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じ
め
に

一
　
債
権
譲
渡
の
性
質

二
　
債
権
譲
渡
と
対
抗
要
件
と
の
関
係

　
ω
　
指
名
債
権
の
譲
渡
と
対
抗
要
件
と
の
関
係

㈲
指
名
纏
の
薩
の
「
承
諾
」
と
抗
弁
窃
断
（
姪
簸
灘
四
茜
号
）

三
　
債
権
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
と
対
抗
関
係
（
以
下
本
巻
）

　
ω
　
譲
渡
禁
止
債
権
の
創
造
と
悪
意
の
第
三
者
と
の
関
係

　
⑧
　
譲
渡
禁
止
債
権
の
創
造
と
そ
の
利
益
享
受
者
の
間
題
点

　
⑥
　
譲
受
人
の
善
意
・
悪
意
に
つ
い
て

四
　
譲
渡
禁
止
の
特
約
付
債
権
と
差
押
と
の
関
係

　
ω
　
判
例
・
学
説
の
見
解

　
⑧
　
最
判
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和
五
二
年
三
月
七
日
民
集
三
一
巻
二
号
三
〇
八
頁
に
つ
い
て

　
む
す
び
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三
　
債
権
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
と
対
抗
関
係

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
譲
渡
可
能
な
指
名
債
権
の
譲
渡
は
、
債
権
の
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
無
方
式
の
合
意
の
み
で
そ
の
効
力
を
生
ず
る

が
、
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
人
か
ら
通
知
す
る
か
、
承
諾
を
え
な
け
れ
ば
、
譲
渡
人
ま
た
は
譲
受
人
は
債
務
者
に
対
し
て
、
債
権
譲
渡
を
も
っ

て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
し
、
ま
た
譲
渡
人
に
対
し
て
債
権
を
有
す
る
よ
う
な
第
三
者
に
対
し
て
は
、
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
を
も
っ
て
、

債
務
者
に
対
し
て
通
知
ま
た
は
承
諾
を
え
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
譲
渡
人
ま
た
は
譲
受
人
は
、
債
権
譲
渡
を
も
っ
て
対
抗
で
き
な
い
と
定
め
、
民

法
は
債
務
者
を
し
て
二
重
弁
済
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
、
債
権
者
問
の
利
害
関
係
の
対
立
を
右
の
手
続
を
踏
ん
だ
債
権
譲
渡
の
み
を
唯

一
の
正
当
な
法
律
関
係
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
利
関
係
の
調
整
を
図
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
前
者
の
手
続
を
踏

ま
な
い
債
権
譲
渡
に
対
し
て
は
、
債
務
者
は
、
新
債
権
者
と
な
っ
た
譲
受
人
を
法
律
上
無
視
し
て
よ
い
か
ら
、
従
来
の
債
権
者
に
対
し
て
弁
済

す
れ
ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
債
務
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
後
者
の
手
続
を
踏
ま
な
い
債
権
譲
渡
の
場
合
に
は
、
二
重
譲
渡
を
う
け
た
譲
受
人

と
か
、
債
権
の
差
押
を
実
行
す
る
第
三
者
に
対
し
譲
受
人
は
譲
受
債
権
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

両
者
共
に
債
務
者
は
二
重
弁
済
の
危
険
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
民
法
四
六
七
条
の
存
在
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
民
法
四
六
七
条
の
機
能
を
把
握
す
る
な
ら
ば
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
し
た
債
権
譲
渡
の
場
合
に
も
、
原
則
は
あ
く
ま
で

債
務
者
保
護
を
前
提
と
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
第
一
次
的
に
考
慮
す
る
価
値
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
間
題
点
を
探
り
、
そ
こ
か
ら
理
論
構

成
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
以
下
こ
の
問
題
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ω
　
譲
渡
禁
止
債
権
の
創
造
と
悪
意
の
第
三
者
と
の
関
係

　
民
法
四
六
六
条
二
項
本
文
は
「
前
項
（
債
権
譲
渡
自
由
の
規
定
）
ノ
規
定
ハ
当
事
者
力
反
対
ノ
意
思
ヲ
表
示
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ

ス
…
」
と
定
め
、
債
権
者
、
債
務
者
の
合
意
を
も
っ
て
、
偵
権
の
譲
渡
禁
止
の
効
力
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ

の
規
定
の
立
法
趣
旨
は
、
例
外
的
に
、
私
的
自
治
の
原
則
を
も
っ
て
、
当
事
者
に
債
権
の
譲
渡
性
を
奪
う
力
を
附
与
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
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て
、
暴
力
団
が
債
権
を
安
く
譲
り
受
け
た
り
、
ま
た
取
立
時
に
暴
力
団
を
使
っ
て
取
立
を
し
て
稼
ぐ
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
取
立
屋
の
ば
っ
こ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
民
法
四
六
六
条
二
項
但
書
は
「
其
意
思
表
示
ハ
之
ヲ
以
テ
善
意
ノ
第
三
者
二
対
抗
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
定
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
取
立
屋
が
善
意
の
第
三
者
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
そ
の
者
が
暴
力
団
で
あ
る
と
し
て
も
、
債
務
者
は

そ
の
者
に
対
抗
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
い
う
「
特
約
」
を
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
い
う
意
味
は
、
そ
も
そ
も
譲
渡
性
の
あ
る

債
権
を
、
当
事
者
の
合
意
を
も
っ
て
奪
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
裏
返
せ
ば
、
譲
渡
で
ぎ
な
い
債
権
の
創
造
力
を
私
人
間
の
合
意
に
認
め
る
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
「
特
約
」
に
反
し
て
譲
渡
さ
れ
た
場
合
は
、
債
権
者
・
債
務
者
間
は
無
効
で
あ
っ
て
、
例
外
的
に
譲
受
人
が
「
特
約
」

の
存
在
に
つ
い
て
善
意
で
あ
れ
ば
、
有
効
に
そ
の
債
権
の
譲
り
受
け
が
で
き
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
譲
受
人
が
悪
意
の
場
合
は
、
債
務

者
の
利
益
と
譲
受
人
の
利
益
と
が
相
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
紛
争
解
決
の
基
準
で
あ
る
「
対
抗
問
題
」
の
適
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
譲
受

人
の
債
権
譲
渡
の
有
効
性
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
「
法
律
ノ
規
定
」
ま
た
は
そ
の
「
性
質
」
に
ょ

っ
て
譲
渡
を
許
さ
れ
な
い
債
権
以
外
は
、
原
則
と
し
て
譲
渡
性
が
あ
り
、
例
外
的
に
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
し
た
債
権
を
創
造
す
る
と
、
「
善

意
」
の
第
三
者
に
は
対
抗
で
き
な
い
と
す
る
基
準
は
、
「
悪
意
」
の
第
三
者
に
は
対
抗
で
き
る
と
す
る
基
準
と
の
関
係
で
、
原
則
と
な
る
の
か
、

そ
れ
と
も
例
外
と
な
る
の
か
を
間
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ど
の
基
準
を
原
則
と
す
る
か
、
ま
た
は
例
外
と
す

る
か
は
、
債
権
に
対
す
る
国
民
感
情
か
ら
み
て
、
債
権
の
本
質
・
性
質
か
ら
み
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

つ
ま
り
、
債
権
は
財
産
権
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
原
則
と
し
て
譲
渡
性
の
保
障
が
あ
っ
て
、
そ
の
機
能
を
果
し
、
債
権
者

が
必
要
と
す
る
と
き
は
自
由
に
換
金
、
ま
た
は
交
換
で
き
る
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
譲
渡
性
を
奪
う
と

い
う
こ
と
も
、
た
だ
「
特
約
」
の
存
在
と
い
う
例
外
的
な
場
合
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
基
準
の
何
れ
を
原
則
と
す
る
か
が
問
題
に
な
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
理
論
上
、
　
「
特
約
」
の
存
在
に
つ
い
て
「
悪
意
」
の
第
三
者
は
、
債
務
者
に
対
し
、
譲
受
人
と
し
て
の
権
利
行
使
が
で
き
な
い
、

と
す
る
の
を
例
外
と
し
、
原
則
は
「
善
意
」
の
第
三
者
は
有
効
に
債
権
譲
渡
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

「
悪
意
」
の
第
三
者
と
は
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
付
債
権
だ
と
知
り
、
ま
た
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
者
の
こ
と
を
い
う
の
で
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あ
る
が
、
そ
の
者
が
敢
え
て
「
悪
意
」
の
第
三
者
と
し
て
、
そ
の
債
権
と
利
害
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
む
し
ろ
間
題

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
点
を
前
提
と
し
て
議
論
す
る
限
り
、
④
そ
の
「
悪
意
」
の
第
三
者
に
該
当
す
る
者
は
誰
か
、
⑤
そ
の
者
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

必
要
性
は
何
か
も
、
◎
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
付
債
権
の
創
造
理
由
と
共
に
明
確
に
し
た
う
え
で
、
　
「
悪
意
」
の
第
三
者
は
有
効
に
譲
渡
禁
止

「
特
約
」
付
債
権
を
譲
り
受
け
る
こ
と
（
差
押
も
同
様
）
が
で
き
な
い
と
す
る
例
外
に
つ
い
て
、
そ
の
例
外
を
広
く
解
し
た
り
、
狭
く
解
し
た

り
、
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
悪
意
」
の
第
三
者
の
範
囲
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
現
時
点
に
於
い
て
は
、
④
、
⑤
に
つ
い
て

の
議
論
は
な
さ
れ
ず
、
周
知
の
よ
う
に
、
専
ら
◎
に
つ
い
て
の
議
論
が
活
溌
で
あ
る
。
そ
こ
で
＠
・
⑤
に
つ
い
て
一
応
私
の
見
解
を
述
べ
る
。

そ
う
す
る
と
④
例
え
ば
銀
行
預
金
債
権
の
譲
渡
を
う
け
た
第
三
者
（
差
押
も
同
じ
）
は
同
業
者
で
も
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
同
業
者
以
外
の
者

に
限
定
す
る
の
か
、
も
し
同
業
者
で
も
よ
い
と
す
れ
ば
、
銀
行
預
金
は
常
に
譲
渡
禁
止
「
特
約
」
付
債
権
と
み
て
よ
い
の
で
、
そ
の
譲
受
人
は

常
に
「
悪
意
」
の
第
三
者
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
銀
行
は
常
に
有
効
に
債
権
の
譲
り
受
け
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
し
て
よ
い
か
ど
う
か

の
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
現
時
点
で
は
金
融
業
者
で
は
な
く
、
ま
た
取
立
屋
で
も
な
い
一
般
の
譲
受
人
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
べ
ぎ

で
あ
ろ
う
。
⑤
に
つ
い
て
は
、
債
権
を
譲
り
受
け
た
こ
と
で
債
務
者
と
の
間
で
利
害
関
係
を
も
つ
に
至
っ
た
一
般
債
権
者
を
、
金
融
業
者
と
の

比
較
に
お
い
て
保
護
す
べ
き
理
由
が
あ
れ
ば
、
一
般
債
権
者
の
保
護
を
優
先
し
、
そ
の
理
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
否
定
し
て
よ
い
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

か
と
考
え
る
。
問
題
は
◎
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
付
債
権
の
創
造
理
由
と
し
て
到
達
し
て
い
る
一
応
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

立
法
当
時
の
事
情
と
異
な
っ
て
、
（
i
）
譲
受
人
と
称
す
る
者
が
、
真
の
譲
受
人
で
あ
る
か
否
か
を
確
め
る
必
要
が
あ
り
、
事
務
が
煩
雑
に
な
る

か
ら
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
、
（
”
1
1
）
債
権
者
が
固
定
し
て
い
な
い
こ
と
で
、
債
権
者
に
つ
い
て
確
認
を
怠
り
、
確
認
を
急
い
だ
り
す
る
こ
と
で
、

誤
っ
て
真
の
債
権
者
で
な
い
者
に
支
払
い
を
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
手
続
上
の
ミ
ス
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
（
璽
債
権
者
で
あ
る
銀
行
か
ら

の
相
殺
を
可
能
と
し
て
お
く
等
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
締
結
す
る
当
事
者
の
一
方
は
、
自
己
の
一
方
に
対
す
る
債
権

の
確
保
を
意
図
す
る
優
越
的
地
位
に
あ
る
債
権
者
・
債
務
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
④
・
⑤
・
◎
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
か
ら
譲
渡
禁
止
「
特
約
」
付
債
権
に
関
す
る
「
悪
意
」
の
第
三
者
の
範
囲
・
程
度
に
つ

い
て
も
制
限
的
に
解
し
、
債
権
譲
渡
の
原
則
を
よ
り
広
く
認
め
る
よ
う
な
解
釈
が
正
し
い
。
そ
う
す
る
と
次
に
譲
渡
禁
止
「
特
約
」
付
債
権
の

譲
渡
を
広
く
認
め
る
理
論
構
成
を
行
な
う
こ
と
は
、
「
特
約
」
の
効
力
を
債
権
的
に
生
ず
る
も
の
と
し
て
把
握
し
、
当
事
者
の
一
方
は
「
特
約
」

に
反
し
て
譲
渡
さ
れ
た
債
権
の
譲
受
人
に
対
し
て
、
譲
渡
の
無
効
か
、
悪
意
の
抗
弁
を
主
張
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
債
権
効
果
説
を
と
り
、

譲
渡
無
効
を
制
限
す
る
と
し
た
方
が
、
㈲
に
詳
論
す
る
よ
う
に
、
近
時
の
判
例
の
流
れ
に
添
う
解
釈
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
解
釈
に
立
脚

す
る
と
、
次
に
④
物
権
効
果
説
、
⑤
債
権
効
果
説
の
対
立
点
は
ど
こ
か
が
問
題
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
㊤9

　
物
権
効
果
説
は
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
に
よ
っ
て
、
本
来
譲
渡
性
を
有
す
る
債
権
が
、
そ
の
譲
渡
性
を
奪
わ
れ
た
債
権
と
な
っ
て
、
債
権

者
が
そ
の
「
特
約
」
を
知
っ
て
い
る
第
三
者
に
譲
渡
し
た
場
合
は
、
債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
「
特
約
」
不
履
行
と
し
て
の
責
任
を
負
う
こ
と

に
な
り
、
そ
の
「
悪
意
」
の
第
三
者
は
債
権
の
譲
り
受
け
を
も
っ
て
、
債
務
者
及
び
そ
の
者
の
利
害
関
係
人
に
対
抗
で
き
な
い
と
す
る
見
解
で

あ
る
（
債
権
者
も
譲
受
人
に
無
効
を
主
張
で
き
る
か
は
、
自
分
が
債
権
を
譲
渡
し
て
い
る
の
に
、
「
お
前
は
悪
意
で
譲
り
受
け
て
い
る
か
ら
無

効
だ
」
と
主
張
さ
せ
る
こ
と
は
可
笑
し
い
が
、
そ
れ
を
認
め
な
い
と
、
債
権
者
に
対
し
て
債
権
を
有
す
る
第
三
者
の
権
利
行
使
は
認
め
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
債
権
者
に
も
こ
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
）
。
　
⑤
債
権
効
果
説
は
、
譲
渡
禁
止
「
特
約
」
付
債
権
を
「
悪

意
」
で
譲
り
受
け
た
者
に
対
し
、
債
務
者
の
み
が
、
そ
の
債
権
譲
渡
の
無
効
を
主
張
す
る
か
、
ま
た
は
「
悪
意
」
の
抗
弁
を
主
張
し
う
る
に
す

ぎ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
説
共
に
譲
受
人
が
悪
意
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
は
そ
の
債
権
譲
渡
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
物
権
効
果
説
は
そ
の
無
効
が
絶
対
的
で
あ
る
と
い
う
の
に
対
し
、
債
権
効
果
説
は
、
債
務
者
の
み
が
そ
の
無
効
を
主
張
で
き
る
と

い
う
相
対
的
無
効
説
で
あ
っ
て
、
債
務
者
が
そ
れ
を
無
視
し
、
債
権
者
に
弁
済
す
る
と
債
務
者
は
責
任
を
免
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う

す
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
譲
渡
禁
止
「
特
約
」
付
債
権
を
創
造
す
る
利
益
を
享
け
る
の
は
債
務
者
で
あ
る
以
上
、
学
説
・
判
例
の
流
れ
は

正
当
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ω
　
譲
渡
禁
止
債
権
の
創
造
と
そ
の
利
益
享
受
者
の
間
題
点
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債
権
効
果
説
の
見
解
に
よ
る
と
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
の
対
象
と
な
っ
た
債
権
は
、
そ
の
譲
渡
性
が
相
対
的
に
奪
わ
れ
る
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
利
益
の
享
受
者
は
通
常
債
務
者
（
銀
行
等
の
金
融
業
）
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
前
に
こ
の
点
に
つ
い
て
の
間
題
提
起
を
し
、

そ
の
論
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
は
明
白
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
逆
に
債
権
者
が
強
い
立
場
に
あ
り
、

債
務
者
が
逆
に
弱
い
立
場
に
あ
る
と
す
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
銀
行
が
売
掛
代
金
の
回
収
義
務
を
負
担
し
、
回
収
代
金
を
顧
客

の
た
め
に
積
立
預
金
に
廻
す
と
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
債
権
の
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
の
利
益
は
確
か
に
債
務
者
た
る
銀
行
に
も
あ
る
け
れ
ど

も
、
債
権
者
た
る
顧
客
の
方
に
も
利
益
が
あ
る
場
合
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
顧
客
の
な
す
べ
き
集
金
業
務
を
、
そ
の
顧
客
に
代
っ
て
集
金
し
、

そ
れ
を
顧
客
の
積
立
預
金
と
す
る
場
合
、
銀
行
と
し
て
は
折
角
、
集
金
し
て
獲
得
し
た
顧
金
の
預
金
を
、
そ
の
客
に
よ
っ
て
直
ち
に
他
に
譲
渡

さ
れ
る
こ
と
は
心
外
で
あ
り
、
銀
行
と
し
て
も
顧
客
と
の
問
で
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
す
る
こ
と
で
、
集
金
業
務
の
報
酬
を
う
け
る
と
す

れ
ば
、
取
立
業
務
を
依
頼
し
た
債
権
者
た
る
顧
客
の
方
が
銀
行
よ
り
も
有
利
な
地
位
に
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
の
弱
い
立
場
に
あ
る
銀
行
が
「

特
約
」
を
締
結
す
る
理
由
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
の
締
結
を
要
求
さ
れ
る
理
由
は

債
権
者
側
に
あ
り
、
ま
た
銀
行
の
「
特
約
」
締
結
の
趣
旨
は
、
銀
行
の
反
対
債
権
の
確
保
を
目
的
と
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
と
い
え
る
。
ま

た
米
倉
教
授
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
恩
返
し
の
意
味
を
も
っ
て
生
じ
た
債
権
は
、
個
人
的
結
合
関
係
が
極
め
て
強
い
と
い
え
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
債
権
に
つ
い
て
当
事
者
間
で
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
す
れ
ば
、
芳
、
の
利
益
は
当
事
者
の
『
方
ま
た
は
双
方
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
双
方
に
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
す
る
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う

な
債
権
も
前
述
し
た
よ
う
な
債
権
と
同
様
に
「
特
約
」
の
存
在
は
対
抗
間
題
で
解
決
さ
れ
る
法
解
釈
の
対
象
と
な
っ
て
、
対
立
す
る
権
利
関
係

の
合
理
的
な
調
整
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
対
抗
問
題
と
し
て
把
握
す
る
限
り
は
、
「
特
約
」
に
よ
っ
て
譲
渡
を
禁
止
さ
れ
た

債
権
そ
の
も
の
が
、
合
理
的
に
割
切
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
債
権
に
対
し
て
は
、
そ
の
「
特
約
」
に
つ
い

て
、
そ
の
効
力
を
強
く
認
め
る
と
い
う
物
権
効
果
説
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
即
ち
物
権
効
果
説
で
は
「
特
約
」
に
物
権
的
効

力
を
附
与
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
り
、
「
特
約
」
違
反
の
債
権
譲
渡
は
無
効
と
す
る
と
い
う
効
力
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。
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債権譲渡に関する研究口（完）　（大坪）

　
し
か
し
な
が
ら
、
特
定
の
債
権
（
継
続
的
に
生
ず
る
債
権
で
あ
れ
ば
、
そ
の
継
続
的
な
債
権
）
に
つ
い
て
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
附
す

る
債
権
を
創
造
す
る
か
否
か
は
、
主
観
的
間
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
客
体
で
あ
る
債
権
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
の
効
力
を
附
与
す
る
か
は
立
法
政

策
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
善
意
」
の
第
三
者
に
は
対
抗
力
を
有
し
な
い
と
す
る
点
は
、
明
文
上
否
定
す
る
こ
と
は
で
ぎ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
物
権
効
果
説
・
債
権
効
果
説
の
対
立
す
る
点
は
な
く
、
ま
た
「
悪
意
」
の
第
三
者
に
対
し
て
は
、
債
務
者
は
「
悪
意
」

の
抗
弁
の
主
張
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
無
視
し
て
譲
渡
し
た
債

権
者
が
、
債
務
者
に
対
し
「
特
約
」
不
履
行
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
物
潅
効
果
説
・
債
権
効
果
説
に
対
立
し
た
見
解
は

な
い
。
そ
う
す
る
と
「
特
約
」
に
ど
の
程
度
の
効
力
を
認
め
る
か
は
解
釈
上
の
間
題
で
あ
る
か
ら
、
物
権
効
果
説
は
絶
対
的
に
、
債
権
効
果
説

は
相
対
的
に
効
力
を
附
与
す
る
解
釈
を
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
附
し
た
債
権
の
無
断
譲
渡
に
つ
い

て
の
相
違
は
、
前
説
に
ょ
れ
ば
債
権
者
・
債
務
者
及
び
そ
の
者
と
利
害
関
係
に
あ
る
者
は
、
そ
の
無
効
・
及
び
悪
意
の
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と

　
　
　
　
㈹

が
で
き
る
が
、
後
説
に
ょ
れ
ば
原
則
と
し
て
債
務
者
の
み
が
、
そ
の
無
効
・
及
び
悪
意
の
抗
弁
を
主
張
で
き
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
附
す
る
債
権
を
創
造
す
る
利
益
が
、
当
事
老
双
方
に
存
在
す
る
よ
う
な
債
権
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
「
特
約
」

を
附
し
て
お
れ
ぽ
そ
れ
の
無
断
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
物
権
効
果
説
に
立
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
譲
受
人
が
悪
意
で
あ
れ
ば
、
債
権
者
・

債
務
者
、
及
び
そ
の
他
利
害
関
係
を
有
す
る
者
も
、
共
に
無
効
、
ま
た
は
悪
意
の
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
で
き
る
と
し
、
債
権
の
な
か
で
も
っ
と

も
財
産
性
の
高
い
も
の
に
銀
行
預
金
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
附
与
し
た
よ
う
に
、
債
務
者
の
利
益
の
た
め
に
の

み
存
在
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
特
約
」
の
効
力
を
債
権
的
に
附
与
す
る
見
解
を
も
っ
て
解
釈
し
、
債
務
者
は
そ
の
債
権
の
悪
意
の
譲
受

人
に
対
し
て
の
み
、
そ
の
無
効
及
び
悪
意
の
抗
弁
を
主
張
で
き
る
と
限
定
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
⑥
　
譲
受
人
の
善
意
・
悪
意
に
つ
い
て

　
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
「
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
、
善
意
の
第
三
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
「
特
約
」
を
も
っ
て
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
、
と
す
る
の
を
例
外
と
し
、
債
権
の
譲
渡
人
の
地
位
を
保
護
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
善
意
の
解
釈
に
つ
い
て
、
例
え
ば
過
失
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説論

あ
る
善
意
の
場
合
は
悪
意
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
を
狭
め
て
解
釈
す
る
と
、
折
角
譲
受
人
保
護
の
理
論
を
構
築
し
た
意
味
が
半
減
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
現
在
に
於
い
て
も
、
こ
の
善
意
の
解
釈
に
つ
い
て
は
流
動
的
あ
り
、
今
後
の
研
究
に
ま
つ
と
こ
ろ
が
多
い
。

そ
こ
で
古
い
学
説
・
判
例
に
遡
り
、
そ
の
理
論
を
研
究
し
て
み
た
い
。

　
戦
前
の
判
例
に
よ
る
と
、
③
銀
行
に
対
す
る
債
権
の
譲
受
人
が
譲
渡
禁
止
の
記
載
さ
れ
て
い
る
債
権
証
書
・
預
金
証
書
の
交
付
を
う
け
、
あ

る
い
は
そ
の
証
書
を
保
管
し
て
い
る
場
合
と
か
（
長
野
地
判
大
正
四
年
一
一
月
二
日
評
論
四
民
七
二
七
頁
、
京
都
地
判
昭
和
一
三
年
五
月
二
〇
日
法
律
新

報
五
一
〇
号
二
六
頁
、
同
昭
和
一
三
年
二
月
一
〇
日
判
夕
六
六
号
九
四
頁
）
、
⑤
甲
会
社
と
金
銭
消
費
貸
借
取
引
の
あ
る
乙
が
、
甲
の
普
通
貸
付
約
款

条
項
の
な
か
に
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
の
定
め
が
な
さ
れ
て
い
る
甲
会
社
に
対
す
る
預
金
債
権
を
譲
り
受
け
た
場
合
（
東
京
地
判
大
正
七
年
六

月
二
八
日
新
聞
｝
四
三
四
号
叫
七
頁
）
等
の
よ
う
に
、
債
権
の
譲
受
人
に
お
い
て
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
知
ら

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
知
り
う
べ
き
状
態
に
あ
っ
た
場
合
に
は
、
譲
受
人
を
悪
意
と
し
て
債
権
譲
渡
を
無
効
と
し
て
い
る
。
こ
の
④
・

⑤
の
判
決
は
共
に
、
「
特
約
」
を
知
り
う
べ
き
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
で
譲
受
人
の
過
失
に
な
る
と
し
、
そ
の
者
は
善
意
の
譲
受
人
と
し
て
保
護

さ
れ
な
い
と
い
う
点
を
明
確
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
預
金
通
帳
、
預
金
証
書
に
は
、
譲
渡
・
質
入
禁
止
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が

一
般
で
あ
る
が
、
預
金
者
が
、
預
金
契
約
成
立
後
に
銀
行
か
ら
交
付
を
う
け
た
預
金
通
帳
に
、
そ
の
旨
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
譲
渡
・

質
入
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
よ
う
な
場
合
は
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
が
黙
示
的
に
成
立
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
と
す
る

判
例
（
宮
津
区
判
昭
和
一
三
年
一
月
三
一
日
新
聞
四
二
四
〇
号
一
七
頁
）
も
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
ぎ
た
よ
う
に
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
が
阻
さ
れ
た
債
権
を
悪
意
で
譲
り
受
け
て
も
、
譲
受
人
は
、
そ
の
債
権
を
有
効
に

譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。
＠
・
⑤
の
判
例
は
、
悪
意
の
譲
受
人
は
ど
う
い
う
状
態
に
あ
る
者
を
い
う
か
に
つ
い
て
、
過
失
の
あ
る
善
意

の
譲
受
人
も
悪
意
の
譲
受
人
に
な
る
と
解
し
、
有
効
に
債
権
を
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
最
判
昭
和

四
八
年
七
月
一
九
日
民
集
二
七
巻
七
号
八
二
三
頁
は
「
…
重
大
な
過
失
は
悪
意
と
同
様
に
取
扱
う
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
譲
渡
禁
止
の
特
約

の
存
在
を
知
ら
ず
に
債
権
を
譲
り
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
つ
き
譲
受
人
に
重
大
な
過
失
が
あ
る
と
き
は
、
悪
意
の
譲
受
人
と
同
様
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債権1譲渡に1関する’冴究（⇒（完）　（大坪）

譲
渡
に
よ
っ
て
そ
の
債
権
を
取
得
し
え
な
い
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
そ
し
て
、
銀
行
を
債
務
者
と
す
る
各
種
の
預
金
債
権
に
つ
い
て

は
一
般
に
譲
渡
禁
止
の
特
約
が
付
さ
れ
て
預
金
証
書
等
に
そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
預
金
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
明
示
の
特
約
が
な

く
と
も
、
そ
の
性
質
上
黙
示
の
特
約
が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
少
な

く
と
も
銀
行
取
引
に
つ
き
経
験
の
あ
る
も
の
に
と
っ
て
は
周
知
の
事
柄
に
属
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
A
の
B
銀
行
に
対
す
る

譲
渡
禁
止
特
約
付
預
金
債
権
を
C
に
譲
渡
し
た
場
合
に
、
譲
受
人
C
に
重
大
な
過
失
が
あ
れ
ば
悪
意
者
と
同
様
に
保
護
さ
れ
な
い
、
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
判
例
の
動
ぎ
に
対
応
し
、
学
説
は
＠
過
失
の
有
無
を
間
わ
ず
、
善
意
の
譲
受
人
に
対
抗
で
ぎ
な
い
と
す
る
説
（
近
藤
”
抽
木
．
註
釈

日
本
民
法
〈
債
権
総
則
上
〉
三
六
七
頁
）
、
⑤
軽
過
失
者
に
も
対
抗
で
き
る
と
す
る
説
（
我
妻
．
債
権
総
論
五
二
四
頁
．
判
例
民
法
昭
和
コ
．
犀
六
二
事
件

く
林
V
）
、
◎
軽
過
失
に
は
対
抗
で
き
な
い
が
、
重
過
失
者
に
は
対
抗
で
き
る
と
す
る
説
（
米
倉
．
債
権
譲
渡
一
七
六
頁
以
下
）
等
の
見
解
が
対
立

し
て
お
り
、
現
在
に
お
い
て
も
、
定
立
し
た
判
例
・
学
説
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
昭
和
四
八
年
の
最
高
裁
判
決
以
降
は
◎
説
が
有
力
な
学

説
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
私
は
、
譲
渡
禁
止
「
特
約
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
債
権
の
性
質
か
ら
判
断
し
、
「
特
約
」
の
利
益
が
債
務
者
側
に
の
み
存
在
す
る
よ
う
な

場
合
は
◎
説
に
ょ
る
も
の
と
し
、
そ
の
利
益
が
債
権
者
・
債
務
者
双
方
に
あ
る
よ
う
な
場
合
は
⑧
説
に
ょ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
前

者
は
◎
説
に
よ
る
と
し
な
い
と
、
通
常
銀
行
取
引
を
行
シ
老
に
と
っ
て
は
、
預
金
債
権
等
は
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
と
す
る
周
知
性
が
肯
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
者
が
預
金
債
権
の
譲
渡
を
う
け
る
場
合
は
、
常
に
重
過
失
が
認
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
、
銀
行
預
金
債
権
の
譲
渡
性
が
著
る
し
く
制
限
さ
れ
る
結
果
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
◎
説
と
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」

に
つ
い
て
、
こ
の
主
張
を
す
る
債
務
者
が
、
こ
れ
を
必
要
と
す
る
要
件
事
実
1
「
特
約
」
の
存
在
と
譲
受
人
の
悪
意
〈
ま
た
は
重
過
失
〉
を
立

証
さ
せ
る
こ
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
債
権
の
財
産
性
は
一
層
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
「
特
約
」
の
利
益
が
債
権
者
・
臓

務
者
の
双
方
に
あ
る
場
合
に
は
③
説
に
よ
る
と
し
、
軽
過
失
も
悪
意
の
範
疇
に
入
り
、
善
意
の
第
三
者
の
範
囲
を
狭
め
る
こ
と
で
、
債
権
取
引
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の
安
全
を
阻
害
す
る
結
果
と
な
る
に
し
て
も
、
「
特
約
」
を
し
た
当
事
老
の
意
思
を
優
先
さ
せ
る
方
が
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
⑤
説

と
、
民
法
四
六
六
条
二
項
は
、
特
約
の
存
在
を
本
文
と
し
、
第
三
者
の
善
意
を
但
書
と
す
る
条
文
の
体
裁
か
ら
い
え
ば
、
「
特
約
」
の
存
在
に

つ
い
て
は
債
務
者
に
、
善
意
に
つ
い
て
は
譲
受
人
に
立
証
責
任
を
分
配
す
る
と
い
う
見
解
（
倉
田
．
金
融
法
務
実
務
七
〇
九
号
二
九
頁
注
個
）
と
結

び
つ
け
る
こ
と
で
、
債
権
の
譲
渡
性
と
調
和
さ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

四
　
譲
渡
禁
止
の
特
約
付
債
権
と
差
押
と
の
関
係

　
債
権
者
・
債
務
者
間
の
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
の
効
果
は
物
権
効
果
説
・
債
権
効
果
説
の
何
れ
の
見
解
に
立
つ
に
し
て
も
、
そ
の
結
果
、
債

権
は
譲
渡
性
を
有
し
な
い
債
権
と
な
り
、
原
則
と
し
て
そ
の
「
特
約
」
違
反
の
債
権
譲
渡
は
絶
対
的
ま
た
は
相
対
的
に
無
効
で
あ
る
。
た
だ
債

権
の
譲
受
人
が
善
意
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
儘
権
を
有
効
に
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
は
、
前
述
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
間
題

は
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
の
附
さ
れ
て
い
る
債
権
が
差
押
（
取
立
権
・
転
付
命
令
）
の
対
象
と
な
り
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
一
般
原
則
か
ら
い
え
ば
、
債
務
者
B
の
財
産
の
な
か
に
、
C
に
対
す
る
債
権
が
あ
れ
ぽ
、
債
権
者
A
は
ま
ず
裁
判
所
に
対
し
、
B
が
C
に
対

す
る
債
権
の
差
押
を
申
請
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
法
律
上
当
然
の
取
立
権
を
取
得
す
る
方
法
（
民
執
法
一
五
五
条
）
を
と
る
か
、
も
し
ま
た
は
差

押
え
ら
れ
た
債
権
に
つ
い
て
、
B
を
債
権
者
と
す
る
C
に
対
す
る
債
務
名
義
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
A
は
自
己
の
名
で
C
に
対
す
る
給
付
訴

訟
を
提
起
し
、
そ
の
債
権
の
取
立
権
を
取
得
し
て
、
そ
れ
を
取
り
立
て
債
権
の
満
足
を
う
け
る
方
法
と
、
B
が
C
に
対
し
て
有
す
る
債
権
を
．
：

…
（
債
権
譲
渡
が
あ
っ
た
と
同
様
に
）
…
…
A
に
移
転
し
、
B
が
A
に
券
面
額
で
支
払
っ
た
こ
と
に
す
る
転
付
命
令
を
申
請
し
、
そ
れ
の
命
令

を
得
て
、
直
接
券
面
額
で
債
権
の
満
足
を
う
け
る
方
法
（
民
執
法
一
五
九
条
）
と
を
と
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
取
立
権
、

及
び
転
付
命
令
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
事
実
上
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
認
め
な
い
の
と
同
様
に
な
り
、
そ
の
結
果
民
事
執
行
法
に
定
め
る
養

押
禁
止
規
定
（
民
執
法
；
二
条
．
一
五
二
条
）
と
の
関
係
で
間
題
に
な
る
。

　
ω
　
判
例
・
学
説
の
見
解
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大
判
大
正
四
年
四
月
一
日
民
録
二
一
巻
四
一
ご
一
頁
は
「
民
法
第
四
六
六
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
．
…
：
・
債
権
者
ノ
債
権
者
モ
悪
意
ナ
ル
、
【
於
テ

ハ
其
債
権
ヲ
差
押
へ
転
付
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
自
己
二
移
転
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、
こ

の
判
例
理
論
の
根
拠
と
す
る
も
の
は
、
当
事
者
間
の
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
に
そ
の
効
力
を
法
認
す
る
の
は
、
当
事
者
の
便
益
を
保
護
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
債
権
の
地
位
の
移
転
を
生
ず
る
す
べ
て
の
場
合
に
つ
い
て
「
特
約
」
の
効
力
を
認
め
る
の
が
民
法
四
六
六

条
二
項
の
法
意
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
民
法
四
六
六
条
二
項
は
、
強
制
執
行
に
ょ
る
債
権
の
移
転
の
場
合
も
適
用
が
あ
る
と

解
し
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
が
附
さ
れ
て
い
る
債
権
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
転
付
命
令
を
申
請
し
た
債
権
者
は
、
悪
意
の
第
三
者
で
あ
る
と

し
て
、
転
付
命
令
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
例
は
、
同
大
正
一
四
年
四
月
三
〇
日
民
集
四
巻
二
〇
九
頁
、
同
昭
和
六
年
八

月
七
日
民
集
一
〇
巻
七
八
三
頁
、
同
昭
和
九
年
三
月
二
九
日
民
集
二
二
巻
三
二
八
頁
と
続
く
判
例
の
先
例
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
学
説
は
、
取
立
命
令
に
つ
い
て
は
、
取
立
命
令
は
債
権
移
転
の
効
力
を
生
じ
な
い
と
し
て
も
、
直
接
の
債
権
者
以
外
の
者
に

取
立
権
の
行
使
を
与
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
は
債
権
の
譲
渡
と
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
悪
意
の
債
権
者
に
は
取
立
命
令
（
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

行
法
で
は
取
立
権
）
を
否
定
す
る
見
解
や
、
差
押
を
認
め
、
た
だ
取
立
命
令
（
現
行
法
で
は
取
立
権
）
は
債
権
移
転
の
効
果
は
生
じ
な
い
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

こ
れ
を
認
め
、
債
権
移
転
の
効
力
が
生
ず
る
転
付
命
令
は
認
め
な
い
と
す
る
見
解
等
が
あ
る
が
、
学
説
の
殆
ん
ど
が
、
悪
意
の
債
権
者
に
も
取

立
権
を
認
む
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
同
時
に
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
が
附
さ
れ
た
債
権
に
対
す
る
転
付
命
令
を
求
め
た
債
権
者

が
悪
意
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
転
付
命
令
を
認
め
な
い
と
す
る
前
記
判
判
（
大
判
大
正
四
年
）
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
争
点
が
明
確
に
さ
れ
て

い
っ
た
。
ま
ず
最
初
に
、
維
本
博
士
は
、
民
法
四
六
六
条
二
項
は
、
契
約
当
事
者
の
「
特
約
」
に
反
し
て
債
権
が
譲
渡
さ
れ
た
と
き
に
、
信
義

則
違
反
を
衡
平
の
観
点
か
ら
救
済
す
る
た
め
に
譲
渡
を
無
効
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
強
制
執
行
ま
で
も
カ
バ
ー
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

し
て
前
記
大
正
四
年
の
判
例
理
論
に
疑
義
を
提
起
さ
れ
、
そ
し
て
、
や
が
て
我
妻
博
士
も
、
民
法
四
六
六
条
二
項
は
通
常
の
債
権
譲
渡
の
場
合

に
、
善
意
の
第
三
者
を
保
護
す
る
こ
と
で
債
権
取
引
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
債
権
の
財
産
性
と
し
て
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
に

な
り
、
他
方
で
は
、
そ
の
債
権
に
つ
い
て
の
債
権
者
と
債
務
者
と
の
間
の
主
観
的
事
情
を
考
慮
す
べ
き
要
求
と
が
調
和
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
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裁
判
所
が
関
与
す
る
強
制
執
行
の
場
合
は
第
三
者
に
相
当
す
る
差
押
債
権
者
の
善
意
を
条
件
と
し
て
、
第
三
債
務
者
に
対
す
る
差
押
や
、
転
付

命
令
の
有
効
性
を
認
め
る
こ
と
の
不
合
理
を
指
摘
さ
れ
、
民
法
四
六
六
条
二
項
は
、
あ
く
ま
で
も
債
権
譲
渡
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

を
転
付
命
令
に
ょ
る
「
移
転
」
に
つ
い
て
ま
で
類
推
し
、
準
用
す
る
根
拠
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
理
由
で
鶏
本
博
士
と
共
に
、
前
記
大
正
四

年
の
判
例
に
反
対
の
見
解
を
明
確
に
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
戦
後
の
銀
行
実
務
界
で
、
主
と
し
て
預
金
債
権
と
貸
金
債
権
と
を
相
殺
す
る
こ
と
で
、
銀
行
の
貸
金
債
権
の
確
保
を
意
図
し

て
、
預
金
債
権
に
つ
い
て
は
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
す
る
よ
う
に
な
る
に
伴
な
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
悪
意
者
と
み
な
さ
れ
る
債
権
者
が
ふ

え
、
従
来
の
判
例
理
論
に
よ
っ
て
は
、
預
金
債
権
は
強
制
執
行
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
効
果
的
な
手
段
で
あ
る
転
付
命
令
の
將
外
に
お
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
前
記
大
正
四
年
の
判
例
理
論
を
踏
襲
す
る
大
判
昭
和
九
年
三
月

二
九
日
民
集
一
三
巻
三
二
八
頁
や
、
同
昭
和
一
五
年
四
月
八
日
新
聞
四
五
六
九
号
八
頁
の
判
例
を
変
更
し
、
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
一
〇
日
民

集
二
四
巻
四
号
二
四
〇
頁
は
、
（
i
）
民
法
四
六
六
条
二
項
を
譲
渡
以
外
の
原
因
に
ょ
る
債
権
の
移
転
に
つ
い
て
適
用
す
る
合
理
的
根
拠
が
な

い
。
（
五
）
転
付
命
令
に
つ
い
て
民
法
四
六
六
条
二
項
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
と
民
訴
法
五
七
〇
条
・
六
｝
八
条
（
現
行
民
執
法
ご
二
一
条
・
一

五
二
条
）
が
明
文
で
差
押
禁
止
財
産
を
制
限
し
て
規
定
し
、
同
法
六
〇
〇
条
が
差
押
金
銭
債
権
に
つ
い
て
、
差
押
債
権
者
の
選
択
に
し
た
が
っ

て
取
立
命
令
ま
た
は
転
付
命
令
を
申
請
で
き
る
旨
定
め
て
い
る
法
意
に
反
し
、
私
人
が
意
思
表
示
に
よ
っ
て
、
債
権
か
ら
強
制
執
行
の
客
体
で

あ
る
性
質
を
奪
い
、
ま
た
は
制
限
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
（
罎
と
般
債
権
は
担
保
と
な
る
債
務
者
の
総
財
産
の
う
ち
、
債
務
者

の
締
結
し
て
い
る
債
権
譲
渡
禁
止
の
特
約
が
あ
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
の
差
押
が
で
き
な
い
と
い
う
不
利
益
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
等
の
理
由
を
も
っ
て
、
譲
渡
禁
止
特
約
阻
債
権
で
あ
っ
て
も
、
差
押
債
権
者
の
善
意
・
悪
意
を
問
わ
ず
、
転
付
命
令
に
よ
っ
て
移
転
す
る

こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
つ
い
て
民
法
四
六
六
条
二
項
の
適
用
は
な
い
と
す
る
に
至
っ
た
。
た
だ
現
実
的
な
銀
行
側
の
対
応
、
つ
ま
り
預
金
債
権

に
対
す
る
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
の
締
結
へ
の
取
組
み
と
い
う
実
務
上
の
対
応
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
前
記
両
博
士
を
中
心
と
す

る
学
説
の
反
対
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
大
正
四
年
以
来
形
成
さ
れ
て
き
た
判
例
法
理
は
、
例
え
ば
扶
養
債
権
と
か
、
恩
給
債
権
の
よ
う
な
法
律
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上
譲
渡
で
き
な
い
債
権
は
、
第
三
者
の
善
意
・
悪
意
を
問
わ
ず
差
押
も
不
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
が
附
さ
れ
た
債
権

に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
特
約
」
を
知
っ
て
い
る
悪
意
の
債
権
者
の
差
押
の
効
力
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
私
法
自
治
の
精
神
に
則
り
、
そ

の
「
特
約
」
に
効
力
を
附
与
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
応
の
説
得
力
を
有
す
る
見
解
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
支

持
す
る
学
説
（
兼
子
・
増
補
強
制
執
行
法
一
九
四
頁
、
松
浦
民
訴
演
習
－
一
九
三
頁
等
）
も
多
い
こ
と
を
み
る
と
、
容
易
に
判
例
変
更
を
み
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
右
の
最
判
昭
和
四
五
年
の
判
例
を
も
う
一
歩
進
め
た
の
が
最
判
昭
和
五
二
年
の
判
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
以
下
こ
の
判
例
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

　
㈲
　
最
判
昭
和
五
二
年
三
月
一
七
日
民
集
三
一
巻
二
号
三
〇
八
頁
に
つ
い
て

　
く
事
案
の
概
要
V

　
③
　
Y
（
被
告
・
訟
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
訴
外
甲
会
社
に
対
し
て
、
昭
和
四
四
年
六
月
一
八
日
保
証
金
一
二
〇
万
円
を
預
り
、
ビ
ル
の
一

室
を
賃
貸
し
て
い
た
。
甲
会
社
の
債
権
者
X
（
原
告
・
被
訟
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
昭
和
四
六
年
一
月
二
〇
日
債
務
名
義
（
執
行
力
の
あ
る
公

正
証
書
に
ょ
る
貸
金
返
還
請
求
権
）
を
も
っ
て
、
甲
会
社
の
Y
に
対
す
る
保
証
金
返
還
請
求
権
の
差
押
及
び
転
付
命
令
を
う
け
た
（
こ
の
裁
判

の
正
本
は
同
年
一
月
一
ご
一
日
Y
に
送
達
さ
れ
た
）
。
そ
し
て
X
は
Y
に
対
し
て
、
一
二
〇
万
円
の
保
証
金
の
う
ち
、
X
の
甲
会
社
に
対
す
る
債
権

四
五
万
円
の
支
払
い
を
求
め
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
Y
は
前
記
甲
会
社
の
保
証
金
返
還
請
求
権
は
、
甲
会
社
か
ら
乙
に
譲
渡
さ
れ
て
お
り
、
Y
に
対
し
て
も
確
定
日
付
の
あ
る
証

書
に
よ
っ
て
譲
渡
通
知
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
Y
は
乙
に
弁
済
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
X
の
支
払
い
請
求
に
対
し
て
は
応
ず
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
主
張
し
た
。

　
⑤
　
と
こ
ろ
で
、
Y
・
甲
会
社
間
で
は
、
こ
の
保
証
金
返
還
請
求
権
に
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
が
附
さ
れ
て
お
り
、
債
権
の
譲
受
人
で
あ
る

乙
は
そ
の
「
特
約
」
の
存
在
を
知
っ
て
譲
り
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
債
務
者
で
あ
る
Y
は
、
X
が
差
押
え
る
前
の
昭
和
四
五
年
二
月
二
七
日

頃
、
乙
に
対
し
て
甲
会
社
か
ら
の
債
務
譲
渡
の
通
知
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
X
は
こ
の
点
を
と
ら
え
て
、
債
権
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（
甲
会
社
の
Y
に
対
す
る
保
証
金
返
還
請
求
権
）
の
譲
受
人
乙
が
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
の
存
在
を
知
っ
て
譲
り
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
債
権

譲
渡
は
無
効
で
あ
り
、
債
務
者
Y
が
後
で
承
諾
を
与
え
て
も
遡
及
し
て
有
効
と
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
（
i
）
債
権
譲
渡
の
時
に
な
さ
れ

た
対
抗
要
件
も
そ
の
効
力
が
な
い
。
ま
た
、
（
鉱
）
承
諾
の
事
実
を
も
っ
て
X
に
対
抗
す
る
に
は
、
そ
の
承
諾
前
に
な
さ
れ
た
確
定
日
付
の
あ
る

債
権
譲
渡
の
通
知
（
昭
和
四
五
年
八
月
二
六
日
付
）
と
は
別
個
に
改
め
て
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
◎
　
第
一
審
は
X
の
主
張
を
認
容
し
「
乙
が
本
件
債
権
を
譲
り
受
け
る
に
あ
た
り
、
同
債
権
に
つ
い
て
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
が
附
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
乙
は
訴
外
甲
会
社
か
ら
本
件
債
権
を
譲
り
受
け
た
と
し
て
も
、
本
件
債
権
は
乙
に
移
転
し
な
か
っ
た
も

の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
後
甲
会
社
が
Y
に
対
し
て
本
件
債
権
の
譲
渡
を
承
諾
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
ょ

っ
て
乙
は
本
件
債
権
を
取
得
す
る
に
由
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
」
と
判
示
。
そ
こ
で
Y
か
ら
控
訴
。

　
控
訴
審
は
、
本
件
保
証
金
返
還
請
求
権
に
は
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
が
あ
り
、
か
つ
、
右
債
権
の
譲
受
人
で
あ
る
乙
は
、
そ
の
譲
渡
禁
止
の

「
特
約
」
を
墳
権
譲
受
当
時
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
Y
が
債
権
譲
渡
を
承
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
甲
会
社
と
乙
間
の
本
件
債
権
譲
渡
は
、

そ
の
譲
渡
の
日
で
あ
る
昭
和
四
五
年
八
月
二
六
目
に
遡
及
し
て
、
そ
の
効
力
を
生
じ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
右
債
権
譲
渡
の
通
知
が
確

定
日
付
を
も
っ
て
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
Y
と
し
て
は
、
そ
の
譲
渡
の
承
諾
に
よ
っ
て
有
効
と
な
っ
た
本
件
債
権
の
譲
渡
の
事
実
を
第
三
者
で
あ

る
X
に
こ
れ
を
も
っ
て
対
抗
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
承
諾
の
あ
っ
た
同
年
一
一
月
二
七
日
以
後
、
改
め
て
そ
の
事
実
を
確

定
日
付
の
あ
る
証
書
を
も
っ
て
証
明
す
る
必
要
は
な
い
。
差
押
え
、
及
び
転
付
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
当
時
、
被
転
付
債
権
た
る
本
件
債
権
は
、

既
に
適
法
に
乙
に
譲
渡
さ
れ
、
甲
会
社
は
、
本
件
債
権
の
債
権
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
X
は
、
右
転
付
命
に
よ
り
本
件
債
権
を
取
得

す
る
に
由
な
い
、
と
し
て
X
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
X
は
、
「
…
…
譲
渡
禁
止
の
特
約
は
物
権
的
効
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
特
約
に
遠
反
し
て
譲
渡
す
る
債
権
者
の
義
務
違
反
を
生
ず
る
だ
け
で
な
く
、
譲
渡
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
従
っ
て
訴
外
甲
会
社
と
乙
と
の

債
権
譲
渡
契
約
は
、
乙
の
悪
意
を
前
提
と
す
る
限
り
そ
も
そ
も
何
ら
効
力
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
り
、
右
譲
渡
契
約
が
仮
り
に
対
抗
要
件
を
具

備
し
て
い
て
も
何
ら
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
譲
渡
が
可
能
に
な
る
前
に
予
め
確
定
日
付
で
通
知
し
て
も
、
そ
れ
は
、
甲
と
Y
間
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の
譲
渡
禁
止
の
特
約
を
両
契
約
に
ょ
り
消
滅
さ
せ
た
う
え
新
た
に
乙
に
債
権
譲
渡
を
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
右
譲
渡
を
第
三

者
に
対
抗
し
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
時
点
で
、
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
を
新
た
に
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
理
の
当
然
で
あ
る
。
」

と
い
う
理
由
を
も
っ
て
上
告
。
こ
れ
に
対
し
て
、
上
告
審
は
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
の
あ
る
指
名
債
権
を
譲
受
人
が
「
特
約
」
の
存
在
を
知
っ

て
譲
り
受
け
た
場
合
で
も
、
債
務
者
が
そ
の
譲
渡
に
つ
き
承
諾
を
与
え
た
と
き
は
、
債
権
譲
渡
は
譲
渡
の
時
に
さ
か
の
ぽ
っ
て
有
効
と
な
り
、

譲
渡
に
際
し
債
権
者
か
ら
債
務
者
に
対
し
て
確
定
日
付
の
あ
る
譲
渡
通
知
が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
、
債
務
者
は
右
承
諾
後
に
債
権
の
差
押
・
転

付
命
令
を
得
た
第
三
者
に
対
し
て
も
債
権
譲
渡
の
効
力
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
X
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

　
〈
本
件
判
決
の
間
題
点
〉

　
本
件
判
決
は
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
の
附
さ
れ
て
い
る
債
権
を
悪
意
で
譲
り
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
譲
受
人
は
有
効
に
譲
り
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
積
極
に
解
し
、
そ
の
譲
渡
の
効
力
は
、
甲
会
社
・
乙
聞
の
債
権
譲
渡
を
債
務
者
Y
に
通
知
し
た
時
に
生
じ
甲
会
社
・

Y
間
の
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
乙
が
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
Y
が
そ
れ
を
承
諾
す
る
と
、
甲
会
社
が
Y
に
通
知
し

た
日
に
遡
っ
て
対
抗
力
が
生
ず
る
と
し
た
初
の
最
高
裁
判
例
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
債
権
譲
渡
の
禁
止
の
「
特
約
」
を
締
結
す
る
利
益
は
、
原
則
と
し
て
債
務
者
側
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
債
権
者
を
固
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
債
務
の
履
行
を
容
易
に
す
る
と
同
時
に
、
債
権
関
係
に
お
け
る
信
頼
関
係
を
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
債
権
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
が
あ
る
の
に
、
債
権
者
が
第
三
者
に
譲
渡
し
た
場
合
、
そ
の
第
三
者
が
悪
意
で
あ
れ
ぽ
、

債
務
老
は
そ
の
者
か
ら
支
払
い
請
求
を
う
け
て
も
、
そ
れ
を
拒
否
し
、
ま
た
弁
済
期
が
到
来
し
て
も
、
そ
の
者
に
弁
済
せ
ず
、
原
債
権
者
に
弁

済
し
て
、
債
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
四
六
六
条
二
項
参
照
）
。

　
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
右
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
見
解
が
分
れ
て
お
り
、
甲
会
社
・
Y
間
の
保
証
金
返
還
請
求
権
の
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」

は
、
甲
会
社
・
Y
間
を
拘
束
す
る
特
約
に
す
ぎ
ず
、
も
し
特
約
に
違
反
し
債
権
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
債
務
者
で
あ
る
Y
は
乙
に
対
し
て
、

譲
渡
無
効
か
、
ま
た
は
悪
意
の
抗
弁
を
主
張
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
債
権
効
果
説
と
、
甲
会
社
・
Y
間
で
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
を
す
れ
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ば
、
甲
会
社
の
Y
に
対
す
る
保
証
金
返
還
請
求
権
は
、
そ
の
譲
渡
性
を
失
な
っ
た
債
権
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
甲
会
社
が
そ
の
債
権
を
譲
渡
し

て
も
、
乙
が
悪
意
の
譲
受
人
で
あ
れ
ば
、
乙
に
対
す
る
債
権
譲
渡
は
無
効
と
な
る
と
す
る
物
権
効
果
説
と
が
対
立
し
て
い
る
。
し
か
し
両
説
共
、

譲
受
人
乙
が
悪
意
で
あ
れ
ば
、
Y
は
甲
会
社
の
廣
権
譲
渡
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
債
権
効
果
説
で
は
、
Y
の
み
が
無
効
を
主

張
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
Y
は
そ
の
譲
渡
を
無
視
し
て
甲
会
社
に
返
還
す
れ
ば
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
物
権
効
果

説
で
は
、
X
も
そ
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
X
が
甲
会
社
・
乙
間
の
債
権
譲
渡
の
無
効
を
主
張
す
る
と
、
甲
会
社
・
乙
間
の

債
権
譲
渡
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
X
が
悪
意
で
あ
っ
て
も
、
有
効
に
甲
会
社
の
Y
に
対
す
る
保
証
金
返
還
請
求
権
の
差
押
が
で
き
る
と
い
う

相
違
点
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
一
、
審
は
物
権
効
果
説
か
ら
判
断
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
件
判
決
は
無
効
行
為
の
追
完
の
法
理
を
も
っ
て
、

悪
意
の
第
三
者
も
、
債
務
者
の
承
認
を
前
提
と
し
て
、
有
効
に
債
権
を
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
よ
う
。
本
件
第
一
審
判
決
は
、
物
権
効
果
説
に
立
っ
て
判
断
し
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
に
反

し
て
な
さ
れ
た
債
権
譲
渡
は
無
効
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
に
Y
が
そ
の
譲
渡
を
承
諾
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
甲
会
社
・
乙
間
の
債
権
譲
渡
行
為

は
遡
っ
て
有
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
有
効
と
な
っ
た
事
実
を
X
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
甲
会
社
が
B
に
新
た
に
債

権
を
譲
渡
し
た
旨
の
事
実
を
Y
に
通
知
し
、
ま
た
は
そ
の
承
諾
を
得
た
目
か
ら
有
効
と
な
る
。
し
か
し
本
件
で
は
、
甲
会
社
は
そ
の
手
続
を
と

っ
て
い
な
い
の
で
、
X
の
差
押
及
び
転
付
命
令
の
方
が
乙
に
優
先
す
る
こ
と
に
な
り
、
X
の
請
求
は
認
容
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本

件
判
決
は
原
審
（
控
訴
審
）
判
決
を
支
持
し
、
「
特
約
」
の
効
力
を
債
権
効
果
説
か
ら
で
な
く
、
も
と
も
と
B
が
悪
意
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
債

権
譲
渡
は
無
効
で
あ
る
が
、
Y
が
甲
会
社
・
乙
間
の
債
権
譲
渡
を
承
諾
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
が
有
効
と
な
る
と
す
る
無
効
行
為
の
追
完
の
法
理

か
ら
判
断
し
、
X
の
請
求
を
排
斥
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
判
例
・
通
説
は
無
効
行
為
の
追
完
の
法
理
を
認
め
る
。
判
例
を
み
る
と
①
大
判
昭
和
一
〇
年
九
月
一
〇
日
民
集
一
四
巻
一

九
号
一
七
一
七
頁
、
②
最
判
昭
和
三
七
年
八
月
一
〇
日
民
集
】
六
巻
八
号
一
七
〇
〇
頁
、
③
同
昭
和
四
三
年
八
月
二
日
民
集
二
二
巻
八
号
一
五

五
八
頁
が
あ
る
。
①
は
、
A
が
X
所
有
の
山
林
を
無
断
で
Y
に
売
却
し
、
Y
が
そ
の
立
木
を
伐
採
し
た
の
で
、
X
が
Y
に
対
し
、
伐
採
の
禁
止
・
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損
害
賠
償
の
請
求
を
し
た
事
案
で
あ
る
。
大
審
院
は
、
X
が
A
・
Y
間
の
売
買
を
追
認
し
た
か
ら
、
無
権
代
理
の
追
認
と
同
様
に
こ
の
売
買
は

X
の
た
め
効
力
を
生
ず
る
と
し
て
、
X
の
請
求
を
認
容
し
た
控
訴
審
判
決
を
破
棄
し
、
裁
判
の
や
り
直
し
を
命
じ
て
差
戻
し
た
も
の
で
あ
り
、

②
は
控
訴
審
の
「
…
…
或
る
物
件
に
つ
き
、
な
ん
ら
権
利
を
有
し
な
い
者
が
、
こ
れ
を
自
己
の
権
利
に
属
す
る
も
の
と
し
て
処
分
し
た
場
合
、

真
実
の
権
利
老
が
後
日
こ
れ
を
追
認
す
る
と
き
は
、
無
権
代
理
行
為
の
追
認
に
準
じ
、
右
処
分
は
、
当
該
権
利
者
の
た
め
に
効
力
を
生
ず
る
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
判
断
を
支
持
し
た
も
の
で
あ
る
。
③
は
他
人
の
有
す
る
債
権
を
譲
渡
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
後
で

譲
渡
人
が
債
権
を
取
得
す
る
と
、
そ
の
譲
渡
が
有
効
と
な
り
、
譲
渡
時
に
し
た
譲
渡
の
通
知
も
有
効
に
な
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
説
も
①

・
②
・
③
の
判
例
と
同
様
に
、
無
効
行
為
の
追
完
を
認
め
る
も
の
が
多
い
。

　
以
上
の
判
例
・
通
説
に
よ
る
と
、
X
が
、
甲
会
社
の
保
証
金
返
還
請
求
権
は
、
譲
渡
禁
止
の
「
特
約
」
付
債
権
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
譲
渡

し
て
も
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
場
合
で
も
、
甲
会
社
・
乙
間
の
債
権
譲
渡
は
Y
の
承
諾
に
よ
っ
て
遡
っ
て
有
効
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

X
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
結
論
に
な
る
。
只
本
件
判
決
は
X
の
差
押
及
び
転
付
命
令
の
日
付
の
方
が
、
Y
の
乙
に
対
す
る
承
諾
の

日
付
よ
り
も
先
で
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
の
判
断
は
し
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
判
決
は
前
述
し
た
よ
う
な
事
案
に
対
す
る
判
例
と
し

て
の
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

註
御
　
民
法
四
六
六
条
二
項
の
没
革
及
び
立
法
理
由
に
つ
い
て
、
明
治
二
八
年
三
月
二
二
日
第
七
二
回
法
典
調
査
会
に
お
け
る
審
議
過
程
に
研
究
の
ス
ポ

　
ッ
ト
を
あ
て
、
そ
れ
を
明
確
に
さ
れ
た
の
が
米
倉
教
授
（
「
債
権
譲
渡
ー
禁
止
特
約
の
第
三
者
効
ー
」
二
八
頁
以
下
）
で
あ
り
、
推
測
の
域
に
あ
っ
た

　
立
法
者
（
梅
博
士
）
の
趣
旨
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
点
、
注
目
す
べ
き
研
究
で
あ
る
。

　
㈱
　
米
倉
・
前
掲
六
八
頁
以
下
、
好
美
清
光
「
譲
渡
禁
止
の
特
約
付
債
権
と
重
過
失
あ
る
第
三
者
」
民
法
判
例
百
選
③
七
六
頁
。

　
¢
窃
　
判
例
（
大
判
・
大
正
四
年
四
月
一
日
民
鐘
二
巻
四
二
二
頁
、
同
大
正
｝
四
年
四
月
三
〇
日
民
集
四
巻
二
〇
九
頁
、
同
昭
和
六
年
八
月
七
日
民
集

　
一
〇
巻
七
八
三
頁
、
同
昭
和
六
年
一
〇
月
；
百
新
聞
曇
三
六
号
醐
O
頁
以
来
の
殆
ん
ど
の
判
例
が
こ
の
見
解
で
あ
っ
て
、
後
揚
最
判
昭
和
五
二
年
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弧舳説

三
月
一
七
日
民
集
三
一
巻
二
号
三
〇
八
頁
は
物
権
効
果
説
に
立
っ
て
、
無
効
行
為
の
転
換
理
論
を
展
開
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
）
通
説
（
我
妻
・
新
訂

「
債
権
総
論
」
五
二
四
頁
、
松
坂
・
「
債
権
総
論
」
一
六
八
頁
、
抽
木
“
高
木
「
債
権
総
論
」
三
五
二
頁
等
）
の
見
解
で
あ
る
。

㈹
　
こ
の
見
解
に
立
つ
も
の
、
東
京
控
判
大
正
二
年
輔
二
月
一
四
日
新
聞
四
一
九
号
二
五
頁
、
大
判
大
正
一
五
年
二
月
一
日
評
論
一
六
民
七
五
一
頁

　
　
　

石
田
文
「
債
権
総
論
」
二
〇
九
頁
、
近
藤
”
抽
木
「
債
権
総
論
」
三
六
四
頁
。

　
　
（

※㈲幽）⑱㈱㈲
後
掲
最
判
昭
和
五
二
年
三
月
一
七
日
民
集
一
三
巻
二
号
三
〇
八
頁
参
、
。

維
本
・
京
法
一
二
巻
二
号
一
〇
六
頁
。

松
岡
「
強
制
執
行
法
要
論
（
中
）
」
一
〇
五
三
頁
、
岡
松
．
法
学
新
報
一
二
巻
二
一
号
二
三
頁
。

誰
本
．
前
掲
一
〇
五
頁

我
妻
・
法
学
志
林
三
四
巻
七
号
三
二
頁
。

本
件
判
決
に
つ
い
て
は
、
中
馬
義
直
教
授
の
解
説
が
あ
る
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
五
二
年
度
重
要
判
例
解
説
七
〇
頁
参
照
）
。

　
　
む
　
す
　
び

　
以
上
、
私
は
債
権
譲
渡
の
問
題
点
を
指
名
債
権
に
絞
っ
て
、
民
法
四
六
六
条
乃
至
四
六
八
条
の
解
釈
か
ら
摘
出
さ
れ
る
学
説
・
判
例
を
検
討

し
な
が
ら
考
察
を
す
す
め
て
ぎ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
古
く
し
て
、
新
し
い
間
題
点
が
次
か
ら
次
へ
と
出
現
す
る
論
点
の
一

つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
そ
の
論
点
の
一
つ
は
そ
の
性
質
で
あ
る
が
、
債
権
譲
渡
を
準
物
権
行
為
と
す
る
点
に
異
論
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
当
然
物
権
行
為
に
お
け
る

有
因
性
説
・
無
因
性
説
の
理
論
の
対
立
は
、
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
も
持
ち
込
ま
れ
て
も
よ
い
が
、
前
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
目
に
見
え
る
物
件

を
目
的
と
す
る
物
権
行
為
と
異
な
り
、
観
念
的
な
権
利
を
目
的
と
す
る
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
特
に
民
法
四
六
七
条
・
四
六
八
条
の
対
抗

問
題
や
、
債
務
者
の
異
議
な
き
承
諾
の
間
題
点
の
研
究
に
焦
点
が
注
が
れ
、
指
図
債
権
の
譲
渡
に
当
っ
て
は
、
そ
れ
と
共
に
裏
書
及
び
債
権
発
生

の
原
因
関
係
と
証
券
的
債
権
と
の
関
係
が
主
と
し
て
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
指
図
債
権
の
譲
渡
に
関
す
る
諸
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閲
題
は
、
す
べ
て
有
価
証
券
法
の
研
究
に
ゆ
ず
り
、
専
ら
民
法
四
六
六
条
乃
至
四
六
八
条
の
解
釈
に
つ
い
て
私
見
を
展
開
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
本
稿
e
を
発
表
し
て
か
な
り
の
時
間
を
経
過
し
て
い
る
う
え
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
数
個
の
重
要
な
最
高
裁
判
例
が
示
さ
れ
、

そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
e
の
論
点
を
補
充
す
る
意
味
で
、
そ
の
議
論
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
e
の
論
文
の
な
か
で
民
法
四
六
七
条
は
、
債
務
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
、
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
で
、
後

者
に
つ
い
て
は
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
対
抗
し
得
な
い
「
第
三
者
」
の
範
囲
に

つ
い
て
、
制
限
説
か
ら
無
制
限
説
へ
の
判
例
・
学
説
の
流
れ
を
指
摘
し
、
そ
の
間
題
点
を
論
じ
た
。
し
か
し
近
時
、
極
め
て
重
要
な
問
題
と
な

る
指
名
債
権
の
二
重
譲
渡
と
確
定
日
付
の
あ
る
通
知
が
同
時
に
債
務
者
に
到
達
し
た
場
合
に
、
い
づ
れ
に
効
力
を
も
た
せ
る
べ
き
か
に
つ
い
て

論
じ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
後
に
こ
の
点
補
充
す
る
こ
と
に
す
る
。
次
に
、
民
法
四
六
八
条
に
つ
い
て
は
、
そ
の
立
法
精
神
を
堀
り
起
し

な
が
ら
、
債
権
譲
渡
に
あ
た
り
、
債
務
者
が
そ
の
通
知
に
対
し
て
「
異
議
ヲ
留
メ
ス
シ
テ
」
な
し
た
承
諾
と
、
民
法
四
六
七
条
の
「
承
諾
」
と

の
関
係
が
不
明
確
で
あ
っ
た
の
を
明
確
に
す
る
と
同
時
に
、
前
者
に
対
す
る
判
例
・
通
説
の
見
解
で
あ
る
公
信
力
説
に
つ
い
て
、
そ
の
理
論
的

弱
さ
を
補
強
し
た
と
さ
れ
る
安
達
教
授
の
指
図
引
受
説
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
紹
介
し
、
論
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
の
一
つ
と
し
て
指
摘

さ
れ
る
の
は
、
弁
済
ま
た
は
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
対
す
る
抵
当
権
が
沫
消
さ
れ
ず
に
存
在
し
て
い
た

場
合
、
そ
の
抵
当
権
は
復
活
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
本
来
、
債
権
の
な
い
と
こ
ろ
に
抵
当
権
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
弁
済
ま
た
は
時
効
等

で
債
権
が
消
滅
す
れ
ば
、
た
と
え
抵
当
権
の
登
記
は
沫
消
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
は
実
体
上
存
在
し
な
い
架
空
の
抵
当
権
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
消
滅
し
て
い
る
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
債
務
者
が
「
異
議
ヲ
留
メ
ス
シ
テ
」
承
諾
し
た
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
は
復
活
す
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
も
迷
い
が
み
ら
れ
、
学
説
の
対
立
す
る
争
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
債
権
の
善
意
の
譲
受
人
に
限
っ
て
、
抵

当
権
の
復
活
を
主
張
す
る
我
妻
説
に
賛
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
更
に
O
を
補
充
す
べ
き
は
、
前
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
指
名
債
権
の
二
重
譲
渡
と
確
定
日
付
の
あ
る
通
知
の
同
時
到
達
と
の
関
係
で
あ
る
。

私
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
前
に
「
囮
債
権
の
二
重
譲
渡
で
二
人
の
譲
受
人
が
共
に
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
・
承
諾
を
得
て
い
る
場
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説論

合
は
、
そ
の
証
書
の
日
付
に
よ
っ
て
、
先
の
日
付
の
債
権
譲
受
人
に
対
抗
力
を
生
ず
る
。
た
だ
不
動
産
物
権
変
動
の
対
抗
要
件
で
あ
る
登
記
は
、

そ
の
物
件
に
は
一
個
の
登
記
し
か
存
在
し
な
い
の
で
、
二
重
登
記
は
あ
り
得
な
い
が
、
債
権
そ
の
も
の
に
は
原
則
と
し
て
対
抗
要
件
た
る
公
示

方
法
は
な
い
の
だ
か
ら
、
二
重
に
同
皿
日
付
の
籏
権
譲
渡
の
確
定
目
付
の
あ
る
証
書
が
作
成
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
二

個
の
債
権
譲
渡
が
共
に
民
法
四
六
七
条
の
対
抗
力
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
る
（
東
京
地
判
昭
和
三
五
・
一
二
．
二
四
日
）
」
と
指
摘
し
た
に
留
ま
っ

て
い
る
論
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
も
、
そ
の
後
相
次
い
で
重
要
な
判
例
（
最
判
昭
和
四
九
年
三
月
七
日
民
集
二
八
巻
二
号

一
七
四
頁
、
同
昭
和
五
三
年
七
月
八
日
判
時
九
〇
五
号
六
一
頁
、
同
昭
和
五
五
年
一
月
二
日
民
集
三
四
巻
一
号
四
二
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
五
年
三
担
ま
日

判
時
九
七
五
号
四
八
頁
、
最
判
昭
和
五
六
年
一
〇
月
；
百
判
時
一
〇
二
三
号
四
五
頁
）
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
判
例
、
及
び
こ
れ
を
め
ぐ

る
学
説
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
ず
判
例
の
見
解
で
あ
る
が
、
最
判
昭
和
四
九
年
判
決
は
「
譲
受
人
相
互
の
間
の
優
劣
は
、
通
知
又
は
承
諾
に
付
さ
れ
た
確
定
日
附
の
先

後
に
よ
っ
て
定
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
確
定
日
附
の
あ
る
通
知
が
債
務
者
に
到
達
し
た
日
時
又
は
確
定
日
附
の
あ
る
債
務
者
の
承
諾
の
日
時
の

先
後
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
確
定
日
附
は
通
知
又
は
承
諾
そ
の
も
の
に
必
要
で
あ
る
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
そ
し
て
右
の
理
は
、

債
権
の
譲
受
人
と
同
一
債
権
に
対
し
仮
差
押
命
令
を
執
行
し
た
者
と
の
間
の
優
劣
を
決
す
る
場
合
に
お
い
て
も
何
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
い
」

と
判
示
し
た
が
、
こ
れ
は
東
京
地
判
昭
和
三
五
年
『
二
月
二
四
日
下
民
集
二
巻
一
二
号
二
七
五
七
頁
が
、
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
が
同
日
作

成
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
各
譲
受
人
は
、
他
の
譲
受
人
に
対
し
、
及
び
債
務
者
に
対
し
、
自
己
が
当
該
債
権
の
債
権
者
で
あ
る
と
主
張
で
き

な
い
と
し
て
い
た
も
の
を
、
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
が
到
達
し
た
日
を
も
っ
て
、
指
名
債
権
の
二
重
譲
渡
の
場
合
の
優
劣
の
判
定
基
準
に
な
る

こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
例
を
踏
襲
し
た
最
判
昭
和
五
三
年
判
決
は
「
…
…
複
数
の
債
権
譲
渡
通
知
が
同
時
に
債
務
者
に
到
達
し

た
と
ぎ
は
、
各
譲
受
人
は
、
互
い
に
他
の
譲
受
人
に
対
し
て
自
己
の
み
が
唯
一
の
優
先
的
譲
受
債
権
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
債
務
者
に
対
し
て
も
同
様
の
主
張
は
で
き
な
い
が
…
…
」
後
順
位
の
譲
受
人
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
、
先
順
位
の
譲
受
人
は

後
順
位
の
譲
受
人
に
対
抗
で
き
る
と
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
も
う
一
歩
前
進
さ
せ
た
の
が
最
判
昭
和
五
五
年
判
決
で
あ
っ
て
次
の
よ
う
に
い
う
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債権譲渡に関する研究仁1（完）　（大坪）

「
指
名
債
権
が
二
重
に
譲
渡
さ
れ
、
確
定
日
付
の
あ
る
各
譲
渡
通
知
が
同
時
に
第
三
債
務
者
に
到
達
し
た
と
き
は
、
各
譲
受
人
は
、
第
三
債
務

老
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
の
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
そ
の
全
額
の
弁
済
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
譲
受
人
の
一
人
か
ら
弁
済
の
請
求
を
受
け
た
第
三

債
務
者
は
、
他
の
譲
受
人
に
対
す
る
弁
済
そ
の
他
の
債
務
消
滅
事
由
が
な
い
限
り
、
単
に
同
順
位
の
譲
受
人
が
他
に
存
在
す
る
こ
と
を
理
由
と

し
て
弁
済
の
責
め
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
も
の
、
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
ま
た
、
指
名
債
権
の
譲
渡
に
か
か
る
確
定
日
付

の
あ
る
譲
渡
通
知
と
右
債
権
に
対
す
る
債
権
差
押
通
知
と
が
同
時
に
第
三
債
務
者
に
到
達
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
右
債
権
の
譲
受
人
は
第
三

債
務
者
に
対
し
て
そ
の
給
付
を
求
め
る
訴
を
提
起
・
追
行
し
無
条
件
の
勝
訴
判
決
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
た
だ
、
右
判
決
に
基
づ

い
て
強
制
執
行
が
さ
れ
た
場
合
に
、
右
債
務
者
は
、
二
重
払
の
負
担
を
免
れ
る
た
め
、
当
該
債
権
に
差
押
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
執
行
上
の
障

害
と
し
て
執
行
機
関
に
呈
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
執
行
手
続
が
満
足
的
段
階
に
進
む
こ
と
を
阻
止
し
う
る
（
民
訴
法
五
四
四
条
参
照
）
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
を
踏
え
て
東
京
地
判
昭
和
五
五
年
判
決
は
「
…
…
互
い
に
右
譲
受
債
権
に
つ
い
て
自
己
を
債
権
者
と
し
て
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
に
至
っ
た
。
そ
う
す
る
と
確
定
日
付
説
に
立
っ
た
東
京
地
判
昭
和
三
五
年
判
決
は
、
そ
れ
が
同
日
付
の
場
合
は
、
各

譲
受
人
は
債
務
者
に
対
し
、
自
己
の
債
権
の
優
先
を
主
張
で
き
な
い
と
し
て
い
る
も
の
を
最
判
昭
和
四
九
年
判
決
・
同
昭
和
五
三
年
判
決
は
、

同
時
到
達
説
に
立
ち
、
確
定
日
付
の
あ
る
債
権
の
各
譲
受
人
間
で
は
、
相
互
に
優
先
的
主
張
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
債
務
者
と
の

関
係
に
お
い
て
も
、
各
譲
渡
人
は
債
権
者
で
あ
る
と
主
張
で
き
な
い
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
判
昭
和
五
五
年
判
決
は
従
来
の

判
例
を
変
更
し
、
各
譲
受
人
は
他
の
譲
受
人
に
関
係
な
く
自
己
の
債
権
の
み
を
債
務
老
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
債
務
者
は
原
則
と
し
て
そ

れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
東
京
地
判
昭
和
五
五
年
判
決
は
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
学
説
を
み
て
み
よ
う
。
学
説
に
も
動
揺
が
あ
り
、
④
第
一
説
は
、
各
譲
受
人
は
そ
れ
ぞ
れ
対
抗
し
合
っ
て
い
る
の
で
優
先
権
を
主
張
で

き
ず
、
し
た
が
っ
て
第
三
債
務
者
に
対
し
て
も
自
己
の
債
権
を
弁
済
す
る
よ
う
請
求
で
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
結
果
第
三
債
務
者
は
弁
済
請
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敏

を
う
け
て
も
そ
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
説
で
は
、
第
三
債
務
者
は
債
務
を
負
担
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
誰
に
も
弁
済
を
拒
否
で
き
る
こ
と
に
な
り
妥
当
で
は
な
い
。
そ
こ
で
⑤
第
二
説
は
、
確
定
日
付
の
あ
る
通
知
書
の
先
後
で
決
す
る
こ

一21一



説ム
面冊

と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
確
定
日
付
の
な
い
単
純
な
通
知
書
の
到
達
の
先
後
に
ょ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
同
じ
で
あ
れ
ば
債
権
譲
渡
の
先
後
に

　
　
　
　
　
　
　
㈹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

よ
る
と
す
る
安
達
説
と
、
到
達
の
先
後
で
決
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
場
合
は
、
確
定
日
付
の
先
後
に
ょ
る
と
す
る
石
田
説
な
ど
の
よ
う
に
、
各

譲
受
人
の
優
劣
判
断
基
準
と
し
て
他
の
要
因
を
援
用
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
生
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
も
前
掲
判
例
と
同

様
に
、
川
を
流
れ
る
水
が
漏
ら
な
い
よ
う
に
、
必
死
に
堰
止
め
て
い
る
姿
に
似
て
お
り
、
必
ず
し
も
す
べ
て
を
防
ぎ
止
め
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
◎
第
三
説
は
本
件
判
決
と
同
様
に
、
各
譲
受
人
は
互
い
に
第
三
債
務
老
に
対
し
て
、
自
分
が
債
権
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で

ぎ
る
と
す
る
見
解
と
な
っ
た
。
し
か
し
難
解
は
譲
渡
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
債
権
は
一
個
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
個
の
債
権
が
各
譲
受
人
に
ど

の
よ
う
な
帰
属
の
仕
方
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
見
解
が
分
れ
、
④
第
｝
説
は
各
譲
受
人
は
平
等
の
割
合
で
債
権
を

分
割
取
得
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
平
等
の
割
合
の
有
す
る
債
権
額
の
み
に
つ
い
て
、
第
三
債
務
者
に
対
し
て
支
払
い
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
　
　
　
㈲

と
す
る
石
田
説
と
、
◎
第
二
説
は
一
個
の
債
務
が
各
譲
受
人
の
全
員
に
帰
属
し
て
お
り
、
第
三
債
務
者
が
そ
の
な
か
の
一
入
の
譲
受
人
に
弁
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
㈲

す
る
と
債
務
は
消
滅
し
、
他
に
は
弁
済
の
必
要
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
連
帯
債
権
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
と
す
る
鈴
木
録
説
と
か
、
一
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

の
不
真
正
連
帯
債
権
に
な
ぞ
ら
え
る
法
律
関
係
に
な
る
と
す
る
横
山
・
本
田
説
が
対
立
し
て
お
り
、
◎
第
三
説
（
最
判
昭
和
五
五
年
判
決
）
へ

の
疑
問
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　
思
う
に
、
◎
第
二
説
は
、
そ
も
そ
も
各
譲
受
人
間
に
主
観
的
結
合
関
係
は
な
い
の
だ
か
ら
連
帯
的
債
権
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ

ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
④
第
一
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
私
は
債
務
者
が
支
払
い
不
能
の
状
態
に
あ
っ
て
、
他
に
債
権
の
引
当
と
な
る
財
産

が
な
い
場
合
に
限
っ
て
第
一
説
を
支
持
し
た
い
と
思
う
。
何
故
な
ら
ば
、
数
個
の
同
日
付
転
付
命
令
の
よ
う
な
場
合
と
異
な
っ
て
、
各
譲
受
人

の
う
ち
の
一
人
に
弁
済
す
る
と
、
他
の
譲
受
人
の
債
権
が
消
戚
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
弁
済
を
う
け
な
か
っ
た
他
の
譲
受
人
は
、
一
般

債
権
者
と
し
て
債
務
者
に
対
し
て
強
制
執
行
を
求
め
、
債
務
の
弁
済
を
求
め
う
る
機
会
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
が
e
の
ま
と
め
と
、
補
充
す
べ
き
論
点
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
口
を
ま
と
め
る
と
、
要
す
る
に
財
産
権
と
し
て
高
い
評
価

を
う
け
る
債
権
で
あ
っ
て
も
、
物
権
と
異
な
り
、
排
他
性
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
の
譲
渡
性
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
の
合
意
で
奪
う
こ
と
は
自
由
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で
あ
る
が
、
そ
の
合
意
に
物
権
的
効
力
を
附
与
す
る
理
論
を
承
認
し
、
債
権
の
譲
渡
性
を
奪
う
こ
と
は
、
債
務
者
に
あ
ま
り
に
も
好
都
合
で
、

そ
の
債
権
の
譲
受
人
や
、
他
の
債
権
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
特
約
を
知
り
う
る
余
地
は
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
特
に
差
押
債
権
者
に
と
っ
て
は
、

そ
の
者
が
悪
意
で
あ
れ
ば
、
有
効
に
債
権
の
取
立
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
特
約
」
の
利
益
を
う
け
る
債
務
者
と
の
比
較
に
お
い

て
、
あ
ま
り
に
も
手
厚
い
保
護
を
う
け
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
両
者
の
利
益
を
考
慮
し
、
場
合
に
ょ
れ
ば
譲
受
人
や
、
差

押
債
権
者
が
悪
意
で
あ
っ
て
も
有
効
に
債
権
の
譲
り
受
け
や
、
差
押
が
で
ぎ
る
と
す
る
理
論
を
構
築
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。

債権譲渡に関する研究1の（完）　（大坪）
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