松
尾
関
係
官　

先
ほ
ど
村
松
か
ら
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
略
称
の
問
題
は
別
途
、
ま
た
、
御
意
見
を
踏
ま
え
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

略
称
と
は
別
の
問
題
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
現
在
の
要
綱
案
は
、
2
の
（
2
）
で
、
譲
渡
人
が
3
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
、
又
は
債
務
者

が
3
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
3
の
規
定
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
第
四
六
七
条
第
一
項
だ
け
を

指
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
が
誤
解
を
招
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
条
文
案
で
は
四
六
七
条
全
体
を
受
け

て
、
要
す
る
に
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
又
は
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
と
い
う
ふ
う
な
書
き
方
を
し
よ
う
と

思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
略
称
を
債
務
者
対
抗
要
件
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
御
指
摘
は
、
こ
の
前
提
と
し
て
、
規
定
振
り
そ
の
も
の

も
修
正
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
御
意
見
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
御
意
見
だ
と
す
る
と
、
今
も
四
六
八
条
で
は
、
前
条
の
承
諾

と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
要
す
る
に
四
六
七
条
の
承
諾
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
直
さ
な
い
と
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
御
意
見
を
頂
い
て
い
る
の
か
と
い
う
の
が
ま
だ
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。

○
山
野
目
幹
事　

松
尾
関
係
官
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

現
在
ま
で
の
要
綱
仮
案
の
3
の
と
こ
ろ
は
、
四
六
七
条
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
前
提
に
そ
の
上
の
2

（
2
）
の
と
こ
ろ
が
3
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
承
諾
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
は
要
ら
な
い
と
い
う
理
解
で
今
ま
で
き

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
理
解
が
よ
り
平
易
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
対
抗
要
件
具
備
時
と
い
う
表
現
は
や
め
て
い
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た
だ
き
た
い
と
い
う
議
論
を
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
ま
し
た
。
松
尾
関
係
官
が
後
半
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
仕
方
で
、
つ
ま
り
現
行

法
の
ほ
か
の
部
分
が
四
六
七
の
一
項
と
二
項
を
区
別
し
な
い
で
、
包
括
的
に
引
用
表
記
等
を
し
て
い
る
こ
と
ま
で
、
全
部
、
見
直
さ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
ま
で
求
め
て
い
る
趣
旨
の
議
論
が
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

○
松
尾
関
係
官　

御
指
摘
は
よ
く
分
か
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
も
う
一
度
、
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
鎌
田
部
会
長　

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

ほ
か
に
は
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

2　

法
制
審
議
会
部
会
議
事
録
の
解
析

　

議
論
は
以
上
で
あ
る
。
改
め
て
解
説
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
潮
見
幹
事
の
問
題
提
起
は
、
筆
者
が
前
稿
で
書
い
た
ま
さ
に
そ
の
問
題
に
関
し
て
で
あ
り
、「
い
わ
ゆ
る
元
の
仮
案
で
は

権
利
行
使
要
件
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
債
務
者
対
抗
要
件
を
指
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
」「
こ
れ

が
単
純
に
対
抗
要
件
具
備
時
と
い
う
形
に
略
称
さ
れ
、
以
降
、
こ
れ
が
正
に
権
利
行
使
要
件
を
指
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま

す
」
と
正
確
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
債
権
譲
渡
の
場
合
に
は
普
通
一
般
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
債
務
者
に
対
す
る
対
抗
要

件
と
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
質
も
違
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う

い
う
場
面
で
こ
れ
を
対
抗
要
件
具
備
時
と
い
う
形
で
、
い
わ
ゆ
る
権
利
行
使
要
件
と
い
う
も
の
を
置
き
換
え
て
説
明
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
現
在
の
債
権
譲
渡
の
シ
ス
テ
ム
と
も
違
う
し
、
誤
解
も
招
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
も
の
す
ご
く
危
惧
し
て
お
り
ま

す
」
と
述
べ
ら
れ
、「
こ
の
略
称
に
つ
い
て
は
強
く
再
考
を
お
願
い
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
権
利
行
使
要
件
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て

く
だ
さ
い
と
は
申
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
の
形
で
は
私
は
賛
成
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
く
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
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す
」
と
ま
で
発
言
し
て
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
事
務
当
局
（
法
務
省
）
の
村
松
幹
事
は
、「
恐
ら
く
今
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
略
称
の
点
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」

と
、
あ
え
て
「
略
称
」
と
い
う
表
現
を
念
押
し
の
よ
う
に
使
っ
て
答
え
始
め
る
。「
確
か
に
分
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
つ

つ
、
案
文
の
方
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
実
は
対
抗
要
件
具
備
時
と
い
う
も
の
の
定
義
と
し
て
は
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
、

あ
る
い
は
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
承
諾
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
権
利
行
使

要
件
と
し
て
の
四
六
七
条
一
項
を
指
す
よ
う
な
場
合
に
関
し
て
も
、
債
権
譲
渡
特
例
法
等
で
は
四
六
七
条
全
体
と
い
い
ま
す
か
、
四

六
七
条
の
規
定
に
よ
る
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
、
こ
こ
を
表
現
す
る
と
い
う
の
が
既
存
の
法
令
で
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
」
と
、
わ

か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、「
案
文
と
し
て
は
そ
う
い
う
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
あ
る
い
は
承
諾
と
い
う
も

の
を
受
け
、
そ
れ
を
あ
る
意
味
、
総
称
し
た
形
で
書
い
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
対
抗
要
件
具
備
時
と
い
う
こ
と
で
そ
ろ
え
た

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
」
と
し
て
、
法
令
表
現
と
し
て
「
そ
ろ
え
た
」
の
で
こ
う
な
っ
た
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、「
た
だ
、
こ
の
点
は
そ
の
意
味
で
既
存
の
法
令
の
表
現
を
参
照
す
る
と
そ
う
な
る
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
非

常
に
分
か
り
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
御
指
摘
は
分
か
る
と
こ
ろ
で
は
ご
ざ
い
ま
し
て
、
民
法
で
表
現
を
改
め
れ
ば
他
の
法
令

を
直
し
に
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ど
う
し
よ
う
か
な
と
い
う
と
こ
ろ
で
正
直
に
申
し
上
げ
て
、

こ
ち
ら
で
も
悩
ん
だ
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
し
た
」
と
し
て
、「
御
指
摘
を
踏
ま
え
て
ま
た
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

と
い
う
形
で
収
め
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
回
答
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
回
答
で
は
、
村
松
幹
事
は
、
法
令
の
「
書

き
ぶ
り
」
と
「
わ
か
り
に
く
さ
」
の
問
題
と
し
て
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
中
田
委
員
が
、
す
か
さ
ず
実
質
論
と
し
て
、
筆
者
が
前
稿
で
指
摘
し
た
問
題
を
取
り
上
げ
る
。「
今
の
点
の
実

質
の
確
認
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
対
抗
要
件
具
備
と
だ
け
あ
っ
て
四
六
七
条
一
般
と
い
う
こ
と
は
、
債
務
者
対
抗
要
件
か
第
三
者
対

抗
要
件
か
を
問
わ
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
た
だ
し
て
、
村
松
幹
事
か
ら
「
つ
ま
り
、
債
務
者
対
抗
要
件
で
足
り
る
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と
い
う
こ
と
で
理
解
さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
」
と
答
え
を
引
き
出
し
た
う
え
で
、「
そ
う
し
ま
す
と
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例

法
で
第
三
者
対
抗
要
件
の
み
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
後
の
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
は
効
力
を
有
し

な
い
こ
と
に
な
る
の
か
、
な
ら
な
い
の
か
、
こ
れ
は
実
質
の
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
」
と
、
筆
者
が
前
稿
で
摘
示
し
た
、

（
四
六
六
条
の
六
の
第
三
項
に
関
す
る
）
核
心
の
質
問
を
さ
れ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
村
松
幹
事
は
、「
そ
の
点
は
譲
渡
特
例
法
の
方
で
ま
た
別
途
、
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思

っ
て
お
り
ま
す
」
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
答
え
は
、
民
法
で
は
な
く
特
例
法
の
規
定
を
調
整
し
て
疑
義
を
な
く
す
と
い

う
も
の
で
、
問
題
の
実
質
が
民
法
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
特
例
法
の
方
で
「
書
き
ぶ
り
」
を
調
整
す
れ
ば
疑
義
が
な
く
な
る
だ
ろ
う

と
い
う
理
解
を
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
応
答
を
す
る
の
で
あ
る
。

　

つ
い
で
松
岡
委
員
が
、「
こ
の
ま
ま
で
す
と
、
四
六
七
条
全
体
に
対
抗
要
件
と
い
う
制
度
の
名
前
が
付
さ
れ
て
い
て
、
確
定
日
付

の
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
又
は
承
諾
を
し
な
い
と
、
抗
弁
切
断
の
効
果
が
生
じ
な
い
か
の
よ
う
な
誤
読
が
生
じ
や
す
い
と
い
う
気
が

い
た
し
ま
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
筆
者
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、（
筆
者
が
提
唱
し
て
い

る
、
実
務
に
お
け
る
当
事
者
の
行
動
分
析
や
ル
ー
ル
創
り
を
重
視
す
る
）
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
以
上
に
、「（
実
務

で
多
く
使
わ
れ
て
い
る
）
第
三
者
対
抗
要
件
た
る
特
例
法
登
記
（
債
務
者
に
対
す
る
権
利
行
使
要
件
に
は
な
ら
な
い
）
を
す
れ
ば
そ
れ
で

抗
弁
切
断
の
効
果
が
生
じ
る
と
い
う
誤
読
が
生
じ
や
す
い
」
と
い
う
指
摘
を
前
稿
に
お
い
て
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
道
垣
内
幹
事
が
、
中
田
委
員
の
質
問
を
続
け
る
形
で
、「
第
三
者
対
抗
要
件
だ
け
が
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
に
よ
っ
て
具

備
さ
れ
た
後
に
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
が
さ
れ
た
と
き
と
い
う
の
は
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
の
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
。
関
係
法

令
と
し
て
整
備
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
四
六
六
条
の
六
の
三
項
と
い
う
か
、
要
綱

案
の
19
の
2
に
お
い
て
、
ま
だ
、
債
務
者
が
知
ら
な
い
う
ち
に
譲
渡
の
対
抗
要
件
が
備
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
点
で
譲

渡
制
限
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
に
、
債
務
者
は
対
抗
要
件
具
備
を
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
保
護
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
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こ
は
諦
め
て
も
ら
う
か
と
い
う
話
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
民
法
の
解
釈
と
し
て
解
決
さ
れ
る
か
、
民
法
の
条

文
と
し
て
規
定
さ
れ
、
解
決
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
の
よ
う
な
気
も
し
ま
す
が
」
と
発
言
す
る
。
実
質
的
な
民
法
の
問
題
だ
と
す

る
こ
の
指
摘
は
正
し
い
。
こ
れ
に
対
し
て
村
松
幹
事
も
、「
私
も
頭
が
混
乱
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
が
」
と
述
べ
る
だ

け
で
否
定
は
し
て
い
な
い
。

　

加
え
て
山
野
目
幹
事
が
、
ま
ず
内
容
面
で
「
中
田
委
員
が
問
題
提
起
を
さ
れ
た
論
点
、
つ
ま
り
債
務
者
対
抗
要
件
が
備
わ
っ
て
い

な
い
け
れ
ど
も
、
第
三
者
対
抗
要
件
が
備
わ
る
場
合
の
規
律
の
実
質
的
内
容
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要

件
に
関
す
る
特
例
を
定
め
て
い
る
法
令
の
中
に
手
続
規
定
に
加
え
て
実
体
規
定
も
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
実
体
規
定
に
つ
い
て

今
般
の
民
法
の
改
正
に
合
わ
せ
て
見
直
し
が
恐
ら
く
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
手
当
を
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
し
た
」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
村
松
幹
事
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り

他
の
法
令
で
の
既
存
の
表
現
と
の
関
係
で
、
対
抗
要
件
具
備
時
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
に
な
っ
た
と
い
う
御
苦
労
と
い
う
か
、
経
過

は
理
解
い
た
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
債
権
譲
渡
登
記
に
関
す
る
法
令
の
整
備
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
ち
ら
も
含
め

て
分
か
り
や
す
い
表
現
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
よ
ろ
し
い
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
発
言
す
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
お
そ
ら

く
は
、
民
法
と
特
例
法
等
の
関
係
法
令
の
両
方
で
、
わ
か
り
や
す
い
表
現
に
す
べ
き
と
い
う
発
言
と
読
み
取
れ
る
。

　

さ
ら
に
山
野
目
幹
事
は
続
け
て
、「
対
抗
要
件
と
い
う
も
の
は
債
権
譲
渡
の
と
き
に
二
種
類
あ
る
け
れ
ど
も
、
言
わ
ば
本
質
的
な

意
味
で
の
対
抗
要
件
は
対
第
三
者
対
抗
要
件
で
あ
っ
て
、
債
務
者
対
抗
要
件
と
異
質
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
今
ま
で
も
講
じ

て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
講
じ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
で
す
が
、
こ
こ
で
対
抗
要
件
具
備
時
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
る
と
、
潮
見
幹

事
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
意
味
で
の
す
ご
く
困
っ
た
言
い
回
し
と
い
う
か
、
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
分
か
り

に
く
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
と
い
う
御
発
言
で
す
が
、
分
か
り
に
く
い
の
で
は
な
く
て
有
害
で
は
な
い
か
と
感
ず
る
部
分

も
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
是
非
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
特
例
に
関
す
る
法
令
の
準
備
を
な
さ
る
担
当
官
に
御
苦
労
を
一
つ
増
や
す
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こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
せ
す
る
の
な
ら
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
お
願
い
で
す
」
と
、「
分
か
り
に
く
い
の

で
は
な
く
て
有
害
で
は
な
い
か
と
感
ず
る
部
分
も
」
あ
る
と
述
べ
つ
つ
、
結
論
的
に
は
特
例
法
の
方
の
修
正
を
望
む
発
言
に
な
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

た
だ
こ
こ
で
松
尾
関
係
官
（
法
務
省
）
が
、「
先
ほ
ど
村
松
か
ら
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
略
称
の
問
題
は
別
途
、
ま
た
、
御
意
見

を
踏
ま
え
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
略
称
と
は
別
の
問
題
が
ご
ざ
い
ま
し
て
」
と
し
て
（
た
だ
こ
こ
で
は
関
係
官
も
明
ら
か
に
先

述
の
よ
う
に
問
題
を
「
略
称
」
の
「
書
き
ぶ
り
」
の
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
再
度
指
摘
し
て
お
こ
う
）、「
現
在
の
要
綱
案
は
、
2
の

（
2
）
で
、
譲
渡
人
が
3
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
、
又
は
債
務
者
が
3
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
3
の
規
定
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
第
四
六
七
条
第
一
項
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
が
誤
解
を
招
い
て
い
る
と
思
わ

れ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
条
文
案
で
は
四
六
七
条
全
体
を
受
け
て
、
要
す
る
に
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
又

は
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
と
い
う
ふ
う
な
書
き
方
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
略
称
を
債
務
者
対

抗
要
件
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
御
指
摘
は
、
こ
の
前
提
と
し
て
、
規
定
振
り
そ
の
も
の
も
修
正
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
御
意
見
に

な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
御
意
見
だ
と
す
る
と
、
今
も
四
六
八
条
で
は
、
前
条
の
承
諾
と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
ま
し
て
、

こ
れ
は
要
す
る
に
四
六
七
条
の
承
諾
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
直
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
御

意
見
を
頂
い
て
い
る
の
か
と
い
う
の
が
ま
だ
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
」
と
発
言
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
が
一

見
不
可
解
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ほ
か
の
と
こ
ろ
の
表
現
も
変
え
な
い
と
い
け
な
く
な
る
が
そ
う
せ
よ
と
い
う
こ
と
か
、
と
い

う
言
い
方
に
聞
こ
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
前
半
の
、「
こ
こ
で
は
3
の
規
定
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
第
四
六
七
条
第
一
項
だ
け
を
指

し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
が
誤
解
を
招
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、
筆
者
に
言

わ
せ
れ
ば
、「
四
六
七
条
一
項
の
（
無
方
式
の
）
通
知
承
諾
（
つ
ま
り
権
利
行
使
要
件
）」
と
書
い
た
方
が
疑
義
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、

関
係
官
の
い
う
「
条
文
案
で
は
四
六
七
条
全
体
を
受
け
て
、
要
す
る
に
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
又
は
四
六
七
条
の
規
定
に
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よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
と
い
う
ふ
う
な
書
き
方
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」
と
な
っ
た
ほ
う
が
疑
義
が
大
き
く
な
る
と

思
わ
れ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
議
事
録
の
文
面
を
読
む
限
り
で
は
、
発
言
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
、「
そ
う
い

う
御
意
見
だ
と
す
る
と
、
今
も
四
六
八
条
で
は
、
前
条
の
承
諾
と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
要
す
る
に
四
六
七
条
の

承
諾
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
直
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
御
意
見
を
頂
い
て
い
る
の
か
」
と

い
う
と
こ
ろ
が
、（
実
は
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
問
い
か
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
）
委
員
・
幹
事
に
は
い
さ
さ
か
論
点
を
ず
ら
す
よ
う
な

印
象
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

つ
ま
り
学
理
的
に
は
、
旧
四
六
八
条
一
項
（
債
務
者
の
異
議
を
と
ど
め
な
い
承
諾
に
よ
る
抗
弁
の
喪
失
を
定
め
た
規
定
）
の
い
う
「
前

条
の
承
諾
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
私
ど
も
が
か
つ
て
さ
ん
ざ
ん
議
論
を
し
て
き
た
、
こ
の
承
諾
が
承
諾
の
意
思
表
示
な
の

か
、
譲
渡
を
知
っ
た
と
い
う
観
念
通
知
で
足
り
る
の
か
、
と
い
う
論
点
に
関
し
て
で
あ
っ
て
、
前
条
（
四
六
七
条
）
の
（
債
務
者
権

利
行
使
要
件
と
し
て
の
）
債
務
者
の
承
諾
は
観
念
通
知
で
足
り
る
こ
と
か
ら
、
観
念
通
知
で
抗
弁
が
す
べ
て
切
れ
る
の
は
お
か
し
い

と
い
う
こ
と
で
様
々
な
議
論
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る）

4
（

。
し
か
し
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
旧
四
六
七
条
と
旧
四
六
八
条
の

関
係
で
言
え
ば
、「
前
条
の
承
諾
」
は
、
四
六
七
条
一
項
の
承
諾
で
も
二
項
の
承
諾
で
も
よ
い
の
で
、
当
時
は
問
題
が
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
今
回
の
改
正
案
で
は
、
一
項
の
通
知
・
承
諾
だ
け
に
か
か
わ
る
ル
ー
ル
を
作
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
状
況

は
変
わ
っ
て
、
実
は
松
尾
関
係
官
の
疑
問
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
今
回
は
そ
も
そ
も
、
そ
の
「
前

条
の
承
諾
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
「
債
務
者
の
異
議
を
と
ど
め
な
い
承
諾
」
の
規
定
（
旧
四
六
八
条
一
項
）
は
廃
止
す
る
と
い
う

部
会
方
針
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
（
実
際
に
も
廃
止
さ
れ
た
）、
こ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
る
の
も
い
か
が
か
と
い
う
印
象
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
（
た
だ
し
、
こ
の
松
尾
関
係
官
の
発
言
は
、
第
一
印
象
以
上
に
本
稿
の
実
質
論
点
に
か
か
わ
る
重
要
な
も
の
で
、
後
に
本
稿
の
核
心
の
論

述
を
す
る
際
に
再
度
検
討
す
る
）。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
山
野
目
幹
事
の
発
言
が
、「
松
尾
関
係
官
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
申
し
上
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げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
」
と
始
ま
っ
て
い
る
の
は
、
致
し
方
な
い
と
感
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
だ
が
、
山

野
目
幹
事
は
続
け
て
、「
現
在
ま
で
の
要
綱
仮
案
の
3
の
と
こ
ろ
は
、
四
六
七
条
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
と
な
っ
て
い
て
、
そ

れ
を
前
提
に
そ
の
上
の
2
（
2
）
の
と
こ
ろ
が
3
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
承
諾
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
は
要
ら

な
い
と
い
う
理
解
で
今
ま
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
理
解
が
よ
り
平
易
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
対
抗
要

件
具
備
時
と
い
う
表
現
は
や
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
議
論
を
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
ま
し
た
。
松
尾
関
係
官
が
後
半
で
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
な
仕
方
で
、
つ
ま
り
現
行
法
の
ほ
か
の
部
分
が
四
六
七
の
一
項
と
二
項
を
区
別
し
な
い
で
、
包
括
的
に
引
用
表
記
等

を
し
て
い
る
こ
と
ま
で
、
全
部
、
見
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
ま
で
求
め
て
い
る

趣
旨
の
議
論
が
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
理
解
し
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
学
者
委
員
の
発
言
は
い
ず
れ
も
的
を
射
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
残
念
な
の
は
こ
の
議
論
の
終
わ
り
方
で
あ
っ
た
。

山
野
目
幹
事
の
最
後
の
発
言
は
、
前
半
部
分
は
至
当
な
の
だ
が
、
後
半
部
分
は
、
お
そ
ら
く
他
の
委
員
・
幹
事
も
「
そ
の
よ
う
な
こ

と
ま
で
求
め
て
い
る
趣
旨
の
議
論
が
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
」
と
思
っ
て
お
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
の
で
、
場
の
意
見
の
代
弁
と

し
て
は
妥
当
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
私
見
で
は
、
こ
こ
か
ら
議
論
は
さ
ら
に
進
め
ら
れ
、
深
め
ら
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
（
後
に
再
説
し
よ
う
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
松
尾
関
係
官
は
、「
御
指
摘
は
よ
く
分
か
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
も
う
一
度
、
検
討
し
た
い
と
思
い

ま
す
」
と
述
べ
、
鎌
田
部
会
長
が
「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
ほ
か
に
は
よ
ろ
し
い
で
す
か
」
と
受
け
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る

議
論
が
終
わ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
実
際
に
ど
う
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
事
務
局
の
村
松
幹
事
が
答
え
た
よ
う
に
、
た
だ
動
産
債
権

譲
渡
特
例
法
四
条
三
項
の
改
正
に
よ
っ
て
手
当
て
が
さ
れ
て
、
そ
れ
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
実
質
的
に
民
法
の
問
題
」
と

複
数
の
学
者
委
員
が
発
言
し
た
こ
の
問
題
が
、
そ
の
後
部
会
で
議
論
さ
れ
た
形
跡
は
探
し
出
せ
な
か
っ
た
。

　

部
会
委
員
の
学
者
が
、
こ
ぞ
っ
て
同
じ
方
向
の
意
見
を
述
べ
て
い
て
、
適
切
に
問
題
提
起
を
し
、
特
例
法
の
問
題
で
は
な
く
民
法



14

法学研究 98 巻 4 号（2025：4）

の
問
題
で
あ
る
と
言
い
、
わ
か
り
に
く
い
だ
け
で
な
く
有
害
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
結
局
、
民
法
の
規
定
の
提
案

は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
特
例
法
の
文
言
の
修
正
で
形
式
的
に
解
釈
上
の
疑
義
を
な
く
す
方
策
を
取
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
民
法
の
規
定
の
、
有
害
と
ま
で
言
わ
れ
た
わ
か
り
に
く
さ
は
そ
の
ま
ま
残
り
、
学
者
委
員
の
こ
の
場
で
の
発
言
は
、

い
わ
ば
全
く
実
ら
な
い
結
果
に
な
っ
た
。

　

私
は
こ
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
作
業
に
つ
い
て
は
、
準
備
段
階
か
ら
、
学
者
が
学
理
的
な
解
釈
論
上
の
整
合
性
に
ば
か
り
重

点
を
置
い
て
い
る
と
批
判
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
と
こ
の
債
権
譲
渡
の
権
利
行
使
要
件
に
つ
い
て
は
、
幹
事
・
委
員
の
学
者
の

先
生
方
は
、
条
文
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す
さ
の
観
点
も
十
分
に
配
慮
し
た
、
ま
っ
と
う
な
意
見
を
繰
り
返
し
述
べ
て

お
り
、
そ
の
意
味
で
職
責
を
十
分
に
果
た
し
て
お
ら
れ
る
と
い
え
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
書
き
記
し
て
お
こ
う
（
た
だ
一
点
、
先
の

「
議
論
の
終
わ
ら
せ
方
」
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
り
、
後
述
し
た
い
）。

　

で
は
、
そ
の
、
法
務
省
事
務
局
サ
イ
ド
の
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
の
ほ
う
の
調
整
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
を
次
に
見
て

お
こ
う
。
そ
れ
は
、（
言
葉
が
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
単
な
る
「
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

二　

法
務
省
側
に
よ
る
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
の
改
正
に
よ
る
手
当
て

1　

動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
四
条
三
項
の
改
正

　

結
局
こ
の
議
論
は
、
現
実
の
立
法
に
お
い
て
は
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
四
条
三
項
の
改
正
に
よ
っ
て
手
当
て
さ
れ
、
民
法
の
ほ

う
は
、
議
論
が
全
く
反
映
さ
れ
な
い
形
で
最
終
の
法
文
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
。
そ
の
経
緯
は
部
会
委
員
に
も
十
分
に
報
告
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
議
論
が
そ
の
特
例
法
の
修
正
を
含
め
て
再
度
審
議
さ
れ
た
記
録
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
改
正
前
の
特
例
法
四
条
三
項
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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③　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
民
法
第
四
百
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
通
知
が
さ
れ
た
と
き
に
限
り
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
債
権
の
債
務
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
る
ま
で
に
譲
渡
人
に
対
し
て
生
じ
た
事
由
を
譲
受
人
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
規
定
に
言
う
「
前
項
に
規
定
す
る
通
知
」
と
は
、
特
例
法
四
条
二
項
の
、
登
記
事
項
証
明
書
を
付
し
た
通
知
の
こ
と
で
あ
り
、

要
す
る
に
、
債
権
譲
渡
登
記
は
債
務
者
に
は
知
ら
れ
ず
に
で
き
る
も
の
だ
か
ら
、
登
記
を
す
れ
ば
第
三
者
対
抗
要
件
は
備
わ
る
が

（
四
条
一
項
）、
債
務
者
に
対
し
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
を
付
し
た
通
知
を
し
て
初
め
て
債
務
者
対
抗
要
件
（
い
わ
ゆ
る
権
利
行
使
要

件
）
が
備
わ
る
の
で
あ
っ
て
（
同
条
二
項
）、
さ
ら
に
改
正
前
民
法
四
六
八
条
二
項
が
規
定
す
る
、
通
知
が
あ
っ
た
後
に
生
じ
た
債
務

者
の
抗
弁
は
譲
受
人
に
対
抗
で
き
な
い
と
い
う
規
定
は
、
こ
の
よ
う
な
登
記
事
項
証
明
書
を
付
し
た
通
知
が
あ
っ
て
初
め
て
適
用
に

な
る
（
同
条
三
項
）、
と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
を
、
改
正
特
例
法
四
条
三
項
で
は
、

 

③　

債
権
譲
渡
登
記
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
民
法
第
四
百
六
十
六
条
の
六
第
三
項
、
第
四
百
六
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
百
六
十

九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
限
り
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
百
六
十
六
条
の
六
第

三
項
中
「
譲
渡
人
が
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
譲
渡
人
若
し
く
は
譲
受
人
が
動
産
及
び
債
権
の
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
民
法
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四
号
）
第
四
条
第
二
項
」
と
、「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
す
る
。

と
書
き
換
え
た
の
で
あ
る
。



16

法学研究 98 巻 4 号（2025：4）
　
「
民
法
第
四
百
六
十
六
条
の
六
第
三
項
、
第
四
百
六
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
百
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
」
と

い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
新
し
く
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
と
い
う
表
現
が
入
っ
た
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
前
項
す
な
わ
ち
特
例
法

四
条
二
項
の
「
登
記
事
項
証
明
書
を
付
し
た
通
知
」
が
あ
っ
た
場
合
の
み
適
用
す
る
（
つ
ま
り
債
務
者
対
抗
要
件
す
な
わ
ち
権
利
行
使

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要
件
を
具
備
し
た
場
合
の
み
適
用
と
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
と
い
う
回
り
く
ど
い
構
成
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
形
式
上
、
解
釈
に
関
す
る
疑
義
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が）

5
（

、
民
法
の
ほ
う
の
条
文
の
わ
か
り
に
く
さ
に
関
す

る
問
題
点
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
残
っ
た
わ
け
で
あ
る
（
民
法
四
六
六
条
の
六
第
三
項
に
定
義
さ
れ
た
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
「
対

抗
要
件
」
に
は
、
特
例
法
に
よ
る
債
権
譲
渡
登
記
に
よ
る
第
三
者
対
抗
要
件
具
備
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
特
例
法
の
条
文
を
見
て
初

め
て
確
定
的
に
わ
か
る
こ
と
に
な
る
）。

2　

動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
改
正
の
評
価

　

改
め
て
問
い
た
い
。
法
務
省
の
関
係
官
は
、
民
法
改
正
を
ど
ん
な
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
改
正
前
よ
り
複
雑
な
規

定
に
し
て
、
し
か
も
改
正
前
に
は
な
か
っ
た
疑
義
を
新
た
に
作
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
解
釈
上
の
疑
問
点
を
、
民
法
自
体
で

は
な
く
特
別
法
の
規
定
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
釈
上
の
疑
義
を
な
く
し
た
。
そ
れ
で
本
当
に
良
い
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の

だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
大
き
な
考
え
違
い
で
あ
ろ
う
。
民
法
は
誰
が
使
う
の
か
。
誰
の
た
め
の
民
法
改
正
な
の
か
。
法
改
正
は
決
し

て
パ
ズ
ル
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
と
に
、
筆
者
が
近
年
提
唱
し
て
い
る
「
行
動
立
法
学
」）

6
（

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
一
方
で
債
権
譲
渡
を
し
や
す
く
す
る
取
引
促
進

法
と
し
て
の
特
例
法
登
記
制
度
を
作
り
、
多
数
債
権
の
譲
渡
の
場
合
に
第
三
者
対
抗
要
件
を
簡
易
・
安
価
で
確
実
に
取
れ
る
よ
う
に

し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
登
記
だ
け
で
は
具
備
で
き
ず
逆
に
不
利
に
な
る
債
務
者
対
抗
要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
を
必
要
と

す
る
制
度
を
民
法
に
新
設
し
、
し
か
も
条
文
上
そ
の
こ
と
が
わ
か
り
に
く
い
表
記
を
採
用
す
る
と
い
う
や
り
方
が
、
良
い
立
法
で
あ
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る
は
ず
が
な
い
。
例
え
て
言
え
ば
、
市
民
に
対
し
て
便
利
な
近
道
を
作
っ
て
お
い
て
、
そ
こ
に
落
と
し
穴
を
仕
掛
け
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
わ
か
り
に
く
い
条
文
を
作
っ
た
（
し
か
も
、
わ
か
り
や
す
か
っ
た
こ
れ
ま
で
の
条
文
を
わ
か
り
に
く
く
し
た
と
こ
ろ
も
あ

る
）
と
い
う
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
繰
り
返
し
論
文
を
書
い
て
批
判
す
る
ま
で
の
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
こ
こ
は
上
手
な

立
法
で
は
な
く
、
間
違
え
や
す
い
の
で
注
意
し
な
さ
い
」
と
大
学
の
講
義
な
ど
で
も
徹
底
す
れ
ば
済
む
こ
と
と
考
え
る
べ
き
か
と
も

思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
法
務
省
側
の
担
当
者
が
「
略
称
」
と
強
調
し
て
い
た
、
今
回
の
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
用
語
の
採
用
は
、
当
事
者
行

動
の
利
益
バ
ラ
ン
ス
の
判
断
に
か
か
わ
る
、
つ
ま
り
ル
ー
ル
創
り
の
根
幹
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
か
か
わ
る
、
本
質
的
な
問
題
を
含
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。

　

実
は
そ
れ
を
、
債
権
譲
渡
を
専
門
と
す
る
筆
者
自
身
も
、
す
ぐ
に
は
気
が
付
い
て
い
な
か
っ
た
（
そ
し
て
そ
れ
は
、
他
の
研
究
者
も

同
様
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
い
え
ば
、
実
務
界
で
気
が
付
か
れ
た
方
が
お
ら
れ
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
研
究
者
の
論

文
と
し
て
は
筆
者
の
前
稿
と
本
稿
が
こ
の
問
題
の
初
め
て
の
指
摘
で
あ
ろ
う
）。
筆
者
自
身
が
、
こ
の
点
の
最
終
法
案
に
対
し
て
当
時
、

わ
か
り
に
く
さ
の
指
摘
は
し
つ
つ
も
、
こ
の
条
文
構
造
（
具
体
的
に
は
新
設
の
四
六
六
条
の
六
第
三
項
）
自
体
に
つ
い
て
は
、
一
応
の

肯
定
的
な
評
価
を
す
る
論
考
を
発
表
し
て
い
た
の
で
あ
る）

7
（

。

　

改
め
て
述
べ
よ
う
。
法
務
省
側
の
担
当
者
が
し
た
、
前
記
議
事
録
の
論
点
に
対
す
る
、
特
例
法
だ
け
の
修
正
に
よ
る
対
応
・
処
理

は
、
そ
の
本
質
的
な
問
題
を
確
定
的
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
で
な
く
、（
担
当
者
は
そ
の
意
識
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
が
）
そ
の
問
題
の
所
在
を
相
当
に
見
え
に
く
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
隠
れ
た
瑕
疵
」
の
発
生
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
前
掲
の
議
事
録
は
、
部
会
審
議
が
全
部
で
九
九
回
あ
っ
た
中
の
第
九
七
回
の
も
の
で
あ
る
（
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）

年
一
二
月
一
六
日
開
催
）。
そ
こ
で
潮
見
幹
事
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
仮
案
で
は
「
権
利
行
使
要
件
」
で
あ
っ
た
も
の
が
「
対
抗
要
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件
」
に
な
り
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
用
語
が
そ
こ
で
初
め
て
登
場
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
用
語
に
つ
い
て

は
、
部
会
の
外
の
多
く
の
研
究
者
や
弁
護
士
、
法
務
実
務
家
に
と
っ
て
も
、
必
ず
し
も
十
分
な
検
討
が
で
き
る
時
間
が
な
か
っ
た
と

も
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
筆
者
自
身
が
、
民
法
改
正
法
案
の
出
た
当
時
、
こ
の
点
に
一
応
の
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
し
ま
っ
た
の
は
、

民
法
対
抗
要
件
の
観
点
か
ら
の
考
察
の
み
の
判
断
で
、
筆
者
の
（
債
権
譲
渡
登
記
の
立
案
メ
ン
バ
ー）

8
（

で
あ
り
な
が
ら
）
債
権
譲
渡
登
記

の
実
務
に
お
け
る
そ
の
後
の
広
範
な
浸
透
に
対
す
る
配
慮
不
足
の
ゆ
え
で
あ
り
、
そ
れ
が
筆
者
の
最
近
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
」）

9
（

の

確
立
過
程
で
よ
う
や
く
明
確
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
以
下
に
は
そ
の
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
惹
起
し
た
、
ル
ー
ル
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
を
掘
り
出
す
べ
く
、
同
用

語
が
採
用
さ
れ
た
民
法
四
六
六
条
の
六
第
三
項
、
四
六
八
条
一
項
な
ら
び
に
四
六
九
条
一
項
お
よ
び
二
項
の
各
規
定
に
つ
い
て
、
前

稿
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ
を
再
度
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三　

民
法
新
四
六
六
条
の
六
第
三
項
の
問
題

　

ま
ず
、
今
次
改
正
で
新
た
に
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
用
語
が
採
用
さ
れ
た
三
か
条
に
つ
い
て
、
再
度
概
観
し
て
お
こ
う
。
前
稿

と
の
重
複
を
避
け
、
簡
略
に
確
認
を
す
る
。

1　

四
六
六
条
の
六
第
三
項
の
新
設
と
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
導
入

　

ま
ず
四
六
六
条
の
六
第
三
項
は
、
新
設
規
定
で
あ
り
、
旧
法
の
下
に
お
い
て
、
将
来
債
権
譲
渡
が
な
さ
れ
た
後
に
、
対
象
と
な
っ

た
債
権
の
原
因
と
な
る
契
約
に
譲
渡
制
限
特
約
が
設
け
ら
れ
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
債
権
が
発
生
し
た
場
合
、
債
務
者
が
譲
受
人
に
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対
し
て
譲
渡
制
限
特
約
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、
確
立
し
た
解
釈
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で

（
議
論
の
内
容
は
前
稿
一
二
頁
以
下
参
照
）、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
明
文
の
規
定
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
新
規
定
に
つ
い
て
、
最
も
誤
解
を
招
き
に
く
い
配
慮
を
し
た
と
思
わ
れ
る
簡
明
な
解
説
文
と
し
て
、
有
吉
尚
哉
弁
護
士
の
一

文
を
紹
介
し
た
い
。「
将
来
債
権
譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
譲
渡
人
が
債
務
者
に
通
知
を
し
、
ま
た
は
債
務
者
が
承
諾
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
た
時
ま
で
に

0

0

0

0

0

0

譲
渡
制
限
特
約
が
付
さ
れ
た
場
合
は
、
譲
受
人
は
譲
渡
制
限
特
約
を
知
っ
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
、
譲
渡
制
限
特

約
の
規
律
が
適
用
さ
れ
る
（
新
法
四
六
六
条
の
六
第
三
項
）。
し
た
が
っ
て
、
将
来
債
権
譲
渡
の
債
務
者
対
抗
要
件

0

0

0

0

0

0

0

が
具
備
さ
れ
る
ま

で
に
対
象
と
な
っ
た
債
権
に
譲
渡
制
限
特
約
が
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
債
務
者
は
譲
受
人
に
対
し
て
譲
渡
制
限
特
約
を
対
抗
で
き
る

こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
」）

（1
（

と
い
う
も
の
で
あ
る
（
傍
点
筆
者
）。

　

実
際
の
法
文
は
、「
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
譲
渡
人
が
次
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
、
又
は
債
務
者
が
同
条
の
規

定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
時
（
以
下
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
と
い
う
。）」
と
、「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
定
義
を
し
た
形
に
な
っ
て
い
る

の
だ
が
、
有
吉
弁
護
士
は
、
お
そ
ら
く
、
あ
え
て
こ
こ
で
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
用
語
を
使
わ
ず
、
か
つ
、「
債
務
者
対
抗
要
件
」

の
語
を
使
用
し
て
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
説
文
で
あ
れ
ば
、
特
例
法
登
記
で
は
第
三
者
対
抗
要
件
は
具
備
で
き
て
も
債

務
者
対
抗
要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
は
具
備
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
プ
ロ
の
実
務
家
で
あ
れ
ば
、
何
ら
誤

読
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
務
省
サ
イ
ド
の
一
問
一
答
の
民
法
改
正
解
説
書）

（（
（

に
準
拠
し
た
解
説
文
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
わ

か
り
や
す
い
感
じ
を
与
え
る
、
行
き
届
い
た
解
説
文
で
あ
る
。

　

一
方
、
法
務
省
サ
イ
ド
の
解
説
書
で
は
、
解
説
文
中
の
「
債
務
者
対
抗
要
件
」
に
注
記
す
る
形
で
、「
新
法
四
六
六
条
の
六
第
三

項
に
お
い
て
は
、
譲
渡
人
が
新
法
第
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
、
又
は
債
務
者
が
同
条
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
時
を

「
対
抗
要
件
具
備
時
」
と
定
義
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
債
務
者
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
後
に
譲
渡
人
と
債
務
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
譲
渡
制
限
特
約
の
効
力
を
譲
受
人
等
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
書
い
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て
い
る）

（1
（

（
こ
の
後
半
の
書
き
方
も
、「
単
に
債
務
者
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
」
と
い
う
表
現
が
、
読
者
に
、
第
三
者
対
抗
要

件
を
具
備
す
れ
ば
な
お
い
い
の
だ
が
と
い
う
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
。
ま
た
、
特
例
法
登
記
の
こ
と
は
全
く
眼
中
に
な
い
と
い
う
書
き
ぶ
り
で

あ
る
）。

　

な
お
、
同
法
務
省
解
説
書
は
、
同
条
同
項
の
趣
旨
説
明
の
中
で
、「
反
面
、
債
務
者
対
抗
要
件
の
具
備
後
に
譲
渡
人
と
債
務
者
と

の
間
で
譲
渡
制
限
特
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
譲
受
人
は
、
譲
渡
の
時
点
で
は
譲
渡
制
限
特
約
の
存
在
に
つ
い
て
は
常
に
善
意

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
重
過
失
も
な
い
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
債
務
者
は
譲
渡
制
限
特
約
を
譲
受
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
（
新
法
第
四
六

六
条
の
六
第
三
項
）。」）

（1
（

と
書
い
て
お
り
（
傍
点
筆
者
）、
こ
れ
は
私
共
が
強
く
批
判
し
て
い
た
、
法
務
省
サ
イ
ド
の
動
産
債
権
譲
渡
特

例
法
解
説
書
と
そ
れ
に
倣
っ
た
と
思
わ
れ
る
地
裁
判
決
の
、「（
特
約
が
さ
れ
る
前
の
）
譲
渡
当
時
の
譲
受
人
の
善
意
に
つ
い
て
論
ず

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
無
意
味
と
い
う
ほ
か
な
い
」（
だ
か
ら
旧
四
六
六
条
二
項
た
だ
し
書
の
、
譲
渡
禁
止
の
意
思
表
示
は
善
意

の
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
い
う
規
定
は
当
て
は
ま
ら
ず
、
債
務
者
が
禁
止
（
制
限
）
特
約
を
対
抗
で
き
る
）
な
ど
と
し
た
、
ま
っ
た
く

不
可
解
な
論
理
（
前
稿
参
照
））

（1
（

を
明
瞭
に
否
定
し
、
私
共
の
主
張
を
容
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る）

（1
（

。

　

こ
の
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
が
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
四
条
三
項
の
改
正
に
よ
っ
て
、
特
例
法
に
よ
る
債
権
譲
渡
登
記
に
よ
る

第
三
者
対
抗
要
件
具
備
の
場
合
に
は
、
同
特
例
法
四
条
二
項
の
「
登
記
事
項
証
明
書
を
付
し
た
通
知
」
を
し
た
場
合
に
だ
け
適
用
さ

れ
る
こ
と
が
確
定
的
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
四
六
六
条
の
六
第
三
項
は
、
民
法
四
六
七
条
一
項
の
（
無
方
式
の
）
通
知
・
承
諾
か
、

特
例
法
四
条
三
項
の
「
登
記
事
項
証
明
書
を
付
し
た
通
知
」
を
し
た
場
合
に
だ
け
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

2　

四
六
六
条
の
六
第
三
項
の
意
義
―
―
当
事
者
の
行
動
の
衡
量

　

要
す
る
に
こ
の
条
文
は
、
将
来
債
権
（
債
務
者
未
定
の
場
合
も
含
む
）
が
譲
渡
さ
れ
、
そ
の
後
で
、
債
務
者
が
譲
渡
禁
止
特
約
を
付

け
た
ら
ど
う
な
る
か
（
譲
渡
契
約
が
優
先
す
る
か
禁
止
特
約
が
優
先
す
る
か
）
と
い
う
問
題
に
解
答
を
与
え
た
規
定
な
の
で
あ
る
。
結
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論
と
し
て
は
、
通
知
・
承
諾
（
つ
ま
り
こ
れ
が
債
務
者
対
抗
要
件
す
な
わ
ち
権
利
行
使
要
件
の
具
備
）
が
先
か
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
が

先
か
で
決
す
る
、
と
い
う
新
し
い
基
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
今
回
の
改
正
で
は
、
い
わ
ば
譲
受
人
と
債
務
者
の
利
害
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
た
よ
う
な
、
禁
止
特
約
と
対
抗
要
件
具

備
の
早
い
ほ
う
を
優
先
さ
せ
る
、
と
い
う
、
新
し
い
基
準
を
採
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
バ
ラ
ン
ス
取
り
は
、
①
譲
渡
当
事
者
側）

（1
（

か
ら
債
務
者
に
譲
渡
を
知
ら
せ
る
、
②
債
務
者
の
方
か
ら
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
を

す
る
、
と
い
う
、「
双
方
の
積
極
的
な
行
動
の
評
価
」
と
い
う
観
点
で
衡
平
と
言
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
民
法
ル
ー

ル
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
取
り
に
は
一
応
の
肯
定
的
評
価
が
与
え
ら
れ
て
良
い
と
い
う
の
が
、
私
見
の
当
初
の
見
解
で

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る）

（1
（

。

　

そ
し
て
、
そ
の
「
積
極
的
な
行
動
」
を
具
体
的
に
比
べ
た
場
合
、
民
法
対
抗
要
件
の
具
備
の
場
合
は
、
譲
渡
人
譲
受
人
側
の
行
動

は
、
四
六
七
条
一
項
の
無
方
式
の
通
知
・
承
諾
で
も
、
同
条
二
項
の
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
・
承
諾
で
も
、
い
ず
れ
で

も
よ
い
。

3　

利
害
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
と
特
例
法
登
記
の
設
計

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
譲
渡
人
譲
受
人
側
の
行
動
が
、
特
例
法
登
記
の
履
践
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
行
動
評
価
の
バ
ラ
ン
ス
は
い

っ
ぺ
ん
に
崩
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
例
法
登
記
を
し
て
第
三
者
対
抗
要
件
を
取
得
し
て
も
、
ま
だ
四
六
六
条
の
六
第

三
項
と
し
て
の
行
動
評
価
は
ゼ
ロ
で
、
改
め
て
登
記
事
項
証
明
書
を
付
し
た
通
知
を
す
る
か
、
民
法
上
の
四
六
七
条
一
項
の
通
知
・

承
諾
を
取
ら
な
け
れ
ば
、
債
務
者
の
譲
渡
制
限
特
約
と
の
勝
負
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
最
初
か
ら
民
法
通
知
を
す
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
は
、
現
実
を
見
誤
っ
て
い
る
。
債
権
譲
渡
登
記

は
、
資
金
調
達
の
た
め
に
大
量
債
権
を
譲
渡
す
る
ケ
ー
ス
を
第
一
に
念
頭
に
置
い
て
考
案
さ
れ
た
。
大
量
の
譲
渡
通
知
を
し
か
も
確
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定
日
付
付
き
で
す
る
と
い
う
こ
と
の
手
間
と
費
用
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
確
定
日
付
の
な
い
無
方
式
の
形
で
も
大
量
の
通
知
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
大
き
な
手
間
で
あ
る
。
し
か
も
、
民
法
は
通
知
の
主
体
を
、
利
害
関
係
が
あ
る
は
ず
の
譲
受
人
か
ら
で

な
く
譲
渡
人
か
ら
す
る
と
し
た
（
四
六
七
条
）。
虚
偽
の
通
知
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
、
代
理
権
を
授
与
さ
れ
て
代
理
人

と
し
て
な
ら
譲
受
人
か
ら
で
も
で
き
る
。
判
例
通
説
）。
し
た
が
っ
て
、
特
例
法
は
通
知
を
譲
受
人
単
独
で
で
き
る
と
し
た
の
で
、
虚
偽

の
通
知
が
さ
れ
な
い
よ
う
、「
登
記
事
項
証
明
書
」
を
付
し
て
の
通
知
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
手
続
き
と
し
て
は
、
民
法
の
権
利
行
使
要
件
は
無
方
式
の
通
知
・
承
諾
で
で
き
る
の
に
、
特
例
法
の
権
利
行
使
要

件
の
具
備
の
要
件
は
重
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
そ
れ
で
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
説

明
を
し
て
お
く
と
、
債
権
流
動
化
な
ど
の
大
量
債
権
譲
渡
の
場
合
、
一
般
的
に
は
こ
の
権
利
行
使
要
件
の
具
備
は
不
要
だ
か
ら
な
の

で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
資
金
調
達
の
た
め
に
リ
ー
ス
料
債
権
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
債
権
な
ど
を
大
量
に
譲
渡
す
る
場
合
、
通
常
は
譲
受
人
た
る
融
資

者
は
、
自
ら
債
権
回
収
の
手
間
を
か
け
る
こ
と
な
ど
は
望
ま
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
債
権
回
収
は
旧
債
権
者
た
る
譲
渡
人
に
そ
の
ま

ま
委
託
し
、
譲
渡
人
は
回
収
し
た
債
権
を
譲
受
人
た
る
融
資
者
に
回
金
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
た
る
リ
ー
ス
物
件
利
用
者
や

ク
レ
ジ
ッ
ト
代
金
債
務
者
は
、
そ
の
ま
ま
旧
債
権
者
に
払
い
続
け
れ
ば
よ
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
逆
に
債
務
者
に
知
ら
れ
な
い
こ
と
が

円
滑
な
取
引
に
好
都
合
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
例
法
四
条
二
項
の
登
記
事
項
証
明
書
を
付
し
た
通
知
が
必
要
と
な
る
の
は
、
旧

債
権
者
た
る
譲
渡
人
の
業
績
が
悪
化
し
て
、
融
資
者
た
る
譲
受
人
が
回
収
金
を
受
け
取
れ
な
い
恐
れ
が
出
て
き
た
と
き
に
（
つ
ま
り

譲
受
人
が
自
ら
回
収
す
る
必
要
が
出
て
き
た
と
き
に
）
初
め
て
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
正
常
業
務
型
の
資
金
調
達
の
場
合

に
は
、
通
常
は
通
知
は
不
必
要
、
だ
か
ら
手
続
き
が
重
く
て
も
実
害
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
特
例
法
登
記
は
、
そ
れ
自
体
が
ビ
ジ
ネ
ス
ス
キ
ー
ム
を
考
え
て
制
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
立
案

当
時
の
議
論
で
は
、
い
わ
ゆ
る
債
権
流
動
化
を
第
一
に
考
え
、
第
二
に
債
権
譲
渡
担
保
に
も
利
用
さ
れ
る
と
い
う
の
が
私
共
立
案
グ
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ル
ー
プ
の
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
る）

（1
（

。
し
た
が
っ
て
、
四
六
六
条
の
六
第
三
項
は
、
民
法
で
対
抗
要
件
を
取
得
す
る
取
引
形
態
を
想
定

し
た
場
合
は
あ
ま
り
問
題
が
な
い
が
、
特
例
法
に
よ
る
第
三
者
対
抗
要
件
取
得
を
通
例
と
す
る
取
引
形
態
を
前
提
に
し
た
場
合
は
、

い
さ
さ
か
不
適
切
な
ル
ー
ル
設
定
を
し
た
こ
と
に
な
る
。

4　

実
務
で
の
対
応

　

も
っ
と
も
、
メ
ガ
フ
ァ
ー
ム
レ
ベ
ル
の
実
務
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
制
定
さ
れ
た
法
制
度
に
従
っ
た
理
解
の
も
と
に
、
十

分
な
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

前
掲
有
吉
弁
護
士
の
解
説
文
は
、
引
用
箇
所
に
続
い
て
、「
将
来
債
権
譲
渡
の
手
法
を
用
い
た
証
券
化
取
引
に
お
い
て
、
債
務
者

0

0

0

対
抗
要
件
を
具
備
し
な
い
場
合
に
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
将
来
債
権
譲
渡
後
に
付
さ
れ
た
譲
渡
制
限
特
約
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
証
券
化
取
引
に
お
い
て
、
投
資
家
に
と
っ
て
は
、
コ
ベ
ナ
ン
ツ
な
ど
に
よ
り
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー

が
裏
付
資
産
で
あ
る
債
権
に
関
し
て
譲
渡
制
限
特
約
を
付
さ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
が
従
来
以
上
に
重
要
に
な
る
」）

（1
（

（
傍
点
は

筆
者
）
と
続
い
て
い
る
。
有
吉
弁
護
士
は
こ
こ
で
も
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
は
使
わ
ず
、「
債
務
者
対
抗
要
件
」
を
使
っ
て
い
る
。

こ
れ
で
あ
れ
ば
、
特
例
法
登
記
で
は
第
三
者
対
抗
要
件
し
か
取
れ
ず
、
債
務
者
対
抗
要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
は
取
れ
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
了
解
済
み
の
プ
ロ
の
実
務
家
の
読
者
に
は
、
疑
問
を
生
じ
る
余
地
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

な
お
、
有
吉
論
考
が
引
用
文
の
最
後
に
述
べ
て
い
る
、「
そ
の
よ
う
な
証
券
化
取
引
に
お
い
て
、
投
資
家
に
と
っ
て
は
、
コ
ベ
ナ

ン
ツ
な
ど
に
よ
り
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
裏
付
資
産
で
あ
る
債
権
に
関
し
て
譲
渡
制
限
特
約
を
付
さ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
が

従
来
以
上
に
重
要
に
な
る
」
と
い
う
点
は
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
と
い
う
の
は
、
資
金
調
達
を
し
よ
う
と
す
る
譲
渡
人
で
あ
る
か
ら
、

譲
渡
人
が
自
ら
譲
渡
制
限
特
約
を
付
け
る
（
あ
る
い
は
債
務
者
の
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
を
受
け
入
れ
る
）
と
い
う
の
は
、
重
大
な
融

資
契
約
上
の
違
反
行
為
に
な
る
の
で
、
投
資
家
（
譲
受
人
）
は
コ
ベ
ナ
ン
ツ
条
項
な
ど
で
予
防
し
対
処
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
わ
け
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で
あ
る
。
た
だ
、
筆
者
が
問
題
に
す
る
の
は
、
証
券
化
な
ど
の
事
例
（
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
た
る
譲
渡
人
が
例
え
ば
リ
ー
ス
会
社
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
会
社
の
よ
う
な
大
企
業
で
、
譲
渡
人
の
方
が
債
務
者
よ
り
も
力
が
強
い
ケ
ー
ス
）
で
は
な
く
、
下
請
事
業
者
の
す
る
将
来
債
権
譲
渡

担
保
（
債
務
者
の
方
が
大
企
業
等
で
力
が
強
い
ケ
ー
ス
）
で
あ
る
。
譲
渡
制
限
特
約
は
、
債
務
者
の
利
益
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
通

常
、
債
務
者
の
ほ
う
が
力
が
強
い
ケ
ー
ス
で
付
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

四　

民
法
新
四
六
八
条
一
項
の
問
題

　

次
の
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
が
採
用
さ
れ
た
条
文
は
、
四
六
八
条
一
項
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
稿
で
述
べ
た
通
り）

11
（

、
旧
四
六
八
条

一
項
で
あ
っ
た
「
債
務
者
の
異
議
を
と
ど
め
な
い
承
諾
に
よ
る
抗
弁
喪
失
」
の
規
定
が
削
除
さ
れ
た
の
で
、
旧
二
項
が
一
項
に
繰
り

上
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
何
ら
問
題
を
生
じ
る
改
正
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
旧
四
六
八
条
は
、
そ
の
基
本
構
造
と
し

て
、
一
項
で
（
債
務
者
の
意
思
的
関
与
の
あ
る
）「
承
諾
」
が
あ
っ
た
場
合
を
規
定
し
、
二
項
で
（
債
務
者
の
意
思
的
関
与
の
な
い
）「
通

知
」
だ
け
が
あ
っ
た
場
合
を
書
い
て
い
た
の
で
、
債
務
者
の
認
識
な
い
し
関
与
を
基
軸
と
す
る
と
い
う
意
味
で
四
六
七
条
と
共
通
し
、

そ
の
意
味
で
は
非
常
に
分
か
り
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
以
下
に
、
前
稿
の
文
章
を
再
録
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
「
つ
ま
り
、
こ
こ
は
本
来
、
何
の
疑
義
も
生
じ
な
い
は
ず
の
規
定
だ
っ
た
。
改
正
民
法
の
弊
害
は
、
読
み
に
く
い
規
定
に
し
た
と

い
う
だ
け
で
は
な
い
。
債
権
譲
渡
登
記
は
こ
こ
で
の
「
対
抗
要
件
具
備
」
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
債
権
譲
渡
登
記
を
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
け
で
は
、

0

0

0

0

（
第
三
者
対
抗
要
件
は
具
備
し
た
の
だ
が
）

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

債
務
者
の
ほ
う
の
対
抗
事
由
は
ま
だ
増
え
続
け
る
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
こ
と
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
大
学
の
講
義
な
ど
で
も
盲
点
と
な
り
や
す
い
の
で
し
っ
か
り
解
説
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
）。
つ
ま
り
改
正
法
四
六
八
条

一
項
は
、「
権
利
行
使
要
件
具
備
時
ま
で
に
」
の
表
記
を
採
用
し
て
お
け
ば
、
疑
義
も
問
題
も
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」）

1（
（
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五　

民
法
新
四
六
九
条
一
項
二
項
の
問
題

　

こ
れ
も
新
設
規
定
で
、
従
来
か
ら
あ
っ
た
「
債
権
譲
渡
と
相
殺
」
の
優
劣
関
係
を
整
序
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
規
定
の
内

容
（
理
由
）
が
多
く
の
論
者
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
議
論
の
概
要
は
前
稿
に
書
い
た
通
り
な
の
で
あ
る
が
、
議
論

の
前
提
を
見
や
す
く
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
も
前
掲
有
吉
弁
護
士
の
論
考
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
「
旧
法
で
は
、
債
権
譲
渡
が
な
さ
れ
た
後
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
有
し
て
い
る
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
と
い
う
論
点
に
関
し
て
、
明
文
の
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
判
例
は
、
債
務
者
対
抗
要
件
の
具
備
前
に
債
務

者
が
取
得
し
た
債
権
を
自
働
債
権
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
働
債
権
と
受
働
債
権
の
弁
済
期
の
先
後
を
問
わ
ず
、
債
務
者
は
相
殺
の

抗
弁
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
無
制
限
説
を
採
用
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
新
法
で
は
、
債
権
譲
渡
と
相

殺
の
優
先
関
係
に
つ
い
て
明
文
化
が
行
わ
れ
て
い
る
（
新
法
四
六
九
条
一
項
・
二
項
）。
そ
の
中
で
は
、
基
本
的
に
無
制
限
説
の
考
え

方
を
と
っ
た
上
で
、
債
務
者
対
抗
要
件
具
備
時
に
は
具
体
的
に
反
対
債
権
が
発
生
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
①
対
抗
要
件
具

備
時
よ
り
前
の
原
因
に
基
づ
い
て
生
じ
た
債
権
や
②
譲
渡
対
象
債
権
の
発
生
原
因
で
あ
る
契
約
に
基
づ
い
て
生
じ
た
債
権
に
よ
る
相

殺
は
、
譲
受
人
に
対
し
て
対
抗
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
債
務
者
に
よ
る
相
殺
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
拡
大
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

　

証
券
化
取
引
に
お
い
て
、
債
権
譲
渡
の
債
務
者
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
と
し
て
も
、
旧
法
の
下
で
の
一
般
的
な
考
え
方
よ
り
も
広

い
範
囲
で
債
務
者
に
よ
る
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
に
対
す
る
債
権
と
の
相
殺
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
裏
付
資
産
の
希
薄
化
が
生
じ

や
す
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
と
な
る
」）

11
（

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

前
稿
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
「
債
権
譲
渡
と
相
殺
」
の
論
点
は
こ
れ
ま
で
民
法
五
一
一
条
の
「
差
押
え
と
相
殺
」
の
論
点
と
ほ
ぼ

パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
そ
ち
ら
も
改
正
前
は
い
わ
ゆ
る
無
制
限
説
が
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
掲
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記
し
た
有
吉
弁
護
士
の
文
章
で
言
え
ば
、
①
の
、
無
制
限
説
を
さ
ら
に
広
げ
た
部
分
は
、
今
回
の
改
正
で
こ
の
条
文
と
五
一
一
条
と

で
共
通
の
扱
い
な
の
で
、
そ
の
意
味
で
、
そ
の
拡
大
に
議
論
は
あ
る
に
せ
よ
、
①
ま
で
の
拡
大
は
説
明
が
つ
け
や
す
い
の
だ
が
、
今

回
の
改
正
で
は
新
規
に
②
の
ル
ー
ル
を
作
り
、
そ
の
ル
ー
ル
は
五
一
一
条
に
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
パ
ラ
レ

ル
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
「
債
権
譲
渡
と
相
殺
」
と
「
差
押
え
と
相
殺
」
の
論
点
に
つ
い
て
、
前
者
の
相
殺
可
能
範
囲
を
後
者
よ
り
も

広
い
範
囲
に
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
よ
う
に
し
た
「
理
由
」
で
あ
る
。
明
確
で
合
理
性
の
あ
る
理
由
が
あ
る
の
か
が

問
わ
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
新
条
文
の
構
造
は
、
相
殺
の
抗
弁
に
関
し
て
、
い
わ
ば
譲
受
人
と
債
務
者
と
の
間
の
優
劣
関
係
を
債
務
者
対
抗

要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
の
具
備
時
と
反
対
債
権
の
発
生
時
と
で
比
べ
る
と
い
う
基
本
構
造
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の

一
方
の
基
準
と
な
る
「
反
対
債
権
の
発
生
時
」
の
具
体
的
な
内
容
の
ほ
う
を
意
図
的
に
拡
張
し
て
い
る
規
定
で
、
そ
の
拡
張
の
対
象

が
も
っ
ぱ
ら
将
来
債
権
譲
渡
の
場
合
で
あ
る）

11
（

と
こ
ろ
に
疑
問
が
集
中
し
て
い
る
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
そ
の
実
質
的
基
準
の
立
て
方
に
つ
い
て
の
議
論
の
紹
介
は
前
稿
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
再
論
せ
ず
、
た

だ
本
条
が
も
っ
ぱ
ら
将
来
債
権
譲
渡
に
関
し
て
、
債
務
者
を
保
護
し
、
譲
受
人
を
不
利
に
扱
う
基
準
を
作
っ
て
い
る
事
実
だ
け
を
再

度
指
摘
し
て
お
く
。

　

そ
の
点
を
除
け
ば
、
こ
の
新
四
六
九
条
の
問
題
は
、
新
四
六
八
条
一
項
と
同
質
の
、
特
例
法
登
記
で
は
対
抗
要
件
具
備
に
な
ら
な

い
と
い
う
「
わ
か
り
に
く
さ
」（
す
な
わ
ち
特
例
法
登
記
に
不
利
な
処
遇
）
に
尽
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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六　
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
真
の
問
題

1　

問
題
の
所
在

　

以
上
、
二
〇
一
七
年
民
法
改
正
で
債
権
譲
渡
に
置
か
れ
た
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
語
が
使
わ
れ
る
三
規
定
（
二
規
定
新
設
、
一

規
定
修
正
維
持
）
は
、
債
務
者
の
認
識
や
行
動
を
対
象
と
す
る
、
債
務
者
対
抗
要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
だ
け
が
問
題
に
な
る
規
定
と

い
う
こ
と
を
改
め
て
指
摘
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
が
、
本
論
文
の
核
心
と
な
る
。
真
の
問
題
を
探
り
あ
て
る
カ
ギ
は
、
前
掲
の
議
事
録
の
中
の
、
松
尾
関
係
官
の
発
言
に

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
カ
ギ
を
探
り
当
て
る
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
今
回
の
改
正
で
削
除
さ
れ
た
、
旧
規
定
四
六
八
条
一

項
の
、「
債
務
者
の
異
議
を
と
ど
め
な
い
承
諾
に
よ
る
抗
弁
の
喪
失
」
の
規
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

読
者
の
便
宜
の
た
め
に
、
以
下
に
再
度
松
尾
関
係
官
の
発
言
を
掲
げ
る
。

 

○
松
尾
関
係
官　

先
ほ
ど
村
松
か
ら
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
略
称
の
問
題
は
別
途
、
ま
た
、
御
意
見
を
踏
ま
え
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

略
称
と
は
別
の
問
題
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
現
在
の
要
綱
案
は
、
2
の
（
2
）
で
、
譲
渡
人
が
3
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
、
又
は
債
務
者

が
3
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
3
の
規
定
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
第
四
六
七
条
第
一
項
だ
け
を

指
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
が
誤
解
を
招
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
条
文
案
で
は
四
六
七
条
全
体
を
受
け

て
、
要
す
る
に
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
又
は
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
と
い
う
ふ
う
な
書
き
方
を
し
よ
う
と

思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
略
称
を
債
務
者
対
抗
要
件
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
御
指
摘
は
、
こ
の
前
提
と
し
て
、
規
定
振
り
そ
の
も
の

も
修
正
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
御
意
見
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
御
意
見
だ
と
す
る
と
、
今
も
四
六
八
条
で
は
、
前
条
の
承
諾

と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
要
す
る
に
四
六
七
条
の
承
諾
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
直
さ
な
い
と
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
御
意
見
を
頂
い
て
い
る
の
か
と
い
う
の
が
ま
だ
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
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松
尾
関
係
官
は
、「
略
称
」
の
問
題
は
別
途
考
え
る
と
し
て
、
要
項
案
の
「
3
の
規
定
」
す
な
わ
ち
「
第
四
六
七
条
第
一
項
だ
け

を
指
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
が
「
誤
解
を
招
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、「
条
文
案
で
は
四
六
七
条
全
体
を
受
け
て
、
要
す
る

に
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
又
は
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
と
い
う
ふ
う
な
書
き
方
を
し
よ
う
と
思
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
略
称
を
債
務
者
対
抗
要
件
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
御
指
摘
は
、
こ
の
前
提
と

し
て
、
規
定
振
り
そ
の
も
の
も
修
正
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
御
意
見
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
問
い
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
私

見
で
は
、
こ
の
関
係
官
発
言
に
、
今
回
の
債
権
譲
渡
規
定
改
正
の
「
規
定
振
り
」
に
関
す
る
、
最
も
重
要
な
論
点
が
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
あ
え
て
述
べ
れ
ば
、
そ
こ
に
法
務
省
側
の
決
定
的
な
誤
り
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

2　

私
見
の
論
理

　

結
論
を
先
に
述
べ
て
、
そ
れ
か
ら
論
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
私
の
論
理
は
こ
う
で
あ
る
。

　

①
改
正
前
の
民
法
旧
規
定
で
は
、
債
権
譲
渡
に
お
け
る
第
三
者
対
抗
要
件
と
、
債
務
者
対
抗
要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
を
分
け
て

い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
分
け
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
理
由
は
簡
単
明
瞭
で
、
民
法
四
六
七
条
の
第
三
者
対
抗
要
件

に
は
債
務
者
対
抗
要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
の
要
素
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
こ
の
（
特
例
法
制
定
よ

り
前
の
）
段
階
で
発
表
さ
れ
て
い
た
私
の
「
権
利
行
使
要
件
」
の
採
用
論）

11
（

（
一
九
八
三
年
の
論
文
で
示
し
た
）
は
、
解
釈
学
上
の
分
析
か
ら
す

る
学
理
的
提
言
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
）。

　

②
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
制
定
・
施
行
の
債
権
譲
渡
特
例
法
（
現
在
の
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
）
は
、「
債
務
者
対
抗
要
件
（
権

利
行
使
要
件
）
に
な
ら
な
い
第
三
者
対
抗
要
件
」
を
創
設
し
た
。

　

③
そ
し
て
今
回
の
二
〇
一
七
年
民
法
改
正
で
は
、
債
務
者
の
認
識
や
行
動
に
か
か
わ
る
、
債
務
者
対
抗
要
件

0

0

0

0

0

0

0

（
権
利
行
使
要
件
）

0

0

0

0

0

0

0
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だ
け
が
問
題
に
な
る
規
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
三
か
条
新
し
く
置
い
た
（
二
か
条
は
新
設
、
一
か
条
は
修
正
・
維
持
）。

　

④
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
民
法
改
正
で
は
、
わ
か
り
や
す
さ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
実
質
論
と
し
て
、
第
三
者
対
抗
要
件
と
、
債

務
者
対
抗
要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
を
分
け
る
必
要
が
生
じ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
関
係
官
が
「
第
四
六
七
条
第
一
項
だ
け
を
指
し
て
い
る
」
と
こ
ろ

が
「
誤
解
を
招
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
た
の
が
間
違
い
で
、
四
六
七
条
第
一
項
だ
け
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る

規
定
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

⑤
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
務
省
は
、「
四
六
七
条
全
体
を
受
け
て
、
要
す
る
に
四
六
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
又
は
四
六

七
条
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
と
い
う
ふ
う
な
書
き
方
を
し
よ
う
」
と
し
、
実
際
に
そ
う
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ま
ず
決

定
的
な
過
誤
（
現
実
の
改
正
規
定
の
方
向
性
と
の
逆
行
）
が
あ
っ
た
。

　

⑥
そ
の
過
誤
に
輪
を
か
け
る
形
で
、
新
設
の
、
債
務
者
対
抗
要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
だ
け
が
問
題
に
な
る
規
定
に
つ
い
て
、「
対

抗
要
件
具
備
時
」
と
い
う
「
略
称
」
を
採
用
し
、
さ
ら
に
そ
の
過
誤
を
見
え
に
く
く
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
続
け
よ
う
。
前
掲
の
松
尾
関
係
官
の
発
言
は
、「
そ
う
い
う
御
意
見
だ
と
す
る
と
、
今
も
四
六
八
条
で
は
、
前
条
の
承
諾

と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
要
す
る
に
四
六
七
条
の
承
諾
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
直
さ
な
い
と

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
御
意
見
を
頂
い
て
い
る
の
か
と
い
う
の
が
ま
だ
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
」
と
続

く
。
実
は
こ
れ
は
重
要
な
質
問
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
中
に
も
旧
規
定
と
比
較
し
て
の
認
識
の
誤
り
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
「
今
も
四
六
八
条
で
は
、
前
条
の
承
諾
と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
要
す
る
に
四
六
七
条
の
承
諾
と
い
う
言
葉
に

な
っ
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
旧
規
定
四
六
七
条
一
項
の
「
異
議
を
と
ど
め
な
い

承
諾
」
の
規
定
で
、
今
回
の
法
改
正
で
削
除
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
が
、
こ
の
「
前
条
の
承
諾
」
は
、
旧
規
定
の
規
定
ぶ
り
と
し
て
は

何
ら
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
上
述
の
論
理
①
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
旧
規
定
を
作
っ
た
段
階
で
は
、
民
法
に
よ
る
第

三
者
対
抗
要
件
に
は
債
務
者
対
抗
要
件
の
（
通
知
・
承
諾
と
い
う
）
要
素
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、「
前
条
の
承
諾
」
は
、
四
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六
七
条
の
一
項
の
債
務
者
対
抗
要
件
に
あ
た
る
承
諾
で
も
、
二
項
の
第
三
者
対
抗
要
件
に
あ
た
る
承
諾
で
も
よ
か
っ
た
か
ら
な
の
で

あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
改
正
法
で
は
新
た
に
そ
こ
を
区
別
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
関
係
官
が
「
こ
れ
を
直

さ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
御
意
見
を
頂
い
て
い
る
の
か
」
と
尋
ね
た
際
に
は
、
実
は
委
員
・
幹
事
は
「
そ
う
で

0

0

0

0

す
」
と
答
え
る
べ
き
だ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

七　

日
本
民
法
典
の
債
権
譲
渡
規
定
の
基
本
構
造

1　

削
除
さ
れ
た
旧
四
六
八
条
一
項
の
現
代
取
引
法
か
ら
の
再
評
価

　

以
上
の
考
察
の
つ
な
が
り
で
、
旧
四
六
八
条
の
「
規
定
ぶ
り
」
を
再
確
認
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
日
本
民
法
典
に
お
け
る
債
権

譲
渡
規
定
の
基
本
構
造
を
再
整
理
す
る
作
業
を
行
っ
て
お
こ
う
。
そ
れ
が
、
本
稿
の
主
た
る
論
点
の
見
極
め
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　

旧
四
六
八
条
は
、

 

　
（
指
名
債
権
の
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
の
抗
弁
）

第
四
六
八
条
①　

債
務
者
が
異
議
を
と
ど
め
な
い
で
前
条
の
承
諾
を
し
た
と
き
は
、
譲
渡
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
た
事
由
が
あ
っ
て
も
、

こ
れ
を
も
っ
て
譲
受
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
債
務
者
が
そ
の
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
に
譲
渡
人
に
払

い
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
取
り
戻
し
、
譲
渡
人
対
し
て
負
担
し
た
債
務
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
成
立
し
な
い
も
の
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
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②　

譲
渡
人
が
譲
渡
の
通
知
を
し
た
に
と
ど
ま
る
と
き
は
、
債
務
者
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
る
ま
で
に
譲
渡
人
に
対
し
て
生
じ
た
事
由
を
も

っ
て
譲
渡
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
一
項
が
削
除
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

た
だ
こ
の
削
除
に
な
っ
た
第
一
項
は
、
学
理
的
に
は
、
観
念
通
知
で
抗
弁
が
す
べ
て
切
れ
る
の
は
お
か
し
い
と
か
、「
こ
の
場
合

に
お
い
て
」
以
下
の
部
分
が
不
当
利
得
と
ど
う
違
う
の
か
な
ど
と
、
も
っ
ぱ
ら
学
者
の
解
釈
学
上
の
議
論
が
集
積
さ
れ
、
結
局
削
除

と
い
う
運
命
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
こ
れ
を
現
代
の
債
権
譲
渡
に
よ
る
資
金
調
達
実
務
か
ら
見
れ
ば
、
債
務
者
の
異

議
を
と
ど
め
な
い
「
承
諾
」
が
あ
っ
た
場
合
（
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
こ
の
承
諾
をacceptation

と
書
い
て
お
り
、
筆
者
の
説
で
は
、
意
思
表

示
で
も
観
念
通
知
で
も
よ
く
、
と
に
か
く
債
務
者
の
意
思
的
関
与
が
あ
っ
た
場
合
と
理
解
し
て
い
た
）
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
譲
渡
人
と
債
務

者
と
の
経
緯
は
両
者
の
間
で
調
整
し
、
譲
受
人
は
抗
弁
の
付
着
し
て
い
な
い
き
れ
い
な
債
権
が
得
ら
れ
る
と
い
う
、
優
れ
て
現
代
の

資
金
調
達
取
引
に
有
益
な
規
定
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
一
項
は
承
諾
と
い
う
債
務
者
の
意
思
的
関
与
が
あ
っ
た
場
合
の
効
果
、
二
項
は
通
知
だ
け
で
債
務
者
の
意
思
的
関

与
が
な
か
っ
た
場
合
の
効
果
、
と
考
え
れ
ば
、
非
常
に
簡
明
な
規
定
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
者
の
、
債
権
譲
渡

の
債
務
者
は
、
自
分
の
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
で
そ
れ
ま
で
よ
り
も
不
利
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
、
き
わ
め
て
当
然
の
規
定
だ
け

が
（
表
現
上
の
わ
か
り
に
く
さ
を
増
し
て
）
残
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
伝
統
的
解
釈
論
か
ら
説
明
す
れ
ば
、
こ
れ
は
一
項
で
、
債
務
者
が
異
議
を
と
ど
め
ず
に
し
た
「
承
諾
」（
先
述
の
よ
う
に
、

方
式
の
限
定
の
な
い
承
諾
で
も
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
に
よ
る
承
諾
で
も
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
）
に
、
既
存
の
抗
弁
全
部
の
喪
失
と
い
う

特
殊
の
効
果
を
与
え
、
そ
れ
と
の
対
比
で
、
二
項
で
通
知
（
こ
れ
も
方
式
の
限
定
の
な
い
通
知
で
も
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知

で
も
よ
い
）
だ
け
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
こ
か
ら
後
の
抗
弁
は
対
抗
で
き
な
い
と
し
た
、
ま
さ
に
債
務
者
の
認
識
を
基
軸
に
し
た
規
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定
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
四
六
七
条
の
対
抗
要
件
の
基
本
構
造
（
債
務
者
の
認
識
を
基
軸
に
す
る
も
の
で
、
起
草
趣
旨
に
述
べ
ら
れ
、

最
高
裁
昭
和
四
九
年
判
決
（
い
わ
ゆ
る
到
達
時
説
を
説
い
た
著
名
な
判
決
）
が
明
示
し
、
後
に
債
務
者
を
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に

す
る
な
ど
と
説
か
れ
、
債
権
法
改
正
で
は
内
田
貴
氏
ら
に
よ
っ
て
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
批
判
さ
れ
た
））

11
（

と
も
合
致
す
る
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

現
代
の
債
権
譲
渡
に
よ
る
資
金
調
達
実
務
か
ら
す
れ
ば
、
前
掲
の
説
明
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
わ
か
り
や
す
く
、
か
つ
現
代
社
会
に
マ

ッ
チ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

2　

旧
四
六
七
条
と
旧
四
六
八
条
か
ら
再
考
す
る
、
日
本
民
法
典
の
債
権
譲
渡
規
定
の
基
本
構
造

　

そ
れ
で
は
、
旧
規
定
の
四
六
七
条
と
四
六
八
条
の
構
造
を
、
明
治
民
法
制
定
段
階
の
法
継
受
の
観
点
か
ら
始
め
て
歴
史
的
に
復
習

し
て
み
よ
う
。
以
下
の
よ
う
な
歴
史
的
変
遷
と
現
代
の
課
題
が
見
え
て
く
る
。

　

①
本
来
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
六
九
〇
条
で
は
第
三
者
対
抗
要
件
と
債
務
者
対
抗
要
件
を
分
け
ず
に
、
執
達
吏
に
よ
る
送
達
と
、
公
正

証
書
に
よ
る
承
諾
と
い
う
、
非
常
に
厳
格
な
対
抗
要
件
を
規
定
し
て
い
た
（
い
ず
れ
も
当
然
到
達
時
が
確
定
的
に
証
明
で
き
る
も
の
で

あ
り
、
債
務
者
に
も
法
の
定
め
に
よ
る
認
識
が
与
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
。
ル
ー
ル
と
し
て
は
、
い
わ
ば
第
三
者
対
抗
要
件
一
本
の
規
定
で
あ

っ
た
と
言
っ
て
よ
い
）。

　

②
明
治
民
法
の
起
草
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
か
ら
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
典
を
経
由
し
て
、
こ
の
対
抗
要
件
主
義
を
ス
ト
レ
ー

ト
に
移
入
し
た
が
、
そ
の
要
件
が
過
重
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
債
務
者
に
対
す
る
だ
け
な
ら
要
件
を
簡
易
に
し
て
い
い
は
ず
と
、

無
方
式
の
通
知
・
承
諾
を
対
債
務
者
対
抗
要
件
と
し
て
誕
生
さ
せ
、
こ
こ
で
第
三
者
対
抗
要
件
と
債
務
者
対
抗
要
件
（
権
利
行
使
要

件
）
の
理
論
的
区
別

0

0

0

0

0

が
生
じ
た）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
が
か
つ
て
説
い
た
如
く）

11
（

、
四
六
七
条
一
項
は
、
歴
史
的
に
は
い
わ
ば
二
項
か

ら
一
項
を
分
離
し
た
の
で
あ
る
が
、
条
文
構
成
と
し
て
は
、
一
項
の
無
方
式
の
通
知
・
承
諾
と
い
う
簡
易
な
要
件
の
上
に
、
二
項
の
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確
定
日
付
の
（
先
後
確
定
機
能
の
あ
る
）
要
件
を
載
せ
た
も
の
を
第
三
者
対
抗
要
件
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

③
つ
ま
り
、
四
六
七
条
の
構
成
要
素
は
、
①
通
知
②
承
諾
③
確
定
日
付
、
と
い
う
三
要
素
か
ら
な
り
、
四
六
八
条
は
、
そ
の
中
の

②
の
承
諾
が
異
議
を
と
ど
め
な
い
形
で
な
さ
れ
た
場
合
（
債
務
者
の
積
極
的
関
与
あ
り
）
の
効
果
と
、
①
の
通
知
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た

場
合
（
債
務
者
の
積
極
的
関
与
な
し
）
の
効
果
を
列
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
旧
規
定
の
四
六
七
条
と
四
六
八
条
の
基

本
構
造
と
そ
の
関
係
は
大
変
わ
か
り
や
す
い
の
で
あ
る
（
そ
し
て
、
四
六
八
条
の
冒
頭
が
「
前
条
の
承
諾
」
と
書
か
れ
た
の
は
、（
与
え

た
効
果
の
内
容
は
別
と
し
て
）
規
定
ぶ
り
と
し
て
は
全
く
問
題
の
な
い
（
疑
義
の
な
い
）
こ
と
で
あ
っ
た
）。

　

④
し
か
し
、
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
の
債
権
譲
渡
特
例
法
は
、
民
法
四
六
七
条
二
項
の
特
例
と
し
て
、
債
権
譲
渡
登
記
を
創

設
し
た
。
し
か
も
、
債
務
者
に
認
識
を
与
え
な
い
、
譲
渡
当
事
者
（
譲
渡
人
と
譲
受
人
）
の
共
同
申
請
に
よ
る
登
記
で
あ
る
か
ら
、

当
然
そ
れ
だ
け
で
は
債
務
者
対
抗
要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
に
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
わ
が
民
法
の
債
権
譲
渡
規
定
の
構
造
は
、

理
論
的
に
で
は
な
く
実
質
的
に

0

0

0

0

、
第
三
者
対
抗
要
件
と
債
務
者
対
抗
要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
の
併
存
状
態
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

3　

本
稿
の
主
題
の
発
掘
と
結
論

　

こ
こ
ま
で
述
べ
れ
ば
も
う
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
二
〇
一
七
年
の
民
法
債
権
関
係
改
正
に
お
け
る
、
債
権
譲
渡
法
理
の
（
一
見
隠
れ
た
）

非
常
に
大
き
な
実
質
改
正
は
、「
対
抗
要
件
具
備
時
」
と
い
う
、
新
た
に
（
従
来
か
ら
の
債
務
者
の
認
識
を
基
準
と
す
る
ル
ー
ル
に
加
え

て
）
債
務
者
の
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
と
い
う
「
行
動
」
と
い
う
も
の
に
一
定
の
評
価
基
準
を
設
定
す
る
改
正

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
は
、
そ
の
新
規
採
用
用
語
を
使
用
す
る
三
か
条
の
す
べ
て
で
、「
債
務
者
対
抗
要
件

0
0

0

0

0

0

0

0

（
権
利
行

0

0

0

0

使
要
件
）

0

0

0

」
の
み
を
問
題
に
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
論
理
必
然
的
に
、
法
制
審
議
会
は
、
債
権
譲
渡
の
第
三
者
対
抗
要
件
と
債
務
者
対
抗
要
件

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
権
利
行
使
要
件
）

0

0

0

0

0

0

0

を0
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区
別
し
明
記
す
る
表
現
を
採
用
す
る
べ
き
だ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
事
務
局
は
、
特
例
法
登
記
創
設
前
の
民
法
の
債
権
譲
渡
規
定

の
旧
構
造
に
無
定
見
に
立
脚
し
て
、
両
対
抗
要
件
の
区
別
を
怠
っ
た
ば
か
り
か
、「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
表
記
を
、
単
な
る
「
略

称
」
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
問
題
は
、
単
な
る
わ
か
り
に
く
さ
・
わ
か
り
や
す
さ
の
問
題
を
超
え
た
、
債
権
譲
渡
の

本
質
的
構
造
の
改
変
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
、
法
制
審
議
会
は
そ
の
本
質
を
捉
え
き
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
私

見
の
結
論
で
あ
る
。

八　

二
〇
一
六
年
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
大
改
正
に
お
け
る
新
債
権
譲
渡
規
定

1　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
債
権
譲
渡
規
定
の
改
正

　

私
見
を
補
強
す
る
た
め
に
、
日
本
民
法
の
債
権
譲
渡
規
定
の
母
法
国
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
、
二
〇
一
六
年
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
大

改
正
に
よ
る
債
権
譲
渡
規
定
の
帰
趨
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

日
本
よ
り
一
年
早
く
行
わ
れ
た
、
二
〇
一
六
年
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
大
改
正
は
債
権
譲
渡
法
理
を
ど
う
規
定
し
た
の
か
。
か
つ
て

の
同
民
法
典
原
初
規
定
一
六
九
〇
条
の
、
執
達
吏
に
よ
る
送
達
と
公
正
証
書
に
よ
る
承
諾
と
い
う
、
非
常
に
厳
格
で
重
い
規
定
は
、

（
途
中
ダ
イ
イ
法
と
い
う
、
要
件
緩
和
、
取
引
促
進
を
目
的
と
し
た
債
権
譲
渡
特
別
法
立
法
を
経
て
）
今
次
改
正
で
新
し
い
一
三
二
一
条
か

ら
一
三
二
五
条
の
五
か
条
に
分
け
て
規
定
さ
れ
、
第
三
者
対
抗
要
件
の
大
幅
な
緩
和
な
ど
が
行
わ
れ
た
（
新
条
文
全
文
を
注
記
す
る
））

11
（

。

　

概
説
す
る
と
、
一
三
二
一
条
が
債
権
譲
渡
契
約
の
基
本
規
定
で
あ
り
、
そ
の
四
項
で
「
債
権
が
譲
渡
で
き
な
い
も
の
と
定
め
ら
れ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
債
務
者
の
同
意
（consentem

ent

）
は
必
要
で
は
な
い
」
と
規
定
さ
れ
、
こ
れ
が
譲
渡
禁
止
特
約
に
か
か
わ

る
規
定
に
当
た
る
よ
う
で
あ
る）

11
（

（
旧
規
定
一
六
九
〇
条
で
は
、
条
文
に
譲
渡
禁
止
特
約
の
規
定
は
な
か
っ
た
）。
そ
し
て
、
一
三
二
二
条

に
債
権
譲
渡
は
書
面
で
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
規
定
を
置
き
、
一
三
二
三
条
で
そ
の
書
面
の
日
付
に
よ
り
第
三
者
へ
の
対
抗
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が
可
能
と
な
る
と
い
う
、
第
三
者
対
抗
要
件
を
非
常
に
簡
素
化
し
た
規
定
を
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
三
二
四
条
に
債
務
者
へ
の

対
抗
要
件
の
規
定
を
置
い
た
。
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
二
〇
一
六
年
改
正
で
、
第
三
者
対
抗
要
件
と
債
務
者
対
抗
要
件
を
分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

け
て
そ
れ
ぞ
れ
に
明
文
規
定
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
ら
に
一
三
二
五
条
が
二
重
譲
渡
の
優
劣
基
準
（
日
付
の
先
後
に
よ
る
と
し
た
）

の
新
設
で
あ
る
。

　

筆
者
も
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
大
改
正
の
施
行
後
の
取
引
実
務
の
状
況
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
十
分
に
調
べ
が
つ
い
て
い
な
い
が）

11
（

、

日
仏
い
ず
れ
の
規
定
ぶ
り
が
論
理
的
で
明
瞭
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
第
三
者
対
抗
要
件
と
債
務
者
対
抗
要
件
（
権

利
行
使
要
件
）
を
区
別
す
る
べ
き
こ
と
は
、
対
抗
要
件
主
義
を
採
用
す
る
債
権
譲
渡
法
理
に
お
い
て
は
、
今
日
、
論
理
必
然
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

2　

日
仏
両
法
典
の
到
達
点
の
明
ら
か
な
相
違

　

も
う
一
点
、
日
仏
両
国
の
債
権
譲
渡
規
定
の
最
大
の
差
は
、
日
本
民
法
典
が
明
治
の
初
め
か
ら
世
界
の
少
数
派
で
あ
っ
た
譲
渡
禁

止
特
約
の
規
定
を
含
む
債
権
の
譲
渡
性
の
規
定
（
四
六
六
条
）
を
い
ま
だ
に
冒
頭
に
置
き
（
明
治
民
法
制
定
時
の
段
階
で
譲
渡
禁
止
特

約
の
明
文
規
定
を
民
法
に
掲
げ
て
い
た
の
は
、
主
要
国
で
は
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
日
本
く
ら
い
で
あ
る
。
今
日
で
は
米
国
の
統
一
商
事
法
典

（
Ｕ
Ｃ
Ｃ
）
は
譲
渡
禁
止
特
約
の
対
外
効
を
否
定
し
て
お
り
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
の
国
際
債
権
譲
渡
条
約
も
金
融
債
権
を
除
外
し
た
上
で
同

じ
く
第
三
者
効
を
否
定
し
、
ド
イ
ツ
も
既
に
商
法
典
の
方
で
譲
渡
禁
止
特
約
を
無
効
に
し
て
い
る
）、
し
か
も
そ
れ
を
六
ま
で
の
枝
番
を
付

け
た
新
規
定
で
肥
大
化
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
は
、
一
見
し
て
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
決
定
的
な
世
界
的
動
向
と
の
乖
離
は
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
三
日
の
、
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
の
改
正
で
あ
る
。
こ
こ
で
フ
ラ

ン
ス
商
法
典
も
、
Ｌ
四
四
二
―
三
条
に
ｃ
号
を
新
設
し
て
、
商
事
債
権
に
関
し
て
、
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
を
無
効
と
す
る
規
定
を
置

い
た
の
で
あ
る）

1（
（

。
そ
し
て
、
以
前
か
ら
筆
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）

11
（

、
日
本
法
で
は
い
ま
だ
に
民
法
に
し
か
債
権
譲
渡
規
定
が
置
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か
れ
て
お
ら
ず
、
民
事
債
権
の
譲
渡
だ
け
で
な
く
商
事
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
も
、
民
法
が
一
手
に
引
き
受
け
て
対
処
し
て
い
る
状

況
な
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
今
回
の
「
対
応
要
件
具
備
時
」
の
用
語
の
採
用
は
、
規
定
ぶ
り
と
し
て
不
適
切
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
四
六
六
条
の

六
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
債
権
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
の
位
置
づ
け
を
、
他
国
に
比
し
て
大
き
く
し
た
と
い
う
問
題
点
も
含
ん
で

い
る
と
言
え
よ
う
（
加
え
て
言
え
ば
、
そ
の
債
務
者
の
利
益
の
保
護
は
、
今
次
改
正
の
全
体
に
み
ら
れ
る
、
債
務
者
た
る
大
企
業
の
一
定
の

保
護
を
確
保
す
る
傾
向
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
））

11
（

。

　

こ
れ
が
、
一
般
論
と
し
て
、
債
権
の
流
動
性
を
制
約
し
、
債
権
譲
渡
に
よ
る
資
金
調
達
を
阻
害
す
る
要
因
と
し
て
働
く
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
他
国
の
債
権
譲
渡
規
定
を
大
づ
か
み
に
比
較
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
改
正
は
、
世
界
の
傾
向
に
逆
行
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

そ
う
い
う
改
正
を
す
る
こ
と
を
委
員
・
幹
事
・
関
係
官
の
皆
さ
ん
は
ど
れ
だ
け
自
覚
し
て
お
ら
れ
た
の
か
、
ま
た
、
自
覚
し
て
お

ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
ど
う
い
う
価
値
判
断
か
ら
で
あ
っ
た
の
か
、
を
筆
者
は
問
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
、

二
〇
一
七
年
民
法
改
正
は
、
債
権
譲
渡
の
分
野
で
は
、
特
例
法
登
記
の
冷
遇
や
債
務
者
の
利
益
確
保
を
盛
り
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、

特
例
法
登
記
を
多
用
す
る
、
債
権
譲
渡
に
よ
る
資
金
調
達
の
冷
遇
を
も
た
ら
し
た
。
前
稿
二
一
頁
で
「
問
題
は
、
改
正
に
あ
た
っ
た

中
心
メ
ン
バ
ー
が
そ
う
い
う
（
債
権
譲
渡
を
用
い
た
資
金
調
達
取
引
の
冷
遇
と
い
う
）
結
果
に
な
る
こ
と
を
ど
れ
だ
け
自
覚
し
て
改
正

を
し
た
か
な
の
で
あ
る
。
立
法
資
料
を
読
む
限
り
で
は
、
そ
の
よ
う
な
冷
遇
を
意
図
的
に
図
っ
た
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
そ
う
す
る

と
、
改
正
の
中
心
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
な
い
ま
ま
に
こ
う
い
う
結
果
を
招
来
し
た
こ
と
に
な
る
。
冷
遇
す
る
な

ら
そ
の
根
拠
と
な
る
経
済
的
な
分
析
や
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
示
す
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
う
い
う
結
果
の
招
来
に
無
理
解
な
ま
ま

「
債
務
者
保
護
」
を
図
っ
た
だ
け
だ
と
い
う
な
ら
、
一
国
の
民
法
改
正
と
し
て
は
や
は
り
未
熟
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
」

と
ま
で
書
い
た
の
は
、
そ
う
い
う
意
図
か
ら
で
あ
っ
た
。
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九　

小　

括

　

先
に
も
注
記
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
債
権
譲
渡
を
主
要
な
研
究
テ
ー
マ
に
し
て
い
た
三
名
の
研
究
者
は
、
い
ず
れ
も
法
制
審
議

会
部
会
の
委
員
・
幹
事
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
た
ら
れ
ば
」
の
議
論
を
し
て
も
始
ま
ら
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
表
記
上
の
問
題
を
確
認
し
前
提
に
し
つ
つ
、
実
質
的
に
こ
の
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
が
実
務
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
る
の
か
を
改
め
て
分
析
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
債
権
譲
渡
に
お
け
る
「
債
務
者
の
位
置
」
を
今
次
改
正
が

ど
う
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
再
検
証
し
、
そ
れ
を
前
提
に
今
後
の
債
権
譲
渡
こ
と
に
資
金
調
達
の
た
め
の
そ
の
活
用
を
考
え

る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
際
に
は
、
本
稿
で
も
少
し
触
れ
た
、
譲
渡
人
と
債
務
者
の
力
関
係
な
ど
、
実
質
的
に
譲
渡
制
限
特
約
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で

付
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
実
務
で
は
こ
の
改
正
法
を
前
提
に
ど
の
よ
う
な
契
約
上
の
ル
ー
ル
創
り
を
し
て
資
金
調
達
取
引
を
工
夫
す
べ

き
な
の
か
等
、
実
務
の
実
態
に
即
し
た
、
筆
者
の
説
く
「
行
動
立
法
学
」）

11
（

と
「
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
」）

11
（

の
視
点
か
ら
の
考
察
・
分
析
が

不
可
欠
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
時
代
の
債
権
譲
渡
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
発
展
と
そ
れ
に
対
す
る
民
法
法
理
の

対
応
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

11
（

。
変
革
の
時
代
の
債
権
譲
渡
を
追
う
研
究
は
、
な
お
（
新
し
い
分
析
視
点
を
加

え
つ
つ
）
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

小
括
と
し
て
繰
り
返
せ
ば
、
二
〇
一
七
年
改
正
で
は
、
債
務
者
の
認
識
時
や
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
（
譲
渡
制
限
特
約
）
を
基
軸

と
す
る
新
規
規
定
を
い
く
つ
か
置
い
た
と
い
う
意
味
で
、
債
務
者
の
行
動
態
様
の
、
債
権
譲
渡
法
理
に
お
け
る
比
重
が
大
き
く
な
っ

た
。
こ
れ
が
、
指
摘
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
、
今
回
の
債
権
譲
渡
規
定
改
正
の
実
相
な
の
で
あ
る
（
こ
の
、
債
権
譲
渡
法
理
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

債
務
者
の
行
動
態
様
の
重
視

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
な
ど
と
比
較
し
て
、
世
界
の
趨
勢
と
逆
行
す
る
、
い
わ
ば
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
的

改
正
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
）。
そ
れ
が
実
務
の
債
権
譲
渡
取
引
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
、
改
め
て
検
討
す
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る
必
要
が
あ
る
。
一
般
に
は
す
で
に
、
四
六
六
条
三
項
を
置
い
た
こ
と
で
（
せ
っ
か
く
同
条
二
項
で
、
譲
渡
制
限
特
約
の
付
い
た
債
権

も
譲
渡
で
き
る
と
新
た
に
規
定
し
な
が
ら
、
三
項
で
い
わ
ば
制
限
特
約
の
ほ
う
も
有
効
と
し
た
）、
債
権
譲
渡
に
よ
る
資
金
調
達
取
引
の
発

展
の
阻
害
要
因
を
作
っ
た
こ
と
は
か
な
り
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
当
事
者
の
力
関
係
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
キ
ー
ム
の
変
化
等
、
従
前

の
法
解
釈
学
を
超
え
た
、
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
の
観
点
か
ら
よ
り
精
緻
に
再
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
稿

を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

 

（
1
）　

改
正
民
法
で
「
対
抗
要
件
具
備
時
」
の
語
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
り
特
例
法
登
記
の
第
三
者
対
抗
要
件
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
の
紛
ら

わ
し
さ
が
生
じ
た
こ
と
や
、
権
利
行
使
要
件
の
語
を
使
え
ば
紛
れ
が
な
か
っ
た
の
だ
が
そ
の
語
は
結
局
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
等
は
、

筆
者
は
既
に
最
終
法
案
の
国
会
審
議
入
り
段
階
（
二
〇
一
六
年
）
で
指
摘
し
て
い
る
。
池
田
真
朗
「
民
法
改
正
案
債
権
譲
渡
部
分
逐
条
解

説
：
検
討
と
問
題
点
」
慶
應
法
学
三
六
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
一
頁
以
下
、
該
当
箇
所
は
六
〇
～
六
二
頁
（
池
田
真
朗
『
債
権
譲
渡
と
民

法
改
正
』〔
債
権
譲
渡
の
研
究
第
五
巻
〕（
弘
文
堂
、
二
〇
二
二
年
）
一
五
〇
頁
以
下
所
収
、
該
当
箇
所
は
一
六
九
～
一
七
〇
頁
）。

（
2
）　

前
稿
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
債
権
譲
渡
取
引
は
一
九
九
〇
年
代
く
ら
い
か
ら
、
危
機
対
応
型
か
ら
資
金
調
達
の
た
め
の
正
常
業
務
型

の
取
引
に
変
わ
っ
て
い
き
（
椿
寿
夫
「
新
し
い
金
融
取
引
と
債
権
の
担
保
化
の
展
開
」
金
融
法
務
事
情
一
〇
三
二
号
五
七
頁
（
同
『
集
合

債
権
担
保
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
一
二
三
頁
所
収
）
等
参
照
）、
民
法
債
権
法
の
中
で
こ
の
四
半
世
紀
で
最
も
発
展
し
た
分

野
と
言
っ
て
よ
い
。

（
3
）　
「
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
九
七
回
会
議
議
事
録
」
二
一
頁
以
下
、
同
市
販
資
料
『
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料

集　
第
3
集
〈
第
7
巻
〉』（
第
九
七
回
～
第
九
九
回
会
議　
議
事
録
と
部
会
資
料
）（
商
事
法
務
、
二
〇
一
七
年
）
二
六
頁
以
下
。

（
4
）　

観
念
通
知
で
抗
弁
が
す
べ
て
切
れ
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
批
判
は
、
於
保
博
士
、
星
野
博
士
な
ど
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
公
信
説

の
批
判
と
し
て
、
古
く
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
た
。
学
説
史
の
詳
細
は
、
池
田
真
朗
「
指
名
債
権
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
の
異
議
を
留
め
な

い
承
諾
」
法
学
研
究
（
慶
應
義
塾
大
学
）
六
二
巻
七
号
一
頁
以
下
、
同
八
号
三
五
頁
以
下
、
同
九
号
二
八
頁
以
下
（
い
ず
れ
も
一
九
八
九

年
）（
池
田
真
朗
『
債
権
譲
渡
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
三
年
）
二
九
二
頁
以
下
（
同
増
補
二
版
、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
〇
頁
以
下
）

所
収
）。
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（
5
）　

中
田
裕
康
『
債
権
総
論
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
六
五
三
頁
は
こ
の
点
を
明
記
す
る
。

（
6
）　

池
田
眞
朗
「
行
動
立
法
学
序
説
―
―
民
法
改
正
を
検
証
す
る
新
時
代
の
民
法
学
の
提
唱
」
法
学
研
究
（
慶
應
義
塾
大
学
）
九
三
巻
七

号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
七
頁
以
下
（
池
田
・
前
掲
注（
1
）『
債
権
譲
渡
と
民
法
改
正
』
五
九
九
頁
以
下
に
所
収
）。

（
7
）　

池
田
・
前
掲
注（
1
）六
二
頁
（
同
『
債
権
譲
渡
と
民
法
改
正
』
一
七
〇
頁
）
で
、「
こ
の
新
ル
ー
ル
自
体
は
一
つ
成
り
立
つ
も
の
と

考
え
る
」
と
し
た
。

（
8
）　

一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
に
制
定
さ
れ
施
行
さ
れ
た
、
債
権
譲
渡
特
例
法
（
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
に
動
産
譲
渡
登
記
を
加

え
て
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
）
の
立
案
作
業
の
最
初
は
、
法
務
省
の
課
長
レ
ベ
ル
の
研
究
会
で
開
始
さ
れ
、
そ
こ
に
加
わ
っ
て
い
た
研
究

者
は
、
私
と
角
紀
代
恵
氏
（
当
時
立
教
大
学
教
授
）
の
二
名
で
あ
っ
た
。
当
時
私
が
フ
ラ
ン
ス
法
関
係
か
ら
、
角
教
授
が
ア
メ
リ
カ
法
関

係
か
ら
の
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
債
権
譲
渡
取
引
の
促
進
法
と
し
て
は
ダ
イ
イ
法
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
の
論
考
を
発
表
し
て
い
た
の
は
、
私
と
山
田
誠
一
氏
（
当
時
神
戸
大
学
教
授
）
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
、
債
権

譲
渡
法
理
を
主
要
な
研
究
領
域
と
し
て
い
た
三
名
は
、
い
ず
れ
も
法
制
審
議
会
部
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
入
っ
て
い
な
い
（
三
名
と
も
が
、

準
備
段
階
の
「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
」
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
が
、
法
制
審
議
会
部
会
に
は
選
ば
れ
て
い
な
い
。
鈴
木
仁
志

『
民
法
改
正
の
真
実
―
―
自
壊
す
る
日
本
の
法
と
社
会
』（
講
談
社
、
二
〇
一
三
年
）
六
六
頁
、
七
四
頁
も
参
照
）。
結
局
、
今
回
の
法
制

審
議
会
部
会
に
は
債
権
譲
渡
を
第
一
の
専
門
と
す
る
研
究
者
は
一
名
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
9
）　

池
田
眞
朗
『
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
の
誕
生
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
四
年
）。
そ
こ
に
収
録
し
た
論
稿
と
し
て
は
、
池
田
眞

朗
「
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
序
説
―
武
蔵
野
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
の
開
設
に
あ
た
っ
て
」
武
蔵
野
法
学
一
五
号
（
二
〇
二

一
年
）
四
〇
二
頁
（
横
書
き
五
頁
）
以
下
、
同
「
こ
れ
か
ら
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
・
Ｅ
Ｓ
Ｇ
と
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
」
池
田
眞
朗
編
著
『
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
・
Ｅ
Ｓ
Ｇ
と
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
』〔
武
蔵
野
法
学
研
究
所
叢
書
1
〕（
武
蔵
野
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
三
年
）
一
頁
以
下
、
同
「
変
革
の

時
代
の
民
事
立
法
の
あ
り
方
と
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
―
本
書
の
解
題
を
兼
ね
て
」
池
田
眞
朗
編
著
『
検
討
！
Ａ
Ｂ
Ｌ
か
ら
事
業
成
長
担
保
権

へ
』〔
武
蔵
野
法
学
研
究
所
叢
書
2
〕（
武
蔵
野
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
三
年
）
一
頁
以
下
、
同
「
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
の
確
立
と
そ
の
ハ
ブ

構
想
」
武
蔵
野
法
学
一
九
号
（
二
〇
二
三
年
）
二
七
四
頁
（
横
書
き
五
三
頁
）
以
下
等
が
あ
る
。

（
10
）　

有
吉
尚
哉
「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
が
金
銭
債
権
証
券
化
の
実
務
に
与
え
る
影
響
」
Ｓ
Ｆ
Ｊ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
（
流
動
化
証
券
化
協
議

会
）
二
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
頁
以
下
、
引
用
箇
所
は
同
三
頁
。
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（
11
）　

筒
井
健
夫
＝
村
松
秀
樹
『
一
問
一
答　

民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
一
七
五
頁
参
照
。

（
12
）　

筒
井
＝
村
松
・
前
掲
注（
11
）一
七
五
～
一
七
六
頁
。

（
13
）　

筒
井
＝
村
松
・
前
掲
注（
11
）一
七
五
頁
。

（
14
）　

植
垣
勝
裕
＝
小
川
秀
樹
編
『
動
産
・
債
権
譲
渡
特
例
法
〔
三
訂
版
〕』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
七
年
）
五
三
頁
、
東
京
地
判
平
成
二
四

年
一
〇
月
四
日
判
時
二
一
八
〇
号
六
三
頁
、
判
タ
一
三
八
七
号
二
一
六
頁
参
照
。
池
田
・
前
稿
一
三
頁
、
二
七
頁
注（
14
）（
15
）
参
照
。

（
15
）　

前
注（
14
）の
同
地
裁
判
決
を
批
判
し
、
債
権
の
譲
渡
性
と
将
来
債
権
譲
渡
を
有
効
と
し
た
最
高
裁
判
決
を
根
拠
に
、
譲
受
人
は
禁
止

特
約
が
な
い
債
権
を
有
効
に
譲
り
受
け
る
の
で
あ
っ
て
、
債
務
者
と
譲
受
人
の
保
護
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
の
で
あ
れ
ば
、（
当
時
検
討
段

階
だ
っ
た
）
権
利
行
使
要
件
具
備
と
の
先
後
で
分
け
る
な
ど
と
い
う
方
策
を
検
討
す
る
べ
き
と
し
た
評
釈
と
し
て
、
池
田
真
朗
「
債
権
譲

渡
後
に
付
さ
れ
た
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
―
―
東
京
地
判
平
二
四
・
一
〇
・
四
判
時
二
一
八
〇
号
六
三
頁
を
契
機
に
」
金
融
法
務
事
情
二

〇
〇
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
二
頁
以
下
、
池
田
・
前
掲
注（
1
）『
債
権
譲
渡
と
民
法
改
正
』
二
〇
四
頁
以
下
所
収
。

（
16
）　

譲
渡
通
知
に
最
も
利
害
関
係
が
あ
る
の
は
譲
受
人
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
民
法
は
虚
偽
の
通
知
が
さ
れ
な
い
よ
う
に
と

い
う
理
由
で
通
知
は
譲
渡
人
か
ら
す
る
規
定
を
置
い
て
い
る
。

（
17
）　

こ
の
観
点
か
ら
の
評
価
と
す
れ
ば
、
前
稿
に
書
い
た
、「
条
文
が
「
債
務
者
の
認
識
基
準
」
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
」（
条
文
は
、
債

務
者
が
禁
止
特
約
を
付
け
た
後
は
、
譲
受
人
は
そ
の
特
約
に
つ
い
て
悪
意
と
み
な
す
、
と
い
う
規
定
ぶ
り
に
な
っ
て
い
る
）
と
い
う
こ
と

も
当
然
で
、
何
ら
問
題
で
は
な
い
。
前
稿
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
債
務
者
は
譲
渡
を
知
っ
て
も
禁
止
特
約
を
付
さ
な
い
ケ
ー
ス
も
も
ち
ろ

ん
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
18
）　

こ
の
認
識
は
、
債
権
譲
渡
特
例
法
が
、
先
行
し
た
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
の
「
特
定
債
権
法
」（
特
定
債
権
等
に
係
る
事
業
の
規

制
に
関
す
る
法
律
、
債
権
譲
渡
特
例
法
の
制
定
で
廃
止
）
す
な
わ
ち
経
済
産
業
省
主
管
の
、
リ
ー
ス
会
社
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
等
の
資
金

調
達
限
定
で
考
案
さ
れ
た
債
権
譲
渡
取
引
推
進
法
の
一
般
化
を
大
き
な
狙
い
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
19
）　

有
吉
・
前
掲
注（
10
）同
所
。
同
論
考
は
流
動
化
証
券
化
協
議
会
の
機
関
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
流
動
化
・
証
券
化
に

携
わ
る
実
務
家
向
け
の
注
意
喚
起
が
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）　

池
田
・
前
稿
一
〇
頁
以
下
。

（
21
）　

池
田
・
前
稿
一
二
頁
。
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（
22
）　

有
吉
・
前
掲
注（
10
）三
頁
。

（
23
）　

法
務
省
側
の
解
説
書
で
も
将
来
債
権
譲
渡
の
ケ
ー
ス
を
例
示
し
て
説
明
し
て
い
る
が
（
筒
井
＝
村
松
・
前
掲
注（
11
）一
八
二
頁
）、

潮
見
佳
男
『
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
法
の
概
要
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
七
年
）
一
四
五
頁
で
は
、
部
会
資
料
74
Ａ
一
五

頁
を
引
い
て
、
将
来
債
権
譲
渡
だ
け
を
想
定
し
て
い
る
規
定
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
規
定
は
将
来
債
権
譲
渡
の
場
合
の
債

務
者
を
保
護
す
る
規
定
と
言
え
る
。

（
24
）　

前
稿
に
も
注
記
し
た
が
、
私
が
「
権
利
行
使
要
件
」
を
最
初
に
採
用
し
解
説
し
た
論
文
は
、
一
九
八
三
年
の
池
田
真
朗
「
指
名
債
権

譲
渡
に
お
け
る
対
抗
要
件
の
本
質
」『
慶
應
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集
〔
法
学
部
法
律
学
関
係
〕』（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
、
一

九
八
三
年
）
三
四
五
頁
以
下
で
あ
る
（
後
日
、
池
田
・
前
掲
注（
4
）『
債
権
譲
渡
の
研
究
』
一
〇
五
頁
以
下
（
同
増
補
二
版
同
頁
以
下
）

所
収
）。
ま
た
学
生
向
け
の
解
説
論
稿
と
し
て
は
、
池
田
真
朗
「
対
抗
要
件
と
権
利
保
護
要
件
・
権
利
行
使
要
件
」
池
田
真
朗
＝
吉
村
良

一
＝
松
本
恒
雄
＝
高
橋
眞
『
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
民
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
九
〇
～
九
一
頁
。

（
25
）　

こ
の
基
本
構
造
を
初
期
に
分
析
し
た
論
稿
が
、
池
田
・
前
掲
注（
24
）の
「
指
名
債
権
譲
渡
に
お
け
る
対
抗
要
件
の
本
質
」
で
あ
る
。

（
26
）　

注（
24
）に
掲
記
し
た
通
り
、
私
が
「
権
利
行
使
要
件
」
の
用
語
を
最
初
に
採
用
し
解
説
し
た
の
は
一
九
八
三
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

段
階
で
は
ま
だ
学
理
上
の
区
別
の
た
め
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
27
）　

池
田
真
朗
「
民
法
四
六
七
条
に
お
け
る
一
項
と
二
項
の
関
係
」
法
学
研
究
（
慶
應
義
塾
大
学
）
五
一
巻
二
号
（
一
九
七
八
年
）
二
五

頁
以
下
（
池
田
・
前
掲
注（
4
）『
債
権
譲
渡
の
研
究
』
五
一
頁
以
下
所
収
）。

（
28
）　

二
〇
一
六
年
改
正
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
債
権
譲
渡
規
定
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

Section 1  : La cession de créance
A

rticle  1321 En savoir plus sur cet article...
M

odifié par O
rdonnance nº 2016-131 du 10  février 2016 - art. 3 

La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transm
et, à titre onéreux ou gratuit, tout ou 

partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterm

inées ou déterm
inables.

Elle  s’étend aux accessoires de la créance.
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Le consentem

ent du débiteur n’est pas requis, à m
oins que la créance ait été stipulée incessible.

A
rticle  1322 En savoir plus sur cet article...

M
odifié par O

rdonnance nº 2016-131 du 10  février 2016 - art. 3 
La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
A

rticle 1323 En savoir plus sur cet article...
M

odifié  par O
rdonnance nº 2016-131 du 10  février 2016 - art. 3 

Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce m

om
ent. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incom

be au 
cessionnaire, qui peut la rapporter par tout m

oyen.
T

outefois,  le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis 
des tiers.
A

rticle  1324 En savoir plus sur cet article...
M

odifié par O
rdonnance nº 2016-131 du 10  février 2016 - art. 3 

La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le  débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception 
d’inexécution, la résolution ou la com

pensation des dettes connexes. Il peut égalem
ent opposer les exceptions nées 

de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un term
e, la 

rem
ise de dette ou la com

pensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairem

ent tenus de tous les frais supplém
entaires occasionnés par la cession 

dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incom
be au cessionnaire.

A
rticle  1325 En savoir plus sur cet article...

M
odifié par O

rdonnance nº 2016-131 du 10  février 2016 - art. 3 
Le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du prem

ier en date ; il dispose d’un 
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recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiem
ent.

（
29
）　

譲
渡
不
可
（incessible

）
の
概
念
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
解
説
書
で
は
一
般
に
、
日
本
民
法
典
の
従
来
か
ら
の
解
説
書
と

同
じ
よ
う
に
、
譲
渡
が
法
律
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
債
権
の
例
と
、
当
事
者
の
特
約
に
よ
る
禁
止
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
一

つ
の
体
系
書
で
は
、
法
律
が
禁
じ
て
い
る
債
権
は
、
債
務
者
の
同
意
が
あ
っ
て
も
譲
渡
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
四
項
は
、
譲
渡
で
き

な
い
と
「
定
め
ら
れ
て
い
る
（stipulée

）」
と
い
っ
て
も
、
も
っ
ぱ
ら
禁
止
特
約
の
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
と
解
説
し
て
い
る
。

Buffelan-Lanore=Larribau-T
erneyre, “D

roit civil, Les obligations” 19
e éd. 2024-2025, Lefebvre D

alloz, 2024, p.181.

（
30
）　

少
な
く
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
主
要
な
債
権
法
（O

bligation

）
の
体
系
書
を
見
る
限
り
で
は
、
い
ま
だ
に
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
に
つ

い
て
多
く
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
で
、
債
権
譲
渡
推
進
法
で
あ
る
ダ
イ
イ
法
に
よ
る
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
記
述
が
な
さ

れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
一
点
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
ダ
イ
イ
法
と
い
う
債
権
譲
渡
形
式
自
体
の
特
別
法

0

0

0

を
作
っ

て
、
民
法
に
よ
る
の
と
は
別
の
形
式
・
対
抗
要
件
に
よ
る
債
権
譲
渡
を
可
能
に
し
た
の
に
対
し
て
、
日
本
の
債
権
譲
渡
特
例
法
は
、
譲
渡

形
式
は
民
法
に
よ
る
ま
ま
で
、
た
だ
そ
の
民
法
の
中
で
第
三
者
対
抗
要
件
の
取
り
方
だ
け
を
簡
略
化
し
た
特
例
法

0

0

0

で
あ
っ
た
（
か
つ
、
本

文
に
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
日
本
法
で
は
い
ま
だ
に
民
法
に
し
か
債
権
譲
渡
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
（
経
済
産
業
省
の
産
業
競
争
力
強

化
法
も
民
法
の
第
三
者
対
抗
要
件
の
特
例
法
で
あ
る
）。
こ
れ
は
米
独
仏
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
状
況
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
さ
ら
に
次
注
の
フ
ラ
ン
ス
商
法
改
正
も
参
照
）。

（
31
）　M

odifié par LO
I nº 2020-1508 du 3  décem

bre 2020 - art. 18 
Code de com

m
erce, M

odifications de l’article L442-3
Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de 
distribution ou de services, la possibilité :
c

） D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle.

　
（
条
文
はLégifrance, V

ersion en vigueur au 14  m
ars 2025

で
検
索
引
用
。
ａ
号
と
ｂ
号
は
省
略
）。

　

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
体
系
書
等
で
は
、「
商
事
債
権
」
と
か
「
事
業
者
間
債
権
」
に
つ
い
て
の
譲
渡
禁
止
特
約
無
効
と
紹
介
さ
れ

て
い
る
が
、
正
確
に
は
右
の
商
法
新
Ｌ
四
四
二
―
三
条
ｃ
号
は
、
本
文
と
合
わ
せ
て
、「
生
産
、
流
通
、
役
務
の
活
動
を
す
る
す
べ
て
の

人
に
つ
い
て
、
契
約
相
手
方
が
保
有
す
る
債
権
の
第
三
者
へ
の
譲
渡
を
禁
じ
る
可
能
性
を
定
め
る
契
約
条
項
は
無
効
で
あ
る
」
と
い
う
規
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定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
と
し
て
は
、「
企
業
間
の
不
誠
実
な
商
慣
行
」
の
章
の
中
の
、
競
争
を
制
限
す
る
慣
行
を
排
除

す
る
款D

es pratiques restrictives de concurrence 

（A
rticles L442-1 à L442-8

）
の
中
に
加
え
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。
本
稿

本
文
（
三
4
）
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
譲
渡
禁
止
特
約
が
付
さ
れ
る
ケ
ー
ス
に
み
ら
れ
る
企
業
間
の
力
関
係
の
不
均
衡
に
配
慮

し
て
、
商
工
業
者
の
債
権
の
流
通
性
を
確
保
し
た
規
定
と
評
価
で
き
よ
う
。

（
32
）　

た
と
え
ば
池
田
眞
朗
「
民
法
改
正
の
本
質
と
新
し
い
民
法
学
」
商
事
法
務
ポ
ー
タ
ル
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日
付
（
池
田
・
前
掲
注

（
1
）『
債
権
譲
渡
と
民
法
改
正
』
五
九
一
頁
以
下
所
収
、
該
当
箇
所
は
五
九
三
頁
）。

（
33
）　

た
と
え
ば
、
民
法
典
に
初
め
て
約
款
の
規
定
を
置
く
と
言
え
ば
、
消
費
者
保
護
の
方
向
の
立
法
が
期
待
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
実
際
に

二
〇
一
七
年
改
正
で
置
か
れ
た
「
定
型
約
款
」
の
規
定
の
中
に
は
、
五
四
八
条
の
四
な
ど
、
明
ら
か
に
大
企
業
側
（
提
携
約
款
準
備
者

側
）
に
有
利
な
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

（
34
）　

池
田
・
前
掲
注（
6
）五
七
頁
以
下
、
同
『
債
権
譲
渡
と
民
法
改
正
』
五
九
九
頁
以
下
。

（
35
）　

池
田
・
前
掲
注（
9
）『
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
の
誕
生
』、
お
よ
び
池
田
眞
朗
『
着
眼
と
実
践　

新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
学
』（
第
一
法
規
、

二
〇
二
五
年
五
月
出
版
予
定
）
参
照
。

（
36
）　

そ
の
よ
う
な
研
究
の
一
例
と
し
て
、
池
田
眞
朗
「
債
権
譲
渡
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
民
法
法
理
の
対
応
（
上
）（
下
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
八
二

号
（
二
〇
二
四
年
）
四
頁
以
下
、
一
二
八
三
号
（
二
〇
二
五
年
）
四
九
頁
以
下
。


