
外
部
的
授
権
と
代
理
権
の
濫
用

木

村

常

信

　
通
説
は
代
理
権
授
与
行
為
に
つ
い
て
外
部
的
授
権
を
み
と
め
な
い
で
、
内
部
的
授
権
の
み
を
み
と
め
る
か
ら
、
民
法
一
〇
九
条
の
表
見
代
理

は
「
本
人
が
あ
る
人
に
代
理
権
を
授
与
し
た
と
い
い
な
が
ら
実
は
授
与
し
な
い
場
合
」
　
（
繊
購
眠
舷
頁
）
で
あ
る
と
い
先
　
．
実
は
授
与
し
な
い

場
合
」
と
い
う
の
は
「
内
部
的
に
代
理
権
を
授
与
し
な
い
場
合
」
で
あ
っ
て
、
　
「
本
人
が
、
第
三
者
に
対
し
て
、
あ
る
人
を
自
分
の
代
理
人
と

す
る
旨
の
表
示
を
な
す
こ
と
」
が
外
部
的
授
権
と
な
る
か
な
ら
な
い
か
が
問
題
で
あ
る
。

　
代
理
権
の
性
質
に
つ
い
て
権
利
説
と
能
力
（
資
格
）
説
が
あ
る
が
、
私
は
霊
毒
①
の
　
い
農
三
目
鋤
鉱
自
説
を
「
権
利
行
使
資
格
」
説
と

解
す
る
こ
と
が
法
技
術
的
概
念
と
し
て
後
述
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
た
も
の
と
思
う
。

　
代
理
権
授
与
行
為
の
性
質
に
つ
い
て
は
単
独
行
為
説
と
契
約
説
と
が
あ
り
、
契
約
は
委
任
類
似
の
無
名
契
約
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
契
約
説

は
外
部
的
授
権
を
ふ
く
ま
な
い
が
、
単
独
行
為
説
に
よ
れ
ば
、
内
部
的
授
権
と
外
部
的
授
権
と
が
ふ
く
ま
れ
る
。
独
民
法
一
六
七
条
は
「
代
理

権
の
授
与
は
代
理
人
ま
た
は
行
為
の
相
手
方
た
る
べ
き
第
三
者
に
対
す
る
意
思
表
示
に
よ
り
て
之
を
な
す
」
と
規
定
す
る
。
代
理
人
に
対
す
る

意
思
表
示
に
よ
る
代
理
権
の
授
与
が
、
内
部
的
授
権
で
あ
り
、
行
為
の
相
手
方
た
る
べ
き
第
三
者
に
対
す
る
意
思
表
示
に
よ
る
代
理
権
授
与
が

外
部
的
授
権
で
あ
る
。

　
川
島
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
　
「
わ
が
国
の
取
引
実
務
は
、
授
権
行
為
の
単
独
行
為
的
性
質
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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す
な
わ
ち
、
取
引
界
に
お
い
て
は
、
委
任
契
約
か
ら
分
離
し
て
代
理
権
授
与
の
み
を
書
面
化
す
る
場
合
に
は
、
　
「
委
任
状
」
と
い
う
形
式
の
文

書
を
作
成
す
る
慣
行
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
代
理
権
を
授
与
す
る
者
の
署
名
も
し
く
は
記
名
と
捺
印
の
み
が
あ
っ
て
、
代
理
人
の
署

名
も
し
く
は
記
名
と
捺
印
が
な
く
、
単
に
一
方
的
に
代
理
権
授
与
者
に
よ
る
代
理
人
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

形
式
を
も
つ
委
任
状
に
つ
い
て
、
黙
示
の
意
思
表
示
に
よ
る
代
理
人
の
同
意
を
擬
制
す
る
こ
と
は
、
裁
判
（
判
決
或
い
は
弁
論
）
に
お
け
る
説

得
の
形
式
と
し
て
は
不
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
」
（
眠
融
論
酬
）
。
　
「
代
理
権
授
与
の
意
思
表
示
は
何
び
と
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る

か
。
わ
が
民
法
に
は
規
定
が
な
い
が
、
代
理
人
も
し
く
は
代
理
行
為
の
相
手
方
に
対
す
る
意
思
表
示
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
凶

（
同
三
二
五
頁
V

　
抽
木
氏
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
「
代
理
権
は
単
純
な
権
利
で
あ
っ
て
何
等
の
義
務
乃
至
不
利
益
を
伴
う
も
の
で
な
い
か
ら
、
本
人
が
単
独

に
か
か
る
代
理
権
を
授
与
し
う
る
と
な
す
こ
と
は
、
何
等
の
明
文
な
き
わ
が
民
法
の
解
釈
と
し
て
も
首
肯
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
然
る
に

わ
が
国
の
多
数
説
は
こ
れ
を
も
っ
て
委
任
類
似
の
一
種
の
無
名
契
約
な
り
と
説
く
。
然
る
と
き
は
、
代
理
人
が
無
能
力
者
な
る
と
き
は
こ
の
授

権
契
約
が
後
に
至
っ
て
取
消
さ
れ
る
こ
と
あ
る
べ
く
、
こ
の
取
消
あ
る
と
き
は
代
理
権
が
始
め
に
遡
っ
て
存
せ
ざ
り
し
こ
と
と
な
り
、
既
に
な

し
た
代
理
人
の
行
為
の
効
力
が
無
権
代
理
行
為
と
し
て
覆
滅
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
代
理
人
は
能
力
者
た
る
こ
と
を
要
せ
ず
と
な
し
た
民

法
の
規
定
（
民
一
〇
二
条
〉
が
こ
の
面
よ
り
そ
の
実
効
を
奪
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
授
権
行
為
を
も
っ
て
本
人
の
単
独
行
為
と
し
て
把
握
す

る
と
き
は
、
無
能
力
者
た
る
代
理
人
の
側
よ
り
す
る
取
消
な
る
も
の
あ
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
無
能
力
者
た
る
代
理
人
は
文
字
通
り
完
全
に
有

効
な
る
代
理
行
為
を
な
す
こ
と
を
う
る
こ
と
と
な
る
」
　
（
翻
沫
L
翻
調
眠
酷
購
）
。

　
薫
・
悶
一
琶
①
に
よ
れ
ば
「
委
任
状
に
よ
る
代
理
権
の
授
与
に
お
い
て
は
、
本
人
に
よ
る
代
理
権
授
与
の
法
律
行
為
は
委
任
状
の
交
付
で
あ

る
。
し
か
し
外
部
的
授
権
は
代
理
人
が
委
任
状
を
第
三
者
に
呈
示
す
る
と
き
に
の
み
生
ず
る
。
代
理
人
が
委
任
状
を
呈
示
し
な
い
と
き
は
、
そ

の
代
理
権
は
内
部
的
授
権
に
よ
る
代
理
権
で
あ
る
」
（
コ
§
①
　
寄
畠
富
σ
q
①
零
訂
｛
け
　
ω
．
。。
ま
）

　
代
理
権
が
委
任
に
伴
っ
て
授
与
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
証
拠
と
し
て
委
任
状
な
る
文
書
を
代
理
人
に
交
付
す
る
の
を
通
常
と
す
る
。
し
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か
し
そ
の
性
格
は
、
　
「
た
だ
代
理
権
限
存
在
の
証
明
文
書
た
る
に
止
ま
り
、
正
当
の
代
理
人
た
る
こ
と
の
証
明
せ
ら
れ
る
以
上
は
、
た
と
え
そ

の
書
式
に
不
備
の
点
あ
り
ま
た
は
そ
の
不
存
在
の
場
合
と
錐
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
代
理
権
な
し
と
い
う
を
え
な
い
」
（
蹴
塑
畑
ぎ
翫
）

代
理
権
を
権
利
行
使
資
格
と
す
れ
ば
、
第
三
者
に
対
す
る
代
理
人
に
ょ
る
代
理
権
限
証
明
文
書
（
委
任
状
〉
の
呈
示
は
、
代
理
人
を
使
者
と
す

る
、
代
理
入
に
権
利
行
使
資
格
を
与
え
る
旨
の
、
第
三
者
に
対
す
る
本
人
の
意
思
表
示
す
な
わ
ち
代
理
権
授
与
行
為
で
あ
る
。
　
「
我
国
に
於
て

は
印
影
を
貴
び
署
名
よ
り
も
之
を
重
ん
ず
る
慣
習
あ
り
て
、
就
中
実
印
は
日
常
の
取
引
に
於
て
最
も
重
要
視
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
。
従
っ
て
本

人
は
深
く
代
理
人
を
信
頼
す
る
に
非
ざ
れ
ば
之
に
実
印
を
託
せ
ざ
る
を
通
常
と
す
る
を
以
て
、
第
三
者
は
其
実
印
を
託
せ
ら
れ
た
る
代
理
人
が

其
実
印
を
使
用
し
て
取
引
を
為
せ
る
場
合
に
あ
り
て
は
、
其
取
引
を
為
す
べ
き
権
限
を
有
す
る
も
の
と
信
ず
べ
き
は
当
然
な
り
と
す
」
　
（
獄
踏

鳳
笄
一
曳
産
旺
号
民
二
判
）
。
し
た
が
っ
て
実
印
を
託
す
る
授
権
は
委
任
状
に
よ
る
授
権
同
様
、
外
部
鰹
授
権
で
あ
る
。
我
妻
氏
も
．
特
定
の
取

引
行
為
に
関
連
し
て
印
を
交
付
す
る
こ
と
は
、
一
般
に
代
理
権
の
授
与
と
な
る
」
　
（
職
罪
娘
舷
醗
）
。
　
．
連
帯
保
証
入
が
主
た
る
債
務
者
の
依

頼
を
受
け
金
額
の
記
載
な
き
借
用
証
書
に
署
名
捺
印
し
之
を
主
た
る
債
務
者
に
手
交
し
た
る
と
き
は
遠
帯
保
証
人
は
主
た
る
債
務
者
を
し
て
自

己
に
代
り
て
当
該
債
務
を
負
担
す
べ
き
こ
と
を
一
任
し
た
る
も
の
と
解
す
べ
き
を
相
当
と
す
る
を
以
て
其
の
後
、
主
た
る
債
務
者
か
連
帯
保
証

人
の
承
認
せ
ざ
り
し
金
額
を
証
書
に
記
入
し
之
を
貸
主
に
交
付
し
た
る
と
き
は
是
借
主
た
る
債
務
者
か
代
理
人
と
し
て
連
帯
保
証
人
の
為
に
其

の
権
限
外
の
行
為
を
為
し
た
る
も
の
に
外
な
ら
ず
と
錐
も
…
」
。
こ
の
場
合
を
川
島
氏
は
黙
示
の
授
権
と
い
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
表
見
代
理

で
な
く
し
て
、
有
権
代
理
と
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
授
権
行
為
解
釈
に
つ
い
て
の
一
歩
前
進
で
あ
る
と
お
む
う
。
民
法
一
〇
九
条
の
適
用
が
あ
蒼

の
は
通
知
を
受
け
た
相
手
方
に
限
る
。
例
え
ば
、
甲
が
乙
を
保
証
契
約
締
結
の
代
理
人
と
し
た
旨
の
書
面
を
、
丙
あ
て
に
書
い
て
い
る
と
き
は
、

丁
が
こ
れ
を
み
て
乙
と
保
証
契
約
を
し
て
も
、
甲
、
丁
間
に
は
第
一
Q
九
条
の
関
係
を
生
じ
な
い
（
款
哨
二
凋
殿
一
一
杁
山
パ
頁
）
。
こ
れ
は
民
一
〇
九

条
の
通
知
が
授
権
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
間
接
に
証
明
し
て
い
る
と
お
も
う
。

第
一
　
第
］
〇
九
条
の
表
見
代
理
（
権
利
外
観
代
理
）
否
認
論
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民
法
一
〇
九
条
に
よ
れ
ば
「
第
三
者
に
対
し
他
人
に
代
理
権
を
与
え
る
旨
を
表
示
し
た
る
者
は
、
其
代
理
権
の
範
囲
内
に
於
て
其
他
人
と

第
三
者
と
の
間
に
為
し
た
る
行
為
に
つ
き
其
責
に
任
ず
」
と
あ
り
。
日
本
民
法
一
〇
九
条
に
相
当
す
る
独
民
法
一
七
一
条
に
つ
い
て
草
案
理
由

書
は
次
の
よ
う
に
い
う
「
実
際
生
活
の
解
釈
上
並
に
代
理
権
授
与
者
の
合
理
的
意
図
に
よ
れ
ば
、
こ
の
通
知
中
に
…
…
…
…
…
代
理
権
授
与
の

事
実
の
指
示
の
み
な
ら
ず
、
な
お
当
人
が
代
理
権
を
有
す
る
こ
と
を
、
第
三
者
が
信
頼
し
う
る
と
い
う
表
示
が
存
在
す
る
」

（
琶
g
●
同
ゆ
器
『
寓
g
覧
き
　
同
．
　
ホ
o。
崩
）

　
わ
が
国
の
通
説
に
よ
れ
ば
第
三
者
に
対
し
他
人
に
「
代
理
権
を
与
え
た
る
旨
」
の
表
示
は
観
念
通
知
が
あ
っ
て
、
第
三
者
に
対
し
他
人
に
「

代
理
権
を
与
う
る
旨
」
の
表
示
は
、
意
思
表
示
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
実
際
に
お
い
て
、
第
三
者
に
対
し
他
人
に
「
代
理
権
を
与
う
る
」
と

い
う
の
と
、
ど
れ
ほ
ど
差
異
が
あ
る
か
。

　
「
ド
イ
ッ
民
法
草
案
理
由
書
が
正
し
く
の
べ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ッ
民
法
】
七
一
条
（
日
本
民
法
一
〇
九
条
）
は
単
な
る
宣
言
通
知
以
上
で
あ

る
。
通
知
す
る
者
は
、
通
知
に
よ
り
て
代
理
人
に
権
利
行
使
資
格
を
与
え
る
（
一
①
σ
q
三
昌
零
象
）
。
代
理
権
授
与
が
先
行
す
る
と
き
と
い
え
ど

も
、
通
知
は
授
権
の
裏
ヅ
ケ
劇
①
す
”
霊
讐
認
で
あ
る
。
独
民
法
一
七
一
条
は
、
独
民
法
一
六
七
条
の
先
行
す
る
代
理
権
の
授
与
が
な
ん
ら
か

の
理
由
で
無
効
た
る
べ
き
と
き
と
難
も
、
通
知
に
よ
る
代
理
権
の
授
与
の
裏
ヅ
ケ
が
独
立
の
効
力
を
有
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
独
民
法
】

七
一
条
の
表
示
は
独
立
の
単
独
行
為
で
あ
る
。
こ
の
表
示
は
代
理
権
が
表
示
の
内
容
に
し
た
が
い
発
生
す
る
こ
と
に
む
け
ら
れ
る
。
本
人
が
代

理
人
に
委
任
状
を
交
付
し
、
代
理
人
が
之
を
第
三
者
に
呈
示
し
た
る
と
き
は
、
本
人
が
な
し
た
る
代
理
権
の
通
知
と
同
一
に
看
倣
す
（
独
民
一

七
二
条
）
。
委
任
状
の
呈
示
の
場
合
に
も
委
任
状
が
第
三
者
に
対
す
る
代
理
権
の
通
知
と
し
て
独
立
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
」

（
ぎ
：
｝
・
．
ω
壁
．
穿
…
楽
靴
誰
。
ω
・
榔
①
・
．
）
に
よ
れ
ば
「
事
情
に
よ
り
通
知
の
形
式
を
と
る
表
示
が
実

際
に
お
い
て
、
代
理
権
授
与
行
為
た
り
う
る
。
こ
れ
は
解
釈
問
題
で
あ
る
」
と
あ
り
。
ω
9
＆
一
農
①
お
内
§
§
曇
畦
（
¢
謡
①
）
は
「
し
か

し
実
際
に
お
い
て
は
、
本
人
が
或
人
に
代
理
権
を
与
え
た
と
の
通
知
が
、
事
実
上
す
で
に
設
権
行
為
と
し
て
の
代
理
権
授
与
を
前
提
と
す
る
と

は
、
必
ず
し
も
常
に
い
え
な
い
。
む
し
ろ
し
ば
し
ば
代
理
権
授
与
者
に
お
い
て
こ
の
通
知
に
よ
り
、
従
来
ま
だ
全
然
与
え
ら
れ
な
い
代
理
権
を
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与
え
ん
と
の
考
え
あ
り
。
甲
会
社
が
代
理
人
に
よ
り
て
乙
会
社
と
契
約
を
な
さ
ん
と
欲
し
『
弊
社
は
丙
氏
を
代
理
人
と
定
め
左
の
事
項
を
委
任

し
た
』
と
書
く
と
き
に
、
そ
れ
で
も
っ
て
甲
会
社
は
『
弊
社
は
丙
氏
を
代
理
人
と
定
め
左
の
事
項
を
委
任
す
る
』
と
書
く
場
合
と
な
ん
ら
異
る

効
力
を
生
ぜ
し
む
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
意
思
表
示
の
内
容
が
何
で
あ
る
か
、
且
つ
か
か
る
も
の
が
存
す
る
や
否
や
の
確
定
に
つ
き
、
む
し
ろ

当
事
者
の
真
意
に
重
き
を
お
き
、
文
字
に
あ
ま
り
重
き
を
お
か
な
い
（
独
民
二
一
一
一
二
条
）
。
な
お
代
理
権
が
与
え
ら
れ
る
意
思
表
示
は
一
定
の

方
式
と
一
定
の
文
言
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
　
（
舳
根
七
条
）
。
し
た
が
っ
て
独
民
一
七
一
条
（
旧
躰
眠
雑
）
中
に
の
べ
ら
れ
る
通
知
自
体
は
固
有

の
代
理
権
授
与
を
ふ
く
む
。
し
た
が
っ
て
設
権
行
為
た
り
う
る
」
と
あ
り
。

　
民
法
一
〇
九
条
の
「
第
三
者
に
対
し
て
他
人
に
代
理
権
を
与
え
た
る
旨
の
表
示
」
は
観
念
通
知
で
あ
る
と
し
て
も
、
第
三
者
に
対
し
て
他
人

に
代
理
権
を
与
え
た
る
旨
の
通
知
に
よ
っ
て
権
利
行
使
資
格
が
現
実
に
生
ず
る
。
民
法
一
〇
九
条
の
通
知
は
第
三
者
に
対
す
る
代
理
人
の
権
利

行
使
資
格
の
発
生
に
む
け
ら
れ
る
か
ら
、
委
任
状
の
第
三
者
に
対
す
る
呈
示
同
様
、
意
思
表
示
で
あ
っ
て
授
権
行
為
で
あ
り
、
有
権
代
理
で
あ

る
。　

ま
た
通
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
通
知
は
、
い
わ
ゆ
る
観
念
の
通
知
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
能
力
及
び
意
思
表
示
の
規
定
を
適
用
す
べ
き
で

あ
る
。
意
思
表
示
と
同
等
の
効
力
を
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
蛾
懐
蝋
掲
）
。
川
島
氏
は
「
代
理
権
授
与
通
知
（
一
〇
九
条
）
の
ご
と

く
、
客
観
的
事
実
の
存
在
に
関
係
な
く
通
知
そ
の
も
の
に
も
と
づ
い
て
一
定
の
効
果
が
発
生
す
る
と
な
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
客
観
的
事

実
と
の
不
一
致
は
通
知
の
効
力
に
影
響
を
き
た
さ
な
い
の
は
、
当
然
で
あ
る
」
（
嘱
礁
禰
酬
）
。
　
．
意
思
表
示
と
意
思
通
知
又
は
観
念
通
知
と
の

間
で
は
、
概
念
的
に
は
区
別
が
あ
っ
て
、
意
思
表
示
た
る
た
め
に
は
一
定
の
法
律
効
果
を
意
欲
す
る
意
思
の
表
示
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
れ
ら
に
は
総
て
意
思
表
示
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
も
こ
の
問
題
は
詮
索
す
る
実
益
は
な
い
」

（
喉
眠
騰
）
。

…
穿
（
ま
①
題
一
⇒
伽
、
M
締
．
男
）
は
．
甲
に
代
理
権
を
受
た
る
旨
の
乙
の
通
知
ま
た
は
公
告
は
独
民
一
七
一
条
に
え
代
理
権

が
与
え
ら
れ
る
意
思
表
示
と
同
一
効
力
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
甲
は
乙
の
こ
の
通
知
に
基
き
前
の
場
合
に
第
三
者
に
対
し
、
後
の
場
合
に
は
す
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べ
て
の
第
三
者
に
対
し
、
乙
を
代
理
す
る
権
限
が
あ
る
。
か
か
る
通
知
は
し
ば
し
ば
不
正
確
な
意
思
表
示
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
乙
が
甲
に
代
理

権
を
与
え
た
旨
を
丙
に
通
知
し
、
ま
た
は
公
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
意
思
表
示
と
事
実
の
通
知
と
の
間
に
論
理
的
区
別
を
意
識
せ
ず
し
て
、
乙

は
甲
に
こ
の
通
知
ま
た
は
公
告
に
よ
り
代
理
権
を
与
え
る
こ
と
を
欲
す
る
。
し
か
し
過
去
に
存
す
る
事
実
と
し
て
甲
へ
の
（
内
部
的
）
授
権
を

通
知
す
る
意
図
が
乙
が
有
し
た
と
き
と
錐
も
、
乙
は
独
民
法
一
七
一
条
に
よ
り
通
知
し
た
代
理
権
が
与
え
ら
れ
ざ
り
し
と
き
、
又
は
有
効
に
与

え
ら
れ
ざ
り
し
と
き
と
錐
も
そ
の
通
知
に
拘
束
さ
れ
る
。
通
知
の
な
さ
れ
た
第
三
者
又
は
公
告
を
知
り
う
る
第
三
者
は
、
通
知
と
非
常
に
識
別

困
難
な
代
理
権
授
与
者
の
意
思
表
示
が
到
達
し
た
と
き
と
同
様
に
、
、
あ
通
知
を
信
頼
し
う
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
民
法
は
通
知
に
設
権

的
効
力
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
ド
イ
ツ
で
は
「
授
権
者
が
代
理
人
に
委
任
状
を
交
付
し
、
代
理
人
が
こ
れ
を
第
三
者
に
呈
示
す
る
と
き
は
、
独
民
法
一
七
二
条
に
よ
り
第
三

者
に
対
す
る
授
権
者
の
通
知
と
同
一
に
看
倣
さ
れ
る
。
呈
示
が
授
権
者
の
委
任
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
、
第
三
者
に
対
す
る
授
権
者
の
代
理
人

に
よ
り
媒
介
さ
れ
た
意
思
表
示
（
ま
た
は
通
知
）
が
存
す
る
。
し
か
し
代
理
人
に
交
付
さ
れ
た
委
任
状
の
呈
示
が
授
権
者
の
意
思
な
し
に
又
は

そ
の
意
思
に
反
し
て
な
さ
れ
た
と
き
と
錐
も
、
独
民
法
一
七
二
条
に
よ
り
（
外
部
的
〉
授
権
の
効
力
を
有
す
る
。
た
と
え
ば
代
理
人
に
交
付
さ

れ
た
委
任
状
を
使
用
す
る
こ
と
を
、
授
権
者
が
代
理
人
に
禁
止
し
た
と
き
の
如
し
。
委
任
状
を
交
付
し
た
者
は
、
濫
用
の
危
険
を
負
担
す
る
（

後
述
）
」
（
＜
9
司
魯
・
，
餌
“
鎚
、
O
の
ω
の
ω
。
。
G
。
〉
独
民
法
一
七
〇
条
は
「
第
三
者
に
対
す
る
意
思
表
示
に
依
り
て
授
与
せ
ら
れ
た
る
代
理

権
は
授
権
者
が
其
消
滅
を
通
知
す
る
ま
で
は
第
三
者
に
対
し
て
其
効
力
を
存
続
す
」
と
規
定
す
る
。
独
民
法
一
七
一
条
は
「
第
三
者
に
対
す
る

特
別
の
通
知
又
は
公
告
に
よ
り
て
或
人
に
代
理
権
を
与
え
た
る
旨
を
表
示
し
た
る
と
き
は
此
者
は
第
〕
の
場
合
に
於
て
は
其
第
三
者
に
対
し
又

第
二
の
場
合
に
於
て
は
す
べ
て
の
第
三
者
に
対
し
代
理
権
を
行
う
こ
と
を
得
．
前
項
の
場
合
に
於
て
は
之
を
与
え
た
る
通
知
と
同
一
の
方
法
を

以
て
撤
回
す
る
迄
は
存
続
す
る
も
の
と
す
レ
と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
独
民
法
一
七
〇
条
の
意
味
の
「
通
知
」
と
独
民
法
一
七
一
条
の
意
味

の
「
撤
回
」
は
異
な
る
行
為
で
は
な
い
。
本
人
が
独
民
法
一
七
〇
条
の
場
合
に
、
代
理
権
が
消
滅
す
る
と
「
通
知
」
す
る
と
は
差
異
が
な
い
。

本
人
が
表
示
に
よ
り
「
同
一
方
法
で
」
す
な
わ
ち
同
一
の
公
示
手
段
に
よ
り
授
権
が
な
さ
れ
た
と
同
一
相
手
方
に
対
し
、
代
理
権
が
も
は
や
効
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力
を
生
ぜ
ざ
る
旨
を
明
白
に
す
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
こ
の
表
示
は
代
理
権
の
消
滅
の
み
を
「
通
知
す
る
」
と
き
と
錐
も
一
方
的
意
思
表
示

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
代
理
権
が
も
は
や
効
力
を
生
ぜ
ざ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
消
滅
の
通
知
り
撤
回
。

　
閃
『
幕
も
亦
次
の
よ
う
に
い
う
「
独
民
法
一
七
一
条
、
一
七
二
条
の
代
理
権
授
与
の
通
知
に
独
民
一
六
七
条
の
代
理
権
授
与
が
先
行
し
、
独

民
法
■
ハ
七
条
の
代
理
権
授
与
が
無
効
な
る
と
き
又
は
独
民
一
六
七
条
の
授
権
が
発
生
し
た
と
誤
り
信
じ
て
通
知
が
な
さ
れ
た
と
き
に
、
独
民

一
七
一
条
一
七
二
条
の
授
権
の
通
知
の
重
要
な
意
思
の
暇
疵
は
存
在
し
な
い
（
か
か
る
錯
誤
は
重
要
な
ら
ざ
る
錯
誤
で
あ
る
）
一

（
コ
仁
ヨ
2
”
“
費
↓
O
ψ
ω
ψ
　
。。
ま
）

　
薯
巴
『
罵
畠
電
に
よ
り
創
唱
さ
れ
、
わ
が
国
の
通
説
と
な
っ
た
説
、
す
な
わ
ち
独
民
一
七
一
条
（
日
本
民
法
一
〇
九
条
）
一
七
二
条
（
委

任
状
の
呈
示
）
の
代
理
権
は
外
部
的
法
律
事
実
き
鴇
電
窪
証
暮
8
岳
注
信
頼
の
代
理
権
、
　
「
権
利
外
観
」
に
よ
る
代
理
権
で
あ
る
と
い
う

説
は
、
代
理
権
が
本
人
と
代
理
人
と
の
内
部
関
係
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
自
然
的
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
か
つ
独
民
法
一
七
一
条

（
日
本
民
法
一
〇
九
条
）
、
一
七
二
条
（
委
任
状
の
呈
示
）
の
表
示
に
よ
り
つ
く
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
外
部
的
法
律
事
実
が
権
利
外
観
と
し
て

代
理
権
の
自
然
的
存
在
に
対
立
す
る
か
の
よ
う
な
、
素
朴
な
自
然
主
義
的
考
え
方
に
基
く
。
こ
れ
に
反
し
独
民
法
一
七
一
条
（
日
本
民
法
一
〇

九
条
）
、
一
七
二
条
（
委
任
状
の
呈
示
）
の
外
部
的
授
権
は
、
外
観
と
し
て
で
な
く
現
実
と
し
て
の
外
部
的
授
権
に
よ
り
な
さ
れ
た
、
代
理
権

授
与
行
為
は
、
代
理
権
を
生
ぜ
し
め
る
努
力
に
お
い
て
、
代
理
権
授
与
の
表
示
に
直
接
関
係
の
な
い
報
疵
に
よ
り
て
、
原
則
と
し
て
影
響
さ
る

べ
き
で
な
い
。
本
人
と
代
理
人
と
の
内
部
関
係
か
ら
生
ず
る
綴
疵
を
理
由
と
す
る
日
本
民
法
二
二
条
（
独
民
一
七
三
条
）
の
適
用
に
お
い
て
、

こ
の
報
疵
を
理
由
と
す
る
代
理
権
の
不
存
在
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
か
り
し
第
三
者
に
対
し
て
の
み
代
理
権
は
存
在
し
な
い
。

第
二
　
い
わ
ゆ
る
認
容
代
理

田
崔
喜
α
q
ω
ぐ
o
＝
目
霧
算

（
黙
示
の
授
権
）

　
代
理
権
の
授
与
に
は
原
則
と
し
て
方
式
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
れ
は
民
法
一
〇
九
条
に
よ
る
授
権
に
も
あ
て
は
ま
る
。
知
っ
て
他
人
を
代
理

人
と
し
て
行
為
せ
し
め
る
者
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
其
他
人
を
代
理
人
と
認
め
る
こ
と
を
通
知
す
る
。
代
理
人
と
し
て
行
為
す
る
者
が
代
理
権
を
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も
つ
こ
と
を
通
知
す
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
認
容
代
理
権
で
あ
る
。
認
容
代
理
権
は
特
有
な
も
の
で
な
く
し
て
、
自
明
的
に
民
法
一
〇
九
条
の

規
定
に
一
致
す
る
。
認
容
代
理
権
は
法
律
行
為
（
黙
示
の
意
思
表
示
）
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
代
理
権
で
あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
認
容
代
理
権
は
学
説
、
判
例
に
お
い
て
し
ば
し
ば
表
見
代
理
（
権
利
外
観
代
理
）
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
認
容
代
理
権
は
民
法
一

〇
九
条
の
代
理
権
一
般
と
同
様
に
権
利
外
観
と
関
係
が
な
い
．
　
「
ド
イ
ツ
最
高
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
取
引
の
相
手
方
に
と
り
本
人
が
表
見
代
理

人
の
容
態
を
知
っ
て
こ
れ
を
忍
容
せ
る
も
の
と
考
え
て
然
る
べ
き
と
き
は
、
本
人
は
責
を
負
う
べ
く
、
ま
た
本
人
が
表
見
代
理
人
の
行
為
を
知

暴
か
君
と
き
で
も
、
知
ら
ざ
る
に
つ
い
て
掌
あ
る
限
り
、
本
人
と
し
て
の
責
任
を
生
ず
る
」
（
鱗
謹
鵜
劃
翠
．
し
か
し
取
引
の

相
手
方
に
と
り
本
人
が
表
見
代
理
の
容
態
を
知
っ
て
こ
れ
を
忍
容
せ
る
も
の
と
考
え
て
然
る
べ
き
と
き
は
い
わ
ゆ
る
認
容
代
理
権
で
あ
っ
て
、

上
述
の
よ
う
に
法
律
行
為
（
黙
示
の
意
思
表
示
）
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
代
理
権
で
あ
り
、
私
的
自
治
の
範
囲
に
属
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
本
人

が
表
見
代
理
人
の
行
為
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
で
も
、
知
ら
ざ
る
に
つ
い
て
過
失
あ
る
限
り
、
本
人
と
し
て
責
任
を
生
ず
る
と
き
が
い
わ
ゆ
る

表
見
代
理
（
権
利
外
観
代
理
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
法
律
関
係
は
本
人
自
ら
定
め
得
な
い
か
ら
、
私
的
自
治
の
範
囲
に
属
し
な
い
。
い
わ

ゆ
る
表
見
代
理
が
信
頼
保
護
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
効
果
は
い
わ
ゆ
る
消
極
的
信
頼
利
益
、
し
た
が
っ
て
信
頼
者
が
表
示
を
有

効
と
信
じ
た
が
た
め
に
蒙
っ
た
損
害
の
賠
償
の
み
に
み
ち
び
く
で
あ
ろ
う
（
契
約
締
結
に
お
け
る
過
失
）
。
或
人
が
知
っ
て
他
人
を
代
理
人
と

し
て
行
為
せ
し
め
る
と
き
、
代
理
人
を
し
て
行
為
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
代
理
権
を
通
知
す
る
こ
と
は
、
外
観
で
な
く
し
て
現
実
で

あ
る
。
原
則
と
し
て
通
知
と
共
に
外
部
的
代
理
権
授
与
が
行
な
わ
れ
る
。

　
他
人
に
或
特
別
の
場
合
に
代
理
人
と
し
て
行
為
せ
し
め
る
者
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
者
が
一
般
代
理
権
を
も
つ
こ
と
を
通
知
し
な
い
。
し

か
し
或
人
が
他
人
を
常
時
、
代
理
人
と
し
て
一
定
の
範
囲
に
つ
き
行
為
せ
し
め
る
と
き
は
異
な
る
。
そ
の
時
こ
の
他
人
は
個
々
の
場
合
の
代
理

権
の
み
な
ら
ず
、
な
お
一
定
範
囲
の
代
理
人
と
し
て
】
般
的
地
位
、
し
た
が
っ
て
こ
の
範
囲
の
一
般
的
代
理
権
を
取
得
す
る
。
殊
に
取
引
の
通

念
に
し
た
が
い
代
理
権
を
発
生
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
地
位
に
他
人
を
選
任
す
る
者
は
、
そ
れ
で
も
っ
て
こ
の
者
が
代
理
権
を
も
つ
こ
と
を
通
知

す
る
。
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そ
の
よ
い
例
は
日
本
商
法
第
二
三
条
「
自
己
の
氏
、
氏
名
又
は
商
号
を
使
用
し
て
営
業
を
為
す
こ
と
を
他
人
に
許
諾
し
た
る
者
は
自
己
を
営
業
主
な
り

と
誤
認
し
て
取
引
を
為
し
た
る
者
に
対
し
て
其
の
取
引
に
因
り
て
生
じ
た
る
債
務
に
は
其
の
他
人
と
連
帯
し
て
弁
済
の
責
に
任
ず
」
第
三
八
条
「
支
配
人

は
営
業
主
に
代
り
て
其
の
営
業
に
関
す
る
一
切
の
裁
判
上
又
は
裁
判
外
の
行
為
を
為
す
権
限
を
有
す
」
第
四
二
条
「
本
店
又
は
支
店
の
営
業
の
主
任
者
た

る
こ
と
を
示
す
べ
き
名
称
を
附
し
た
る
使
用
人
は
之
を
其
の
本
店
又
は
支
店
の
支
配
人
と
同
一
の
権
限
を
有
す
る
も
の
と
看
倣
す
但
し
裁
判
上
の
行
為
に

付
て
は
此
の
限
に
あ
ら
ず
」
第
四
三
条
「
番
頭
、
手
代
其
の
他
営
業
に
関
す
る
或
種
類
又
は
特
定
の
事
項
の
委
任
を
受
け
た
る
使
用
人
は
其
の
事
項
に
関

し
一
切
の
裁
判
外
の
行
為
を
為
す
権
限
を
有
す
」
。

　
「
甲
が
乙
に
対
し
て
自
ら
許
可
を
受
け
た
る
営
業
名
義
を
使
用
し
て
其
の
営
業
を
為
す
こ
と
を
認
許
し
た
る
に
於
て
は
、
甲
は
第
三
者
に
対
し
て
他
人

に
代
理
権
を
与
え
た
る
旨
を
表
示
し
た
る
も
の
と
謂
ふ
べ
く
、
民
法
第
一
〇
九
条
に
依
っ
て
乙
が
其
の
営
業
の
範
囲
内
に
於
て
は
、
甲
は
第
三
者
に
対
し

て
他
人
に
代
理
権
を
与
え
た
る
旨
を
表
示
し
た
る
も
の
と
謂
ふ
べ
く
、
民
法
第
一
〇
九
条
に
依
っ
て
乙
が
其
の
営
業
の
範
囲
内
に
於
て
第
三
者
と
為
し
た

る
取
引
に
付
き
其
の
責
に
任
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
と
す
」
　
（
昭
和
五
年
（
上
民
）
二
二
三
号
同
年
十
二
月
二
四
日
台
高
院
上
判
）
。

　
「
甲
は
請
負
人
た
る
資
格
な
き
為
其
資
格
を
有
す
る
乙
の
名
義
を
借
用
し
て
工
事
を
請
負
ひ
た
る
場
合
に
於
て
は
、
特
別
な
る
事
情
の
存
在
せ
ざ
る
限

り
乙
は
右
工
事
の
施
行
に
関
し
自
己
の
名
義
を
使
用
せ
し
め
た
る
事
実
は
、
其
の
取
引
を
為
す
者
に
対
し
て
甲
に
代
理
権
を
与
え
た
る
旨
を
表
示
し
た
る

場
合
と
其
の
実
質
に
於
て
何
等
選
ぶ
所
な
き
を
以
て
乙
は
甲
が
右
工
事
施
行
に
関
し
て
為
し
た
る
一
切
の
行
為
に
付
其
の
責
に
任
ず
べ
き
も
の
と
す
」

（
大
審
昭
和
四
四
年
（
オ
ニ
三
七
二
号
同
五
年
五
月
六
日
民
二
判
）
。
　
其
の
取
引
を
為
す
者
に
対
し
て
甲
に
代
理
権
を
与
う
る
旨
を
表
示
し
た
場
合
と
其
実
質
に

於
て
何
等
選
ぷ
所
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
「
商
人
が
支
店
を
設
け
他
人
を
し
て
同
支
店
名
義
を
用
ひ
営
業
に
従
事
せ
し
む
る
以
上
は
、
即
ち
外
部
に
対
し
其
者
に
代
理
権
を
授
与
せ
る
こ
と
を
表

明
し
た
る
も
の
と
言
ふ
べ
ぐ
、
偶
々
本
支
店
内
部
の
関
係
に
於
て
経
済
を
別
異
に
し
た
れ
ば
と
て
之
を
以
て
他
人
に
代
理
権
を
否
定
す
べ
き
理
由
と
為
す

に
足
ら
ず
」
　
（
明
治
四
四
年
（
ク
）
三
五
七
号
大
正
元
年
＋
一
月
＋
五
日
横
浜
地
民
二
判
）
。
偶
々
本
支
店
内
部
の
関
係
に
於
て
、
経
済
を
別
異
に
し
た
れ
ば
と
て
、

す
な
わ
ち
た
ま
た
ま
委
任
関
係
な
け
れ
ば
と
て
之
を
以
て
他
人
に
代
理
権
を
否
定
す
べ
き
理
由
と
な
す
に
足
ら
ず
。
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「
本
件
建
築
工
事
に
於
け
る
甲
乙
間
の
下
請
契
約
は
単
に
両
者
間
の
内
部
関
係
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
甲
に
於
て
乙
が
其
建
築
工
事
に
関
し

甲
の
商
号
を
使
用
し
第
三
者
と
取
引
を
為
す
こ
と
を
黙
認
せ
る
以
上
、
善
意
の
第
三
者
が
甲
を
以
て
其
取
引
の
相
手
方
と
信
ず
る
に
至
る
べ
き
こ
と
は
甲

に
於
て
も
既
に
予
期
し
た
る
範
囲
に
属
す
る
も
の
と
謂
ふ
べ
く
、
甲
は
乙
に
対
し
暗
黙
の
間
に
甲
の
商
号
の
使
用
を
許
容
す
る
こ
と
に
依
り
右
営
業
上
の

取
引
に
付
き
第
三
者
に
対
し
乙
が
甲
に
代
り
て
為
す
べ
き
権
限
を
有
す
る
旨
の
表
示
を
為
し
た
る
も
の
な
り
と
す
（
昭
和
四
年
（
し
）
二
六
〇
号
大
阪
地
民
三
判
）

黙
示
の
授
権
行
為
な
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。

　
「
少
く
と
も
、
Y
は
其
の
商
号
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
し
た
る
点
に
於
て
第
三
者
に
対
し
同
人
に
代
理
権
を
与
え
た
る
旨
を
表
示
し
た
る
も
の
と
言
わ

ざ
る
べ
か
ら
ず
を
以
て
、
Y
は
民
法
第
一
〇
九
条
の
規
定
に
基
き
本
件
取
引
上
の
責
に
任
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
。
蓋
し
、
他
人
に
其
の
商
号
の

使
用
を
許
す
と
言
ふ
が
如
き
、
一
般
不
特
定
の
第
三
者
に
対
し
其
の
商
号
の
使
用
を
許
さ
れ
た
る
者
が
其
の
商
号
を
使
用
し
て
為
し
た
る
取
引
に
付
き
直

接
自
己
に
其
の
効
果
を
生
ぜ
し
む
る
の
意
思
表
示
と
し
て
他
人
に
代
理
権
を
与
え
た
る
旨
を
表
示
し
た
る
も
の
と
見
る
を
相
当
と
す
べ
け
れ
ば
な
り
」

（
大
阪
地
判
大
正
六
、
九
、
二
六
新
聞
大
五
新
聞
四
〇
二
六
、
一
一
）
。

　
こ
れ
は
法
律
行
為
に
よ
る
授
権
で
あ
る
。
川
島
氏
は
い
わ
ゆ
る
認
容
代
理
権
に
相
当
す
る
場
合
を
「
事
実
上
の
授
権
」
と
い
わ
れ
、
　
「
事
実

上
の
授
権
」
は
一
定
の
事
実
関
係
が
存
在
す
る
場
合
に
（
要
件
）
一
定
内
容
の
代
理
権
の
存
在
が
承
認
さ
れ
る
（
効
果
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る

と
、
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
表
見
代
理
で
な
く
し
て
、
有
権
代
理
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
代
理
権
授
与
行
為
の
解
釈
に
つ
い
て
の
一

歩
前
進
で
あ
る
と
思
う
。
川
島
氏
は
「
事
実
上
の
授
権
」
の
ほ
か
に
「
黙
示
の
授
権
」
を
認
め
ら
れ
る
が
、
　
「
事
実
上
の
授
権
」
は
「
黙
示
の

授
権
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
．
（
胴
葬
鉱
景
Φ
ユ
。
穿
。
①
ω
㊦
§
易
亀

　
　
　
　
第
三
　
外
部
的
授
権
（
民
法
一
〇
九
条
）
の
独
立
性

外
部
的
授
権
（
民
法
一
〇
九
条
）
に
お
い
て
代
理
権
と
そ
の
基
礎
た
る
法
律
関
係
の
間
題
は
、
原
則
と
し
て
内
部
的
授
権
と
異
る
。
外
部
的

授
権
は
、
代
理
権
の
存
在
と
内
容
と
が
も
っ
ぱ
ら
外
部
関
係
に
よ
り
て
定
め
ら
れ
る
と
き
に
の
み
、
実
用
的
法
律
像
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
し
て

一10一



外
部
的
授
権
は
存
在
と
内
容
に
お
い
て
原
則
と
し
て
そ
の
基
礎
た
る
法
律
関
係
と
独
立
で
あ
る
こ
と
が
自
明
的
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
外
部
的
授
権
行
為
に
つ
き
代
理
権
授
与
の
基
礎
法
律
関
係
に
関
す
る
法
律
行
為
に
つ
い
て
と
同
一
の
取
消
ま
た
は
無
効
原
因
が
独

立
に
存
在
し
う
る
。
こ
れ
が
内
部
的
授
権
で
は
原
則
で
あ
る
が
、
外
部
授
権
に
つ
い
て
は
稀
な
例
外
で
あ
る
。
基
礎
法
律
関
係
の
成
立
に
関
す

る
取
消
無
効
原
因
が
原
則
と
し
て
意
味
が
な
い
。
と
い
う
の
は
外
部
的
授
権
の
存
在
と
内
容
と
は
、
本
人
と
第
三
者
と
の
関
係
に
よ
り
て
定
め

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
本
人
と
代
理
人
と
の
合
意
が
良
俗
違
反
な
る
と
き
、
第
三
者
に
対
す
る
外
部
的
授
権
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え

る
と
き
、
す
な
わ
ち
原
因
関
係
か
ら
分
離
さ
れ
る
と
き
、
原
則
と
し
て
こ
れ
ら
の
無
効
原
因
と
関
係
が
な
い
。
殊
に
本
人
の
錯
誤
が
基
礎
法
律

関
係
を
発
生
せ
し
め
る
法
律
行
為
に
つ
き
重
要
な
る
と
き
と
錐
も
、
す
な
わ
ち
無
効
な
る
と
き
と
錐
も
、
原
則
と
し
て
外
部
的
授
権
に
つ
き
重

要
で
な
い
．

　
代
理
権
の
独
立
を
ド
グ
マ
と
考
え
な
い
で
、
代
理
権
を
法
律
行
為
に
よ
る
取
引
に
使
用
さ
れ
る
権
利
行
使
資
格
い
①
α
q
三
ヨ
象
一
9
す
な
わ
ち

実
用
性
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
独
立
性
も
実
用
性
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
。
外
部
的
授
権
に
よ
る
権
利
行
使
資
格
が
代
理
人
と
本
人
と
の
関
係

に
よ
り
、
し
た
が
っ
て
代
理
権
の
基
礎
法
律
関
係
に
よ
り
正
し
く
な
い
こ
と
を
、
第
三
者
が
知
る
と
き
、
外
部
的
授
権
の
権
利
行
使
資
格
を
有

効
な
ら
し
め
る
必
要
は
な
い
。

第
四
　
内
部
的
授
権
の
非
独
立
性

　
民
法
一
一
一
条
に
よ
れ
ば
代
理
権
の
消
滅
は
そ
の
基
礎
法
律
関
係
に
よ
り
て
定
め
ら
れ
る
。
民
法
二
一
条
は
（
外
部
的
授
権
に
つ
い
て
は

前
述
の
よ
う
に
異
る
が
）
自
明
的
に
事
物
の
性
質
に
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
代
理
権
の
基
礎
法
律
関
係
に
よ
り
て
定
ま
る
こ
と
が
正
し
い
。

　
代
理
権
授
与
の
法
律
行
為
は
、
そ
の
基
礎
法
律
関
係
に
関
す
る
法
律
行
為
に
対
し
独
立
で
あ
る
。
し
か
し
原
則
と
し
て
1
原
因
と
無
因
の

出
掲
と
の
関
係
と
異
り
～
内
部
的
授
権
に
お
い
て
代
理
権
の
基
礎
法
律
関
係
に
関
す
る
法
律
行
為
の
無
効
ま
た
ば
取
消
は
代
理
権
授
与
に
も

関
係
す
る
。
基
礎
法
律
関
係
に
関
す
る
合
意
が
良
俗
選
反
で
あ
る
と
き
、
原
則
と
し
て
内
部
的
代
理
権
授
与
も
良
俗
選
反
で
あ
る
。
こ
れ
は
禁

一11一



止
規
範
に
も
あ
て
は
ま
る
。
基
礎
法
律
関
係
に
関
す
る
契
約
を
無
効
な
ら
し
め
う
る
と
こ
ろ
の
重
要
な
錯
誤
は
、
原
則
と
し
て
代
理
権
授
与
を

無
効
と
す
る
錯
誤
た
り
う
る
。
強
迫
ま
た
は
詐
欺
の
場
合
も
亦
然
り
。

　
し
た
が
っ
て
基
礎
法
律
関
係
か
ら
の
代
理
権
と
代
理
権
授
与
の
独
立
は
、
内
部
的
代
理
権
に
つ
き
意
味
が
な
い
。
こ
の
独
立
は
ラ
ー
バ
ン
ト

に
よ
り
外
部
的
授
権
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
い
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
説
に
帰
す
る
。
し
た
が
っ
て
わ
が
国
の
通
説
は
内
部
的
授
権
の
み
に
あ
て
は

ま
る
。

一12一

第
五
　
代
理
権
の
濫
用
　
（
民
法
二
〇
条
と
五
四
条
）

　
第
一
一
〇
条
の
「
代
理
人
が
其
権
限
外
の
行
為
を
為
し
た
る
場
合
」
を
私
は
「
代
理
人
が
其
代
理
権
の
制
限
外
の
行
為
を
為
し
た
る
場
合
」

と
考
え
る
。
ま
た
六
法
全
書
は
一
一
〇
条
の
関
連
条
文
と
し
て
「
代
理
権
制
限
と
善
意
の
第
三
者
」
の
題
目
の
下
に
、
民
法
五
四
条
「
理
事
の

代
理
権
に
加
え
た
る
制
限
は
之
を
以
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
」
商
法
七
条
第
二
項
『
後
見
人
の
代
理
権
に
加
え
た
る
制
限

は
之
を
以
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
」
三
八
条
第
二
項
「
支
配
人
の
代
理
権
に
加
え
た
る
制
限
は
之
を
以
て
善
意
の
第
三
者

に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
」
七
八
条
第
二
項
「
民
法
第
四
四
条
第
一
項
及
第
五
四
条
の
規
定
は
合
名
会
社
に
之
を
準
用
す
」
一
四
九
条
「
合
資

会
社
に
は
本
章
に
別
段
の
定
あ
る
場
合
を
除
く
の
外
合
名
会
社
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
」
二
六
一
条
第
三
項
「
第
三
九
条
第
二
項
、
第
七
八

条
及
第
二
五
八
条
の
規
定
は
代
表
取
締
役
に
之
を
準
用
す
」
七
一
四
条
「
船
長
の
代
理
権
に
加
え
た
る
制
限
は
之
を
以
て
善
意
の
第
三
者
に
対

抗
す
る
こ
と
を
得
ず
」
を
列
挙
す
る
。

　
私
は
民
法
一
一
〇
条
「
代
理
人
が
其
権
限
外
の
行
為
を
為
し
た
る
場
合
に
於
て
第
三
者
が
其
権
限
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
の
理
由
を
有
せ
し

と
き
は
前
条
の
規
定
を
準
用
す
」
を
「
代
理
人
の
代
理
権
に
加
え
た
る
制
限
は
之
を
以
て
善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
」

と
同
一
に
解
す
る
。
川
島
氏
は
「
民
法
一
二
一
条
は
一
一
〇
条
と
表
現
を
異
に
し
、
代
理
行
為
の
相
手
方
が
「
善
意
」
で
あ
り
、
且
つ
過
失
が

な
い
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
。
し
か
し
二
〇
条
の
表
見
代
理
と
本
文
の
表
見
代
理
に
つ
い
て
実
質
的
に
異
る
取
扱
を
す
べ
き
理
由
は
な
く
、



条
文
の
文
言
の
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
同
様
に
ー
す
な
わ
ち
「
其
権
限
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
の
理
由
」
が
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
ー
解
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
が
な
い
」
　
（
釧
鳩
揃
醐
）
と
の
べ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
其
権
限
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
の
理
由
」
0

善
意
、
無
過
失
で
あ
る
。
我
妻
氏
も
「
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
は
無
権
代
理
行
為
の
な
さ
れ
た
際
に
存
在
す
る
諸
般
の
事
情
か
ら
客
観
的
に
観

察
し
て
、
普
通
の
人
が
代
理
権
が
あ
る
も
の
と
信
ず
る
も
の
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
信
じ
た
こ
と
が
過
失
と
い

え
な
い
（
無
過
失
）
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
」
　
（
職
窪
］
張
融
購
）
と
い
わ
れ
る
。

　
綜
合
判
例
研
究
サ
ウ
書
「
表
見
代
理
」
に
よ
れ
ば
民
法
一
一
〇
条
の
制
度
の
趣
旨
を
う
か
が
う
に
足
る
代
表
的
な
判
例
は
「
代
理
権
の
制
限
」

と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。
　
「
民
法
二
〇
条
の
規
定
は
第
三
者
を
し
て
其
宥
怒
す
べ
き
誤
信
の
結
果
を
免
れ
し
め
、
其
の
利
益
を
保
護
し
て
、

完
全
に
取
引
を
な
さ
し
む
と
す
る
精
神
に
で
た
も
の
な
り
。
元
来
代
理
人
が
代
理
の
権
限
を
越
え
て
な
し
た
る
行
為
に
付
て
は
、
本
人
を
し
て

其
の
責
に
任
ぜ
し
む
べ
き
筈
な
き
が
如
し
と
錐
も
、
若
し
第
三
者
を
し
て
代
理
人
が
其
権
限
内
に
お
い
て
行
為
を
為
す
も
の
な
り
と
誤
信
せ
し

む
る
正
当
の
理
由
が
あ
り
し
に
拘
ら
ず
、
本
人
を
し
て
其
の
行
為
に
付
責
に
任
ぜ
し
む
べ
き
も
の
に
非
ず
と
せ
ば
、
第
三
者
は
安
全
に
代
理
人

と
取
引
を
為
す
こ
と
を
得
ざ
る
に
至
り
、
従
て
自
ら
代
理
人
と
第
三
者
と
の
取
引
を
阻
碍
す
る
結
果
を
生
ず
べ
し
。
但
し
、
斯
く
第
三
者
の
利

益
を
保
護
す
る
を
主
眼
と
す
る
第
二
〇
条
の
規
定
を
適
用
せ
む
に
は
、
第
三
者
が
代
理
人
に
其
の
行
為
を
為
す
権
限
あ
り
と
信
じ
た
る
正
当

の
理
由
が
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
例
え
ば
本
人
が
代
理
人
に
何
等
の
制
限
を
付
せ
ず
或
種
の
行
為
を
為
す
代
理
権
を
与
え
て
第
三
者
と
取
引
を
為

さ
し
め
来
り
た
る
後
、
其
の
代
理
権
に
或
制
限
を
附
し
た
る
に
拘
ら
ず
そ
の
旨
を
通
知
せ
ざ
り
し
過
失
あ
る
た
め
、
第
三
者
は
従
来
の
如
く
代

理
権
に
何
等
の
制
限
な
き
も
の
と
誤
信
し
て
代
理
人
と
取
引
を
為
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、
本
人
は
代
理
人
の
行
為
が
権
限
を
超
え
た
る
こ
と

を
口
実
と
し
て
其
の
行
為
に
付
責
任
を
免
が
る
る
こ
と
を
得
ざ
る
が
如
し
」
（
鳳
鋼
醐
胎
、
双
い
砒
バ
既
）
。

　
代
理
権
の
制
限
と
区
別
す
べ
き
は
、
本
人
が
代
理
人
に
代
理
権
の
行
使
に
関
し
て
与
え
る
指
図
（
一
拐
ご
良
諏
自
）
で
あ
る
。
か
か
る
指

図
は
代
理
権
に
関
せ
ず
し
て
代
理
の
基
礎
た
る
法
律
行
為
（
委
任
、
雇
傭
等
）
に
関
し
、
代
理
人
に
指
図
に
し
た
が
う
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
。

代
理
権
内
な
れ
ど
も
、
指
図
外
の
契
約
に
つ
き
本
人
は
そ
の
責
に
任
ず
る
。
し
か
し
本
人
は
指
図
に
違
反
せ
る
代
理
人
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
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求
し
う
る
。

　
頃
巷
訂
（
＜
。
＝
冨
。
算
）
は
指
図
　
（
一
房
ヰ
良
鉱
自
）
と
代
理
権
の
制
限
と
を
区
別
す
べ
し
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
内
部
的
授
権
の
場
合

は
代
理
権
の
制
限
で
あ
っ
て
外
部
的
授
権
の
場
合
は
指
図
で
あ
る
。

　
私
は
民
法
二
〇
条
は
代
理
権
の
濫
用
の
場
合
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
「
代
理
人
が
権
限
を
濫
用
し
、
背
任
的
な
行
為
を
す
る
と
き
、
例
え
ば

債
権
取
引
の
代
理
権
の
あ
る
者
が
自
分
で
消
費
す
る
つ
も
り
で
取
立
て
る
と
き
な
ど
で
あ
る
。
か
よ
う
な
場
合
に
も
行
為
の
法
律
的
効
果
を
本

人
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
思
は
存
在
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
代
理
行
為
の
成
立
に
は
全
然
影
響
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
か
よ
う
な
背
任
的
意
図
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
相
手
方
が
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
か
り
し
と
き
は
、
相
手
方
の
立
場
を
考
慮
す
る
こ
と
な

く
、
本
人
の
利
益
を
は
か
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
九
三
条
但
書
の
趣
旨
を
類
推
し
て
、
代
理
行
為
の
効
力
を
否
認
す
べ
き
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
る
し
　
（
職
博
眠
磁
醗
）
。
　
．
理
事
が
そ
の
名
義
を
冒
用
し
て
私
利
を
営
む
場
合
、
例
え
ば
産
業
組
合
の
理
事
が
、
自
分
一
個
人
の
経
営
す
る

精
米
事
業
の
資
金
を
う
る
た
め
に
組
合
理
事
た
る
資
格
を
背
用
し
て
手
形
を
振
出
し
た
と
き
（
款
嗣
吠
鉦
蹴
ご
則
）
、
組
合
の
理
事
が
組
合
を
受

取
人
と
す
る
手
形
を
自
分
の
借
財
の
た
め
に
理
事
の
資
格
で
裏
書
譲
渡
し
た
と
き
（
状
獺
曜
湘
坑
ご
ヨ
ゴ
）
、
倉
庫
運
送
業
を
営
む
会
社
の
代
表
社

員
が
、
私
利
を
は
か
る
目
的
で
、
会
社
名
義
で
重
油
を
買
入
れ
た
と
き
（
駄
判
縄
賄
症
㎎
貿
）
な
ど
も
、
代
理
人
の
権
限
濫
用
と
同
様
に
と
り
扱

う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
行
為
が
外
形
上
法
人
の
行
為
能
力
の
範
囲
に
属
し
、
か
つ
理
事
の
権
限
に
属
す
る
以
上
、
原
則
と
し
て
、

法
人
の
行
為
と
な
り
、
た
だ
理
事
が
当
該
の
場
合
に
自
分
の
利
益
を
は
か
ろ
う
と
す
る
意
思
を
有
し
た
こ
と
を
相
手
方
が
知
り
ま
た
は
知
り
え

た
場
合
に
だ
け
法
人
の
行
為
と
し
て
成
立
し
え
な
い
」
　
（
職
博
「
眠
絃
購
）
。

　
民
法
二
〇
条
の
「
権
限
外
」
を
「
制
限
外
」
と
す
れ
ば
制
限
が
解
消
す
る
と
、
代
理
権
は
直
ち
に
本
来
の
円
満
な
状
態
に
復
帰
す
る
が
、

民
法
二
〇
条
の
「
権
限
外
」
を
通
説
の
よ
う
に
「
代
理
権
超
越
」
と
す
れ
ば
、
　
「
代
理
権
欠
欽
」
す
な
わ
ち
無
権
代
理
で
あ
る
が
、
取
引
の

安
全
保
護
の
た
め
に
、
本
人
を
し
て
其
責
に
任
ぜ
し
め
る
こ
と
と
な
る
。
民
法
二
〇
条
が
代
理
人
の
代
理
権
に
加
え
た
る
制
限
は
之
を
以
て

善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
民
法
五
四
条
「
理
事
の
代
理
権
に
加
え
た
る
制
限
は
之
を

一14一



以
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
同
様
に
有
権
代
理
で
あ
る
。
ま
た
民
法
二
〇
条
が
代
理
人
の
代
理
権
に
加
え
た
る
制
限

は
之
を
以
て
善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
を
得
ず
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
定
代
理
に
も
本
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
取
引
の
相
手
方
を
し
て
代
理
人
に
権
限
あ
り
と
信
ぜ
し
め
る
正
当
の
理
由
あ
ら
し
め
る
に
つ
い
て
本
人
の
作
為
不
作

為
或
い
は
過
失
を
必
要
と
す
る
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
判
例
は
次
の
よ
う
に
最
初
「
本
人
の
過
失
」
を
必
要
と
し
た
。

　
「
…
…
…
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
る
を
主
眼
と
す
る
第
二
〇
条
の
規
定
を
適
用
せ
む
に
は
第
三
者
が
代
理
人
に
其
行
為
を
為
す
権
限
あ

り
と
信
じ
た
る
正
当
の
理
由
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
例
え
ば
本
人
が
代
理
人
に
何
等
の
制
限
を
附
せ
ず
或
種
の
行
為
を
為
す
代
理
権
を
与
え
て
第

三
者
と
取
引
を
為
さ
し
め
来
り
た
る
後
、
其
の
代
理
権
に
或
制
限
を
附
し
た
る
に
拘
わ
ら
ず
其
の
旨
を
通
知
せ
ざ
り
し
過
失
あ
る
が
為
め
、
第

三
者
は
従
来
の
如
く
代
理
権
に
何
等
の
制
限
な
き
も
の
と
誤
信
し
て
代
理
人
と
取
引
を
為
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、
本
人
は
代
理
人
の
行
為
が

権
限
を
超
へ
た
る
こ
と
を
口
実
と
し
て
其
行
為
に
付
き
責
任
を
免
か
る
こ
と
を
得
ざ
る
が
如
し
」
　
（
蹴
剛
瑚
噸
一
一
誌
士
阻
既
蝦
嚇
熟
訊
訊
略
）
。

　
既
述
の
よ
う
に
通
説
は
民
法
一
一
〇
条
を
表
見
代
理
（
権
利
外
観
代
理
）
と
し
、
本
人
が
表
見
代
理
人
の
行
為
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
で
も

知
ら
ざ
る
に
つ
い
て
過
失
あ
る
限
り
、
本
人
と
し
て
責
に
任
ず
る
と
す
る
か
ら
、
過
失
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
判
例
は
見
解
を

改
め
て
、
本
人
の
過
失
は
必
要
で
な
い
と
し
た
が
、
な
お
「
代
理
権
限
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
の
理
由
と
は
客
観
的
に
観
察
し
、
第
三
者
を
し

て
代
理
人
に
権
限
あ
り
と
信
ぜ
し
め
る
に
足
る
事
情
に
し
て
其
の
事
情
の
存
在
が
、
本
人
の
作
為
も
し
く
は
不
作
為
に
い
ず
る
も
の
を
謂
ふ
」

（
蹴
舗
次
灯
ザ
断
理
に
玩
眠
鰯
障
リ
ゴ
訊
姻
防
大
五
・
殴
二
九
新
聞
二
三
二
』
三
）
。
　
後
に
至
っ
て
こ
れ
を
否
定
す
る
説
示
を
し
て
い
る
。
　
「
民
法
第

コ
○
条
に
い
わ
ゆ
る
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
な
理
由
は
必
ず
し
も
常
に
本
　
人
の
作
為
又
は
不
作
為
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要

し
な
い
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
原
審
の
認
定
に
よ
れ
ば
上
告
人
会
社
Y
は
昭
和
二
一
二
年
暮
以
来
、
A
が
上
告
会
社

の
千
住
営
業
所
の
責
任
者
と
し
て
同
所
に
同
営
業
所
と
記
載
し
た
看
板
を
掲
げ
、
上
告
会
社
の
貨
物
自
動
車
を
使
用
し
、
同
会
社
の
た
め
に
運

送
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
及
び
本
件
小
切
手
に
押
捺
し
た
ゴ
ム
印
を
使
用
し
営
業
上
の
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
」

（
麟
遡
訊
記
一
妻
ゴ
）
．
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既
述
の
よ
う
に
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
認
容
代
理
権
で
あ
っ
て
通
説
に
よ
れ
ば
表
見
代
理
で
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
認
容
代
理
権
は
法
律
行
為

（
黙
示
の
意
思
表
示
）
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
代
理
権
で
あ
る
。
綜
合
判
例
研
究
書
も
い
う
よ
う
に
表
見
代
理
制
度
を
英
米
法
に
い
わ
ゆ
る
禁
反

言
法
理
の
具
体
化
な
い
し
は
制
度
化
し
た
も
の
と
考
え
る
立
場
に
お
い
て
は
、
本
人
に
何
ら
か
の
形
で
帰
責
事
由
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の

観
点
か
ら
（
同
書
一
四
三
頁
）
本
人
の
作
為
、
不
作
為
ま
た
は
過
失
の
間
題
が
生
ず
る
が
、
私
見
の
よ
う
に
民
法
一
一
〇
条
は
表
見
代
理
で
な
く

有
権
代
理
で
あ
る
と
す
る
観
点
か
ら
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
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第
六
　
外
部
的
授
権
の
消
減

　
外
部
的
授
権
は
代
理
権
授
与
に
一
致
す
る
行
為
に
よ
り
消
滅
す
る
。
代
理
権
が
第
三
者
に
対
す
る
表
示
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
と
き
、
本
人
が

第
三
者
に
代
理
権
の
消
滅
を
通
知
す
る
と
き
消
滅
す
る
。
或
人
が
第
三
者
に
対
す
る
通
知
に
よ
り
ま
た
は
公
告
に
よ
り
他
人
に
代
理
権
を
与
え

た
旨
を
通
知
す
る
と
き
（
民
法
一
〇
九
条
）
、
代
理
権
の
消
滅
の
通
知
が
同
様
の
方
法
で
存
さ
れ
る
と
き
撤
回
さ
れ
る
。
　
「
委
任
状
そ
の
他
授

権
の
証
書
を
与
え
た
後
に
授
権
行
為
を
遡
及
的
に
解
除
す
る
と
き
は
、
法
律
的
に
は
代
理
権
は
全
然
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
の

証
書
は
代
理
権
を
与
え
た
旨
の
表
示
と
し
て
の
効
力
を
も
ち
、
従
っ
て
こ
の
証
書
が
善
意
の
第
三
者
に
示
さ
れ
る
と
き
は
、
本
条
（
一
〇
九
条
）

の
要
件
を
充
た
す
こ
と
に
な
る
」
　
（
職
博
碇
融
聡
）
。
委
任
状
が
第
三
者
に
対
し
呈
示
さ
れ
た
場
合
の
代
理
権
の
撤
回
は
第
三
者
に
渡
さ
れ
た

委
任
状
の
回
収
を
必
要
と
す
る
。

　
「
保
証
人
と
し
て
調
印
し
た
る
証
書
を
債
務
者
に
交
付
し
て
債
権
者
に
差
入
方
を
委
託
し
た
る
者
は
、
其
の
委
託
を
解
除
す
る
も
債
務
者
が

該
証
書
を
善
意
の
債
権
者
に
差
入
れ
た
る
以
上
、
保
証
債
務
を
負
担
す
る
に
至
る
べ
き
も
の
と
す
」
　
（
鰍
籍
囎
脚
駄
等
姻
眈
朋
鴎
判
）
．

　
通
説
に
よ
れ
ば
民
法
一
一
二
条
は
そ
れ
自
体
消
滅
せ
る
代
理
権
が
善
意
の
第
三
者
に
対
し
信
頼
利
益
保
護
ま
た
は
権
利
外
観
の
観
点
か
ら
し

て
の
み
な
お
存
続
す
る
と
い
う
。
通
説
は
こ
れ
を
「
真
正
の
」
代
理
権
で
な
く
し
て
第
三
者
の
信
頼
保
護
の
反
射
効
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。

　
民
法
一
二
条
い
ご
｝
条
に
関
す
る
通
説
は
、
外
部
的
授
権
が
独
立
に
代
理
権
を
発
生
せ
し
め
、
し
た
が
っ
て
消
滅
も
外
部
的
に
の
み
生
ず



る
こ
と
を
看
過
す
る
。
内
部
的
消
滅
原
因
す
な
わ
ち
本
人
と
代
理
人
と
の
関
係
に
基
く
消
滅
理
由
は
第
三
者
が
知
り
ま
た
は
知
る
を
要
す
る
こ

と
に
よ
り
、
代
理
人
の
権
利
行
使
資
格
　
［
紹
三
§
鉱
9
　
が
外
部
的
に
の
み
消
滅
す
る
と
き
に
の
み
、
本
人
の
た
め
に
法
律
行
為
を
な
す
権

利
行
使
資
格
が
代
理
人
か
ら
剥
奪
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
外
部
的
代
理
権
が
消
滅
す
る
。

　
な
お
民
法
二
二
条
「
代
理
権
の
消
滅
は
之
を
以
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
。
但
第
三
者
が
過
失
に
因
り
て
其
事
実
を
知

ら
ざ
り
し
と
き
は
此
限
に
あ
ら
ず
」
と
あ
る
は
、
物
件
変
動
の
対
抗
要
件
に
お
い
て
引
渡
ま
た
は
登
記
あ
る
ま
で
は
第
三
者
に
対
し
て
は
物
権

変
動
生
ぜ
ず
と
解
す
る
ご
と
く
（
拙
稿
．
相
対
的
無
効
」
綱
融
脇
齢
雛
構
八
巻
）
、
す
な
お
に
解
し
て
善
音
脚
無
過
失
の
第
三
者
に
対
し
て
は
、
代

理
権
消
滅
せ
ず
代
理
権
存
続
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
善
意
、
無
過
失
の
第
三
者
に
対
し
て
は
代
理
権
消
滅
せ
ず
と
解
す
れ
ば
、

こ
の
場
合
は
有
権
代
理
で
あ
っ
て
無
権
代
理
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
表
見
代
理
で
は
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
鳩
山
博
士
に
よ
れ
ば
「
第
一
二
条
第
二
項
が
委
任
に
因
る
代
理
権
は
委
任
の
終
了
に
因
り
て
消
滅
す
と
規
定
し
た
る
は
、
単
に
通
常
の
場

合
を
規
定
し
た
る
に
止
ま
り
、
当
事
者
の
特
約
に
依
り
て
基
礎
的
法
律
関
係
と
独
立
し
て
代
理
権
授
与
の
契
約
を
為
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、

基
礎
的
法
律
関
係
の
終
了
の
み
に
因
り
て
は
代
理
権
授
与
の
契
約
は
当
然
効
力
を
失
う
こ
と
な
く
、
其
授
与
契
約
そ
の
も
の
に
付
て
終
了
原

因
、
発
生
し
た
る
と
き
に
初
め
て
代
理
権
は
消
滅
す
る
も
の
と
す
」
と
あ
り
。
す
な
わ
ち
基
礎
的
法
律
関
係
の
消
滅
し
た
る
と
き
で
な
く
、
代

理
権
授
与
契
約
そ
の
も
の
の
消
滅
し
た
る
と
き
に
初
め
て
第
一
二
一
条
の
適
用
あ
る
こ
と
を
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
第
三
者
に
対
し
他
人
に
代
理
権
を
与
う
る
旨
の
表
示
（
外
部
的
授
権
）
は
基
礎
的
法
律
関
係
と
独
立
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
表
示
の
撤
回
は
代

理
権
の
消
滅
に
つ
き
善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
対
し
て
は
撤
回
の
通
知
が
到
達
す
る
ま
で
代
理
権
存
続
す
る
も
、
代
理
権
の
消
滅
に
つ
き
悪
意

又
は
過
失
あ
る
第
三
者
に
対
し
て
は
、
撤
回
の
通
知
な
き
も
代
理
権
の
消
滅
を
以
て
対
抗
し
う
る
こ
と
と
な
る
。
而
し
て
こ
の
場
合
本
来
代
理

権
は
消
滅
せ
る
も
（
無
権
代
理
な
る
も
）
、
善
意
無
過
失
の
第
三
者
を
保
護
す
る
た
め
に
代
理
権
の
消
滅
を
以
て
対
抗
し
え
ず
（
表
見
代
理
）

と
な
す
か
、
或
は
善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
対
し
て
は
撤
回
の
通
知
の
到
達
す
る
ま
で
代
理
権
存
続
す
る
（
有
権
代
理
）
と
な
す
か
、
鳩
山
博

士
は
後
の
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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第
七
　
い
わ
ゆ
る
表
見
代
理
の
効
果

　
「
本
人
が
、
そ
の
無
権
代
理
行
為
に
つ
い
て
「
其
責
に
任
ず
」
る
こ
と
で
あ
る
。
ω
責
に
任
ず
る
と
は
、
無
権
代
理
人
の
行
為
で
あ
る
と

の
理
由
で
、
そ
の
行
為
の
効
果
の
自
分
に
及
ぶ
こ
と
を
拒
絶
し
え
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
責
に
任
ず
る
以
上
、
あ
た
か
も
真
正
な

代
理
人
の
行
為
と
同
一
視
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
無
権
代
理
行
為
の
効
果
で
あ
る
義
務
を
負
担
す
る
だ
け
で
な
く
権
利
も
取
得
す
る
」
　
（
誠
購

弦
瀧
測
覚
）
。
こ
こ
ま
で
は
私
見
と
一
致
す
る
が
、
私
見
は
本
条
の
場
合
を
真
正
な
代
理
人
の
行
為
と
同
一
視
す
べ
き
と
な
す
が
故
に
、
次
の
点

に
お
い
て
通
説
と
異
る
。
　
「
＠
　
し
か
し
、
こ
の
以
外
に
お
い
て
は
狭
義
の
無
権
代
理
行
為
た
る
効
果
を
も
生
ず
る
か
ら
、
相
手
方
は
、
取
消

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

権
を
有
し
（
二
五
条
）
、
本
人
は
追
認
し
て
相
手
方
の
取
消
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
（
一
二
二
条
、
二
五
条
）
と
解
す
べ
き
で

あ
る
」
　
（
我
妻
前
掲
）
と
あ
る
は
誤
り
で
あ
る
と
お
も
う
。
通
説
に
し
た
が
え
ば
相
手
方
は
有
権
代
理
の
相
手
方
以
上
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
さ
す
が
に
判
例
は
「
其
責
に
任
ず
」
と
は
履
行
責
任
の
み
の
意
味
に
解
す
る
。
な
お
「
本
人
が
催
告
に
示
さ
れ
た
期
間
を
徒
過
し
た
る

と
き
は
、
追
認
を
拒
絶
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
　
（
二
四
条
）
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
一
〇
九
条
の
本
人
が
「
其
責
に
任
ず
」
と
矛
盾
す
る
。

　
通
説
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
「
民
法
は
、
無
権
代
理
を
二
つ
に
分
け
、
無
権
代
理
人
と
本
人
と
の
間
に
特
定
の
緊
密
な
関
係
の
存
在
す
る
場

合
に
は
、
正
当
な
代
理
人
の
行
為
と
同
様
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
無
権
代
理
人
に
特
別
の
責
任
を
課
し
、
相
応
じ
て
、

代
理
制
度
の
運
用
を
維
持
し
、
取
引
の
安
全
を
期
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
学
者
は
無
権
代
理
の
二
つ
の
種
類
の
う
ち
、
前
者
を
表
見
代
理
と
い

い
、
後
者
を
狭
義
の
無
権
代
理
と
い
う
凶
（
前
掲
三
誉
貢
）
。
正
当
な
代
理
人
の
行
為
と
同
様
の
効
果
す
な
わ
ち
本
人
が
其
責
に
任
ず
る
表
見

代
理
と
無
権
代
理
人
が
特
別
の
責
任
を
負
う
狭
義
の
無
権
代
理
と
を
、
広
義
の
無
権
代
理
中
に
ふ
く
ま
せ
表
見
代
理
の
効
果
と
し
て
狭
義
の
無

権
代
理
の
効
果
の
一
部
を
認
め
る
の
は
、
概
念
法
学
の
概
念
構
成
の
誤
り
で
あ
る
と
思
う
。
む
し
ろ
表
見
代
理
を
広
義
の
有
権
代
理
中
に
ふ
く

ま
せ
、
表
見
代
理
と
狭
義
の
有
権
代
理
と
に
分
つ
べ
き
で
あ
る
。
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第
八
　
む

す

び

　
私
は
戦
前
（
朝
鮮
司
法
協
会
雑
誌
一
六
巻
九
号
）
と
戦
後
（
大
分
経
専
論
集
三
巻
三
号
）
に
「
表
見
代
理
否
認
論
」
を
書
い
た
が
、
異
説
た
る
に
と
ど

ま
っ
た
。
戦
後
の
ド
イ
ッ
の
代
表
学
説
　
国
馨
①
。
①
①
毒
器
H
Z
一
薯
①
注
①
ざ
ω
訂
＆
一
轟
震
”
O
巳
轟
　
は
権
利
外
観
代
理
や
認
容
代
理
を

唱
え
、
わ
が
国
の
通
説
に
有
利
と
お
も
わ
れ
た
。
し
か
し
近
刊
　
白
①
轟
實
　
閃
『
目
①
㊤
　
U
器
菊
9
鐸
　
の
鴨
駕
ご
津
　
に
力
を
得
て
「

表
見
代
理
否
認
論
」
を
再
論
し
た
。
通
説
は
代
理
行
為
に
つ
い
て
委
任
類
似
の
契
約
説
を
と
り
、
内
部
的
授
権
の
み
を
知
り
、
外
部
的
授
権
を

知
ら
な
い
。
代
理
権
を
本
人
と
代
理
人
と
の
内
部
関
係
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
自
然
的
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
と
こ
ろ
の
素

朴
な
自
然
主
義
的
見
解
に
基
く
。
し
た
が
っ
て
本
人
と
代
理
人
と
の
内
部
関
係
か
ら
生
ず
る
毅
疵
に
よ
り
代
理
権
が
存
在
し
な
い
と
き
、
第
三

者
に
対
す
る
意
思
表
示
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
代
理
す
な
わ
ち
外
部
授
権
を
表
見
代
理
と
考
え
る
。
し
か
し
本
人
と
代
理
人
と
の
内
部
関
係
か
ら

生
ず
る
暇
疵
は
、
外
部
的
授
権
に
直
接
関
係
し
な
い
（
民
法
一
一
二
条
に
よ
り
こ
の
蝦
疵
に
よ
る
代
理
権
の
不
存
在
を
知
り
又
は
知
り
う
べ
か

り
し
第
三
者
に
対
し
て
の
み
代
理
権
は
存
在
し
な
い
）
。

　
内
部
授
権
の
ほ
か
に
外
部
的
授
権
を
み
と
め
且
つ
代
理
権
を
「
権
利
行
使
資
格
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、
民
法
一
〇
九
条
の
「
第
三
者
に
対
し

て
他
人
に
代
理
権
を
与
え
た
る
旨
の
表
示
」
は
観
念
通
知
で
あ
る
と
し
て
も
、
第
三
者
に
対
し
て
他
人
に
代
理
権
を
与
え
た
る
旨
の
通
知
に
よ

っ
て
権
利
行
使
資
格
が
現
実
に
生
ず
る
。
民
法
一
〇
九
条
の
通
知
は
第
三
者
に
対
す
る
代
理
人
の
権
利
行
使
資
格
の
発
生
に
む
け
ら
れ
る
か
ら
、

委
任
状
の
第
二
者
に
対
す
る
呈
示
同
様
、
意
思
表
示
で
あ
っ
て
授
権
行
為
で
あ
り
有
権
代
理
で
あ
る
。
我
妻
氏
は
「
こ
の
通
知
は
、
授
権
行
為

で
は
な
く
い
わ
ゆ
る
観
念
通
知
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
に
能
力
及
び
意
思
表
示
の
規
定
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
意
思
表
示
と
同
等
の
効
力
を

認
め
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
　
（
蛾
棲
踊
賜
）
　
と
い
わ
れ
る
。
川
島
氏
は
「
代
理
権
授
与
通
知
（
一
〇
九
条
）
の
ご
と
く
、
客
観
的
事
実

の
存
在
に
関
係
な
く
通
知
そ
の
も
の
に
も
と
づ
い
て
一
定
の
効
果
が
発
生
す
る
と
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
客
観
的
事
実
と
の
不
一

致
は
通
知
の
効
力
に
影
響
を
き
た
さ
な
い
の
は
、
当
然
で
あ
る
」
　
（
嘱
砿
禰
酬
）
。
　
於
保
氏
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
　
「
意
思
表
示
と
意
思
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通
知
又
は
観
念
通
知
と
の
間
で
は
、
概
念
的
に
は
区
別
が
あ
っ
て
意
思
表
示
た
る
た
め
に
は
一
定
の
法
律
効
果
を
意
欲
す
る
意
思
の
表
示
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
に
は
総
て
意
思
表
示
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
も
こ
の
問
題
は
詮

索
す
る
実
益
は
な
い
」
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
民
法
一
〇
九
条
は
外
部
的
授
権
で
あ
り
有
権
代
理
で
あ
る
。

　
私
は
民
法
一
一
〇
条
「
代
理
人
が
其
権
限
外
の
行
為
を
な
し
た
る
場
合
に
於
て
第
三
者
が
其
権
限
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
の
理
由
を
有
せ
し

と
き
は
前
条
の
規
定
を
準
用
す
」
を
「
代
理
人
の
代
理
権
に
加
へ
た
る
制
限
は
之
を
以
て
善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
」

と
同
一
に
解
す
る
。
ま
た
代
理
権
濫
用
の
場
合
で
あ
っ
て
有
権
代
理
で
あ
る
。

　
民
一
一
二
条
「
代
理
権
の
消
滅
は
之
を
以
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
、
但
第
三
者
が
過
失
に
固
り
て
其
事
実
を
知
ら
ざ
り

し
と
き
は
此
限
に
あ
ら
ず
」
を
私
は
善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
対
し
て
は
代
理
権
消
滅
せ
ず
、
代
理
権
存
続
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

も
し
善
意
、
無
過
失
の
第
三
者
に
対
し
て
は
代
理
権
消
滅
せ
ず
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
は
有
権
代
理
で
あ
っ
て
、
無
権
代
理
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
狭
義
の
無
権
代
理
の
効
果
は
全
然
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
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