
改
正
商
法
第
二
六
六
条
一
項
五
号
に
い
う
、
い
わ
ゆ
る

改正商法第266条1項5号にいう，いわゆる『法令』について（佐伯）

『
法
令
』
に
つ
い
て

　
　
（
目
　
次
）

第
｝
章
問
題
点
の
提
起

第
二
章
　
通
説
の
主
張
に
対
す
る
、

第
三
章
　
結
語

第
一
章
問
題
点
の
提
起

四
個
の
疑
問
点
に
つ
い
て

佐

伯

直

秀

　
我
が
商
法
第
二
六
六
条
一
項
の
規
定
は
、
取
締
役
の
対
会
社
責
任
発
生
原
因
に
つ
い
て
、
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
号
か
ら

第
四
号
ま
で
の
規
定
が
、
取
締
役
の
個
別
的
な
義
務
違
反
行
為
事
項
を
掲
記
し
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
第
五
号
の
規
定
は
、
法
令
・
定
款
違

反
と
い
う
一
般
的
事
項
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
表
現
は
、
単
に
『
法
令
』
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
こ
れ
を
制
限
す
る

如
き
表
現
、
た
と
え
ば
『
そ
の
他
、
法
令
』
と
い
う
如
ぎ
表
現
の
仕
方
さ
え
も
し
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
い
う

『
法
令
』
と
は
、
い
か
な
る
種
類
の
法
令
を
指
す
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
来
る
。
換
言
す
れ
ば
取
締
役
の
な
す
、
具
体
的
な
行
為
を
命
じ
た
規
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霰色論

定
、
た
と
え
ば
営
業
譲
渡
を
定
め
た
第
二
四
五
条
や
取
締
役
の
報
酬
決
定
に
関
す
る
第
二
六
九
条
な
ど
に
関
す
る
規
定
の
み
を
指
す
の
か
、
ま
た

は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
、
さ
ら
に
抽
象
的
、
一
般
的
規
定
、
換
言
す
れ
ば
取
締
役
が
、
そ
の
業
務
執
行
権
限
を
行
使
す
る
際
の
、
一
般
的
な
行

為
規
範
を
定
め
た
規
定
、
す
な
わ
ち
委
任
の
規
定
に
も
と
づ
く
取
締
役
の
、
善
管
注
意
義
務
（
二
五
四
条
三
項
、
民
六
四
四
条
）
ま
た
は
忠
実
義
務

（
二
五
四
条
ノ
ニ
、
改
正
二
五
四
条
ノ
三
）
を
定
め
た
規
定
ま
で
も
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
、
法
の
文
言
上
か
ら
は
、
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
こ
の
解
釈
を
回
っ
て
、
あ
る
い
は
同
条
は
、
単
に
『
法
令
』
と
の
み
称
し
て
、
こ
れ
に
な
ん
ら
の
制
限
的
文
言
（
前
出
）
は
付
さ
れ

て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
は
取
締
役
の
な
す
べ
ぎ
、
具
体
的
な
行
為
に
つ
い
て
の
規
定
（
以
下
、
こ
れ
を
単
に
具
体
的
行
為
規
定
と
称
す
る
）

の
み
を
指
す
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
の
見
解
（
注
1
）
も
な
い
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
学
説
（
注
2
）
判
例

（
注
3
）
の
ほ
と
ん
ど
は
、
か
か
る
具
体
的
行
為
規
定
の
み
に
限
定
せ
ず
し
て
、
す
な
わ
ち
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
や
忠
実
義
務
を
定
め
た

と
こ
ろ
の
、
一
般
・
抽
象
的
義
務
規
定
ま
た
は
行
為
規
範
規
定
ま
で
も
包
含
し
て
い
る
と
す
る
と
こ
ろ
の
見
解
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か

つ
、
こ
れ
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
如
き
感
が
し
な
い
で
も
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
筆
者
は
、
通
説
・
判
例
の
、
か
か
る
見
解
に
対
し
て
は
、
必
ず
し
も
賛
成
し
難
い
も
の
を
感
ず
る
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

先
き
に
い
さ
さ
か
卑
見
を
述
べ
た
（
注
4
）
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
が
そ
の
後
、
今
次
の
商
法
等
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
現
行
規
定
に
は
大
幅

な
、
そ
し
て
見
方
に
よ
れ
ば
、
あ
る
い
は
抜
本
的
に
近
い
大
改
正
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴
な
い
、
取
締
役
の
対
会
社
責

任
規
定
た
る
本
条
、
な
ら
び
に
関
連
の
諸
規
定
の
な
か
に
も
ま
た
、
多
く
の
改
正
が
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
は
要
約
す
る
と
、
そ
の
第
一
は
、
取
締
役
の
責
任
解
除
規
定
（
二
八
四
条
）
の
削
除
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
第
二
は
、

新
設
・
削
除
を
も
含
め
た
と
こ
ろ
の
、
本
条
規
定
の
整
理
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
に
よ
り
本

項
の
責
任
は
、
総
株
主
の
同
意
に
よ
る
免
除
（
四
項
）
か
、
さ
も
な
く
ば
時
効
（
十
年
）
規
定
に
よ
ら
な
く
て
は
消
滅
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
し
た
が
っ
て
『
法
令
』
の
な
か
に
、
一
般
的
、
抽
象
的
義
務
規
定
が
包
含
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
間
題
は
、
改
正
法
の
場
合
で
は
、
さ
ら

に
、
よ
り
重
要
な
意
味
合
い
を
持
つ
に
至
っ
た
と
も
い
い
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
後
者
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
ず
、
現
行
法
第
三
号
の
規
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定
（
第
二
六
四
条
第
一
項
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
取
引
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
）
は
第
五
号
の
『
法
令
』
違
反
の
場
合
に
あ
た
る
と
し
て
、
こ
れ
を
削

除
し
、
ま
た
改
正
法
第
二
号
に
は
、
今
次
の
法
改
正
に
ょ
り
、
利
益
供
与
（
第
二
九
四
条
ノ
ニ
第
『
項
）
関
係
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
に
伴

な
い
、
こ
れ
と
関
連
の
あ
る
条
文
を
新
設
し
、
さ
ら
に
現
行
第
二
号
の
規
定
（
他
ノ
取
締
役
二
対
シ
金
銭
ノ
貸
付
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
）
は
改
正

第
三
号
に
移
し
、
ま
た
現
行
第
四
号
（
前
条
ノ
取
引
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
）
の
『
前
条
ノ
』
を
改
正
第
四
号
で
は
、
第
二
六
五
条
の
修
正
に
伴
な

い
、
『
前
条
第
一
項
ノ
』
と
変
え
た
の
で
あ
る
が
そ
の
ほ
か
に
、
会
社
に
よ
る
、
取
締
役
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
容
易
化
の
た
め
に
、
第

四
項
を
新
設
し
て
会
社
の
蒙
む
っ
た
損
害
額
に
つ
い
て
の
推
定
規
定
を
も
設
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
改
正
の
経
緯
を
も
踏
ま
え
て
、
今
一
度
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
な
お
本
稿
を
述
べ
る
に
当
た
っ
て
は
、
『
法
令
』
の
な
か
に
、
取
締
役
の
｝
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規
定
が
含
ま
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を

基
準
に
し
て
、
こ
れ
は
含
ま
れ
な
い
と
す
る
説
を
非
包
含
説
、
ま
た
含
ま
れ
る
と
す
る
説
を
包
含
説
と
名
付
け
て
、
以
下
、
こ
の
用
語
を
使
っ
て

論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
も
っ
と
も
非
包
含
説
を
取
っ
て
、
す
な
わ
ち
本
条
に
い
う
『
法
令
』
を
、
取
締
役
の
具
体
的
行
為
規
定
の
み
に
限
定

て
、
一
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規
定
を
排
除
し
て
み
て
も
、
取
締
役
は
、
会
社
に
対
し
て
委
任
ま
た
は
準
委
任
の
関
係
に
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
点
か
ら
、
な
お
善
管
注
意
義
務
ま
た
は
忠
実
義
務
を
負
担
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
取
締
役
が
、
こ
れ
ら

の
義
務
に
違
反
し
て
、
会
社
に
対
し
て
損
害
を
写
え
た
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
の
一
般
原
則
に
よ
っ
て
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
民
四
一
五
条
）
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
点
を
争
う
意
義
は
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
通
説
の

如
く
に
、
包
含
説
を
取
れ
ば
、
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
、
こ
の
種
の
責
任
は
連
帯
性
を
帯
び
（
一
項
）
ま
た
そ
の
免
除
条
件
は
、
原
則
と
し

て
総
株
主
の
同
意
を
必
要
と
す
る
（
四
項
）
こ
と
に
も
な
っ
て
、
非
常
に
厳
重
な
（
注
5
）
な
も
の
と
な
る
（
な
お
こ
の
こ
と
は
改
正
法
後
は
、

さ
ら
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
は
前
に
触
れ
た
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
反
し
て
、
非
包
含
説
を
取
れ
ば
、
株
主
総
会
の
単
純
多
数
の
決
議
で

だ
け
で
も
免
除
で
き
る
し
、
ま
た
連
帯
性
は
な
い
と
い
う
差
異
を
生
ず
る
こ
と
に
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
、
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
の

意
義
は
充
分
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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説論

注
1
　
伊
沢
孝
平
著
「
注
解
新
会
社
法
」
四
四
八
頁
。
宗
宮
信
次
「
株
式
会
社
重
役
の
損
害
賠
償
責
任
」
日
本
法
学
二
四
巻
五
号
一
七
頁
。

注
2
　
鈴
木
竹
雄
・
竹
内
昭
夫
著
「
会
社
法
」
一
二
八
頁
、
北
沢
正
啓
著
「
会
社
法
」
三
七
五
頁
、
元
木
伸
・
稲
葉
威
雄
「
株
式
会
社
の
機
関
に
関
す
る
改

　
正
試
案
の
解
説
」
　
（
会
社
機
関
改
正
試
案
の
論
点
）
八
二
頁
。
石
井
照
久
著
「
会
社
法
」
　
（
上
）
三
四
五
頁
、
大
隅
健
一
郎
著
「
全
訂
会
社
法
論
」
（
中
）

　
一
三
九
頁
、
田
中
誠
二
著
「
全
訂
会
社
法
詳
論
」
（
上
）
五
七
九
頁
、
服
部
栄
三
著
「
演
習
商
法
（
中
）
会
社
法
」
二
五
二
頁
、
西
本
寛
一
著
「
橡
式
会
社

　
重
役
論
」
一
四
一
頁
、
佐
藤
庸
著
「
取
締
役
責
任
論
」
一
七
〇
頁
、
酒
巻
俊
雄
著
「
取
締
役
の
責
任
と
会
社
支
配
」
二
二
頁
、
本
間
輝
雄
・
注
釈
会
社
法

　
（
4
）
四
四
｝
、
四
四
二
頁
、
菅
原
菊
志
外
著
「
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
会
社
法
」
（
1
）
二
七
四
頁
な
ど
。

注
3
　
た
と
え
ば
善
管
注
意
義
務
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
昭
和
四
七
年
四
月
二
五
日
最
判
は
、
会
社
の
物
品
売
却
代
金
が
回
収
不
能
と
な
っ
て
、
会
社
が
損

　
害
を
被
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
こ
の
取
引
に
当
た
っ
た
代
表
取
締
役
に
対
し
（
判
例
時
報
六
七
〇
号
四
五
頁
）
、
ま
た
昭
和
四
五
年
一
月
二
九
日
東
京
高

　
判
は
、
取
引
先
の
経
理
状
態
の
悪
化
し
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
取
引
を
継
続
し
た
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
に
対
し
て
（
下
級
民
集
一
コ
巻
丁
二
号

　
二
八
頁
）
、
共
に
善
管
義
務
を
怠
っ
た
と
し
て
、
会
社
に
対
す
る
賠
償
責
任
を
認
め
、
そ
し
て
第
二
六
六
条
一
項
五
号
中
に
第
二
五
四
条
三
項
、
民
六
四

　
四
条
を
含
む
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
忠
実
義
務
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
昭
和
三
八
年
四
月
五
日
東
京
地
判
が
、
取
締
役
が
会
社
財
産
を
以
て
、
特

　
定
政
党
に
対
し
政
治
資
金
を
寄
附
す
る
こ
と
は
、
定
款
違
反
か
つ
忠
実
義
務
違
反
の
行
為
と
し
て
、
本
条
一
項
五
号
に
当
た
る
と
し
て
い
る
（
下
級
民
集

　
一
四
巻
四
号
六
五
七
頁
）
。

注
4
　
拙
稿
「
商
法
第
二
六
六
条
一
項
五
号
に
い
う
『
法
令
』
の
意
義
に
つ
い
て
」
　
（
鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
一
三
巻
二
号
）

注
5
　
し
か
し
な
が
ら
現
行
法
の
要
件
を
法
外
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
緩
和
を
求
め
る
見
解
に
も
、
ま
た
一
概
に
は
賛
成
し
難
い
（
酒
巻
著
「
前
掲
」
三
四

　
頁
注
3
）
も
の
が
あ
る
。
け
だ
し
株
主
と
取
締
役
と
の
利
害
が
完
全
に
一
致
す
る
よ
う
な
同
族
的
小
会
社
で
は
、
取
締
役
の
責
任
は
簡
単
に
消
滅
し
、
債
権

　
者
の
利
益
は
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
し
、
ま
た
解
除
の
ほ
う
は
、
不
正
行
為
に
よ
る
責
任
を
対
象
か
ら
除
外
す
る
の
で
、
乱
用
に
対
す
る
～
応

　
の
歯
止
め
が
あ
る
が
免
除
の
ほ
う
に
は
、
そ
れ
が
な
い
（
渋
谷
光
子
「
株
式
会
社
の
機
関
」
演
習
商
法
（
上
）
四
〇
二
頁
注
1
）
か
ら
で
あ
る
。
な
お
改

　
正
法
で
は
、
本
文
で
述
べ
た
如
く
、
解
除
規
定
（
二
八
四
条
）
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
章
通
説
に
対
す
る
四
個
の
疑
問
に
つ
い
て

　
前
章
で
触
れ
た
如
く
、
通
説
は
い
わ
ゆ
る
包
含
説
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
通
説
の
主
張
に
対
し
て
は
、
後
述
す
る
如
く
、
多
く

の
疑
間
点
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
を
四
点
に
ま
と
め
て
、
述
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
通
説
に
対
す
る
疑
問
点
の
第
［
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
条
に
い
う
、
い
わ
ゆ
る
『
法
令
』
　
（
注
1
）
の
意
義
に
関
し
て
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
我
が
商
法
典
で
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
『
法
令
』
と
い
う
語
は
、
そ
の
す
べ
て
が
必
ず
し
も
一
般
．
抽
象
的
行
為
規
範
規

定
ま
で
も
含
む
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
に
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
具
体
的
行
為
規
定
の
み
を
指
す
に
と
ど
ま
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が

少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
通
説
は
、
本
条
の
、
い
わ
ゆ
る
『
法
令
』
な
る
語
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
「
其
ノ
他
、
法
令
」
と
い

う
よ
う
な
、
こ
れ
を
規
制
す
る
如
き
表
現
、
換
言
す
れ
ぽ
具
体
的
行
為
規
定
の
み
に
、
こ
れ
を
限
定
す
る
如
き
字
句
が
付
加
さ
れ
て
は
い
な
い
こ

と
を
以
っ
て
、
一
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規
定
に
つ
い
て
は
、
本
号
の
『
法
令
』
の
な
か
か
ら
「
こ
れ
を
排
除
す
べ
き
理
由
は
な
い
」
（
注
2
）

と
か
、
あ
る
い
は
『
法
令
』
の
な
か
に
「
こ
れ
を
含
む
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
（
注
3
）
と
か
の
表
現
を
使
っ
て
、
こ
れ
を
含
む
と
い
う
こ
と

に
肯
定
L
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
条
文
の
表
現
上
か
ら
は
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
な
ら
ば
商
法
典
の
な
か
で
、
い

わ
ゆ
る
『
法
令
』
ま
た
は
『
本
法
』
　
『
法
律
』
な
ど
の
語
を
使
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
一
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規
定
ま
で
も
含
む
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
商
法
典
の
条
文
の
な
か
に

は
、
随
所
に
『
法
令
』
『
本
法
』
ま
た
は
『
法
律
』
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
来
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
な
か
に
は
、
唯
に
商
法
典
内
の
規
定
に

限
定
す
る
（
勿
論
『
本
法
』
と
い
う
と
ぎ
は
、
商
法
典
内
の
条
文
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
）
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
商
法
典

内
の
具
体
的
行
為
規
定
の
み
に
限
定
し
て
い
る
（
し
た
が
っ
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
一
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規
定
は
除
外
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
）
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
さ
れ
そ
う
な
条
文
も
ま
た
、
決
し
て
少
な
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
法
令
』
　
（
『
法
律
』
も
し
く
は
『
本
法
』
な
る
表
現
も
含
め
て
、
以
下
、
単
に
『
法
令
』
と
い
う
こ
と
に
す
る
）
と
い
う
表
現
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首冊

を
使
用
し
て
い
る
条
文
は
、
株
式
会
社
法
の
機
関
関
係
の
条
文
に
、
こ
れ
を
限
定
し
て
み
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
第
二
三
〇
条
ノ
ニ
（
改
正
第
二
三
〇
条
ノ
一
〇
）
、
二
一
三
条
、
二
三
九
条
、
二
四
七
条
、
二
五
二
条
、
二
五
四
条
ノ
ニ
（
改
正
二
五
四
条

ノ
三
）
、
二
五
七
条
三
項
、
二
五
八
条
一
項
、
二
六
六
条
一
項
五
号
、
二
七
二
条
、
二
八
一
条
ノ
三
第
二
項
三
号
、
四
号
、
改
正
六
号
、
六
号
（

改
正
七
号
）
八
号
（
改
正
一
〇
号
）
、
二
九
四
条
一
項
、
四
八
九
条
一
項
三
号
、
四
九
八
条
一
項
一
八
号
な
ど
の
規
定
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
諸
条
文
を
除
く
と
、
こ
れ
ら
の
条
文
は
す
べ
て
、
具
体
的
行
為
規
定
の
み
を
指
し
て
い
て
、
一
般
・
抽
象
的
行
為

規
範
規
定
ま
で
は
含
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
具
体
的
行
為
規
定
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
あ

る
い
は
一
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規
定
ま
で
も
包
含
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
解
釈
さ
れ
う
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
そ
う
な
規
定

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ぽ
前
記
の
条
文
規
定
の
な
か
で
も
第
二
四
七
条
、
二
六
六
条
一
項
五
号
、
二
七
二
条
、
二
八
一
条
ノ
三
第
二
項

三
号
、
四
号
（
改
正
六
号
）
六
号
（
改
正
七
号
）
八
号
（
改
正
一
〇
号
）
二
九
四
条
一
項
な
ど
の
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
う

ち
、
た
と
え
ぽ
第
二
七
二
条
お
よ
び
第
二
九
四
条
一
項
の
規
定
は
、
そ
の
本
質
上
、
一
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規
定
を
も
当
然
に
、
含
ん
で
い
る

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
除
く
爾
余
の
諸
規
定
の
な
か
で
、
た
と
え
ば
第
二
四
七
条
の
規
定
で
あ
る
が
、
同
規
定
の
な
か

で
い
う
「
総
会
招
集
ノ
手
続
又
ハ
其
ノ
方
法
力
法
令
若
ク
ハ
定
款
二
違
反
シ
又
ハ
著
シ
ク
不
公
正
ナ
ル
ト
キ
ハ
…
…
…
」
の
な
か
に
在
る
『
法

令
』
違
反
の
場
合
を
考
え
て
み
る
に
、
仮
り
に
株
主
総
会
の
招
集
場
所
が
著
し
く
交
通
不
便
、
ま
た
は
不
当
に
狭
い
会
館
な
ど
を
使
用
し
た
場

合
な
ど
は
、
事
情
に
よ
っ
て
は
（
注
4
×
あ
る
い
は
「
著
シ
ク
不
公
正
ナ
ル
ト
キ
ハ
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

取
締
役
の
、
か
か
る
処
置
を
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
や
忠
実
義
務
規
定
違
反
を
理
由
と
し
て
、
こ
れ
を
法
令
違
反
な
り
と
し
て
決
め
つ
け
る

こ
と
は
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
余
り
に
も
拡
張
解
釈
し
過
ぎ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
第

二
四
七
条
に
い
う
、
い
わ
ゆ
る
『
法
令
』
な
る
語
は
、
会
日
よ
り
二
週
間
前
に
株
主
に
、
総
会
招
集
の
通
知
を
発
す
る
を
要
す
る
と
す
る
第
二

三
二
条
、
ま
た
は
、
招
集
地
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
あ
る
場
合
を
除
く
の
外
、
本
店
の
所
在
地
ま
た
は
之
に
隣
接
す
る
地
に
之
を
招
集
す
る

こ
と
を
要
す
る
と
す
る
第
二
三
三
条
な
ど
の
如
き
、
具
体
的
行
為
を
命
ず
る
規
定
の
み
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
釈
す
べ
ぎ
で
あ
っ
て
、
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こ
れ
を
一
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規
定
に
ま
で
拡
げ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
も
し
も
拡
げ
る
べ
ぎ
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
と

し
て
「
著
シ
ク
不
公
正
ナ
ル
ト
キ
ハ
」
と
い
う
字
旬
の
如
き
は
不
要
に
な
る
（
注
5
）
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ
て
前
掲
の
場

合
は
「
著
シ
ク
不
公
正
ナ
ル
ト
キ
ハ
」
と
い
う
こ
と
で
処
理
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
第
二
六
六
条
一
項
五
号
の
『
法
令
』
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
で
の
争
点
で
あ
る
の
で
別
論
す
る
と
こ
ろ
に
譲
る
。
さ
ら
に

第
二
八
一
条
ノ
三
第
二
項
の
規
定
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
み
て
み
る
に
、
同
項
各
号
の
、
い
わ
ゆ
る
『
法
令
』
な
る
表
現
は
、
同
項
の
規

定
が
、
計
算
書
類
作
成
に
つ
い
て
の
、
い
わ
ば
形
式
的
手
続
規
定
で
あ
る
の
で
、
具
体
的
行
為
規
定
に
限
定
さ
れ
る
べ
ぎ
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
同
項
八
号
（
改
正
一
〇
号
）
の
な
か
の
、
『
法
令
』
の
字
句
は
間
題
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
監
査
役
の
監
査
権
限
は
通
例
、

適
法
性
監
査
の
み
に
と
ど
ま
り
、
妥
当
性
監
査
に
ま
で
は
及
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い
（
注
6
）
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
も
、

同
号
で
い
う
『
法
令
』
な
る
語
も
ま
た
、
具
体
的
行
為
規
定
に
の
み
、
限
定
さ
れ
て
一
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規
定
ま
で
は
、
包
含
し
な
い
と

考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
来
る
と
、
我
が
商
法
典
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
『
法
令
』
な
る
用
語
の
使
い
方
は
、
前
掲
の
諸
条
文
の
事
例
で
み
て
み
る

限
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
条
文
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
『
法
令
』
と
い
う
文
言
の
み
を
使
用
し
て
い
て
、
た
と

え
特
に
、
こ
れ
を
制
限
す
る
如
き
字
句
が
使
わ
れ
て
は
い
な
く
て
も
、
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
、
す
べ
て
の
関
係
条
文
に
お
い
て
、
そ
れ
が
常
に

一
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規
定
ま
で
も
、
包
含
す
る
と
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
条
文
の
な
か
に
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
種
類
、
内
容
ま

た
は
、
そ
の
配
置
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
）
な
ど
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
あ
る
い
は
具
体
的
行
為
規
定
の
み
に
限
定
さ
れ
う
る

も
の
も
あ
り
う
る
し
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
が
非
常
に
多
い
こ
と
で
も
あ
る
と
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
制
限
的
字
句
が
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
（
勿
論
、
こ
れ
だ
け
が
通
説
“
包
含
説
の
主
張
の
根
拠

の
す
べ
て
で
は
な
い
が
）
を
以
て
、
一
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規
定
ま
で
も
包
含
す
る
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
通
説
の
主
張
に
対
し
て
は
、
疑
間

を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
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つ
ぎ
に
疑
問
点
の
第
二
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
条
文
の
配
列
・
顧
序
な
ど
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
、
疑
問
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
点
に
触
れ
た
と
こ
ろ
の
主
張
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
筆
者
に
は
、
こ
の
点
も
ま
た
、
決
し
て
等

閑
視
し
て
よ
い
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
条
一
項
に
お
い
て
『
法
令
』
な
る
字
句
を
挿
入
し
た
と
こ
ろ
の
項
号
は
、
最

後
の
第
五
号
に
在
っ
て
、
最
初
の
第
一
号
に
な
い
こ
と
が
間
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
（
株
主
の
帳
簿
閲
覧
請
求
を

会
社
が
拒
み
う
る
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
た
と
こ
ろ
の
）
第
二
三
九
条
ノ
七
に
お
い
て
み
ら
れ
る
如
く
に
、
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
は
第
一
号

で
、
そ
し
て
そ
の
具
体
的
運
用
を
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
第
二
号
以
下
で
、
規
定
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
規
定
の
仕
方
（
こ
れ
が
規
定
の
通

常
の
仕
方
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
）
が
本
項
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
な
お
こ
の
点
、
類
似
的
関
連
事
項
に
つ

い
て
の
条
文
の
規
定
の
仕
方
を
、
比
較
的
法
に
み
て
み
る
と
、
一
層
こ
の
感
を
深
く
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
た
と
え
ば
、
西
独
株
式
法
に
お
い
て
は
、
一
九
三
七
年
法
第
八
四
条
に
お
い
て
も
、
ま
た
｝
九
六
五
年
法
第
九
三
条
に
お
い
て
も
（
両

年
法
は
若
干
の
点
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
－
ー
注
7
）
、
取
締
役
員
の
注
意
義
務
及
び
そ
の
責
任
、
す
な
わ
ち
そ
の
一
般
・
抽

象
的
行
為
規
範
規
定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
そ
れ
の
条
文
の
な
か
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
第
一
項
、
そ
し
て
そ
の
違
反
に
つ
い
て
は
第
二
項
で

規
定
さ
れ
、
そ
の
具
体
的
対
会
社
責
任
発
生
原
因
（
賠
償
義
務
）
に
つ
い
て
は
、
（
内
容
的
に
は
、
我
が
法
の
第
二
六
六
条
一
項
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
と
こ
ろ
の
）
そ
の
第
三
項
に
お
い
て
、
会
社
財
産
の
不
法
な
減
少
を
来
た
す
べ
ぎ
重
大
な
義
務
違
反
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
取
締
役
員
の

賠
償
義
務
を
生
ず
る
九
個
の
場
合
（
な
お
一
九
三
七
年
法
で
は
八
個
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
五
年
法
で
は
こ
の
ほ
か
に
、
　
『
監
査
役
員
へ
報
酬
が

許
与
さ
れ
る
と
き
』
を
追
加
し
て
い
る
ー
ー
注
8
）
の
場
合
を
列
挙
規
定
す
る
と
い
う
風
に
、
一
応
は
区
別
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
両
者
規
定
は
、
と
も
に
同
一
の
条
文
中
に
収
め
ら
れ
て
は
い
る
し
、
そ
の
上
、
両
条
文
と
も
、
そ
の
各
第
三
項
で

「
取
締
役
員
は
本
条
に
違
反
し
て
、
次
の
行
為
が
あ
る
場
合
に
、
特
に
賠
償
に
つ
き
義
務
を
負
う
」
と
規
定
し
て
、
両
者
を
関
連
付
け
て
い
る
。

ま
た
ヨ
ー
・
ッ
パ
会
社
法
案
（
一
九
七
五
年
五
月
二
一
百
に
ヨ
ー
・
ッ
パ
共
同
体
評
議
会
採
決
）
で
は
、
取
締
役
会
の
構
成
員
の
義
務
と
し
て

の
、
い
わ
ぽ
行
為
規
範
規
定
は
、
そ
の
第
七
〇
条
で
「
取
締
役
会
の
構
成
員
は
、
経
営
に
関
し
て
そ
の
職
務
を
執
行
す
る
に
あ
た
り
、
慎
重
な
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管
理
者
が
用
い
る
程
度
の
注
意
を
な
し
、
会
社
及
び
そ
の
職
員
の
利
益
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
、
そ
し
て
取
締
役
員
の
、
い

わ
ば
対
会
社
責
任
発
生
原
因
に
つ
い
て
は
、
第
七
一
条
一
項
で
「
取
締
役
会
の
構
成
員
は
、
本
法
若
し
く
は
会
社
の
定
款
の
規
定
に
従
わ
な
か

っ
た
こ
と
、
ま
た
は
義
務
の
違
背
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
ぎ
、
会
社
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
と
い
う
風

に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
条
文
で
規
定
さ
れ
て
は
い
る
。
さ
ら
に
米
国
法
で
も
、
た
と
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
業
会
社
法
（
一
九
六
一
年
制
定
）

で
は
、
い
わ
ば
取
締
役
の
行
為
規
範
規
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
第
七
一
七
条
（
取
締
役
お
よ
び
役
員
の
責
務
）
で
、
ま
た
対
会
社
責
任
発
生
原

因
に
つ
い
て
は
、
そ
の
第
七
一
九
条
（
一
定
の
場
合
に
お
け
る
取
締
役
の
責
任
）
で
規
定
す
る
と
い
う
風
に
、
区
別
し
て
規
定
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
両
会
社
法
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
個
の
条
文
に
区
別
し
て
規
定
は
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
ヨ
ー
・
ッ
パ
会
社
法
案
で
は
、
上
述
の

如
く
、
第
七
一
条
一
項
で
、
両
者
を
つ
な
い
で
い
る
。

　
こ
の
点
、
我
が
商
法
第
二
六
六
条
一
項
で
の
規
定
の
仕
方
を
み
て
み
る
と
、
我
が
法
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
個
の
条
文
（
二
五
四
条
二
項
．

民
六
四
四
条
、
二
五
四
ノ
ニ
“
改
正
二
五
四
条
ノ
三
と
二
六
六
条
一
項
）
に
分
け
て
規
定
し
て
い
な
が
ら
、
ま
た
独
株
式
法
な
ど
で
規
定
す

る
如
き
（
直
後
ま
た
は
直
近
の
条
項
で
つ
な
ぐ
）
型
式
は
取
っ
て
は
い
な
い
（
し
か
も
両
者
規
定
の
間
に
は
、
二
〇
個
条
に
な
ん
な
ん
と
す
る

異
質
の
条
文
が
あ
る
）
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
包
含
説
の
立
場
に
立
て
ば
、
取
締
役
の
対
会
社
賠
償
義
務
発
生
原
因
の
一
つ
と
し
て
の
第
五
号

の
な
か
に
、
『
法
令
』
と
い
う
語
を
配
し
て
、
両
者
規
定
を
つ
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
場
合
に
は
直
接
に
は
、
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
こ
の
点
で
も
独
株
式
法
式
と
は
異
な
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
）
し
、
ま
た
非
包
含
説
に
立
て
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
別
個
の
条
文
で
規
定
さ
れ
、
し
か
も
両
者
規
定
の
間
に
は
、
直
接
の
つ

な
が
り
す
ら
、
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
両
者
規
定
を
つ
な
ぐ
べ
き
か
否
か
は
別
と
し
て
、
仮
り
に

つ
な
ぐ
べ
し
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
た
め
に
は
、
独
株
式
法
式
を
取
る
か
、
ま
た
は
、
後
で
触
れ
る
如
く
、
『
法
令
』
云
々
の
語
は
、
少
な
く
と

も
、
最
後
の
第
五
号
で
は
な
く
し
て
、
最
初
の
第
一
号
に
持
っ
て
来
て
、
つ
な
ぐ
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
ま
た
、
本
条
項
号
の
、
か
か
る
配
列
や
順
序
に
つ
い
て
は
、
今
次
の
『
株
式
会
社
の
機
関
に
関
す
る
改
正
試
案
』
（
昭
和
五
三
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年
一
二
月
二
五
目
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
）
は
、
現
在
の
多
数
説
（
法
文
上
の
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
以
外
は
、
無
過
失

責
任
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
）
の
基
本
的
立
場
を
改
め
、
こ
れ
ら
の
説
で
は
無
過
失
責
任
と
解
さ
れ
て
い
た
行
為
を
も
含
め
、
法
令
・
定

款
違
反
行
為
を
す
べ
て
過
失
責
任
と
し
（
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
注
9
）
、
た
だ
責
任
を
免
か
れ
よ
う
と
す
る
取
締
役
に
対
し
て
は
無
過
失
の
立

証
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
す
る
（
な
お
違
法
配
当
、
競
業
取
引
お
よ
び
取
締
役
・
会
社
間
の
取
引
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
よ
る
）
と
い
う
狙
い

で
、
（
取
締
役
の
対
会
社
責
任
発
生
原
因
と
な
る
行
為
を
列
挙
す
る
と
い
う
）
い
わ
ゆ
る
昭
和
二
五
年
法
の
列
挙
方
式
を
や
め
て
、
取
締
役
の
職

務
上
の
義
務
違
背
の
性
格
を
有
す
る
も
の
を
す
べ
て
、
法
令
・
定
款
違
反
と
い
う
こ
と
に
統
一
し
、
た
だ
第
二
号
の
金
銭
貸
付
の
責
任
は
、
会

社
を
代
表
し
て
貸
付
を
し
た
取
締
役
を
、
い
わ
ぽ
保
証
人
的
地
位
に
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
、
別
類
型
の
責
任
原
因
と
し
て
残
そ
う
と
し
て
、

初
め
に
「
法
令
又
は
定
款
に
違
反
す
る
行
為
に
よ
り
、
会
社
に
損
害
を
与
え
た
と
ぎ
は
、
取
締
役
は
会
社
に
対
し
て
連
帯
し
て
そ
の
損
害
を
賠

償
す
る
責
に
任
ず
る
。
た
だ
し
取
締
役
が
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
提
案
し
た
（
注
1
0
）
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
取
締
役
の
責
任
を
負
う
べ
ぎ
場
合
の
規
定
の
仕
方
に
つ
い
て
、
比
較
法
的
に
、
こ
れ
を
み
て
み
る
と
一
方
に
お
い
て
は
、
個
別
的

義
務
違
反
行
為
と
し
て
違
法
配
当
、
違
法
な
自
己
株
式
取
得
お
よ
び
財
産
分
配
な
ど
を
掲
記
し
て
い
る
立
法
例
（
米
国
の
竃
＆
巴
ω
蓼
営
①
霧

O
o
暮
a
蝕
9
》
9
四
八
条
、
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ヤ
一
般
会
社
塗
三
六
条
、
一
三
！
ヨ
ー
ク
事
業
会
社
法
七
一
九
条
な
ど
）
が
あ
る
反
面
、
他

方
に
お
い
て
は
、
法
令
違
反
（
仏
会
社
法
二
四
四
条
｝
項
）
法
令
・
定
款
違
反
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
案
七
一
条
一
項
）
法
令
違
背
（
伊
民
法

二
三
九
二
条
一
項
）
誠
実
義
務
違
背
（
独
株
式
法
九
三
条
）
な
ど
の
如
き
、
一
般
的
事
項
を
挙
げ
て
い
る
立
法
例
も
あ
る
と
い
う
具
合
に
、
必

ず
し
も
統
一
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
取
締
役
が
責
任
を
負
う
べ
き
場
合
を
、
昭
和
二
五
年
法
の
如
く
、
個
別
的
に
列
挙
す
る
必
要

は
、
必
ず
し
も
な
い
と
も
い
い
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
注
11
）
。
も
っ
と
も
改
正
法
に
お
い
て
は
、
違
法
配
当
、
競
業
取
引
お
よ
び
取
締
役
・

会
社
間
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
法
令
・
定
款
違
反
に
関
す
る
『
般
的
責
任
規
定
と
は
別
に
、
た
と
え
ば
違
法
配
当
が
な
さ
れ
た
と
き
、
会
社

は
配
当
の
無
効
に
よ
り
当
然
に
、
配
当
金
を
受
領
し
た
株
主
に
対
し
て
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
有
す
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
特
別
規
定
が
な
け

れ
ば
、
法
律
上
ま
た
、
会
社
に
損
害
が
生
じ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
場
合
で
あ
る
か
ら
、
会
社
は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
有
す
る
に
も
拘
ら
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ず
、
取
締
役
が
違
法
配
当
額
の
弁
済
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
特
に
責
任
原
因
を
列
挙
し
た
の
で
あ

る
Q

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
と
に
か
く
、
も
し
も
本
項
号
の
順
序
．
配
列
に
つ
い
て
の
前
記
『
改
正
試
案
』
の
、
こ
の
方
針
が
維
持
さ
れ
て
い
た
な
ら

ば
、
あ
る
い
は
『
法
令
』
云
々
の
項
号
獄
、
第
一
号
と
し
て
、
本
項
の
文
初
に
置
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
う
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
事
情
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
今
次
の
商
法
改
正
に
お
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
試
案
の
、
前
掲
方
式
（
『
法
令
』

云
々
を
文
初
に
置
く
）
は
採
用
さ
れ
な
い
で
、
依
然
と
し
て
、
昭
和
二
五
年
法
の
（
『
法
令
』
煮
々
を
最
後
の
第
五
号
に
置
く
と
い
う
）
方
式

を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
立
法
の
経
緯
、
立
法
参
画
者
達
の
意
図
の
奈
辺
に
あ
っ
た
か
は
別
と
し
て
、
と
に
か
く
第
二
六
六
条
一
項
は
依
然
と
し

て
、
個
別
的
事
項
列
挙
の
後
に
一
般
的
事
項
を
記
載
す
る
と
い
う
、
従
来
の
順
位
・
配
列
方
式
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

こ
と
は
ま
た
、
軽
々
に
着
過
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
本
稿
争
点
D
解
決
に
あ
た
っ
て
は
、
充
分
に
考
慮
す
べ
ぎ
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
、
第
五
号
の
『
法
令
』
を
考
え
て
み
る
必
要
あ
り
と
す
れ
ぼ
、
そ
こ
で
参
考
と
な
る
の
は
、

英
米
法
の
閑
鼠
Φ
9
ε
房
号
営
篶
濤
募
（
同
種
原
則
）
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
原
則
は
、
周
知
の
如
く
、
制
定
法
中
に
、
一
般
的
文
言
に
先
立
っ
て
、
叢
ず
特
定
的
・
限
定
的
な
事
項
の
記
載
が
あ
り
、
続

い
て
｝
般
的
・
概
括
的
な
附
加
的
文
言
が
存
す
る
場
合
、
そ
の
｝
般
的
・
概
括
的
文
言
は
、
前
出
の
特
定
的
・
限
定
的
事
項
と
同
種
の
も
の
の

み
を
意
味
す
る
と
解
す
る
解
釈
上
の
原
則
で
あ
る
（
注
1
2
）
。
し
た
が
っ
て
我
が
法
典
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
こ
の
原
則
に
従
う
べ
し
と
す
る
な

ら
ば
、
本
項
の
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
は
、
取
締
役
の
具
体
的
行
為
を
規
定
し
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
具
体
的
事
項
を
規
定
し
て
い

る
の
で
、
こ
れ
ら
に
続
く
第
五
号
の
｝
般
的
事
項
規
定
も
ま
た
、
こ
れ
に
制
約
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
原
則

に
従
え
ば
、
第
五
号
に
い
う
『
法
令
』
は
、
具
体
的
行
為
規
定
の
み
を
指
し
て
、
｝
般
・
抽
象
的
規
窺
規
定
ま
で
は
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
っ
と
も
問
題
は
、
我
が
商
法
典
で
は
、
そ
の
条
文
作
成
に
あ
た
っ
て
、
条
文
の
配
置
・
順
序
な
ど
に
つ
い
て
は
、
あ
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ま
り
配
慮
が
な
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
ま
た
話
は
別
で
あ
る
が
、
そ
の
規
定
の
様
式
を
み
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と

は
思
わ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
た
と
え
ば
、
前
掲
第
二
九
三
条
ノ
七
の
規
定
の
仕
方
を
み
て
み
る
に
、
こ
こ
で
は
同
条
の
第
一
号
は
「
株
主
ガ
株
主
ノ
権
利
ノ
確

保
若
ク
ハ
行
使
二
関
シ
調
査
ヲ
為
ス
為
二
非
ズ
シ
テ
請
求
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
会
社
ノ
業
務
ノ
運
営
若
ク
ハ
株
主
共
同
ノ
利
益
ヲ
害
ス
ル
為

請
求
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
」
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
同
条
記
載
の
四
個
の
拒
否
理
由
の
基
本
的
規
定
で
あ
り
、
そ
し
て
第
二
号
以
下
は
、
そ

の
具
体
的
、
細
則
的
運
用
を
定
め
て
い
る
と
い
う
規
定
の
仕
方
で
あ
る
（
注
1
3
）
。
す
な
わ
ち
我
が
商
法
典
も
ま
た
、
基
本
的
事
項
や
一
般
的
事

項
に
関
す
る
規
定
は
、
具
体
的
、
細
則
的
事
項
に
関
す
る
規
定
の
前
に
置
く
と
い
う
風
に
、
条
文
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
条
文
の
配
置
・
順
序
な

ど
に
は
、
充
分
に
意
を
配
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
か
か
る
仕
方
に
ょ
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、

第
二
六
六
条
一
項
の
如
き
、
す
な
わ
ち
具
体
的
、
細
則
的
事
項
に
関
す
る
規
定
の
後
に
、
一
般
的
事
項
に
関
す
る
規
定
を
置
く
と
い
う
よ
う
な

規
定
の
仕
方
の
場
合
の
如
き
は
、
そ
の
解
釈
な
ど
は
当
然
、
英
米
法
の
知
昆
Φ
9
£
塁
留
e
鴨
琴
識
ω
が
参
考
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
し
て
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
原
則
に
よ
り
、
第
五
号
の
い
わ
ゆ
る
『
法
令
』
と
い
う
一
般
的
、
概
括
的
文
書
も
ま
た
、
こ
れ
に
先
立

つ
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
具
体
的
事
項
規
定
に
よ
り
制
約
さ
れ
、
限
定
さ
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
の
に
、

か
か
る
条
文
の
配
列
や
順
序
（
前
述
の
如
く
、
『
改
正
法
試
案
』
で
折
角
、
前
記
の
如
ぎ
提
案
が
な
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
改
正
法
で
は
、
そ
の

改
正
を
み
な
か
っ
た
）
を
無
視
し
て
、
唯
な
ん
ら
の
制
約
的
字
旬
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
の
理
由
で
以
っ
て
、
直
ち
に
｝
般
・
抽
象
的
行
為

規
範
規
定
ま
で
も
包
含
す
る
と
い
う
風
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
疑
問
な
き
を
得
な
い
。

　
さ
ら
に
疑
問
点
の
第
三
で
あ
る
が
こ
れ
は
、
本
稿
の
争
点
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
昭
和
二
五
年
改
正
法
の
立
法
趣
旨
を
考
え
な
く
て
も
よ

い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
昭
和
二
五
年
改
正
前
の
商
法
で
は
、
取
締
役
の
対
会
社
責
任
の
発
生
原
因
と
し
て
は
「
取
締
役
ガ
其
ノ
任
務
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
、
其
ノ
取
締
役
ハ
会
社
二
対
シ
テ
連
帯
シ
テ
損
害
賠
償
ノ
責
二
任
ズ
」
　
（
昭
和
二
二
年
法
第
二
六
六
条
一
項
、
明
治
三
二
年
法
第
一
七
七
条
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嚇
項
）
と
か
、
ま
た
「
取
締
役
ハ
其
職
分
上
ノ
責
務
ヲ
尽
ス
コ
ト
及
ビ
定
款
並
二
会
社
ノ
決
議
ヲ
遵
守
ス
ル
コ
ト
ニ
付
キ
会
社
二
対
シ
テ
自
己

二
其
責
任
ヲ
負
フ
」
　
（
明
治
二
三
年
法
三
二
号
第
一
八
八
条
）
と
か
規
定
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
連
帯
責
任
の
原
則
を
維
持
す
る

と
と
も
に
、
さ
ら
に
責
任
の
内
容
お
よ
び
そ
の
発
生
原
因
を
詳
細
に
具
体
化
し
（
注
M
）
、
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
ら
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
も
、

旧
法
で
は
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
る
免
責
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
昭
和
ご
二
年
法
、
第
二
四
五
条
一
項
四
号
）
の
に
反
し
、
昭
和
二
五
年

法
で
は
、
原
則
と
し
て
総
株
主
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
免
除
し
得
な
い
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
（
第
二
六
六
条
四
項
、
な
お
改
正
法
で
は

五
項
）
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
昭
和
二
五
年
法
で
は
、
取
締
役
の
対
会
社
責
任
の
免
除
条
件
を
厳
重
（
株
主
総
会
の
特
別
決
議
よ
り
総
株
主
の
同
意
へ

と
）
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
責
任
の
内
容
お
よ
び
そ
の
発
生
原
因
を
、
旧
法
と
は
異
な
り
、
こ
れ
を
個
別
か
つ
具
体
化
し
た
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
同
年
法
の
趣
旨
は
、
一
方
で
は
、
取
締
役
の
権
限
の
強
化
に
対
応
す
る
必
要
上
、
そ
の
対
会
社
責
任
の
免
除
条
件
の
厳
重
化
を
図
る

と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
旧
法
上
の
そ
れ
と
の
均
衡
上
、
取
締
役
の
対
会
社
責
任
の
内
容
お
よ
び
そ
の
発
生
原
因
を
、
旧
法
上
の
一
般
責
任
の

場
合
よ
り
も
、
こ
れ
を
個
別
・
具
体
化
し
、
か
つ
限
定
化
し
た
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
も
し

も
そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
す
れ
ば
、
別
言
す
れ
ば
昭
和
二
五
年
法
改
正
の
、
か
か
る
経
緯
を
考
え
る
と
寸
る
な
ら
ば
、
第
五
号
の
、
い
わ

ゆ
る
『
法
令
』
を
、
通
説
の
如
く
、
一
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規
定
に
ま
で
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
は
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
け
だ
し

こ
れ
も
ま
た
間
題
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
こ
と
は
、
今
次
の
商
法
改
正
に
際
し
、
取
締
役
の
対
会
社
責
任
に
つ
い
て
の
免
除
条
件
は
、
さ
ら
に

厳
重
化
さ
れ
て
い
る
（
前
述
の
如
く
責
任
解
除
規
定
匪
二
八
三
条
の
削
除
に
よ
り
）
の
で
、
こ
の
原
則
、
す
な
わ
ち
免
除
条
件
の
厳
重
化
は
、

反
面
に
、
責
任
発
生
原
因
の
範
囲
縮
少
を
伴
な
う
と
い
う
原
則
は
、
法
の
公
平
上
か
ら
も
、
よ
り
強
く
要
請
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。　

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
点
か
ら
し
て
も
、
通
説
の
立
場
に
は
、
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
最
後
に
疑
問
点
の
第
四
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
企
業
の
経
営
、
そ
の
業
務
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
経
営
（
の
合
理
性
に
関
す
る
〉
判
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断
の
法
則
す
な
わ
ち
閃
岳
貯
Φ
器
甘
凝
Φ
旨
φ
旨
沁
三
¢
の
存
在
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
具
体
的
行
為
規
定
違

反
の
場
合
に
は
、
間
題
は
あ
ま
り
起
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
説
の
如
く
、
本
条
の
『
法
令
』
の
な
か
に
、
一
般
．
抽
象
的
規
範
規
定
を

包
含
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の
法
則
と
か
ら
ん
で
、
規
定
違
反
の
立
証
な
ど
の
点
で
技
術
的
に
も
、
な
か

な
か
困
難
を
極
わ
め
、
ま
た
面
倒
な
問
題
を
生
ず
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
の
場
合
を
例
に
取
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
第
一
に
問
題
と
な

る
こ
と
は
、
取
締
役
が
そ
の
任
務
を
行
な
う
に
当
た
っ
て
用
う
べ
き
注
意
義
務
の
程
度
は
、
抽
象
的
に
は
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
、
す
な
わ

ち
こ
れ
は
通
常
の
思
慮
・
分
別
を
有
す
る
標
準
人
が
当
該
取
締
役
と
し
て
、
そ
の
事
務
を
行
な
う
に
当
た
っ
て
用
う
べ
き
注
意
で
あ
る
が
、
具

体
的
に
は
統
叫
的
に
確
定
し
た
尺
度
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
会
社
の
規
模
の
大
小
、
そ
の
目
的
と
す
る
業
務
の
種
類
、
従
業
員
の
員
数
、
景

気
の
状
況
、
個
々
の
取
締
役
員
の
事
情
な
ら
び
に
そ
の
任
務
な
ど
を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
（
注
1
5
）
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

た
と
え
ば
銀
行
の
取
締
役
員
の
注
意
義
務
は
、
製
造
工
業
会
社
や
公
益
事
業
部
門
会
社
の
取
締
役
員
の
そ
れ
と
で
は
当
然
、
異
な
る
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
統
一
的
な
営
業
指
揮
者
の
型
式
な
る
も
の
は
、
本
来
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
株
式
会
社
の
指
導
（
支
配
）
を
委

託
さ
れ
た
取
締
役
員
の
注
意
義
務
は
、
原
則
的
に
は
通
常
の
事
務
屋
の
そ
れ
よ
り
も
範
囲
は
広
い
（
注
16
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
銀
行
の

頭
取
は
、
銀
行
の
頭
取
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
思
慮
・
経
験
が
、
ま
た
貿
易
会
社
の
社
長
は
、
貿
易
会
社
の
経
営
者
に
ふ
さ
わ
し
い
専
間
的
な
知

識
・
経
験
が
、
そ
れ
ぞ
れ
標
準
と
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
資
本
金
帰
○
億
円
の
大
会
社
の
取
締
役
と
、
一
〇
〇
万
円
の
小
会
社
の
取
締

役
と
で
は
、
同
じ
業
種
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
具
体
的
な
標
準
を
異
に
す
る
（
注
1
7
）
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
第
二
に
、
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
企
業
人
の
行
な
う
と
こ
ろ
は
、
非
企
業
人
の
想
い
及
ば
な
い
着
想
力
と
実
行
力
と
が
な
く
て
は
、

ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
企
業
人
の
行
な
う
と
こ
ろ
は
、
非
企
業
人
が
判
断
す
る
場
合
に

は
・
時
と
し
て
は
、
無
鉄
砲
き
わ
ま
る
軽
率
な
行
為
と
さ
え
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
取
締
役
が
会
社
企
業
の
遂
行
に
つ
い

て
の
判
断
に
、
些
細
な
錯
誤
や
過
失
な
ど
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
後
日
、
裁
判
官
の
判
断
を
以
っ
て
、
こ
れ
に
過
失
の
恪
印
を
押
す
こ
と
は
苛
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酷
に
失
す
る
こ
と
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
。
ま
し
て
企
業
の
分
野
が
そ
れ
ぞ
れ
専
門
化
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
経
営
方
針
の
決
定
と
実
行
と
に
は
、

外
部
か
ら
は
、
窺
い
知
り
得
な
い
秘
策
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
あ
る
に
お
い
て
は
、
ま
す
ま
す
こ
の
感
を
強
く
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
注
18
）
も

の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
米
国
会
社
法
で
は
、
い
わ
ゆ
る
閃
器
貯
Φ
器
匂
＆
鴨
旨
①
暮
勾
巳
Φ
に
も
と
づ
い
て
、
取
締
役
が
悪
意
と
詐
欺
的
行
為
を
以
っ
て
、

事
を
処
理
し
た
の
で
な
い
限
り
は
、
裁
判
所
と
錐
も
、
営
利
会
社
の
内
部
的
な
経
営
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
干
渉
せ
ず
、
そ
れ
が
著
し
く

不
適
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
詐
欺
的
行
為
た
る
証
拠
を
呈
す
る
が
如
き
も
の
で
な
い
限
り
、
裁
判
所
の
判
断
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
（
注
1
9
）

の
で
あ
り
、
ま
た
、
た
と
え
会
社
事
業
の
経
営
に
不
適
当
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
、
そ
の
判
断
に
著
し
い
誤
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

価
値
と
政
策
と
の
間
題
で
あ
り
、
そ
し
て
か
か
る
間
題
は
、
専
ら
取
締
役
の
会
社
経
営
の
合
理
性
に
関
す
る
判
断
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る

（
注
2
0
）
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
米
国
の
判
例
で
は
、
こ
の
関
係
に
つ
い
て
取
締
役
の
責
任
を
、
お
お
む
ね
寛
大
に
み
て
い
る
（
注
21
）
の
で
あ

る
。
そ
し
て
古
い
判
例
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
ペ
ソ
シ
ル
パ
ニ
ヤ
の
ス
ペ
リ
ン
ク
控
訴
事
件
（
こ
れ
は
、
あ
る
信
託
会
社
の
取
締
役
が
暴
利

的
利
率
で
、
莫
大
な
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
不
適
当
な
担
保
に
巨
額
な
貸
付
け
を
な
し
て
、
そ
の
た
め
、
会
社
の
経
営
が
破
綻
に
陥
っ
た
の
で

取
締
役
に
対
し
て
、
そ
の
誤
っ
た
管
理
に
よ
る
損
失
を
補
償
さ
せ
よ
う
と
し
た
事
件
で
あ
る
が
）
に
対
し
、
裁
判
所
は
「
た
と
え
判
断
の
誤
り

が
今
目
か
ら
考
え
れ
ば
、
馬
鹿
げ
た
程
、
途
方
も
な
い
も
の
に
思
わ
れ
る
程
度
に
、
甚
し
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
取
締
役
が
誠
実
で
あ
り
、
か

つ
取
締
役
会
に
与
え
ら
れ
た
自
由
裁
量
権
の
範
囲
内
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
ら
の
判
断
の
誤
り
に
対
し
て
責
任
は
な
い
」
と
判
決
し
て
い
る
（

注
22
）
。

　
そ
こ
で
問
題
は
、
こ
の
原
則
は
、
我
が
法
で
も
、
取
り
容
れ
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
用

基
準
設
定
の
困
難
性
は
否
定
で
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
我
が
法
で
も
ま
た
、
こ
れ
を
取
り
容
れ
る
べ
き
（
注
2
3
）
は
勿
論
で
あ
ろ
う
し
、
ま

た
我
国
に
お
け
る
裁
判
官
の
任
用
方
法
は
英
米
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
殊
に
経
済
事
情
に
な
じ
み
難
い
こ
と
な
ど
の
事

情
か
ら
し
て
、
よ
り
強
い
理
由
を
以
て
、
我
国
で
も
、
こ
の
原
則
は
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
す
る
主
張
（
注
2
4
）
も
、
早
く
か
ら
存
在
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し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
そ
の
反
面
、
近
時
に
お
け
る
会
社
企
業
の
、
経
済
社
会
に
占
め
る
地
位
の
重
大
性
化
、
そ
の
及
ぼ
す
影
響
の
巨
大
・
深
刻
化
、
そ

し
て
さ
ら
に
、
ま
す
ま
す
権
限
の
強
力
化
・
集
中
化
さ
れ
過
ぎ
て
来
た
か
の
感
の
あ
る
取
締
役
に
対
し
、
ま
た
そ
の
責
任
を
追
及
す
る
声
が
、

高
ら
か
に
唱
え
ら
れ
、
そ
の
必
要
性
も
ま
た
、
一
般
に
広
く
、
認
識
さ
れ
て
来
て
い
る
現
在
、
そ
の
た
め
に
は
、
包
含
説
が
大
い
に
役
立
つ
で

あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
と
難
も
、
こ
れ
を
認
め
る
に
、
決
し
て
吝
さ
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他

方
に
お
い
て
、
会
社
企
業
の
運
営
・
経
営
上
、
劇
諾
貯
o
器
冒
凝
Φ
ヨ
①
旨
国
E
Φ
の
存
在
も
ま
た
、
こ
れ
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
具
体
的
な
行
為
を
命
じ
た
法
令
・
定
款
違
反
の
場
合
な
ら
、
別
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
の
、
た
と
え

ば
善
管
注
意
義
務
規
定
違
反
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
立
証
は
、
こ
の
原
則
適
用
の
間
題
と
も
か
ら
ん
で
来
て
、
非
常
に
困
難
を
極
わ
め
、

時
と
し
て
は
、
裁
判
所
の
判
断
の
能
力
を
も
超
え
る
恐
れ
も
出
て
来
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
、
通
説
の
如
く
、
包
含
説
を
取
る
こ
と
は
、
取
り
も
な
お
さ
ず
取
締
役
の
一
般
・
抽
象
的
行
為
規
範
規

定
違
反
に
よ
る
責
任
を
も
、
本
項
に
よ
り
追
求
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
屡
述
の
如
く
、
近
時
ま
す
ま
す
権
限
の
肥

大
化
し
過
ぎ
た
感
の
あ
る
取
締
役
に
対
し
、
そ
の
け
ん
制
・
監
督
に
あ
た
っ
て
、
非
包
含
説
を
取
る
場
合
よ
り
は
、
大
い
に
役
立
つ
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
。
け
だ
し
善
管
注
意
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務
は
、
取
締
役
の
行
為
の
す
べ
て
に
わ
た
り
、
つ
ね
に
働
い
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
つ
き
つ
め
て
ゆ
け
ば
、
取
締
役
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
、
本
第
五
号
で
以
っ
て
、
追
及
で
き
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
反
面
、
そ
の
違
反
立
証
の
難
易
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
非
包
含
説
の
立
場
と
難
も
、
包
含
説
に
比
し
て
取
締
役
の
責
任
強
化
の

意
図
に
そ
わ
な
い
と
は
、
必
ず
し
も
い
い
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
（
注
2
5
）
。
け
だ
し
包
含
説
の
立
場
に
立
つ
と
、
第
五
号
の
責
任
は
、
こ
れ

を
過
失
責
任
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
と
ん
ど
の
学
説
は
一
致
し
て
い
る
（
注
2
6
）
の
で
あ
る
が
、
も
し
も
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
具
体
的
事
情
の
下
で

は
過
失
が
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
責
任
を
ま
ぬ
か
れ
る
口
実
を
取
締
役
に
与
え
、
責
任
の
追
及
を
難
か
し
く
す
る
恐
れ
が
あ
る
（
前
述
の

如
く
、
改
正
試
案
が
そ
の
第
二
・
六
・
3
・
a
で
、
立
証
責
任
の
転
換
を
は
か
っ
た
所
以
も
こ
こ
に
在
っ
た
）
か
ら
で
あ
る
の
に
対
し
、
非
包
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含
説
の
立
場
で
は
、
こ
れ
は
無
過
失
責
任
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
取
締
役
の
監
督
・
け
ん
制
に
あ
た
り
、
包
含
説
の
立
場
で
は
、
第
五
号
に
よ
る
取
締
役
の
責
任
追
及
の
範
囲
を
、
取
締

役
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
場
合
に
広
げ
う
る
利
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
反
面
、
そ
れ
は
ま
た
、
そ
の
違
反
立
証
の
困
難
性
と

と
も
に
、
さ
ら
に
会
社
機
関
の
運
営
上
も
ま
た
、
間
題
を
生
ず
る
こ
と
な
し
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
け
だ
し
取
締
役
の
対
会
社
責
任
発
生
原

因
の
範
囲
を
、
余
り
に
も
広
げ
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
、
株
主
の
代
表
訴
訟
（
第
二
六
七
条
）
や
取
締
役
の
違
法
・
違
款
行
為
差
止
請
求
権
（

第
二
七
二
条
）
な
ど
の
間
題
と
も
関
連
し
て
（
注
2
7
）
、
所
有
と
経
営
の
分
離
を
建
前
と
す
る
現
行
法
（
注
28
）
に
お
い
て
は
、
株
主
を
し
て
、

原
則
と
し
て
取
締
役
会
に
全
面
的
に
委
か
さ
れ
て
い
る
筈
の
業
務
執
行
権
限
に
、
必
要
以
上
に
介
入
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
恐
れ
な
し
と
は
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
も
、
特
に
具
体
的
行
為
規
定
違
反
の
場
合
な
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
違
反
立
証
の
容
易
性
よ
り
し
て
、
ま
た
止
む

を
得
な
い
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
れ
か
と
い
え
ば
、
違
反
立
証
の
困
難
ま
た
は
不
可
能
な
取
締
役
の
裁
量
的
権
限
に
属
す
る
業
務

執
行
事
項
に
つ
い
て
ま
で
も
、
株
主
（
六
月
継
続
保
有
な
ら
、
一
株
の
所
有
で
も
よ
い
）
の
容
啄
・
干
渉
を
認
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
そ

れ
は
取
締
役
の
活
動
の
萎
縮
化
と
、
反
面
、
株
主
特
に
会
社
荒
ら
し
の
載
属
と
を
将
来
す
る
こ
と
に
な
る
恐
れ
な
し
と
は
し
な
い
し
、
ま
た
こ

れ
は
、
上
述
の
閃
房
ぼ
窃
ω
冒
猪
Φ
目
Φ
艮
園
9
Φ
と
の
間
題
と
も
、
か
ら
ん
で
問
題
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
取
締
役
は
、
会
社
財
産
を
適
切
に
管
理
・
運
用
し
て
、
利
益
を
挙
げ
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
相
当
の
注

意
を
怠
っ
た
た
め
、
経
営
を
誤
つ
て
会
社
に
損
害
を
与
え
た
と
ぎ
は
、
勿
論
、
責
任
を
負
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
経
営

上
の
判
断
に
は
、
危
険
を
伴
な
う
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
な
行
為
を
命
じ
た
法
令
・
定
款
を
守
っ
て
い
る
限
り
、
取
締
役
に
善
管
注

意
義
務
違
反
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
、
至
難
で
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
そ
れ
を
、
敢
え
て
さ
せ
る
こ
と
（
包
含
説
を
取
る
こ
と

は
、
そ
う
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
）
は
、
履
述
の
如
く
、
取
締
役
の
行
動
を
、
必
要
以
上
に
萎
縮
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
い
わ
ゆ
る
角
を
矯
め
て
牛

を
殺
す
の
弊
に
も
、
陥
り
か
ね
な
い
恐
れ
な
し
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
こ
れ
ら
の
点
か
ら
し
て
も
、
包
含
説
の
主
張
に
は
、
疑
間

を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
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注
1注注注

432
注
5

　
『
法
令
』
と
い
う
表
現
は
、
商
法
第
二
三
〇
条
や
第
壬
一
コ
条
な
ど
に
い
う
『
本
法
』
と
い
う
表
現
と
は
、
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
商
法

典
の
規
定
の
み
な
ら
ず
、
広
く
商
法
典
以
外
の
諸
法
令
も
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
な
お
こ
れ
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
福
島
地
判

昭
和
三
四
年
六
月
一
九
日
は
「
旧
商
法
第
二
六
六
条
二
項
に
い
わ
ゆ
る
法
令
と
は
、
商
法
の
具
体
的
な
特
別
規
定
の
み
な
ら
ず
、
刑
法
の
規
定
を
も
包

含
す
べ
き
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
…
…
…
」
と
し
て
い
る
（
下
級
民
集
㎝
○
巻
六
号
一
二
九
三
頁
）
。
も
っ
と
も
こ
れ
に
対
し
、
佐
藤
教
授
は

「
通
説
・
判
例
は
、
刑
法
の
規
定
な
ら
何
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
．
．
…
…
…
．
法
令
の
範
囲
に
つ
い
て
、
明
書
は
し
な

い
が
、
株
主
や
債
権
者
を
含
め
て
会
社
保
護
の
諸
規
定
を
考
え
て
い
る
と
恩
う
。
し
た
が
っ
て
株
式
会
社
法
の
諸
規
定
、
さ
ら
に
は
会
社
財
産
保
全
の

た
め
の
取
締
役
の
任
務
を
定
め
て
い
る
法
令
の
規
定
と
解
す
る
の
が
、
よ
り
正
確
で
あ
り
、
取
締
役
の
責
任
に
つ
き
、
法
令
．
定
款
違
反
を
要
件
と
す

る
ベ
ル
ギ
ー
法
第
六
四
条
二
項
、
フ
ラ
ン
ス
法
第
四
四
条
の
解
釈
上
、
法
令
と
は
、
会
社
法
の
規
定
を
指
す
と
解
し
て
異
説
を
見
な
い
」
　
（
前
掲
書
三

六
四
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
田
中
誠
二
博
士
は
、
法
令
の
な
か
に
政
治
資
金
規
正
法
第
一
三
条
、
公
職
選
挙
法
第
一
九
九
条
以
下
に
禁
ぜ
ら
れ
て

い
る
政
治
献
金
を
し
た
場
合
お
よ
び
刑
法
第
…
九
八
条
の
贈
賄
罪
に
該
当
す
る
よ
う
な
贈
与
を
し
た
場
合
を
も
、
含
め
て
い
ら
れ
る
（
前
掲
書
五
八
九

頁
）
。

　
た
と
え
ば
佐
藤
著
『
前
掲
書
』
一
七
〇
頁
。

　
た
と
え
ば
西
本
著
『
前
掲
書
』
一
四
一
頁
。

　
も
っ
と
も
、
招
集
場
所
と
し
て
指
定
し
て
あ
る
部
屋
が
狭
い
と
い
う
よ
う
な
理
由
で
、
そ
の
隣
接
部
分
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
招
集
手
続

違
反
と
は
い
え
な
い
と
す
る
判
例
（
昭
和
五
年
一
二
月
一
六
日
大
判
・
商
判
二
九
五
頁
）
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
昭
和
四
年
一
二
月
一
六
日
大
決
「
会
社
の
重
役
が
株
主
総
会
に
於
て
、
或
株
主
の
発
言
を
禁
じ
会
社
ゴ
・
を
雇
入
れ
、
暴
行
強
迫
を
以
て
其
の
株
主

の
議
決
権
行
使
を
妨
げ
又
は
他
の
株
主
の
代
理
人
と
し
て
出
頭
し
た
る
株
主
の
入
場
を
拒
絶
し
自
派
の
暴
力
者
の
み
に
て
株
主
総
会
の
決
議
を
為
し
た

り
と
す
る
も
是
れ
決
議
の
方
法
が
法
令
又
は
定
款
に
違
背
し
た
る
に
過
ぎ
ず
し
て
絶
対
無
効
の
も
の
に
非
ず
」
　
（
新
聞
三
〇
八
二
号
九
頁
）
に
対
し
、

田
中
誠
二
博
士
は
「
こ
れ
は
昭
和
一
三
年
改
正
前
の
旧
第
一
六
三
条
に
お
い
て
は
、
決
議
の
方
法
が
著
し
く
不
公
正
な
る
と
き
と
い
う
法
文
が
入
っ
て

い
な
か
っ
た
た
め
に
、
直
接
に
法
令
ま
た
は
定
款
に
反
す
る
と
決
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
行
法
上
は
『
著
し
く
不
公
正
な
る
と
き
』
に
入
れ
る
方
が
正
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当
で
あ
る
と
思
う
」
と
し
て
い
ら
れ
る
（
田
中
誠
二
等
著
「
再
全
訂
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
会
社
法
」
七
〇
四
頁
。

注
6
　
居
林
次
雄
著
「
新
商
法
実
務
」
三
七
頁
。
栗
原
敏
二
著
「
新
商
法
の
新
監
査
制
度
」
三
五
頁
。

注
7
　
若
干
の
差
異
に
つ
い
て
O
＆
ぎ
ー
白
一
ヨ
巴
巨
は
、
た
と
え
ば
本
法
に
違
反
し
て
監
査
役
員
に
支
払
わ
れ
た
報
酬
に
対
す
る
賠
償
義
務
が
新
し
く
追
加

　
さ
れ
た
こ
と
、
賠
償
請
求
権
放
棄
の
禁
止
期
間
が
五
年
か
ら
三
年
に
短
縮
さ
れ
た
こ
と
、
少
数
株
主
権
の
要
件
が
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
〇
パ
ー
セ
ン

　
ト
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
、
三
七
年
法
に
は
、
賠
償
義
務
は
、
そ
の
行
為
に
つ
き
、
監
査
役
の
同
意
あ
り
た
る
こ
と
に
因
り
て
消
滅
す
る
こ
と
な
し
と

　
い
う
規
定
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
六
五
年
法
に
は
明
白
に
規
定
し
て
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
》
ぎ
げ
凝
霧
Φ
亘
oo
》
鼠
一
・

　
（
一
〇
巽
）
ω
・
ぷ
O
。

注
8
　
0
a
置
ー
妻
一
臣
巴
巨
も
出
●
○
■
ψ
翫
9

注
9
　
過
失
責
任
と
す
べ
き
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
元
木
伸
・
稲
葉
威
雄
両
氏
は
、
た
と
え
ば
、
海
外
駐
在
取
締
役
の
よ
う
に
、
社
内
の
情
報
に
容
易
に
接

　
し
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
情
況
に
置
か
れ
た
取
締
役
が
、
他
の
取
締
役
の
違
法
行
為
の
実
態
を
覚
知
し
得
な
い
ま
ま
、
取
締
役
会
の
決
議
に
加
わ
っ
た
場
合

　
な
ど
に
も
、
な
お
費
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
は
酷
に
す
ぎ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
（
商
事
法
務
研
究
会
編
「
会
社
機
関

　
改
正
試
案
の
論
点
」
八
二
頁
）
。

注
1
0
　
こ
の
提
案
に
対
し
て
、
慶
慮
大
学
意
見
は
、
か
か
る
試
案
の
方
向
に
は
賛
成
す
る
が
『
法
令
又
は
定
款
に
違
反
す
る
行
為
』
と
い
う
表
現
に
は
、
取

　
締
役
の
抽
象
的
義
務
を
定
め
た
規
定
（
第
二
五
四
条
三
項
H
民
法
第
六
四
四
条
、
第
二
五
四
条
ノ
ニ
）
を
広
く
含
む
か
否
か
疑
義
が
残
る
か
ら
、
昭
和
二

　
五
年
改
正
前
の
よ
う
に
『
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と
き
』
と
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
商
事
法
務
研
究
会
編
）
　
「
商
法
改
正
に
関
す
る
各
界
意
見
の
分

　
析
」
一
三
二
頁
。

注
1
1
　
前
掲
「
改
正
試
案
の
論
点
」
八
一
頁
。

注
1
2
　
ω
一
8
騨
、
ω
ピ
帥
要
U
8
自
8
舞
ざ
㎝
昏
国
島
凱
8
ダ
＆
蒔
・

注
1
3
　
鈴
木
著
『
前
掲
書
』
二
〇
一
頁
。
蓮
井
良
憲
編
『
会
社
法
』
一
八
六
頁
な
ど
。

注
M
　
昭
和
二
五
年
三
月
一
一
日
第
七
回
国
会
の
参
議
院
法
務
委
員
会
の
席
上
、
政
府
委
員
（
岡
咲
恕
一
）

は
「
現
行
法
に
お
き
ま
し
て
は
、
債
務
不
履
行
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説論

　
一
般
と
し
て
包
括
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
を
、
成
る
可
く
会
社
に
対
し
て
損
害
を
与
え
る
虞
れ
の
多
い
事
項
を
列
挙
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
責
任

　
の
範
囲
を
明
確
に
い
た
し
ま
し
た
の
が
、
こ
の
規
定
の
、
現
行
法
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
（
参
議
院
法
務
委
員
会
議
事
録
六
号
）
と
答
え
て

　
い
る
。

注
1
5
　
閏
窺
魯
日
Φ
竃
｝
》
ぎ
一
9
α
q
霧
Φ
け
N
国
o
診
臼
Φ
筥
9
D
崇
（
お
お
）
ω
6
胡
‘
　
ω
o
纈
一
嵩
凝
”
》
葬
δ
凝
8
①
蔚
0
3
ω
路
o
ヨ
旨
9
鼠
憎
（
ご
目
）
吻
潟
》
昌
ヨ
・
O

　
ω
●
認
9

注注注注注注注注注注25　　24　　23　　22　　21　　20　　19　　王8　　17　　16
　
無
過
失
責
任
と
解
し
、

注
2
6

　
に
割
り
切
る
ぺ
き
で
な
い
と
す
る

注
2
7

　
任
務
解
怠
可
能
性
揺
全
債
務
説
を
排
し
て
、

閏
亀
R
目
Φ
置
｝
学
学
ρ
総
●
ミ
9
曽
9

宗
宮
「
前
掲
」
四
頁
。

大
阪
谷
公
雄
「
取
締
役
の
責
任
」
株
式
会
社
法
講
座
（
班
）
一
二
九
ー
二
二
〇
頁
。
宗
宮
「
前
掲
」
六
頁
。

白
寓
什
ρ
O
ロ
魯
0
2
①
毒
吋
o
涛
O
o
壱
o
壁
瓢
o
器
（
ぢ
㌍
y
＜
o
一
●
一
も
ワ
刈
oo
O
漏
8
・

ω
巴
ご
濤
ぎ
9
0
昌
O
o
∈
o
轟
菖
o
房
（
ご
ホ
）
も
●
一
①
O

宗
宮
「
前
掲
」
六
頁

ω
巴
富
旨
汐
9
0
マ
o
凶
け
ら
℃
．
嵩
凶
嶺
oo
・

土
柳
克
郎
・
竜
田
節
・
神
崎
克
郎
・
森
本
滋
「
経
営
責
任
に
関
す
る
法
的
検
討
」
　
（
三
・
完
）
商
事
法
務
研
究
九
一
二
号
三
六
頁
以
下
）
参
照
。

大
阪
谷
「
前
掲
」
一
一
二
四
頁
。

一
般
的
義
務
規
定
を
『
法
令
』
か
ら
除
外
す
る
見
解
は
、
お
そ
ら
く
取
締
役
の
責
任
を
強
化
す
る
必
要
か
ら
第
二
六
六
条
一
項
の
責
任
を
、
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
そ
の
反
面
と
し
て
、
一
般
的
義
務
を
『
法
令
』
か
ら
除
外
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
本
間
「
前
掲
書
」
四
四
二
頁
）
。

も
つ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
法
令
の
目
的
に
従
っ
て
個
別
的
に
主
観
的
要
件
の
存
否
を
決
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
過
失
責
任
か
無
過
失
責
任
か
の
一
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
谷
「
前
掲
」
こ
二
六
頁
）
と
こ
ろ
の
折
衷
説
的
立
場
も
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
の
問
題
は
、
第
二
六
七
条
の
（
株
主
の
代
表
訴
訟
に
よ
っ
て
追
及
で
き
る
と
こ
ろ
の
）
取
締
役
の
責
任
の
範
囲
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
責
任
発
生
原
因
n
限
定
債
務
説
を
取
る
と
き
に
、
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
後
説
す
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な
わ
ち
損
害
賠
償
責
任
（
第
二
六
六
条
一
項
）
や
資
本
充
実
責
任
（
第
二
八
○
条
ノ
一
三
）
の
み
に
限
定
さ
れ
て
、
取
締
役
が
会
社
に
対
し
て
負
担
す
る

　
と
こ
ろ
の
、
他
の
一
般
的
債
務
は
包
含
さ
れ
な
い
と
す
る
立
場
を
取
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
株
式
会
社
の
機
関
論
』
五

　
三
頁
以
下
。
拙
稿
「
代
表
訴
訟
に
お
け
る
取
締
役
の
責
任
の
範
囲
に
つ
い
て
」
商
経
論
双
（
鹿
県
短
大
〉
二
号
四
一
頁
以
下
。
「
代
表
訴
訟
に
よ
っ
て

　
追
及
し
う
る
取
締
役
の
責
任
の
範
囲
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
増
刊
『
商
法
の
争
点
」
　
（
法
律
学
争
点
シ
リ
ー
ズ
4
）
二
八
ー
九
頁
参
照
。

注
2
8
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
般
に
、
昭
和
二
五
年
法
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
第
二
五
四
条
二
項
は
、
所
有
と
経
営
の
分
離
、
す
な
わ
ち
経
営
者
支

　
配
説
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
も
の
と
し
て
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
項
の
立
法
趣
旨
は
、
必
ず
し
も
そ
う
の
み
と
は
考
え
ら
れ
得
な
い
（

　
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
商
法
第
二
五
四
条
二
項
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
」
商
経
論
双
（
鹿
県
短
大
）
＝
二
号
九
九
頁
以
下
参
照
）
。

　
　
第
三
章
　
結
論

　
さ
て
以
上
の
如
く
、
前
章
に
お
い
て
、
改
正
法
第
二
六
六
条
一
項
五
号
に
い
う
、
い
わ
ゆ
る
『
法
令
』
に
つ
い
て
の
通
説
、
す
な
わ
ち
包
含

説
の
主
張
に
対
し
て
は
、
四
個
の
疑
問
点
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
直
ち
に
非
包
含
説
を
採
用

す
べ
し
と
す
る
こ
と
に
は
、
勿
論
、
充
分
で
は
な
い
。
け
だ
し
こ
れ
ら
は
、
い
う
な
れ
ば
、
非
包
含
説
に
取
っ
て
は
、
い
わ
ば
消
極
的
な
論
拠

に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
は
、
非
包
含
説
採
用
の
い
わ
ば
積
極
的
な
論
拠
に
つ
い
て
、
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

紙
数
の
関
係
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
他
日
、
稿
を
改
め
て
、
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
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