
は
じ
め
に

第
一
章
ロ
ー
マ
法
文

第
二
章
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学

第
三
章
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
け
る
判
例
の
展
開

第
四
章
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法
例
と

B
G
B
の
立
法
過
程

む
す
び
に
代
え
て

I

現
代
的
な
関
心
に
よ
る
そ
の
歴
史
的
な
考
察
|
—
ー

契
約
関
係
に
な
い
助
言
者
の
責
任

田

中

九
九

教

雄
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問
題
が
あ
る
。

こ
の
問
題
は
哭
約
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
規
律
さ
れ
る
。

X
は
Y
の
助
言
に
し
た
が
っ
て

A
と
契
約
し
た
。
し
か
し
、

Y
の
助
言
に
は
過
失
に
基
づ
く
瑕
疵
が
あ
り
、

(
2
)
 

て
損
害
を
受
け
た
。

X
は
Y
に
助
言
に
際
し
て
の
過
失
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
か
。

X
Y
間
に
お
い
て
助
言
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
契
約
関
係
が
存
在
す
れ
ば
、

契
約
の
性
質
や
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
が
、
過
失
あ
る
助
言
は
契
約
に
基
づ
く
義
務
の
違
反
で
あ
る
と
し
て
、
契
約
責

任
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
助
言
に
つ
い
て
の
契
約
関
係
が
な
い
場
合
に
は
、
責
任
が
発
生
す
る
法
的
な
根
拠
か
ら
し
て

も
ち
ろ
ん
、
契
約
関
係
に
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
不
法
行
為
責
任
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
助
言
の
場
合
に
は
、

と
え
助
―
―
―
口
を
す
る
に
際
し
て
過
失
が
あ
り
、
助
言
に
し
た
が
っ
た
結
果
、
損
害
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
な
お
、
違
法
性
の
要
件
に
つ
い

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
先
の
例
で
は
、

Y
が
X
の
権
利
に
直
接
に
損
害
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、

い
わ
ゆ
る
純
粋
財
産
損
害
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

X
に

Y
の
助
言
に
促
さ
れ
て
、

X
が
A
と
取
引
を
し
た
結
果
損
害
を
被
っ
て
い
る
。

損
害
が
発
生
し
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
不
法
行
為
が
成
立
し
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
は
い
う
も
の
の
、
損
害
賠
償
責
任
を
承
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
売
主
が
依
頼
し
た
土

地
家
屋
調
査
士
の
測
量
図
を
基
礎
に
し
て
土
地
を
購
入
し
た
が
、
測
量
図
が
不
正
確
で
買
主
が
損
害
を
受
け
た
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
、

専
門
知
識
が
あ
り
、

そ
の
情
報
に
高
い
信
頼
が
寄
せ
ら
れ
る
土
地
家
屋
調
査
士
に
対
し
て
買
主
が
直
接
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
な

は

じ

め

に

X
は
A
と
の
契
約
に
よ
っ

1
0
0
 

た
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芙約関係にない助言者の責任（田中）

も
ち
ろ
ん
、
前
世
紀
に
形
成
さ
れ
た
近
代
民
法
の
原
則
が
、
今
世
紀
も
終
わ
り
に
近
づ
い
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、

は
妥
当
し
え
な
い
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、

意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
近
代
民
法
の
原
則
が
ど
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
の
か
、

な
ぜ
変
更
さ
れ
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

(
7
)
 

知
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
現
代
の
民
法
の
意
味
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

近
代
民
法
の
原
則
が
、

あ
る
。
変
更
さ
れ
た
か
否
か
の
基
準
と
な
る
べ
き
近
代
民
法
の
原
則
そ
れ
自
体
が
必
ず
し
も
自
明
の
も
の
で
は
な
く
、

代
民
法
の
原
則
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
他
方
、
現
代
に
お
い
て
通
用
し
て
い
る
と
さ
れ
る
民
法
が
具
体
的
に
は
ど

の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
学
説
に
お
い
て
は
多
く
の
見
解
の
対
立
が
あ
り
、
判
例
も
相

互
に
矛
盾
が
な
い
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

認
し
て
み
た
い
。

こ
の
よ
う
な
議
論
状
況
を
前
に
し
て
、
本
稿
で
は
、
助
言
者
の
責
任
に
関
す
る
近
代
民
法
の
原
則
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
っ
た
の
か
を
確

ど
の
よ
う
に
、

者
の
責
任
を
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
契
約
関
係
に
な
い
助
言
者
の
責
任
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
黙
示
の
情
報
契
約
、
隠
れ
た
本
人
と
の
喫
約
、

第
三
者
の
た
め
の
保
護
効
を
伴
う
契
約
を
擬
制
し
た
り
、
権
利
外
観
論
、
信
頼
責
任
論
、
表
示
責
任
な
ど
に
よ
っ
て
契
約
責
任
あ
る
い
は

そ
れ
に
類
似
す
る
責
任
を
肯
定
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
最
近
の
判
例
は
、
そ
の
傍
論
に
お
い
て
、

不
法
行
為
責
任
と
の
関
係
で
は
あ
る
が
、
信
頼
と
い
う
観
点
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
助
言
者
の
過
失
あ
る
行
為
を
、
擬
制
さ
れ
た

契
約
関
係
あ
る
い
は
特
別
の
法
的
な
債
務
関
係
に
基
づ
く
義
務
の
違
反
と
し
た
り
、
信
頼
に
反
し
た
違
法
な
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
助
言

(
4
)
 

い
の
か
は
一
考
を
要
す
る
。

な
ぜ
、
変
更
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
解
答
す
る
た
め
に
は
、

1
0
 

そ
の
ま
ま
で

そ
の
ま
ま
で
妥
当
し
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
近
代
民
法
の
原
則
は
現
代
に
対
し
て
無

そ
も
そ
も
何
が
近

ど
の
よ
う
な
近
代
民
法
か
ら
ど
の
よ
う
な
現
代
民
法
に
変

い
く
つ
か
の
困
難
な
問
題
が
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近
代
民
法
の
原
則
が
確
立
し
た
の
は
、

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

変
更
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
目
を
閉
ざ
す
こ
と
は
、

の
意
味
を
問
う
こ
と
を
止
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
目
前
の
問
題
の
本
質
、

い
る
問
題
な
の
か
、

そ
れ
と
も
近
代
民
法
の
限
界
を
示
す
問
題
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
せ
ず
に
、
感
覚
に
頼
っ
て
場
当
り
的
な
解
決

を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
自
己
を
規
律
す
る
法
律
に
対
し
て
批
判
的
観
点
を
持
つ
こ
と
な
く
、

意
味
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
法
律
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
近
代
民
法
の
原
則
が
、

ど
の
よ
う
に
、
な
ぜ
変
更
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
の
準
備
作
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

(
8
)
 

そ
も
そ
も
近
代
民
法
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
そ
の
判
断
が
ど
の
よ
う
な

背
景
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
の
か
、
な
ぜ
変
更
さ
れ
た
の
か
は
、
私
の
関
心
か
ら
し
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、

．． 
本
稿
の
直
接
の
対
象
で
は
な
い
。

一
九
世
紀
に
実
現
し
た
市
民
社
会
に
お
い
て
で
あ
り
、

こ
の
市
民
社
会
を
背
景
と
し
た
市
民
法

(
9
)
 

学
で
あ
っ
た
。
そ
の
市
民
法
学
の
一
類
型
が
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
九
世
紀

の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
集
大
成
で
あ
る
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
い
て
、
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
助
言
者
の
責
任
が
明
文
（
六
七

(10) 

六
条
）
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
民
法
典
の
規
定
に
至
る
ま
で
の
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に

し
か
し
、

ロ
い
様
が
な
い
と
い
う
の
が
実
際
で
あ
ろ
う
。

更
さ
れ
た
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
す
ら
困
難
が
伴
う
が
、
な
ぜ
変
更
さ
れ
た
の
か
に
答
え
る
こ
と
に
は
そ
れ
以
上
の
困
難
が
伴
う
。
政
治
、

社
会
、
経
済
な
ど
実
に
様
々
な
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
原
因
が
複
雑
に
絡
み
あ
っ
て
法
の
変
更
を
帰
結
し
た
と
し
か

こ
の
よ
う
な
困
難
を
前
に
し
て
、
問
題
に
目
を
閉
ざ
す
訳
に
は
行
か
な
い
。
近
代
民
法
の
原
則
が
、

「
自
由
」
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
民
法
の
積
極
的
な
意
義
を
忘
れ
去
り
、
現
代
法

そ
の
不
当
な
結
果
に
対
し
て
は
、

つ
ま
り
、
近
代
民
法
が
解
決
の
指
針
を
十
分
に
与
え
て

ど
の
よ
う
に
、
な
ぜ
、そ

の

た
だ
諦
め
の
気
持
ち
を
持
つ
と

1
0
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契約関係にない助言者の責任（田中）

で、

と
も
か
く
私
な
り
の
考
察
を
は
じ
め
て
み
た
い
。

く
限
定
し
て
も
、
私
に
と
っ
て
は
な
お
荷
が
重
く
、

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

況
の
変
化
に
伴
っ
て
、

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
助
言
者
の
責
任
に
つ
い
て
の
近
代
民
法
の
原
則
が
、

そ
の
後
の
社
会
状

今
日
の
よ
う
な
状
態
に
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
ひ
と
つ
の
基
準
点
を
獲
得
す
る
こ

こ
の
よ
う
に
考
察
の
対
象
を
、

助
―
―
百
者
の
責
任
に
つ
い
て
の
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
け
る
議
論
に
狭

粗
雑
な
考
察
し
か
で
き
な
い
が
、
何
時
ま
で
も
躊
躇
し
て
い
て
も
埓
が
あ
か
な
い
の

粗
雑
な
点
は
本
稿
に
対
す
る
批
判
を
受
け
て
か
ら
後
に
修
正
す
る
こ
と
と
し
、

(
l
)

本
稿
で
は
、
考
察
の
便
宜
の
た
め
に
事
例
を
こ
の
よ
う
に
簡
略
化
す
る
が
、
実
際
の
事
例
で
は
、
た
と
え
ば
証
券
取
引
を
想
定
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
場

合
が
考
え
ら
れ
る
。

x
（
顧
客
）
が

Y
（
証
券
会
社
）
か
ら
証
券
の
購
人
に
際
し
て
助
言
を
受
け
、

Y
を
介
し
て

A

（
証
券
の
売
主
あ
る
い
は
発
行
会
社
）
か

ら
証
券
を
購
入
し
た
が
、
証
券
を
発
行
し
て
い
る
会
社
が
倒
産
し
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

X
と
Y
の
間
に
委
任
契
約
が
存
在
し
、

X
と
A
の
間

に、

Y
を
介
し
て
直
接
、
間
接
に
売
買
芙
約
が
成
立
す
る
。
そ
の
た
め
、
瑕
疵
あ
る
助
言
に
つ
い
て
の

Y
の
責
任
は
、

X
Y
間
の
委
任
哭
約
の
効
力
と
も
関
係

し
て
、
き
わ
め
て
複
雑
な
問
題
を
提
供
す
る
。

(
2
)

こ
の
事
例
に
お
け
る

X
の
救
済
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
錯
誤
や
詐
欺
に
よ
っ
て

X
A
間
の
契
約
を
無
効
に
し
た
り
、
取
消
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
哭

約
を
締
結
す
る
際
の
助
言
や
推
薦
が
意
思
表
示
の
効
力
に
与
え
る
影
秤
と
い
う
問
題
は
、

Y
の
よ
う
な
第
三
者
で
は
な
く
相
手
方
自
身
が
助
言
や
推
薦
す
る

場
合
と
も
関
連
し
て
興
味
を
引
く
。
例
え
ば
、
相
手
方
が
契
約
の
交
渉
に
際
し
て
契
約
の
有
利
な
点
を
誇
張
し
た
り
、
不
利
な
点
を
黙
秘
し
た
り
し
た
場
合
に
、

錯
誤
や
詐
欺
が
考
え
ら
れ
る
の
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
根
拠
で
相
手
方
に
責
任
が
発
生
す
る
の
か
な
ど
が
問
題
に
な
る
。

V
g
l
•
Dieter M
e
d
i
c
u
s
,
 
V
e
r
 ,
 

s
c
h
u
l
d
e
n
 bei V
e
r
t
r
a
g
s
v
e
r
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
,
 
G
u
t
a
c
h
t
e
n
 u
n
d
 V
o
r
s
c
h
l
a
g
e
 z
u
r
 U
b
e
r
a
r
b
e
i
t
u
n
g
 d
e
s
 S
c
h
u
l
d
r
e
c
h
t
s
 B
a
n
d
 I,
 

K
o
l
n
 1
9
8
1
,
 
S. 4
8
8
,
 

5
1
9
 ff. 

そ
の
紹
介
と
し
て
、
円
谷
峻
、
「
契
約
交
渉
上
の
過
失
」
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ク
ス
の
鑑
定
意
見
、
法
学
志
林
八
五
巻
二
号
(
-
九
八
七
年
）
四
九
頁
以

下
。
こ
の
ほ
か
に
、
後
藤
巻
則
、
フ
ラ
ン
ス
喫
約
法
に
お
け
る
詐
欺
．
錯
誤
と
情
報
提
供
義
務
（
一
）
ー
（
三
）
、
民
商
法
雑
誌
一

0
二
巻
二
号
（
一
九
九

0
年）

五
八
頁
以
下
、
森
田
宏
樹
、
「
合
意
の
瑕
疵
」
の
構
造
と
そ
の
拡
張
理
論
（
一
）
ー
~
（
三
）
、
N
B
L

四
八
二
号
、
ニ
ニ
頁
以
下
参
照
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
喫
約
の
解
釈
や
詐
欺
・
錯
誤
と
い
う
意
思
表
示
に
関
連
す
る
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
本
稿
で
は
直
接
に
は
取
り
扱
わ
な

い
。
後
に
紹
介
す
る
判
例
で
も
、

X
A
間
の
喫
約
の
有
効
性
は
前
提
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
注
ー
で
あ
げ
た
証
券
取
引
な
ど
の
場
合
に
は
、

A

1
0三

お
け
る
議
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
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が
破
産
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
売
買
の
効
力
を
否
定
し
て
も
必
ず
し
も

X
を
救
済
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
疑
問
な
し
と
し
な
い
が
、
将
来
の
課
題
と
し
て
留

保
し
、
一
応

X
A
間
の
喫
約
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

(
3
)

松
本
恒
雄
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
虚
偽
情
報
提
供
者
責
任
論
（
二
）
、
民
商
法
雑
誌
七
九
巻
三
号
(
-
九
七
八
年
）
六
一
頁
以
下
、
岡
孝
、
情
報
提
供
者
の

責
任
、
現
代
喫
約
法
大
系
第
七
巻
サ
ー
ビ
ス
・
労
務
供
給
契
約
、
有
斐
閣
一
九
八
四
年
、
三

0
九
頁
以
下
。

(
4
)

岡
、
大
系
七
巻
三

0
七
頁
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

(
5
)

松
本
、
民
商
七
九
巻
三
号
八
八
頁
以
下
、
岡
、
大
系
七
巻
三
一
五
頁
以
下
、
田
慮
博
之
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
情
報
提
供
者
の
責
任
ー
銀
行
情
報
を
中

心
と
し
て
|
|
、
早
稲
田
法
学
会
誌
三
八
巻
（
一
九
八
八
年
）
四
八
頁
以
下
。

(
6
)

東
京
地
裁
判
決
平
成
二
年
九
月
一
七
日
判
例
時
報
一
三
八
七
号
九
八
頁
。

(
7
)

こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
に
対
し
て
は
、
個
人
の
自
由
を
最
優
先
さ
せ
て
い
た
近
代
と
は
異
な
り
、
現
代
で
は
、
個
人
は
社
会
の
中
の
個
人
と
し
て
把
握
さ

れ
公
共
の
福
祉
が
優
先
す
る
の
で
あ
り
、
個
人
の
意
思
を
重
視
し
喫
約
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
た
近
代
民
法
は
変
更
さ
れ
ざ
る
を
え
ず
、
「
契
約
の
締
結
が

な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
」
と
い
う
問
題
を
設
定
す
る
こ
と
自
体
が
、
近
代
民
法
に
必
要
以
上
に
固
執
し
た
結
果
で
あ
り
、
現
代
民
法
を
理
解
す
る
妨
げ
と

な
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
い
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
こ
の
よ
う
な
批
判
の
先
取
り
が
杞
憂
で
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
8
)

現
代
ド
イ
ツ
の
情
報
提
供
者
の
責
任
に
つ
い
て
の
議
論
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
注
3
引
用
の
文
献
参
照
。
な
お
、
松
本
、
民
商
七
九
巻
二
号
二
九
頁
以
下

は、

B
G
B
六
七
六
条
の
成
立
史
に
も
触
れ
て
い
る
。

(
9
)

も
ち
ろ
ん
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
市
民
社
会
が
形
成
さ
れ
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
る
市
民
法
学
の
類
型
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
。

(10) 
W
e
r
 e
i
n
e
m
 a
n
d
e
r
e
n
 e
i
n
e
n
 R
a
t
 o
d
e
r
 eine E
m
p
f
e
h
l
u
n
g
 erteilt, 
ist, 
u
n
b
e
s
c
h
a
d
e
t
 d
e
r
 sich 
a
u
s
 e
i
n
e
m
 V
 er
t
r
a
g
s
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
 o
d
e
r
 

einer u
n
e
r
l
a
u
b
t
e
n
 H
a
n
d
l
u
n
g
 e
r
g
e
b
e
n
d
e
n
 V
e
r
a
n
t
w
o
r
t
l
i
c
h
k
e
i
t
,
 
z
u
m
 E
r
s
a
t
z
e
 d
e
s
 a
u
s
 d
e
r
 B
e
f
o
l
g
u
n
g
 d
e
s
 R
a
t
e
s
 o
d
e
r
 d
e
r
 E
m
p
f
e
h
l
u
n
g
 

e
n
t
s
t
e
h
e
n
d
e
n
 S
c
h
a
d
e
n
s
 nicht verpflichtet. 
「伽
g
A
に
肋
字
―
―
口
あ
る
い
は
雄
ヰ
鷹
を
し
た
虫
口
は
、
英
約
あ
る
い
は
不
法
行
為
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
責
任
を

除
い
て
、
助
言
あ
る
い
は
推
薦
に
し
た
が
っ
た
結
果
発
生
し
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
」
（
拙
訳
）

1
0
四
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契約関係にない助言者の責任（田中）

さ
ら
に
、

ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

た
だ
、
本
稿
の
主
題
が
、

に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
と
る
場
合
に
は
、

資
料
の
限
定

ロ
ー
マ
法
文

1
0五

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
文
献
で
、
し
か
も
私
が
利
用
で
き
た

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
け
る
議
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
、
当
時
の
議
論
が
依
拠
し
た
ロ
ー
マ
法
文
に
つ
い
て
一
定

の
予
備
知
識
を
備
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
を
専
門
と
し
て
い
な
い
私
は
、
ロ
ー
マ
法
に
関
す
る
資
料
や
文
献
を
渉
猟
し
、

か
つ
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

文
献
に
限
っ
て
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
法
文
を
中
心
と
し
て
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

も
ち
ろ
ん
、

ロ
ー
マ
法
の
素
材
に
関
し
て
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
者
に
よ
る
一
定
の
選
択
が
す
で

ロ
ー
マ
法
を
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
そ
の
ま
ま
の
形
で
再
現
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

ロ
ー
マ
法
を
古
代
ロ
ー
マ
で
理
解
さ
れ
た
意
味
で
忠
実
に
再
現
し
、
そ
れ
と
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
け
る
理
解

と
の
違
い
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
特
殊
性
を
よ
り
詳
し
く
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
け
る
議
論
を
考
察
し
、
助
言
者
の
責
任
に
つ
い
て
の
近
代
民
法
の
原
則
を
明

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
議
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
法
文
が
問
題
に
さ
れ
て
い
た
か

(
1
)
 

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
、
一
応
の
意
義
が
あ
ろ
う
。
ロ
ー
マ
法
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
た
な
い
私
は
、
こ
こ
で
妥
協
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
文
献
に
つ
い
て
も
、

第
一
節

第
一
章

そ
の
全
て
を
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
内
外
へ
の
複
写
依
頼
等

を
十
分
に
活
用
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
あ
る
程
度
解
決
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
資
料
が
相
乗
的
に
増
大
す
る
一
方
で
、
私
の
怠
慢
が
主
た
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 p
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 p
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哭約関係にない助言者の責任（田中）

D. 5
0
,
 
1
7
 
(de diversis regulis iuris 
antiqui), 4
7
,
 

pr. 

U
l
p
i
a
n
u
s
 libro 
trigensimo a
d
 e
d
i
c
t
u
m
 

同
じ
こ
と
は
、

次
の
法
文
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
義
務
の
ほ
か
に
、

こ
の
場
合
の
義
務
の
中
味
と
し
て
は
、

な
ぜ
な
ら
、

な
る
だ
け
の
委
任
が
助
言
に
類
似
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
助
言
そ
の
も
の
で
あ
る
）
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

助――
1tI
か
ら
は
義
務
が
発
生
し
な
い
こ
と
が
当
然
の
前
提
で
あ
る
。

今
日
で
言
う
履
行
義
務
、

損
害
賠
償
義
務
、

1
0七

古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
義
務
に
つ
い

つ
ま
り
助
言
に
し
た
が
っ
て
行
為
し
た
結
果
と
し
て
助
言
を
受
け
た
人
に

発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
助
言
者
が
責
任
を
負
う
こ
と
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

て
こ
の
よ
う
な
区
別
が
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
な
お
検
討
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ
る
。

つ
ま
り
助
言
者
側
の
助
言
す
る
義
務
、

助
言
を
受
け
た
人
側
の
助
―
―
―
口

せ
な
い
と
述
べ
て
い
る
以
上
、

こ
の
よ
う
な
委
任
は
債
務
を
発
生
さ

本
法
文
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
あ
な
た
」

~
 

ヽ

(
6
)
 

の
た
め
の
委
任
(
m
a
n
d
a
t
u
m
t
u
a
 gratia)
、

つ
ま
り
受
任
者
の
利
益
に

銭
を
、
利
子
を
付
け
て
貸
す
よ
り
も
、
土
地
の
購
入
に
使
う
よ
う
に
と
委
任
す
る
(
m
a
n
d
a
r
e
)
場
合
、
あ
る
い
は
、
反
対
に
、
土
地
の
購
入
に
使
う
よ
り
も
、
利

子
を
付
け
て
貸
す
よ
う
に
と
委
任
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
種
の
委
任
(
m
a
n
d
a
t
u
m
)
は
、
委
任
(
m
a
n
d
a
t
u
m
)
と
い
う
よ
り
助
言
(consilium)
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
債
務
を
発
生
さ
せ
る
も
の

(obligatorius)
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
助
言
(consilium)
に
基
づ
い
て
は
、
誰
も
義
務
を
負
わ
さ
れ
な
い

(quia
n
e
m
o
 

e
x
 consilio obligatur)
。
た
と
え
助
言
が
助
言
を
受
け
た
人
(ei
cui dabatur)
に
役
に
立
た
な
い
と
し
て
も
（
で
あ
る
）
。
な
ぜ
な
ら
、
助
言
(consilium)

が
自
分
に
と
っ
て
役
に
立
つ
か
ど
う
か
を
調
べ
る
こ
と
は
、
誰
に
も
自
由
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
法
文
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

助―――口
(consilium)
か
ら
義
務
は
発
生
し
な
い

(
n
e
m
o
obligatur)
。
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(
s
u
p
e
r
v
a
c
u
u
s
)
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

普
通
法
学
の
文
献
で
は
引
用
さ
れ
な
い
が
、

ガ
イ
ウ
ス
三
、

こ
こ
で
は
、
委
任
が
余
計
な
の
は
、
自
分
の
利
益
に
関
す
る
こ
と
は
自
分
の
意
見
で
な
す
べ
き

三、

二
六
、

六
の
前
半
部
分
で
は
、

学、

一
七
、

ヽ

二、

部
分
で
は
、

委
任
は
余
計
な
も
の
(
s
u
p
e
r
v
a
c
u
u
s
)
で
あ
り
、

Consilii 
n
o
n
 fraudulenti nulla 
obligatio est: 
c
e
t
e
r
u
m
 si 
d
o
l
u
s
 et 
calliditas intercessit, 
d
e
 d
o
l
o
 actio c
o
m
p
e
t
i
t
.
 

詐
欺
的
で
な
い
助
言
に
つ
い
て
は
(
c
o
n
s
i
l
i
i
n
o
n
 f
r
a
u
d
u
l
e
n
t
i
)
、
義
務
は
存
在
し
な
い
。
反
対
に
、
悪
意
で
狡
猾
で
あ
る
場
合
に
は
悪
意
訴
権
が
あ
る
。

D. 1
7
,
 
1
,
 
2
,
 

pr. 

G
a
i
u
s
 libro 
s
e
c
u
n
d
o
 c
o
t
t
i
d
i
a
n
a
r
u
m
 

M
a
n
d
a
t
u
m
 inter n
o
s
 contrahitur, 
sive m
e
a
 t
a
n
t
u
m
 gratia tibi 
m
a
n
d
e
m
 sive aliena t
a
n
t
u
m
 sive m
e
a
 et aliena sive m
e
a
 et t
u
a
 sive 

t
u
a
 et 
aliena. 
q
u
o
d
 si 
t
u
a
 t
a
n
t
u
m
 gratia tibi 
m
a
n
d
e
m
,
 s
u
p
e
r
v
a
c
u
u
m
 est 
m
a
n
d
a
t
u
m
 et 
o
b
 id 
nulla e
x
 e
o
 obligatio nascitur. 

わ
た
し
（
委
任
者
）
の
た
め
だ
け
に
わ
た
し
が
あ
な
た
（
受
任
者
）
に
委
任
す
る
の
で
あ
れ
、
他
人
の
た
め
だ
け
に
で
あ
れ
、
わ
た
し
と
他
人
の
た
め
に
で
あ

れ
、
わ
た
し
と
あ
な
た
の
た
め
に
で
あ
れ
、
あ
な
た
と
他
人
の
た
め
に
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
間
に
委
任
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
が
あ
な
た
の
た
め
だ
け

に
あ
な
た
に
委
任
す
る
場
合
に
は
、
委
任
は
余
計
な
も
の
(
s
u
p
e
r
v
a
c
u
u
m
)
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
（
委
任
）
に
基
づ
い
て
債
務
は
発
生
し
な
い
(
n
u
l
l
a

obligatio nascitur)
。

債
務
(obligatio)
も
委
任
訴
権
(actio
m
a
n
d
a
t
i
)
も
発
生
し
な
い
と
さ
れ
、

六
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

(10) 

一
五
六
に
お
い
て
も
、

「
あ
な
た
」

の
た
め
の
委
任
が
余
計
な
も
の
で
あ
る

ま
た
、

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ 提、

以
上
の
二
点
は
、

学
説
彙
纂
以
外
で
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

「
あ
な
た
」

の
た
め
の
委
任
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
な
法
文
も
存
在
し
て
い
る
。

二、

「
あ
な
た
」

の
た
め
の
委
任
(
m
a
n
d
a
t
u
m
t
u
a
 gratia)
は、

助
―
―
―
口
と
同
じ
よ
う
に
、

提、

三、

(
8
)
 

二
六
(de
m
a
n
d
a
t
o
)
、
序
の
後
半

(
7
)
 

債
務
を
発
生
さ
せ
な
い
。

1
0八
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哭約関係にない助言者の責任（田中）

し
た
い
。

猾
で
あ
る
場
合
に
は
、
悪
意
訴
権
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
他
に
も
、

が
肯
定
さ
れ
て
い
か
。

わ
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
は
な
か
っ
た
。
最
も
争
わ
れ
た
の
は
、

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

後
に
触
れ
る
よ
う
に
、

先
に
挙
げ
た
学
、
五

0
、

「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
で
あ
る

か
、
助
言
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
あ
な
た
が
わ
た
し
を
説
得
し
た
(suaseris)
」
場
合
に
つ
い
て
、
「
わ
た
し
は
わ
た
し
の
事
務
(res)

を
行
っ
た
(gessi)

か
ら
で
あ
る
」
と
し
て

第
三
節

「
あ
な
た
」
が
委
任
訴
権
に
よ
っ
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。

法
文
に
お
い
て
、
悪
意
の
場
合
に
は
悪
意
訴
権
に
よ
っ
て
責
任
を
負
う
と
い
う
例
外
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

一
七
、
四
七
、
序
は
、
助
―
―
―
口
に
つ
い
て
は
責
任
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
「
…
…
反
対
に
、
悪
意
で
狡

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
い
て
も
、
悪
意
に
よ
る
助
言
の
場
合
に
は
、
例
外
的
に
助
言
者
が
責
任
を
負

そ
れ
以
外
に
も
助
言
者
に
責
任
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
か
と
い

「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
に
つ
い
て
の
規
定
を
巡
っ
て
議
論
さ
れ
た
の
で
、
節
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に

助
言
者
の
責
任
に
つ
い
て
の
例
外
（
そ
の
一
、
悪
意
）

さ
ら
に
、
学
、

一
六
、
三
(depositi
v
e
l
 c
o
n
t
r
a
)
、

と
の
関
係
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

ヽ

で
あ
り
、
委
任
に
よ
っ
て
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
、
学
、
一
七
、
一
、
二
、
六
や
提
、
三
、
二
六
、
六
に
あ
る
助
言
(
c
o
n
s
i
l
i
u
m
)

(11) 

一
四
で
は
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
行
為
が
、

1
0九

い
く
つ
か
の
法
文
に
よ
っ
て
、
悪
意
に
よ
る
助
言
の
場
合
の
責
任
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触
れ
て
お
き
た
い
。

こ
の
問
題
に
決
着
を
付
け
る
能
力
は
私
に
は
な
い
が
、

ヽ

ー,1
,
 

,I, 
2
 

,
1
,
 体

的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
。

例
外
が
承
認
さ
れ
る
条
件
で
あ
る

「
も
し
、

わ
た
し
が
委
任
し
な
け
れ
ば
、

あ
な
た
が
そ
う
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
」

こ
こ
で
、

「
あ
な
た
」 問

題
に
な
る
の
は
、

助
言
と
同
じ
に
取
り
扱
わ
れ
る

次
の
二
点
で
あ
り
、

「
あ
な
た
」

（
そ
の
二
）

の
た
め
の
委
任
に
つ
い
て
は
も
う
ひ
と
つ
の
例
外
を
規
定
す
る
法
文
が
あ
る
。

D. 1
7
,
 
1
,
 
6
,
 
5
 

U
l
p
i
a
n
u
s
 libro t
r
i
g
e
n
s
i
m
o
 p
r
i
m
o
 a
d
 e
d
i
c
t
u
m
 

P
l
a
n
e
 si 
tibi 
m
a
n
d
a
v
e
r
o
 q
u
o
d
 t
u
a
 intererat, 
nulla erit 
m
a
n
d
a
t
i
 actio, 
nisi 
m
e
a
 q
u
o
q
u
e
 interfuit: 
aut, 
si 
n
o
n
 esses facturus, 
nisi 

e
g
o
 m
a
n
d
a
s
s
e
m
,
 etsi 
m
e
a
 n
o
n
 interfuit, 
t
a
m
e
n
 erit 
m
a
n
d
a
t
i
 actio. 

あ
な
た
（
受
任
者
）
に
利
害
の
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
（
委
任
者
）
が
あ
な
た
に
委
任
し
た
場
合
に
、
も
し
、
わ
た
し
に
も
利
害
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
委
任
訴

権
が
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
も
し
、
わ
た
し
が
委
任
し
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
が
そ
う
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
た
と
え
、
わ
た

し
に
利
害
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
委
任
訴
権
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
け
る
議
論
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。

の
た
め
の
委
任
に
つ
い
て
の
例
外
は
助
言
の
場
合
に
も
承
認
で
き
る
の
か
。

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
際
に
留
意
す
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
、

第
四
節
助
言
者
の
責
任
に
つ
い
て
の
例
外

1
0
 

少
し

と
は
具
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契約関係にない助言者の責任（田中）

二
六
、
六
や
ガ
イ
ウ
ス
三
、

-、

mの
問
題
に
関
係
す
る
が
、
「
あ
な
た
」

二
六
、
六
や
ガ
イ
ウ
ス
三
、

二
六
、
六
、

一
五
六
後
半
で
は
、

ガ
イ
ウ
ス
三
、

「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
と

一
五
六
で
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委

の
た
め
の
委
任
と
助
言
を
区
別
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
、
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
と
助
言
は
、
内
容
的
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
学
、

六
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
あ
な
た
の
金
銭
を
利
子
を
付
け
て
貸
す
よ
り
も
、
土
地
の
購
入
に
使
う
よ
う
に
」
と
い
う
言
葉
は
、
特
定
の
第

三
者
か
ら
土
地
を
購
入
す
る
よ
う
に
と
委
任
す
る
際
に
も
、
あ
る
い
は
、
購
入
す
る
際
の
契
約
相
手
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
純
粋
に

助
言
を
受
け
る
者
の
た
め
に
助
言
す
る
際
に
も
使
用
で
き
そ
う
で
あ
る
。

す
る
」

(
m
a
n
d
o
)
と
い
う
言
葉
の
ほ
か
如
何
な
る
文
言
(alio

(15) 

p
r
a
e
s
e
n
t
e
 et n
o
n
 r
e
c
u
s
t
a
n
t
e
)
~
.
.
,
;
µ
-
1
-
6

い
e
X
O

わ
ぃ
ス3O
士
{
4」
、
匡
匹
、
＝
『

す
る
「
あ
な
た
」

二
、
②
の
問
題
に
関
係
す
る
が
、
先
に
挙
げ
た
提
、
三
、

の
区
別
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
信
用
委
任
で
あ
る
。

提
、
三
、

q
u
o
c
u
m
q
u
e
 

一
、
二
、

し
か
も
、
委
任
す
る
際
の
言
葉
や
、
助
言
す
る
際
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
と
助
言
を
区
別
す
る
こ
と
も
き
わ
め

て
困
難
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
諾
成
の
誠
意
芙
約
で
あ
る
委
任
で
は
、
一
定
の
言
葉
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
答
喫

約
の
よ
う
な
制
限
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
委
任
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
「
私
は
懇
願
す
る
」

(rogo)

「
私
は
欲
す
る
」

(volo)

「
私
は
委
任

v
e
r
b
o
)

で
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
か
。
さ
ら
に
、
認
容
(patior;

任
の
例
と
さ
れ
る
遊
金
の
例
で
は
、

h
o
r
t
a
r
i
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
様
な
言
莱
を
使
用
で
き
た
と
す
れ
ば
、
内
容
が
類
似

の
た
め
の
委
任
と
助
言
は
、
仮
に
法
的
な
区
別
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
実
際
に
そ
の
区
別
を
す
る
こ
と
に
は
困

(16) 

難
が
伴
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

一
五
六
で
は
、
「
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
金
銭
を
利
子
付
き
で
貸
す
よ
う
に
と
委
任
し
た

(
m
a
n
d
a
r
e
)
」

場
合
が
念
頭
に
あ
り
、
「
あ
な
た
に
委
任
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
は
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
貸
付
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
(credidisses)
か
ら

一七、

12-2 -233 (香法'92)
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 c
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et 
h
o
c
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a
n
d
a
t
u
m
 intercessisset, 
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si 
quis a
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t
e
m
 m
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d
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v
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r
i
t
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n
e
 l
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g
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m
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喫約関係にない助言者の責任（田中）

ま
た
、

次
の
よ
う
な
問
題
の
多
い
法
文
も
あ
る
。

た
め
の
委
任
で
あ
る
か
ら
責
任
が
あ
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
あ
な
た
が
誰
に
で
も
貸

りヽ

「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
で
は
あ
る
が
、

損
害
担
保
契
約
に
よ
っ
て
責
任
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

つ
ま

よ、
,
1
 

債
権
者
が
債
務
者
の
相
続
人
に
、

こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
、

相

で
き
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
責
任
の
根
拠
が
、

す
る
よ
う
に
と
い
う

る
人
が
他
の
人
に
遺
贈

(legatum)
を
拒
絶
し
な
い
よ
う
に
と
委
任
し
た
場
合
に
は
、
事
情
は
全
く
違
う
（
と
考
え
る
）
。
な
ぜ
な
ら
、
遺
贈
は
決
し
て
か
の
人
の

損
失
た
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
相
続
は
時
に
は
損
失
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
ど
の
よ
う
な
契
約
で
あ
れ
、
そ
れ
を
原
因
と
し
て

(
e
o
r
u
m
n
o
m
i
n
e
)
 

保
証
人
が
債
務
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
わ
た
し
は
委
任
債
務
が
成
立
す
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
人
が
現
在
し
、
質
問
さ
れ
て
保
証
す
る
の
か
、
不

在
の
ま
ま
委
任
す
る
の
か
現
在
し
て
委
任
す
る
の
か
は
、
た
い
し
て
項
嬰
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
債
権
者
の
委
任
に
よ
っ
て
、
疑
問
の
あ
る
遺
産
が

相
続
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
そ
の
債
権
者
に
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
責
任
が
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。

「
あ
な
た
」

本
当
に
損
害
担
保
哭
約
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
末
文
で

相
続
を
す
る
よ
う
に
と
委
任
し
て
い
る
事
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

続
が
行
わ
れ
る
に
つ
い
て
は
債
権
者
に
も
利
益
が
あ
る
の
で
、

「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
「
わ
た
し
」
の

D
.
1
7
,
 
1
,
 
4
8
,
 
2
 

Celsus libro 
s
e
p
t
i
m
o
 d
i
g
e
s
t
o
r
u
m
 

C
e
t
e
r
u
m
 ut 
tibi 
n
e
g
o
t
i
u
m
 geras, 
tui 
arbitrii 
sit 
n
o
m
e
n
,
 id 
est 
ut 
cuivis credas, 
tu 
recipias 
usuras, 
p
e
r
i
c
u
l
u
m
 d
u
m
t
a
x
a
t
 a
d
 m
e
 

pertineat, 
i
a
m
 e
x
t
r
a
 m
a
n
d
a
t
i
 f
o
r
m
a
m
 est, 
q
u
e
m
a
d
m
o
d
u
m
 si 
m
a
n
d
e
m
,
 ut m
i
h
i
 q
u
e
m
v
i
s
 f
u
n
d
u
m
 e
m
a
s
.
 

し
か
し
、
あ
な
た
の
た
め
に

(tibi)
事
務
を
管
理
し
、
債
務
名
義
は
あ
な
た
の
任
意
で
あ
る

(tui
arbitrii sit 
n
o
m
e
n
)
、

の
た
め
の
委
任
で
あ
っ
て
も
損
害
担
保
哭
約
が
あ
る
場
合
に
は
、

こ
の
法
文
を
理
解
す
る
に
際
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

こ

>

こ

‘

t
し
力

t

こ
の
法
文
に
よ
れ
ば
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
遺
産
を
相
続

委
任
者
に
責
任
が
発
生
す
る
と
理
解
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し
付
け
て
も
よ
く

(cuivis

c
r
e
d
a
s
)
、
あ
な
た
が
利
子
を
受
け
取
り
、
危
険
だ
け
が
わ
た
し
に
及
ぶ
と
い
う
場
合
は
、
委
任
の
範
囲
を
越
え
て
い
る

(extra

m
a
n
d
a
t
i
 f
o
r
m
a
m
)
。
あ
な
た
が
わ
た
し
の
た
め
に

(mihi)
任
意
の

(qui
vis)
土
地
を
購
入
す
る
こ
と
を
わ
た
し
が
委
任
す
る
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。

8
1
7
 
ff.)・ 

後
に
触
れ
る
よ
う
に
、

損
害
担
保
契
約
と
い
う
観
点
は
、

こ
の
よ
う
に
、

「
わ
た
し
」

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
、
損
害
担
保
契
約
に
よ
っ
て
責
任
が
発
生
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
し
か
し
、

(
1
)

素
材
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
普
通
法
学
を
参
考
に
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
検
討
す
る
際
に
は
、
で
き
る
だ
け
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
理
解
に
囚
わ

れ
ず
に
、
自
分
で
直
接
に
ロ
ー
マ
法
文
を
検
討
す
る
。
本
立
早
の
目
的
は
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
が
索
材
と
し
た
ロ
ー
マ
法
文
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
理
解
を
ポ
す
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
次
章
の
課
題
で
あ
る
。

(
2
)
G

．
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
、
J

．
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
／
小
林
孝
輔
監
訳
•
田
山
輝
明
訳
、
ド
イ
ツ
法
学
者
事
典
、
学
陽
書
房
一
九
八
三
年
、
三
二

0
頁
。

(
3
)
 
B
e
r
n
hミ
r
d
Windsclzeid, 
L
e
h
r
b
u
c
h
 d
e
s
 P
a
n
d
e
k
t
e
n
r
e
c
h
t
s
 9
.
 
A
u
f
l
a
g
e
,
 
u
n
t
e
r
 v
e
r
g
l
e
i
c
h
e
n
d
e
r
 D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
 d
e
s
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 b
u
r
g
e
r
 ,
 

lichen R
e
c
h
t
s
 b
e
a
r
b
e
i
t
e
t
 v
o
n
 T
h
e
o
d
o
r
 K
i
p
p
,
 
B
a
n
d
 2,
 2• 

N
e
u
d
r
u
c
k
 d
e
r
 A
u
s
g
a
b
e
 F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a
m
 M
a
i
n
 1
9
0
6
,
 

A
a
l
e
n
 1
9
8
4
,
 
§
4
1
2
 (S・ 

(
4
)
原
田
慶
吉
、
ロ
ー
マ
法
1

改
訂
＇
~
有
斐
閣
全
書
、
有
斐
閣
一
九
五
五
年
、
二
九
頁
に
よ
れ
ば
、

D
i
g
e
s
t
a

(
学
説
彙
纂
）
は
、
法
律
を
統
一
し
、
古

典
時
代
の
栄
光
を
回
復
し
よ
う
と
し
た

Iustinianus
帝
（
以
下
ユ
帝
と
略
す
）
の
勅
法
に
よ
っ
て
、
紀
元
五
―
二
三
年
―
二
月
一
六
日
に
公
布
さ
れ
た
も
の
で
、

古
典
時
代
を
中
心
と
す
る
法
学
者
の
学
説
を
採
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
学
説
彙
纂
に
限
ら
な
い
が
、
資
料
と
し
て
の
ロ
ー
マ
法
文
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
。
伝
来
の
ロ
ー
マ
法
文
が
、
そ
も
そ
も
古
代
の
ロ
ー
マ
法

を
そ
の
ま
ま
の
形
で
正
し
く
伝
え
て
い
る
資
料
な
の
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
、
ユ
帝
が
公
布
し
た
時
の
原
文
が
再
現
で
き
て
い
る
の
か
、
ユ
帝
が
編
集
し
た
際
に
、

古
典
期
の
法
学
者
の
見
解
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
今
日
我
々
が
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
写
本
と
一
九
世
紀
の
ド

後
半
で
は

れ
ら
の
場
合
は
委
任
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

前
半
で
は
危
険
を
引
き
受
け
て
お
り
、

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
と
の
関
係
で
は
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

の
た
め
の
委
任
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
四

こ
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哭約関係にない助言者の責任（田中）

(
6
)
 

に
す
る
。

R
E
C
O
G
N
O
V
I
T
 

イ
ツ
普
通
法
学
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
写
本
が
一
致
し
て
い
る
の
か
な
ど
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
に
当
然
私
の
能
力
は
及
ぶ
べ
く
も
な
く
、

本
稿
で
は
、

C
O
R
P
U
S
I
U
R
I
S
 C
I
V
I
L
I
S
,
 
E
D
I
T
I
O
 S
T
E
R
E
O
T
Y
P
A
 T
E
R
T
I
A
 D
E
C
I
M
A
,
 V
O
L
U
M
E
N
 P
R
I
M
U
M
,
 I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
E
S
 

P
A
U
L
U
S
 K
R
U
E
G
E
R
,
 D
I
G
E
S
T
A
 R
E
C
O
G
N
O
V
I
T
 T
H
E
O
D
O
R
U
S
 

(
7
)
 

(
8
)
 

つ
ま
り
、

s
u
a
 et 
aliena ̀

 sive t
u
a
 et 
aliena. 

原
田
、
ロ
ー
マ
法
二
九
頁
に
よ
れ
ば
、
法
学
提
要
は
、

録
を
主
た
る
素
材
と
し
た
、
教
科
書
の
役
割
を
持
つ
法
典
で
あ
る
。

(
9
)
 
T
u
a
 gratia intervenit 
m
a
n
d
a
t
u
m
,
 veluti 
si 
tibi 
m
a
n
d
e
t
,
 
ut 
p
e
c
u
n
i
a
s
 tuas potius in 
e
m
p
t
i
o
n
e
s
 p
r
a
e
d
i
o
r
u
m
 colloces, 
q
u
a
m
 

feneres, 
vel e
x
 di verso ut feneres potius, 
q
u
a
m
 in e
m
p
t
i
o
n
e
s
 p
r
a
e
d
i
o
r
u
m
 colloces. 
cuius generis m
a
n
d
a
t
u
m
 m
a
g
i
s
 c
o
n
s
i
l
i
u
m
 est 

ユ
帝
に
よ
っ
て
五
三
三
年

obligatio n
e
e
 m
a
n
d
a
t
i
 inter v
o
s
 actio nascitur・ 

一
五

一
月
ニ
―

H
に
公
布
さ
れ
た
も
の
で
、
ガ
イ
ウ
ス
の
法
学
提
要
と
日
常

K
R
U
E
G
E
R
,
 B
E
R
O
L
I
N
I
 M
C
M
X
X
 (1
9
2
0
)

に
原
則
と
し
て
依
拠
す
る
。
学
説
彙
纂
の
訳
に
つ
い
て
は
邦
語
訳
や
ド
イ
ツ
語
訳
、

し
て
い
る
が
、
で
き
る
限
り
自
分
で
訳
す
る
よ
う
に
努
め
た
。

(
5
J
)

ロ
ー
マ
法
文
に
お
い
て
は
、
二
人
称
で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
こ
こ
で
も
特
に
断
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
こ
れ
に
し
た
が
う
。
た
だ
し
、

法
で
は
第
一
1

者
を
示
す
た
め
に
「
テ
イ
テ
ィ
ウ
ス
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
固
有
名
詞
は
分
か
り
難
く
、
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
の
で
訳
以
外
で
は

で
き
る
限
り
第
三
者
に
読
み
変
え
る
。
「
わ
た
し
」
（
委
任
者
）
、
「
あ
な
た
」
（
受
任
者
）
、
第
三
者
と
し
て
、
委
任
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
を
表
す
こ
と

原
田
、
ロ
ー
マ
法
一
五
二
貝
、
一
九
八
頁
に
よ
れ
ば
、
委
任
は
諾
成
の
誠
意
哭
約
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
問
答
喫
約
や
要
物
喫
約
の
よ
う
な
芙
約
を
締
結
す

る
際
の
制
限
が
な
く
、
こ
れ
に
基
づ
く
訴
権
は
誠
意
訴
権
と
し
て
、
厳
正
訴
権
の
よ
う
に
当
事
者
の
意
思
表
示
に
限
る
こ
と
な
く
「
契
約
当
時
の
状
況
、
取
引

の
慣
習
、
詐
欺
強
迫
の
有
無
、
反
対
訴
権
の
存
否
そ
の
他
信
義
誠
実
の
原
則
に
照
ら
し
参
照
す
る
こ
と
が
公
平
妥
当
な
事
情
の
一
切
の
綜
合
」
が
判
決
の
基
礎

に
な
る
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
無
償
で
あ
り
、
非
継
続
的
で
高
尚
な
事
務
を
内
容
と
す
る
と
さ
れ
る
。

V
gl. 
G
a
i
u
s
 3,
 
1
5
5
 ;
 

D. 1
7
,
 
1
,
 
1
,
 
4
.
 

な
お
、
広
中

俊
雄
、
哭
約
と
そ
の
法
的
保
護
、
創
文
社
一
九
七
四
年
、
一
六
九
頁
で
は
、
「
現
実
の
社
会
生
活
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
常
に
無
償
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
」

と
推
測
し
て
い
る
。

後
に
検
討
す
る
よ
う
に
（
第
四
節
）
、
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
と
助
言
を
区
別
す
る
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
る
の
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。

M
a
n
d
a
t
u
m
 contrahitur q
u
i
n
q
u
e
 m
o
d
i
s
,
 
sive s
u
a
 t
a
n
t
u
m
 gratia aliquis tibi 
m
a
n
d
e
t
,
 sive s
u
a
 et tua, 
sive aliena t
a
n
t
u
m
,
 
sive 

at 
si 
tua t
a
n
t
u
m
 gratia tibi 
m
a
n
d
a
t
u
m
 sit 
s
u
p
e
r
v
a
c
u
u
m
 est 
m
a
n
d
a
t
u
m
 et 
o
b
 id 
nulla e
x
 e
o
 

ロ
ー
マ

英
訳
な
ど
を
参
考
に

M
O
M
M
S
E
N
,
 R
E
T
R
A
C
T
 A
 V
I
T
 P
A
U
L
U
S
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／ヽ '』
， 

， 

c
u
m
 liberum cuique sit 

a
p
u
d
 se explorare, 

a
n
 expediat consilium. 

q
u
a
m
 m
a
n
d
a
t
u
m
 et 

o
b
 id 

n
o
n
 est 

obligatorium, 
quia n

e
m
o
 e
x
 consilio m

a
n
d
a
t
i
 obligatur, 

etiamsi n
o
n
 expediat ei 

cui dabitur, 

itaque si 
o
t
i
o
s
a
m
 p
e
c
u
n
i
a
m
 d
o
m
i
 te h

a
b
e
n
t
e
m
 hortatus fuerit 

aliquis, 
ut r

e
m
 a
l
i
q
u
a
m
 e
m
e
r
e
s
 vel 

earn credas, 
q
u
a
m
v
i
s
 n
o
n
 expediet tibi 

earn emisse vel credidisse, 
n
o
n
 t
a
m
e
n
 tibi 

m
a
n
d
a
t
i
 

tenetur. 
et 

a
d
e
o
 h
a
e
c
 ita 

sunt, 
ut 

q
u
a
e
s
i
t
u
m
 sit, 

a
n
 m
a
n
d
a
t
i
 teneatur qui 

m
a
n
d
a
v
i
t
 tibi

、
ut

Titio 
p
e
c
u
n
i
a
m
 f

 
enerares :

 sed 

optinuit S
a
b
m
1
 sentent1a 

obligatonurn esse m
 h
o
c
 casu rnandaturn, 

quia 
n
o
n
 aliter 

Titio credidisses, 
quarn si 

tibi 
rnandaturn 

esset. 
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（三）
N
a
m
 si 
tua gratia tibi 

m
a
n
d
e
m
,
 s
u
p
e
r
v
a
c
u
u
m
 est m

a
n
d
a
t
u
m
;
 q
u
o
d
 e
n
i
m
 tu tua gratia facturus sis, 

id de tua sententia, 
n
o
n
 

e
x
 m

e
o
 m
a
n
d
a
t
u
 facere debes. 

Itaque si 
o
t
i
o
s
a
m
 p
e
c
u
n
i
a
m
 d
o
m
i
 te 

h
a
b
e
n
t
e
m
 hortatus fuerim, 

ut 
earn faenerares, 

q
u
a
m
v
i
s
 

earn ei 
m
u
t
u
a
m
 dederis a

 qu
o
 servare n

o
n
 potueris, 

n
o
n
 t
a
m
e
n
 habebis m

e
c
u
m
 m
a
n
d
a
t
i
 actionem. 

I
t
e
m
 si 

hortatus sim, 
ut r

e
m
 

a
l
i
q
u
a
m
 emeres, 

q
u
a
m
v
i
s
 n
o
n
 expedierit tibi earn emisse, 

n
o
n
 t
a
m
e
n
 tibi 

m
a
n
d
a
t
i
 tenebor. 

E
t
 a
d
e
o
 h
a
e
c
 ita sunt, 

ut quaeratur 

a
n
 m
a
n
d
a
t
i
 teneatur qui m

a
n
d
a
v
i
t
 tibi, 

ut 
Titio p

e
c
u
n
i
a
m
 faenerares. 

S
e
d
 Servius negavit nee m

a
g
i
s
 h
o
c
 casu obligationem 

consistere putavit, 
q
u
a
m
 si 

generaliter alicui m
a
n
d
e
t
u
r
,
 
uti 

p
e
c
u
n
i
a
m
 s
u
a
m
 faeneraret. 

sentientis, 
quia n

o
n
 aliter 

Titio credidisses, 
q
u
a
m
 si 

tibi 
m
a
n
d
a
t
u
m
 esset. 

S
e
d
 s
e
q
u
i
m
u
r
 Sabini o

p
t
i
o
n
e
m
 contra 



哭約関係にない助言者の責任（田中）

「
何
と
な
れ
ば
若
し
予
が
汝
の
為
め
に
或
事
を
嘱
託
す
る
と
き
は
其
の
委
任
は
無
用
な
れ
ば
な
り
、
其
の
所
以
は
次
の
如
し
汝
は
汝
の
利
益
の
為
め
に
為
す

べ
き
事
を
汝
の
意
見
に
依
り
て
之
を
為
す
べ
く
し
て
予
の
委
任
に
依
り
之
を
為
す
べ
き
も
の
に
非
ざ
れ
ば
な
り
、
故
に
若
し
汝
が
汝
の
家
に
利
用
せ
ら
れ
ざ

る
金
銭
を
有
す
る
に
当
り
て
予
は
汝
に
勧
告
し
て
其
の
金
銭
を
貸
付
け
利
殖
を
図
ら
し
め
た
る
場
合
に
於
て
縦
令
汝
が
其
の
金
を
某
に
貸
与
し
某
よ
り
返
金

を
受
け
得
ざ
り
し
と
雖
も
汝
は
予
に
対
し
て
委
任
訴
権
を
有
せ
ざ
る
べ
し
。
又
若
し
予
が
汝
に
勧
告
し
て
或
物
を
購
入
せ
し
め
た
る
場
合
に
於
て
汝
が
其
の

物
よ
り
何
等
の
利
益
を
享
受
せ
ざ
り
し
と
雖
も
予
は
汝
に
対
し
て
委
任
訴
権
に
依
り
責
を
負
わ
ざ
る
べ
し
。
此
の
如
き
規
則
な
る
に
因
り
甲
あ
り
「
チ
チ
ウ

ス
」
に
金
銭
を
利
息
付
に
貸
さ
ん
こ
と
を
汝
に
委
託
し
た
る
と
き
は
甲
は
委
任
訴
権
に
拘
束
せ
ら
る
べ
き
や
否
や
の
疑
問
を
生
ず
る
に
至
れ
り
。
「
ゼ
ー
ル
ヴ

ィ
ウ
ス
」
は
消
極
説
を
採
り
謂
へ
ら
く
此
の
如
き
場
合
は
甲
が
金
銭
を
利
息
付
に
貸
出
す
べ
き
こ
と
を
汝
に
勧
告
し
た
る
場
合
と
異
な
ら
ず
債
務
関
係
を
発

生
す
る
こ
と
な
し
と
。
然
れ
ど
も
吾
人
は
「
ザ
ビ
ー
ヌ
ス
」
の
反
対
説
を
採
る
如
何
と
な
れ
ば
汝
は
甲
の
勧
告
な
か
り
せ
ば
「
チ
チ
ウ
ス
」
に
金
銭
を
貸
与
せ

ざ
る
べ
け
れ
ば
な
り
」
（
テ
キ
ス
ト
は
、

P
d
u
l
F汰
den・c
Girard, 
T
e
x
t
e
s
 d
e
 D
r
o
i
t
 R
o
m
a
i
n
 5.
 
ed., 
P
a
r
i
s
 1
9
2
3

に
よ
る
。
和
訳
は
、
春
木
一
郎
訳
、

法
学
協
会
雑
誌
三
二
巻
四
号
以
下
1
1

カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
し
、
一
部
旧
字
体
を
改
め
た
）

春
木
一
郎
、
「
ガ
ー
イ
ウ
ス
」
羅
馬
私
法
講
義
案
紅
本
発
見
一
百
年
ノ
記
念
、
法
学
協
会
雑
誌
三
五
巻
一
号
(
-
九
一
六
年
）

ガ
イ
ウ
ス
の
法
学
提
要
は
、
古
典
期
の
学
者
で
あ
る

G
a
i
u
s
に
よ
る
概
説
書
で
、
一
八
一
六
年
に
そ
の
写
本
が
発
見
さ
れ
た
。

U
l
p
i
a
n
u
s
 libro 
t
r
i
g
e
n
s
i
m
o
 a
d
 e
d
i
c
t
u
m
 

I
d
e
m
 P
o
m
p
o
n
i
u
s
 quaerit, 
si 
a
p
u
d
 te v
o
l
e
n
t
e
m
 m
e
 d
e
p
o
n
e
r
e
 iusseris 
a
p
u
d
 l
i
b
e
r
t
u
m
 t
u
u
m
 d
e
p
o
n
e
r
e
,
 
a
n
 p
o
s
s
i
m
 t
e
c
u
m
 depositi 

experiri. 
et ait, 
si 
t
u
o
 n
o
m
i
n
e
,
 
h
o
c
 est q
u
a
s
i
 te custodituro, 
d
e
p
o
s
u
i
s
s
e
m
,
 
m
i
h
i
 t
e
c
u
m
 depositi esse a
c
t
i
o
n
e
m
 :
 si 
v
e
r
o
 suaseris 

mihi, 
ut 
m
a
g
i
s
 a
p
u
d
 e
u
m
 d
e
p
o
n
a
m
,
 t
e
c
u
m
 n
u
l
l
a
m
 esse a
c
t
i
o
n
e
m
,
 
c
u
m
 illo 
depositi 
actio 
est :
 ne
e
 m
a
n
d
a
t
i
 teneris, 
q
u
i
a
 r
e
m
 

m
e
a
m
 gessi. 
s
e
d
 
si 
m
a
n
d
a
s
t
i
 
mihi, 
ut 
periculo 
t
u
o
 
a
p
u
d
 e
u
m
 d
e
p
o
n
a
m
,
 c
u
r
 
n
o
n
 sit 
m
a
n
d
a
t
i
 
actio, 
n
o
n
 video. 
p
l
a
n
e
 
si 

fideiussisti 
p
r
o
 eo, 
L
a
b
e
o
 o
m
n
i
m
o
d
o
 fideiu&も
r
e
m
teneri 
ait, 
n
o
n
 t
a
n
t
u
m
 si 
d
o
l
o
 fecit 
is 
qui 
d
e
p
o
s
i
t
u
m
 suscepit, 
s
e
d
 et 
si 
n
o
n
 

fecit, 
est 
t
a
m
e
n
 res 
a
p
u
d
 e
u
m
.
 

一
七

q
u
i
d
 
e
n
i
m
 si 
fureret 
is, 
a
p
u
d
 q
u
e
r
n
 
d
e
p
o
s
i
t
u
m
 
sit, 
vel 
pupil!us 
sit, 
vel 
n
e
q
u
e
 h
e
r
e
s
 
n
e
q
u
e
 

b
o
n
o
r
u
m
 p
o
s
s
e
s
s
o
r
 n
e
q
u
e
 s
u
c
c
e
s
s
o
r
 eius e
x
s
t
a
r
e
t

●
 

tenebitur ergo, 
ut id 
praestet, 
q
u
o
d
 depositi 
a
c
t
i
o
n
e
 praestari solet. 

(12) 
D. 4
,
 
3
 

(de d
o
l
o
 m
a
l
o
)
,
 00 

G
a
i
u
s
 libro 
q
u
a
r
t
o
 a
d
 e
d
i
c
t
u
m
 p
r
o
v
i
n
c
i
a
l
e
 

Q
u
o
d
 si 
c
u
m
 scires e
u
m
 facultatibus labi, 
tui 
lucri g
r
a
t
i
a
 adfirmasti m
i
h
i
 i
d
o
n
e
u
m
 esse, 
m
e
r
i
t
o
 a
d
v
e
r
s
u
s
 te, 
c
u
m
 m
e
i
 decipiendi 

(11) 

一
七
七
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、

12--2 -239 (香法'92)
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 1

 ＜、

gratia 
alium falso 

laudasti, 
d
e
 dolo iudicium d

a
n
d
u
m
 est. 
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芸
~
~
齢
忘
~
{
!
:
(
や
全
心
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如
呈
0
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0
 (scires e

u
m
 facultatibus labi)'

江
念
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忌

涅
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心
全
旦

(tui
lucri gratia)' 

哩
己
や

-IQ
i-0

心
(mihi

i
d
o
n
e
u
m
 esse)

遥
]IIII⇒

心
叡
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(adfirmasti)'

印
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讀
塁

涎
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釣
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心゚

D.17, 
1, 

10, 
7

 

Ulpianus libro 
trigensimo p

r
i
m
o
 a
d
 e
d
i
c
t
u
m
 

pecunia credita sit, 
S
e
m
p
r
o
n
i
u
m
,
 
qui nihil dolo fecit, 

n
o
n
 teneri. 

ゃ
S
如
芯

Si 
quis ea, 

q
u
a
e
 procurator suus et 

servi gerebant, 
ita d

e
m
u
m
 rata esse mandavit, 

si 
interventu S

e
m
p
r
o
n
i
i
 gesta essent, 

et m
a
l
e
 

et 
est v

e
r
u
m
 e
u
m
,
 
qui n

o
n
 a
n
i
m
o
 procuratoris intervenit, 

sed 

(N 
6,1[£) OV8|18

ー

NI

affectionem a
m
i
c
a
l
e
m
 promisit in 

m
o
n
e
n
d
i
s
 procuratoribus et 

actoribus et 
in 

regendis consilio, 
m
a
n
d
a
t
i
 n
o
n
 teneri, 

sed si 
quid 

dolo fecerit, 
n
o
n
 m
a
n
d
a
t
i
 sed m

a
g
i
s
 de dolo teneri. 
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(in m
o
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i
s
 

procuratoribus 
et 

actoribus)'
盆

lliiこ
ヤ
心
心
こ
'
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J
凶
や

(in
regendis 

c
o

n
silio
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 翌

如
1恰
ヤ
ト
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叫

如
迄
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⇒

心
(affectionem 
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製
や
迄
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心
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旦
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出
苓
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い
や
芸

~
'
v
,
聡
艇
苓
I
!
~

a
m
i
c
a
l
e
m
 

promisit)
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竺
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祢
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苓
送

旦
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'
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D. 17, 
1, 

1, 
2

 

Paulus libro trigensimo s
e
c
u
n
d
o
 a
d
 e
d
i
c
t
u
m
 

I
t
e
m
 s
i
v
e
'
r
o
g
o
'
s
i
v
e
'
v
o
l
o
'
s
i
v
e
'
m
a
n
d
o
'
s
i
v
e
 alio 

q
u
o
c
u
m
q
u
e
 verbo scripserit, 

m
a
n
d
a
t
i
 actio est. 

ほ）
D. 17, 

1, 
6, 

2
 

Ulpianus libro 
trigensimo p

r
i
m
o
 a
d
 e
d
i
c
t
u
m
 

Si 
passus s

i
m
 a
l
i
q
u
e
m
 pro m

e
 fideiubere vel 

alias intervenire, 
m
a
n
d
a
t
i
 teneor et, 

nisi 
pro invito quis intercesserit aut d

o
n
a
n
d
i
 

a
n
i
m
o
 aut n

e
g
o
t
i
u
m
 gerens, 

erit 
m
a
n
d
a
t
i
 actio. 

D. 17, 
1, 

53 

Papinianus libro 
n
o
n
o
 q
u
a
e
s
t
i
o
n
u
m
 



Qui fide 
alterius pro alio fideiussit 

praesente et 
n
o
n
 recusante, 

utrosque obligatos habet iure m
a
n
d
a
t
i
 :

 qu
o
d
 si 

pro invito 
vel 

ignorante alterutrius m
a
n
d
a
t
u
m
 secutus fideiussit, 

e
u
m
 s
o
l
u
m
 convenire potest qui mandavit, 

n
o
n
 etiam r

e
u
m
 promittendi: 

nee 

m
e
 movet, 

q
u
o
d
 pecunia fideiussoris reus liberetur :

 id 
e
n
i
m
 contingit et 

si 
m
e
o
 m
a
n
d
a
t
o
 pro alio 

solvas. 

(;£) 
D. 50, 

14 
(de proxeneticis), 

2
 

Ulpianus libro 
trigensimo p

r
i
m
o
 a
d
 edictum 

Si 
proxeneta intervenerit faciendi nominis, 

ut multi solent, 
v
i
d
e
a
m
u
s
 a
n
 possit quasi m

a
n
d
a
t
o
r
 teneri. 

et n
o
n
 puto teneri, 

quia 

hie monstrat m
a
g
i
s
 n
o
m
e
n
 q
u
a
m
 m
a
n
d
a
t
,
 tametsi laudet n

o
m
e
n
.
 
i
d
e
m
 dico, 

et 
si 

aliquid philanthropi n
o
m
i
n
e
 acceperit: 

nee 

e
x
 locato conducto erit 

actio. 
plane si 

dolo et 
calliditate creditorem circumvenerit, 

d
e
 dolo actione tenebitur. 

り
り

や
芯

'

D. 4. 
3, 

8. 

「
琶
姿
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如
蘊
臨
+
,
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t-Q 
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祢
出
や
~
~

令
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把
婆

(monstrare)
U

 1°'地
名
こ
全
茶
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謡
u
~
r

ゃ,::
i-Oo 

V
 gl. 

（廿田）出｝拡S即誓盆＾こさfJ品深Ag孟磁

D.17, 
1, 

12, 
12 

Ulpianus libro 
trigensimo p

r
i
m
o
 a
d
 edictum 

C
u
m
 q
u
i
d
a
m
 t
a
l
e
m
 epistulam scripsisset a

m
i
c
o
 s
u
o
:
'
r
o
g
o
 te, 

c
o
m
m
e
n
d
a
t
u
m
 h
a
b
e
a
s
 Sextilium C

r
e
s
c
e
n
t
e
m
 a
m
i
c
u
m
 m
e
u
m
'
,
 n

o
n
 

obligabitur mandati, 
quia c

o
m
m
e
n
d
a
n
d
i
 m
a
g
i
s
 hominis q

u
a
m
 m
a
n
d
a
n
d
i
 causa scripta est. 
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(1) 存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

外
と
し
て
学
、
五

0
、

そ
れ
以
外
に
も
例
外
が

第
一
節

T
h
i
b
a
u
t
の
見
解

第
一
章
に
お
い
て
試
み
た
ロ
ー
マ
法
文
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察
を
前
提
に
し
て
、

第
二
章

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学

次
に
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
い
て
、

fi.ihrliche E
r
l
a
u
t
e
r
u
n
g
 d
e
r
 P
a
n
d
e
c
t
e
n
 n
a
c
h
 Hellfeld, 
ein C
o
m
m
e
n
t
a
r
 15
.
 
T
h
e
i
l
s
 2
.
 
A
b
t
h
e
i
l
u
n
g
,
 
E
r
l
a
n
g
e
n
 1
8
1
4
,
 
S
.
 2
5
2
 A
n
m
.
 31. 

―
―
章
注
16
参
照
。

助
言
者
の
責
任
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
を
概
観
し
て
み
た
い
。

T
h
i
b
a
u
t

は
、
助
言
や
推
煎
が
助
言
者
や
推
薦
者
に
義
務
を
生
じ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
疑
い
が
な
い

一
七
、
四
七
が
規
定
す
る
悪
意
の
場
合
を
挙
げ
て
い
る
。

T
h
i
b
a
u
t
が
問
題
と
し
た
の
は
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
一
九
世
紀
以
前
に
お
い
て
も
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
資
料
と
私
の
語
学
能
力
と
い
う
制
約
か
ら
、

T
h
i
b
a
u
t
の
紹
介
を
参
考
に
し
て
、
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
た
い
。

T
h
i
b
a
u
t
に
よ
れ
ば
、
次
の
四
つ
の
見
解
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

B
e
r
g
e
r
の
見
解
「
行
き
過
ぎ
た
説
得
で
本
来
の
助
言
の
範
囲
を
越
え
、
当
初
は
そ
の
よ
う
な
意
思
で
は
な
か
っ
た
人
を
強
く
促
し
て

―
二

0

例 第
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芙約関係にない助言者の責任（田中）

れ
て
い
る
。

ま
ず
、
「
あ
な
た
（
受
任
者
）
」
の
た
め
の
委
任
か
ら
検
討
さ
れ
る
。
T
h
i
b
a
u
t
は
、
こ
の
場
合
に
委
任
者
の
責
任
が
発
生
し
な
い
根
拠
を
、

一
、
二
、
六
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
確
認
し
て
い
る
。
委
任
者
は
、
自
分
の
利
益
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
受
任

者
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
受
任
者
は
委
任
を
実
行
し
な
く
と
も
訴
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
受
任
者
が
そ
の
委
任
が
自
分
の

利
益
に
な
ら
な
い
と
考
え
た
場
合
に
は
、
受
任
者
は
そ
れ
を
実
行
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
は
、
受
任
者
自
身
が

そ
れ
は
利
益
に
な
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
任
者
が
受
任
者
の
た
め
の
委
任
に
し
た
が
っ
て
行
為
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
委
任
が
な
く
と
も
行
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
、
委
任
が
な
け
れ
ば
受
任
者
が
行
為
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
委
任
者
に
は
責
任
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
委
任
者
は
不
利
益
な
結
果
に
つ
い
て
委
任
者
と
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
他
人
の
約
束
を

信
頼
し
て
、
受
任
者
に
は
危
険
と
思
わ
れ
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
、
受
任
者
の
不
利
益
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
の
二
つ
で
あ
る
。

以
上
は
、
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
に
つ
い
て
の
原
則
と
例
外
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
助
言
に
も
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
が
次
に
検
討
さ

T
h
i
b
a
u
t
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
の
場
合
に
も
、
委
任
者
は
不
利
益
な
結
果
に
つ
い
て
委
任
者
と
し
て
責

学、

一七、

(4) (3) 
し
か
し
、

T
h
i
b
a
u
t
は
、

こ
の
四
つ
の
見
解
の
何
れ
に
も
し
た
が
わ
な
い
。

行
為
さ
せ
た
場
合
に
は
、
助
言
者
は
責
任
を
負
う
」

，
ー
、2
 

＇ 

C
o
c
c
e
j
i
の
見
解
「
助
言
を
受
け
た
者
が
、
助
言
が
な
け
れ
ば
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
責
任
が
生
じ

H
o
p
f
n
e
r
の
見
解
「
助
―
―
―
口
者
が
助
言
と
同
時
に
一
切
の
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
こ
と
を
約
束
し
た
場
合
に
だ
け
、
責
任
が
あ
る
」

N
o
o
d
t
の
見
解
「
悪
意
の
場
合
を
除
い
て
は
、
助
言
者
が
責
任
を
負
う
と
い
う
例
外
を
否
定
す
る
」

る」
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つ
ま
り
、
助
言
が
主
た
る
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な

T
h
i
b
a
u
t
の
見
解
に
対
す
る
後
の
学
説
の
対
応
は
、
切
の
悪
意
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
異
論
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
④
の

推
薦
に
つ
い
て
の
商
事
慣
習
は
、
多
く
の
見
解
が
そ
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
争
い
が
生
じ
た
の
は
、
主
と
し
て
①

な
か
っ
た
こ
と
、

、1
,4
 

ヽ

第
一
章
で
ロ
ー
マ
法
と
の
関
係
で
提
起
し
た
二
つ
の
問
題
、

つ
ま
り
、
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
と
助
言
の
区
別
は
で
き
る
の
か
、
「
も

し
、
わ
た
し
が
委
任
し
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
が
そ
う
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
」
と
い
う
条
件
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
に
つ
い
て
、

こ
こ
で

T
h
i
b
a
u
t
の
見
解
を
確
認
す
れ
ば
、
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
と
助
言
は
区
別
さ
れ
、
先
の
条
件
は
、
助
言
が
な
け
れ
ば
行
為
し

多
く
の
地
方
の
慣
習
に
よ
れ
ば
、
商
人
が
推
薦
し
た
場
合
。

合。

つ
ま
り
、
助
言
は
そ
も
そ
も
相
手
方
が
そ
れ
に
し
た
が
う
と
い
う
義
務
を
生
じ
な
い

の
で
、
助
言
者
が
責
任
を
負
う
約
束
を
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
と
同
じ
で
あ
り
、
助
言
者
に
は
責
任
は

助
言
が
な
け
れ
ば
、
行
為
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
で
、

発
生
し
な
い
。
助
言
者
が
責
任
を
負
う
に
は
、
助
言
者
が
責
任
を
引
き
受
け
る
と
と
も
に
、
助
言
が
な
け
れ
ば
行
為
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
と
い
う
第
二
の
要
件
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
検
討
を
踏
ま
え
て
、

T
h
i
b
a
u
t
は
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
の
教
科
書
に
お
い
て
助
言
者
の
責
任
に
関
す
る
例
外
と
し
て
次
の
四
つ

を
挙
げ
て
い
（
が
。

ー2
 

3
 
公
務
上
(
A
m
t
s
w
e
g
e
n
)
、
あ
る
い
は
芙
約
に
よ
っ
て
助
言
を
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
時
に
過
失
が
あ
っ
た
(versehen)
場

助
言
者
が
悪
意
で
あ
る
場
合
。

に
つ
い
て
引
き
受
け
ら
れ
た
助
言
で
あ
る
と
い
う
。

任
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
、
彼
は
、

口

「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
に
対
応
す
る
の
は
、
単
な
る
助
言
で
は
な
く
結
果

か
つ
、
助
言
者
が
そ
の
不
利
益
な
結
果
を
引
き
受
け
た
場
合
。
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契約関係にない助言者の責任（田中）

T
h
i
b
a
u
t
に
反
対
し
て
助
言
と
「
あ
な
た
」

も
そ
れ
を
前
提
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、

Sintenis
は
、
学
、

の
種
の
委
任
は
、
委
任
と
い
う
よ
り
は
助
言
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
債
務
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
部
分
を
根
拠
に
し
て
、

委
任
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
の
全
て
が
助
言
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
理
解
し
、
助
言
の
概
念
と
「
あ
な
た
」

助
言
と
「
あ
な
た
」

こ
の
見
解
は
、
そ
の
後
、

T
e
w
e
s
,
W
a
c
h
t
e
r
に
継
承
さ
れ
て
い
る
加
、

V
a
n
g
e
r
o
w
は、

Sintenis
の
見
解
が
発
表
さ
れ
た
後
で
も
、

の
た
め
の
委
任
を
区
別
し
て
い
る
。

二、

H
e
p
p
の
見
解

T
h
i
b
a
u
t
が
助
言
者
の
責
任
に
関
し
て
、
結
果
に
つ
い
て
の
責
任
の
引
受
と
助
言
が
な
け
れ
ば
行
為
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
と
い

う
二
つ
の
要
件
を
課
し
た
こ
と
に
対
し
て
、

概
念
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

H
e
p
p
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

前
章
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
学
、

一七、

一、

Sintenis
の
見
解

第
二
節

T
h
i
b
a
u
t
以
後
の
学
説

と
③
の
場
合
で
あ
る
。

一七、

一

ヽ

そ
こ
で
、
田
と
③
の
問
題
に
つ
い
て
節
を
改
め
て
学
説
の
状
況
を
概
観
し
て
み
た
い
。

の
た
め
の
委
任
の
区
別
を
明
確
に
否
定
し
た
の
は
、

(10) 

Sintenis
で
あ
る
。

一
、
六
、
五
は
直
接
に
は
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
に
つ
い
て
の
法
文
で
あ
り
、

T
h
i
b
a
u
t

二
、
六
や
提
、
三
、
二
六
、
六
の
法
文
に
記
さ
れ
て
い
る
「
こ

の
た
め
の
委
任
の

~ 
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「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
は
、

図
で
あ
る
こ
と
を
委
任
者
が
申
し
出
た
場
合
に
は
、
哭
約
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
第
三
者
の

不
利
益
や
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
義
務
を
、
意
図
的
に
(
w
i
l
l
k
t
i
r
l
i
c
h
)

負
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

B
が
B
の
金
銭
を

B
自
身

の
た
め
に

A
の
危
険
で
投
資
す
る
こ
と
を

A
が
B
に
委
任
す
る
場
合
は
、
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
委
任
者
は
、

単
な
る
委
任
そ
れ
自
体
か
ら
は
、
損
害
の
担
保
を
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
。

契
約
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
法
命
題
か
ら
、
損
害
の
担
保
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。

H
e
p
p
は、

め
ら
れ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
と
助
言
は
同
じ
効
果
な
の
で
あ
り
、
前
者
が
例
外
的
に
損
害
賠
償
義
務
を
発

生
さ
せ
る
場
合
に
は
、
後
者
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

H
e
p
p
は
、
同
じ
こ
と
を
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
委
任
者
に
義
務
を
発
生
さ
せ
な
い
。

し
か
し
、
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
持
つ
意

し
か
し
、
危
険
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
に
つ
い
て
の
例
外
は
、
助
言
に
つ
い
て
も
認

さ
ら
に
別
の
角
度
か
ら
も
証
明
し
よ
う
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
般
に
法
律
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
律
の
一
般
的
な
規
定
に
よ
れ
ば
義
務
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い

こ
と
で
も
、
特
別
に
義
務
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
た
め
の
要
件
と
さ
れ
る
の
は
、
法
律
が
禁
止
し
て
い
な
い
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
律
に
よ
れ
ば
一
般
的
に
助
言
か
ら
は
義
務
は
発
生
し
な
い
と
し
て
も
、
危
険
を
特
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
助
言

は
債
務
を
発
生
す
る
も
の
に
な
る
と
い
う
。

つ
ま
り
、

H
e
p
p
に
よ
れ
ば
、
結
果
に
つ
い
て
の
責
任
を
明
示
的
に
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
契
約
に
関
す
る
一
般
的
な
原

則
か
ら
責
任
が
発
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
T
h
i
b
a
u
t
が
挙
げ
た
、
助
言
が
な
け
れ
ば
行
為
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
と
い
う
要
件
は
不
要

(16) 

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
見
解
は
、

Sintenis,
T
e
w
e
s
,
 
V
a
n
g
e
r
o
w
,
 
W
i
n
d
s
c
h
e
i
d
,
 
W
a
c
h
t
e
r
,
 
D
e
r
n
b
u
r
g
に
継
承
さ
れ
通
説
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。

法
律
行
為
の
有
効
性
は
、

こ
の
場
合
に
、
受
任
者
が
委
任
が
な
く
と
も
行
為
を
し

―
二
四
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場
合
と
い
う
例
外
は
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
学
、

一
七
、

こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
学
、

H
e
p
p
は
、
明
ポ
的
な
危
険
引
受
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
助
言
が
助
言
を
受
け
た
者
の
主
た
る
動
機
に
な
っ
た
だ
け
で
も
、
助
言
者

に
責
任
が
発
生
す
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。

し

か

し

、

五

を

損

害

担

保

喫

約

と

の

関

係

で

理

解

し

よ

う

と

す

る

見

解

が

存

在

し
て
い
か
。
そ
の
よ
う
な
見
解
の
一
っ
で
あ
る
W
i
n
d
s
c
h
e
i
d
の
見
解
に
よ
れ
ぼ
、
こ
の
法
文
が
、
助
言
を
受
け
た
者
が
助
言
が
な
け
れ
ば

行
為
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
の
み
、
助
言
者
に
責
任
が
あ
る
と
す
る
の
は
、
不
正
確
な
表
現
で
あ
り
、
こ
こ
で
意
図
さ
れ
た
の
は
、

助
言
を
受
け
た
者
が
、
委
任
と
い
う
形
で
助
言
者
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
た
損
害
担
保
が
な
け
れ
ば
、
行
為
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場

合
に
の
み
、
助
言
者
に
は
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

i
n
d
s
c
h
e
i
d
は
、
こ
の
法
文
の
前
提
と
な
っ
た
事
例
と
し

て
、
助
言
と
と
も
に
損
害
担
保
契
約
が
存
在
し
て
い
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。
損
害
担
保
契
約
が
あ
る
場
合
に
は
、

H
e
p
p
以
来
承
認
さ

れ
て
き
た
よ
う
に
、
責
任
は
契
約
に
基
づ
い
て
当
然
に
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
、
六
、

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

た
よ
う
で
あ
る
が
、
学
、

一
七
、

―
二
五

H
e
p
p
以
後
、
結
果
に
つ
い
て
の
責
任
を
明
ホ
的
に
引
き
受
け
た
場
合
に
は
助
言
者
に
責
任
が
発
生
す
る
こ
と
が
一
般
的
に
承
認
さ
れ

一、

W
i
n
d
s
c
h
e
i
d
の
見
解

一
、
六
、

五
か
ら
導
か
れ
た
、
助
言
が
な
け
れ
ば
行
為
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
つ
い
て
は
、

一
、
六
、

ど

五
は
損
害
担
保
契
約
が
あ
る
場
合
と
理
解
さ
れ
、
助
言
が
主
た
る
動
機
に
な
っ
た

一
七
、
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度
取
り
上
げ
る
。

第
三
節

こ
の
よ
う
な
形
で
専
門
家
の
過

公
務
上
あ
る
い
は
契
約
上
の
義
務
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
過
失
に
よ
っ
て
公
務
や
契
約
に
基
づ
く
助
言
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に

責
任
が
発
生
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、

て
、
特
に
専
門
家
の
場
合
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
専
門
家
の
場
合
に
も
、

い
て
は
、
専
門
家
で
は
な
い
の
に
、

つ
い
て
悪
意
や
過
失
が
な
い
と
し
て
も
、

そ
の
よ
う
な
義
務
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
場
合
に
発
生
す
る
の
か
に
関
し

悪
意
の
場
合
と
債
務
関
係
が
あ
る
場
合
に
責
任
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
振
舞
っ
た
場
合
に
は
(sich
for 
e
i
n
e
n
 K
u
n
s
t
v
e
r
s
t
a
n
d
i
g
e
r
 a
u
s
g
e
b
e
n
)
、
直
接
に
助
言
に

な
お
悪
意
に
つ
い
て
の
責
任
が
承
認
で
き
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
が
。
し
か
し
、
よ
り
問
題

な
の
は
、
専
門
家
で
あ
る
ゆ
え
に
特
別
な
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
過
失
に
つ
い
て
も
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
特
に
、
国
家
に
よ
る

認
可
な
ど
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
公
務
上
の
義
務
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
公
務
上
あ
る
い
は
職
務
上
の
義
務
違
反
の
問
題
と
、

専
門
家
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
然
に
債
務
関
係
が
発
生
し
、
過
失
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
債
務
関
係
の
成
立
の
問

題
の
二
つ
で
あ
る
。

公
務
上
あ
る
い
は
職
務
上
の
義
務
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
準
備
草
案
が
紹
介
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

た
だ
、
前
者
に
つ

失
責
任
を
肯
定
し
た
の
は
古
い
理
論
で
あ
り
、
最
近
で
は
、
国
家
的
な
任
用
、
認
許
、
免
許
を
得
て
そ
の
知
識
や
技
術
に
つ
い
て
助
言
す

る
者
は
、

そ
れ
自
体
で
は
、
他
の
人
と
異
な
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
の
地
位
や
職
業
に
基
づ
い
て
、
原
則
と
し
て
(der
R
e
g
e
l
 n
a
c
h
)
事
態
は
、

無
償
、
有
償
の
委
任
に
よ
っ
て
助
言
を
引
き
受
け
、
債
務
関
係
が
命
じ
る
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
の

公
務
上
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
測
量
師
の
責
任
が
問
題
に
な
る
の
で
判
例
や
ド
イ
ツ
民
法
典
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
の
概
観
に
お
い
て
再

専
門
家
の
助
言

―
二
六
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.
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8
1
7
,
 

N
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9
7
0
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1
6
 ff.; 
ders., 
S
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m
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e
s
 P
a
n
d
e
k
t
e
nー

R
e
c
h
t
s
2
.
 
B
a
n
d
,
 

J
e
n
a
 1
8
0
3
 ̀
§
1
0
7
8
 f
.
 

(S. 2
7
2
 

ff.). i則
芸
口
の

V
e
r
s
u
c
h
e
の
初
い
版
は
、
一
七
九
八
年
と
一
八

0
一
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
、
ド
イ
ツ

法
学
者
事
典
、
三

0
五
頁
参
照
。
後
者
の

P
a
n
d
e
k
t
e
n
に
つ
い
て
は
、
一
八
三
四
年
の
第
八
版

(Stuttgart
1
8
3
4
,
 

N
 a
c
h
d
r
u
c
k
 F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 
M. 19
8
2
,
 

竺

5
1
7
f
.
)

も
参
照
し
て
い
る
。

(
2
)
T
h
i
b
d
u
[
 

• 

V
e
r
s
u
c
h
e
,
 
S. 1
1
6
;
 
ders 

•• 

P
a
n
d
e
k
t
e
n
 

eod. 1
2
,
 
1
2
;
 
D
.
 5
0
,
 
1
4
,
 
2

で
七
の
る
。

を
無
視
し
た
擬
制
で
あ
る
の
か
は
、

II, 
§
1
0
7
9
 (S. 2
7
3
)
•
印5珈
四
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
法
文
は
、
I
.
3
,
2
6
,
 
6
;
 D
.
1
7
,
 
1
,
 
2
,
 
6
;
 

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

―
二
七

し
か
し
、

こ
れ
ら
の
学
説
が
、

当
事
者
の
現
実
の
意
思
を
推
定
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
、

債
務
関
係
の
成
立
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

に
は
原
則
と
し
て
契
約
の
成
立
を
承
認
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
承
認
の
仕
方
は
実
に
様
々
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

T
e
w
e
s
は
、
鑑
定

的
な
(gutachtlich)
助
言
を
す
る
委
任
を
引
き
受
け
た
場
合
、
と
り
わ
け
報
酬
を
も
ら
っ
て
引
き
受
け
た
場
合
を
前
提
に
し
て
い
る
。
そ
し

相
手
が
素
人
で
あ
る
の
か
、

(24) 

す
べ
て
の
場
合
に
い
っ
さ
い
の
過
責
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
。

V
a
n
g
e
r
o
w
は、

専
門
家
と
し
て
助
言
を
求
め
ら
れ
、

(25) 

に
応
じ
た
者
は
、
債
務
関
係
を
発
生
さ
せ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
過
失
に
つ
い
て
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
。

D
e
r
n
b
u
r
g
は
、
注
意
深
く
助
言

場
合
や
報
酬
を
も
ら
う
場
合
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
、

責
任
を
承
認
す
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
し
、

に
し
か
責
任
は
な
い
と
す
な
。

散
歩
の
途
中
や
舞
踏
会
で
、

営
業
と
し
て
助
言
を
す
る

V
a
n
g
e
r
o
w
の
よ
う
に
専
門
家
と
し
て
助
言
を
求
め
ら
れ
た
だ
け
の
場
合
に
も

取
引
関
係
に
な
い
知
人
に
質
問
さ
れ
た
場
合
に
は
悪
意

そ
れ
と
も
そ
れ

す
る
こ
と
を
承
諾
し
た
者
は
、

一
切
の
過
責
に
責
任
が
あ
る
と
し
、

そ
の
よ
う
な
承
諾
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

に
な
ら
ず
、

そ
れ

て、

こ
の
場
合
に
は
、

専
門
家
と
し
て
見
せ
か
け
た
の
か
、

国
家
試
験
を
経
た
専
門
家
で
あ
る
の
か
は
問
題

い
ま
紹
介
し
た
準
備
草
案
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

多
く
の
学
説
は
専
門
家
で
あ
る
場
合
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f
e
h
l
u
n
g
,
 
A
c
P
 11 

(1828), 
S. 

44 
ff. 
や
ゴ
忌

IIIIT心「~.;::!,~」
S
心
~
8
歯
出
竺
罪
匂
心
祖
式
哀
や
埒
心

J
心
知
忌
認
□
め
ニ
ゃ
こ

哩
罪

8!!!1§
豆

忌
匂

哀
咲

足
匡

二
や

全
心

J
ぶ
全
心
,

1'\-18志
太
旦

0:,\-J.,:j)匡
二
や

~t-0
心
⇒
い
こ
心
゜

Tewes, 
A
c
P
 51, 

S. 
39 

ff.; 
Wachter, 

P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II, 

§
2
0
2
 Beilage 1-11 

(S. 
450 

f.). 

肉
芯
'

(::::) Dernburg, 
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II, 

§
1
1
5
 (S. 

311)..,;μ' 
「
~
~
心」

S
女
全
8
~

出
芸
,

,m
)-~ 盆

l]IIIT8羮
呑
如
生
で

~1"'
初+;!,

~
 心
⇒

い
こ
心
全
心
'

匡
二

瞑



喫約関係にない助言者の責任（田中）

結
果
に
つ
い
て
の
責
任
を
明
示
的
に
引
き
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
喫
約
自
由
の
原
則
か
ら
も
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
前
章
で
指
摘
し
た

よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、

D
.
1
7
,
 
1
,
 
4
8
,
 
2

が
危
険
を
引
き
受
け
て
も
な
お
責
任
が
発
生
し
な
い
か
の
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
。
こ
の
法
文
に
つ

い
て
、
私
の
知
る
限
り
で
は
、

H
念
P
は
言
及
し
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
法
文
に
つ
い
て
、

G
l
u
c
k
`
 
C
o
m
m
e
n
t
a
r
 X
V
,
 S. 2
5
2

は
、
危
険
が
負
担
さ

れ
て
い
た
と
し
て
も
、
委
任
さ
れ
た
こ
と
が
す
べ
て
受
任
者
だ
け
に
関
係
し
て
い
る
場
合
に
は
、
助
言
で
あ
り
責
任
が
発
生
し
な
い
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

Neustetel, 
A
c
P
 2,
 

S. 4
6

は
、
あ
ま
り
に
一
般
的
な
行
為
に
は
法
的
な
効
果
は
与
え
ら
れ
な
い
と
し
、
そ
の
例
の
一
っ
と
し
て
こ
の
法
文
を
挙
げ
て
い
る
。

(17) 
Sintenis, 
Civilrecht II, 
§
1
1
3
 A
n
m
.
 1
6ー

2

(S. 5
6
6
)
;
 

T
e
w
e
s
,
 
A
c
P
 51
,
 

S. 4
6
 ff :
 5
2
 f
.
;
 

V
a
n
g
e
r
o
w
,
 
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 
III, §
6
5
9
 A
n
m
.
 3
 
(S. 

4
9
3
 f
.
)
;
 

W
i
n
d
s
c
h
e
i
d
,
 
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II 
7
.
 
Aufl. F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 
M. 18
9
1
,
 
§
4
1
2
,
 
2
 
(S. 4
9
8
)
 ;
 

W
a
c
h
t
e
r
 ̀

 Pa
n
d
e
k
t
e
n
 II, 
§
2
0
2
 B
e
i
l
a
g
e
 Iー

II(S.

4
5
1
)
;
 
D
e
r
n
b
u
r
g
,
 
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II, 
§
1
1
5
 A
n
m
.
 8
 
(S. 3
1
1
)
.
 

こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
根
拠
法
文
と
し
て
、

D
.
1
7
,
 
1
,
 
1
2
 `
 13や
D
.
1
7
,

1
,
 
3
2

が
挙
げ

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

(18) 

H
急
,
A
c
P
 11
,
 

S. 
47 ff. 

Sintenis, 
Civilrecht II, 
§
1
1
3
 A
n
m
.
 1
6
-
3
 
(S. 5
6
6
 f
.
)
.
 

で
あ
る
が
、

T
h
i
bミ
ut,
V
e
r
s
u
 ,
 

che, 
S. 1
1
9
 f
.
;
 

G
l
u
c
k
,
 
C
o
m
m
e
n
t
a
r
 X
V
,
 S. 2
5
0
,
 
3
6
7
;
 
Neustetel, 
A
c
P
 1
1
,
 

S. 4
9
 f
.
 

は
、
助
2-
―
口
の
埠
ぞ
合
に
つ
い
て
は
、
伍
心
除
な
り

51受
や
助
言
を

受
け
た
者
の
意
思
表
示
を
要
求
す
る
も
の
の
、
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
委
任
が
主
た
る
動
機
に
な
っ
た
だ
け
で
も
、
委
任
者
に
責

任
が
発
生
す
る
と
し
て
い
る
。
＜
ミ
滋
g
e
r
o
芦

P
a
n
d
e
k
t
e
n
III, 
§
6
5
9
 A
n
m
.
 4
 
(S. 4
9
4
 f
.
)

は
、
助
言
と
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
を
区
別
す
る
立
場
か

ら
、
助
言
が
動
機
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
単
な
る
助
言
で
は
助
言
者
に
責
任
は
発
生
し
な
い
と
し
て
い
る
。

W
認
hter,
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II `
}

 

2
0
2
 
B
e
i
l
a
g
e
 I
 

ー

II(S.
4
5
0
 f
.
)

は、

D
.
1
7
.
 
1
,
 
6
,
 
5

で
は
、
助
言
を
受
け
た
者
が
助
言
に
よ
っ
て
自
分
の
利
益
に
気
付
か
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
ま
で
責
任
が
あ
る
の
で
は

な
く
、
助
言
は
実
際
に
は
助
言
を
受
け
た
者
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
助
言
を
受
け
た
者
に
不
明
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
真
正
な
委
任
で
あ

る
と
考
え
て
行
為
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
単
に
助
言
が
動
機
に
な
っ
た
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
し
て
い
る
。

(14) 

(15) 

(16) 
注
1
0
参
照
。

H
さ
p,
A
c
P
 11. 
S. 4
6
 f
.
 

(12) 

(13) 
解
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
考
え
は
、

<
d注
g
e
r
o
w
,
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 III. 
§
6
5
9
 A
n
m
.
 4
 
(S. 4
9
4
 f). 

H
念
P,
A
c
P
 1
1
,
 

S. 4
5
 f
.
 

て
い
る
。

Thibaut, 
V
e
r
s
u
c
h
e
,
 
S. 1
2
3

が
幻
m
介
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

同
じ
立
場
を
取
る
の
は
、

―
二
九

S
c
h
o
m
ミ

1

が
す
で
に
示
唆
し
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一
三
〇

(19) 
Seuffert, 
P
r
a
k
t
i
s
c
h
e
 
B
e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 U
b
e
r
 v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
 
R
e
c
h
t
s
m
a
t
e
r
i
e
n
,
 
B
e
i
t
r
a
g
 
z
u
r
 
L
e
h
r
e
 
v
o
n
 d
e
r
 
R
a
t
h
e
r
t
h
e
i
l
u
n
g
 
(
c
o
n
 ,
 

silium), 
A
c
P
 1
1
 (1828), 
S. 3
7
2
 A
n
m
.
 3
4
は
、
加
入

(
I
n
t
e
r
c
e
s
s
i
o
)
と
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
。
加
人
と
は
、
原
田
、
ロ
ー
マ
法
―
―
六

0
頁
に
よ
れ
ば
、

他
人
の
債
務
関
係
に
関
与
す
る
行
為
で
、
保
証
も
そ
の
一
種
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ロ
ー
マ
で
は
、
損
害
担
保
哭
約
を
す
る
に
は
問
答
契
約
を
必
要
と
し
た
の
で
、

そ
の
よ
う
な
形
式
を
回
避
し
つ
つ
同
じ
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
委
任
が
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

k
ger, 
P
r
i
v
a
t
r
e
c
h
t
 II, 
S. 6
6
6
;
 
W
i
n
d
s
c
h
e
i
d
/
 

K
S
P
,
 P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II, 
§
4
1
2
 (S. 817). 

第
一
章
注
17
参
照
。

T
e
w
e
s
,
 
A
c
P
 51, 
S. 4
2
 ff. 
は、

m
a
n
d
a
t
u
m
の
概
念
の
中
に
、
助
言
や
お
金
を
第
三
者
に
貸
す
よ
う
に
と
い
う
依
頼
(
E
r
s
u
c
h
e
n
)
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
、

D
.
1
7
,

1, 
6, 
5
で
は
、
こ
の
依
頼
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
が
委
任
し
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
が
行
為
し
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
場
合
は
、
委
任
が
あ
な
た
の
事
務
で
あ
る
と
し
て
も
、
わ
た
し
を
拘
束
す
る
依
頼
（
責
任
、
危
険
、
費
用
の
明
示
・
黙
示
の
引
受
）
を
あ
な
た
に
し
て

い
る
場
合
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

D
e
r
n
b
u
r
g
,
 
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II, 
§
1
1
5
 A
n
m
.
 9
 (S. 3
1
2
)
は
、
こ
の
法
文
は
、
助
言
を
受
け
た
者
が
助
言
者
に
対
し
て
助
言
を
考
慮
し
て
行
う
と

f
め
明
言

し
て
い
た
事
例
を
前
提
に
し
て
お
り
、
助
言
者
が
そ
れ
に
沈
黙
し
た
場
合
に
は
、
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
沈
黙
の

損
害
担
保
契
約
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

W
i
n
d
s
c
h
e
i
d
,
 

(20) 

(21) 

P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II, 
§
4
1
2
 A
n
m
.
 2
1
 (S. 498)・ 

A
n
m
.
 2
 (S. 4
9
3
)
 ;
 

Sintenis, 
C
i
v
i
l
r
e
c
h
t
 
II, 
§
1
1
3
 A
n
m
.
 1
5
 (S. 5
6
4
)
は
反
対
し
て
い
る
。

公
務
上
の
義
務
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、

W
i
n
d
s
c
h
e
i
d
/
K
i
p
p、

P
a
n
d
e
k
t
e
n
II, 
§
4
7
0
 (S. 
1
0
4
7
 ff.)
に
よ
れ
ば
、
悪
意
・
重
過
失
の
場
合
に
責
任
が
あ
る
。

そ
の
典
刑
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
裁
判
官
の
活
動
で
あ
る
。
上
級
後
見
的
な

(o
b
e
r
v
o
r
m
u
n
d
s
c
h
a
f
 tli c
h
)
公
務

K
の
義
務
の
場
合
に
は
、
例
外
と
し
て

軽
過
失
に
も
責
任
が
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
公
務
じ
の
義
務
は
、
国
家
機
関
と
し
て
任
命
さ
れ
た
公
務
員
に
限
ら
ず
、
国
家
の
認
許
(
K
o
n
z
e
s
s
i
o
n
)
、

免
許
(
A
p
p
r
o
b
a
t
i
o
n
)
、
任
用
(
A
n
s
t
e
l
l
u
n
g
)
に
基
づ
い
て
公
衆
に
そ
の
労
務
を
提
供
す
る
者
も
、
依
頼
者
と
の
関
係
で
は
、
契
約
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
い

っ
さ
い
の
過
失

(
N
a
c
h
l
a
s
s
i
g
k
e
i
t
)
に
つ
い
て
、
第
三
者
と
の
関
係
で
は
、
悪
意
と
重
過
失
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
と
い
う
。

(22) 
Gliick, 
C
o
m
m
e
n
t
a
r
 X
V
,
 S. 3
6
7
は
、
素
人
に
助
言
す
る
場
合
を
前
提
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
悪
意
に
類
す
る
過
失
と
し
て
注
に
引
用
さ

れ
て
い
る

D
.
19, 
2, 
9, 
5
;
 
9, 
2, 
8, 
1
;
 
50, 
17, 
1
3
2
は
、
未
経
験
の
た
め
に
過
ち
を
犯
し
た
場
合
に
関
す
る
法
文
で
あ
る
。

G
[
 iick, 
C
o
m
m
e
n
t
a
r
 X
V
,
 S. 3
6
7
 
f., 
3
6
9
,
 Neustetel• 

A
c
P
 2, 
S. 4
0
;
 
Tez,ves, 
A
c
P
 51, 
S. 5
0
 f.; 
V
a
n
g
e
,、0
竺

P
a
n
d
e
k
t
e
n

III, 
§
6
5
9
 

w塁ぎ、,
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 I
I
•ァ
2
0
2
B
e
i
l
a
g
e
 Iー

I
I
(
S
.
4
5
1
)
 ;
 De
r
n
b
u
r
g
,
 
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II, 
§
1
1
5
 A
n
m
.
 8
 (S. 3
1
1
 f.)・ 
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契約関係にない助言者の責任（田中）

(24) 

(25) 

(26) Sintenis, 
Civilrecht II, 
§
1
1
3
 A
n
m
.
 1
5
 
(S. 5
6
4
)

は
、
専
門
家
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
舞
っ
た
場
合
は
、
常
に
悪
意
で
あ
る
と
い
う
。

T
e
w
e
s
,
 
A
c
P
 51
,
 
S. 4
9
 f. 
は
、
真
実
に
反
し
て
専
門
家
あ
る
い
は
国
家
の
認
可
な
ど
を
う
け
た
専
門
家
で
あ
る
と
信
じ
こ
ま
せ
た
場
合
に
は
、
助
言
す
る

に
つ
い
て
悪
意
や
過
失
が
な
く
と
も
悪
意
に
つ
い
て
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
。

Neustetel, 
A
c
P
 2,
 

S. 4
0

は
、
専
門
家
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
舞
っ
た
場
合
に
は
助
言
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
の
責
任
の
根
拠
は
契
約
あ
る
い
は
準
哭
約

で
あ
る
と
す
る
。

（認）

W
e
r
n
e
r
 S
c
h
u
b
e
r
t
 
(Hrsg.), 
D
i
e
 V
 or
l
a
g
e
n
 d
e
r
 R
e
d
a
k
t
o
r
e
n
 filr 
die 
erste 
K
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 z
u
r
 A
u
s
a
r
b
e
i
t
u
n
g
 d
e
s
 E
n
t
w
u
r
f
s
 eines 

Bilrgerlichen 
G
e
s
e
t
z
b
u
c
h
e
s
 (
V
o
r
e
n
t
w
i
l
r
f
e
 
d
e
r
 
R
e
d
a
k
t
o
r
e
n
 z
u
m
 B
G
B
)
;
 F
r
a
n
z
 
Phillipp 

S
c
h
u
l
d
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
,
 
T
e
i
l
 2
.
 
B
e
s
o
n
d
e
r
e
r
 Teil. 
B
e
r
l
i
n
 u. 
a. 1
9
8
0
,
 
S. 7
9
2
 
ff. 
S. 8
0
0
.
 

私
自
身
十
分
に
理
解
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
自
信
が
な
い
が
、
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
（
注
24
、
25
参
照
）
で
は
責
任
の
根
拠
と
し
て
債
務
関
係
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る

S
e
u
f
f
A
 2
5
,
 
1
3
1

で
は
、
測
量
師
の
訴
権
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
、
哭
約
関
係
が
あ
れ
ば
過
失
に
つ

い
て
も
責
任
が
あ
る
が
、
本
件
で
は
契
約
関
係
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、

S
e
u
f
f
A
3
2
,
 
4
5

で
は
、
営
業
で
あ
る
場
合
に
は
原
則
と
し
て
適
切
な
配
慮

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
重
要
な
の
は
当
事
者
の
実
際
の
意
図
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
準
備
草

案
が
専
門
家
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
哭
約
が
成
立
す
る
と
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
推
定
で
あ
り
、
当
事
者
の
意
思
を
無
視
し
て
ま
で
契
約
を
成

立
さ
せ
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
注
21
お
よ
び
第
三
章
参
照
。

T
e
w
e
s
,
 
A
c
P
 51
,
 

S. 5
0
 f.; 
vgl. 
W
a
c
h
t
e
r
,
 
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II, 
§
2
0
2
 B
e
i
l
a
g
e
 Iー

II(S.
4
5
1
)
.
 

V
a
n
g
e
r
o
w
,
 
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 III, 
§
6
5
9
 A
n
m
.
 2
 
(S. 4
9
3
)
.
 

D
e
r
n
b
u
r
g
,
 
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II, 
§
1
1
5
 A
n
m
.
 8
 
(S. 3
1
1
 
f.). 

g

n

k
蓉
el
u. 
Hilfsarbeiter, 
R
e
c
h
t
 
d
e
r
 

口
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ぐ
っ
て
判
例
の
変
遷
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
節
を
改
め
て
、
具
体
的
な
判
例
を
紹
介
し
な
が
ら
こ
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

こ
と
に
つ
い
て
の
争
い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

具
体
的
な
事
件
に
お
い
て
助
言
す
る
契
約
が
存
在
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
の
認
定
を
め

判
例
で
、

第
三
章

前
章
で
は
、
学
説
の
展
開
を
概
観
し
た
が
、
本
章
で
は
判
例
の
展
開
を
概
観
し
た
い
。
私
が
利
用
し
え
た
判
例
は
、

S
e
u
f
f
ert's A
r
c
h
i
v
 

ftir E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
 d
e
r
 o
b
e
r
s
t
e
n
 G
e
r
i
c
h
t
e
 in d
e
n
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 S
t
a
a
t
e
n
と
E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
d
e
s
 R
e
i
c
h
s
g
e
r
i
c
h
t
s
 1iJ
ら
に
、

き
わ
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
、

E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
d
e
s
 R
e
i
c
h
s
 11 
O
b
e
r
h
a
n
d
e
l
s
g
e
r
i
c
h
t
s
で
あ
り
、
決
し
て
十
分
と
は
言
え
な

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に
関
す
る
判
例
に
お
い
て
も
、
助
言
あ
る
い
は
推
薦
を
し
た
だ
け
で
は
助
言
や
推
薦
の
結
果
に
つ
い
て
責

任
を
負
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
原
則
に
争
い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
対
す
る
例
外
の
―
つ
は
、
悪
意
が
あ
る
場
合
で
あ
り
、

こ
の
悪
意
に
は
重
過
失
の
場
合
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
悪
意
以
外
の
例
外
は
、
契
約
に
基
づ
い
て
助
言
す
る
義
務
が
あ
る
場
合
と
、
助
言

に
し
た
が
っ
た
結
果
に
つ
い
て
損
害
担
保
契
約
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

商
人
間
の
特
別
な
責
任
に
つ
い
て
は
、
商
事
慣
習
の
存
在
を
否
定
す
る
判
例
が
あ
る
。
ま
た
、
学
説
で
主
張
さ
れ
て
い
た
、
助
言
が
な

け
れ
ば
行
為
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
と
い
う
例
外
も
判
例
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

主
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
契
約
に
基
づ
い
て
助
言
す
る
義
務
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。

‘ヽ‘、、

し
カ

一
応
の
概
観
を
得
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
一
節
判
例
の
原
則
な
立
場 一

九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
け
る
判
例
の
展
開

こ
の
よ
う
な
例
外
が
存
在
す
る

~ 
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契約関係にない助言者の責任（田中）

お
そ
ら
く
、
学
説
に
お
け
る
公
務
上
の
義
務
や
契
約
上
の
義
務
に
つ
い
て
の
議
論
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

一
、
契
約
の
成
立
に
慎
重
な
判
例

(
8
)
 

R
o
s
t
o
c
k
の
上
級
控
訴
裁
判
所
一
八
七

0
年
七
月
ニ
―
日
判
決

被
告
は
、
し
ば
し
ば
、
病
気
に
な
っ
た
家
畜
の
た
め
の
治
療
薬
を
依
頼
に
応
じ
て
与
え
、
報
酬
を
得
て
い
た

(
h
o
n
o
r
i
r
e
n
)
。
そ
の
際
に
、
単
な
る
助
言
を
す
る

に
と
ど
ま
り
、
治
療
を
正
式
に

(
f
o
r
m
l
i
c
h
)
引
受
け
獣
医
と
し
て
振
舞
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
原
告
は
、
被
告
が
素
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
、
家
畜
の

病
気
に
効
く
薬
に
つ
い
て
尋
ね
、
そ
の
助
言
に
し
た
が
っ
た
結
果
、
損
害
を
被
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
案
で
、
上
級
控
訴
裁
判
所
は
、
契
約
の
成
立
と
の
関
係
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

本
当
の
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る

(
v
e
r
m
e
i
n
t
l
i
c
h
)
専
門
家
に
助
言
を
求
め
た
場
合
に
、
助
言
に
よ
っ
て
常
に
助
言
者
の
責
任
を
発
生
さ
せ
る

見
解
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
に
も
、
当
事
者
の
実
際
の
、
そ
し
て
外
に
現
れ
た
意
図

(
A
b
s
i
c
h
t
)
、
特
に
、
依
頼

(
G
e
s
u
c
h
)
す
る
こ
と
が
、

相
談
さ
れ
た
人
に
そ
の
件
に
つ
い
て
配
慮
す
る
よ
う
に
と
当
然
に
委
託

(tibertragen)
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
し
て
、
相
談
さ
れ
た
人
が
そ
の
よ
う
な
委
託

（

一

）

大
き
く
分
け
て
三
つ
の
段
階
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
節
助
言
契
約
の
成
否
を
め
ぐ
る
判
例
の
変
遷

測
量
師
の
責
任
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
第
三
節
に
お
い
て
、

i 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
判
例
の
態
度
を
紹
介
し
た
い
。

ま
た
判
例
で
は
、
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級
商
事
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

請
求
権
は
な
い
と
し
た
。

悪
意
で
推
薦
し
た
場
合
で
も
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
持
つ
の

一
三
四

(Antrag)
を
引
き
受
け
た
の
か
、
つ
ま
り
、
そ
の
関
係
に
お
い
て
、
契
約
が
意
図
さ
れ
、
そ
し
て
成
立
し
た
の
か
が
重
要
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
こ
の
こ
と
を
肯

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
助
言
を
求
め
ら
れ
た
者
が
、
そ
の
こ
と
に
配
慮
す
る
こ
と
を
営
業

(
G
e
w
e
r
b
e
)
と
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
病
気
に

つ
い
て
相
談
さ
れ
た
医
者
は
、
求
め
ら
れ
た
助
言
を
与
え
る
こ
と
で
、
す
で
に
治
療
を
引
き
受
け
て
い
る
。

し
か
し
、
本
件
で
は
、
被
告
が
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
な
助
言
を
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
報
酬
を
得
て
い
た
こ
と
な
ど
の
事
実
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
被
告
の
行
為
は
助
汀
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
契
約
は
成
立
し
な
い
。
む
し
ろ
原
告
は
、
被
告
が
素
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
責

め
は
原
告
に
あ
る
。

ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
の
会
社
に
穀
物
を
売
却
し
た
会
社
（
在
マ
ン
ハ
イ
ム
、
原
告
）
の
委
託
を
受
け
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
国
民
銀
行
が
、
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
の
信

用
組
合
（
被
告
）
に
一
冗
主
の
名
前
を
出
さ
ず
に
、
買
‘E
の
信
用
状
態
を
電
報
で
照
会
し
た
。
同
じ
く
電
報
で
な
さ
れ
た
回
答
を
基
に
し
て
、
売
主
は
売
買
代
金
に

つ
い
て
信
用
を
与
え
た
が
、
間
も
な
く
、
買
主
が
支
払
を
停
止
し
た
た
め
、
損
害
を
受
け
た
。

控
訴
裁
判
所
は
、
推
薦
者
と
推
薦
を
受
領
し
た
人
の
間
に
法
律
関
係
が
発
生
す
る
と
い
う
一
般
的
な
命
題
を
た
て
て
、
本
件
を
推
薦
者

（
信
用
組
合
）
と
推
薦
を
受
領
し
た
人
（
国
民
銀
行
）
の
間
の
問
題
と
理
解
し
、

は
推
薦
を
受
領
し
た
人
だ
け
で
あ
り
、
推
薦
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
利
用
し
、

（二）

(
9
)
 

帝
国
上
級
商
事
裁
判
所
一
八
七
六
年
一
月
二
八
日
判
決

そ
の
結
果
損
害
を
受
け
た
第
三
者
（
売
ヽ
E
)
に
は
損
害
賠
償

控
訴
裁
判
所
の
見
解
の
中
、
特
に
、
推
薦
者
と
推
囲
を
受
領
し
た
人
の
間
に
法
律
関
係
が
成
立
す
る
と
し
た
部
分
に
対
し
て
、
帝
国
上
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喫約関係にない助言者の責任（田中）

決
を
支
持
し
て
い
る
。

照
会
に
応
じ
て
情
報
、
助
言
、
推
薦
を
与
え
る
場
合
に
、
法
律
行
為
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
特
に
、
報
酬

(
Vergtitung)
と
引
き
換
え
に
、
照

会
に
応
じ
て
回
答
す
る
こ
と
を
営
業

(
G
e
w
e
r
b
e
)
と
し
て
い
る
者
の
場
合
に
は
、
当
事
者
が
法
律
行
為
を
意
図
し
て
い
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ

と
し
て
も
、
推
薦
に
よ
っ
て
推
薦
者
と
推
薦
を
受
け
た
者
の
間
に
法
律
関
係
が
発
生
す
る
と
い
う
一
般
的
な
命
題
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

債
務
喫
約
の
締
結
に
関
す
る
一
般
的
な
原
則
か
ら
し
て
、
法
律
関
係
が
発
生
す
る
に
は
、
義
務
を
引
き
受
け
る
と
い
う
意
思
表
示
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、

照
会
に
応
じ
て
情
報
や
助
言
を
与
え
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
知
識
の
伝
達
あ
る
い
は
見
解
の
表
明
で
し
か
な
く
、
義
務
を
引
き
受
け
る
と
い
う
意
思
表
示
と
は
み

な
せ
な
い
。
助
言
等
と
の
関
係
で
義
務
を
引
き
受
け
る
意
図
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
こ
の
義
務
を
引
き
受
け
た
の
か
に
つ
い
て
の
明
ボ

的
あ
る
い
は
事
情
か
ら
推
測
さ
れ
る

(aus
d
e
n
 U
m
s
t
a
n
d
e
n
 z
u
 e
n
t
n
e
h
m
e
n
d
)
表
示
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
保
証
で
あ
る
場
合
に
は
、
過
責
は
要
件
と

な
る
こ
と
な
く
責
任
が
あ
り
、
委
任
の
引
受
と
い
う
場
合
に
は
、
適
切
な
配
慮
を
し
な
か
っ
た
時
に
損
害
賠
償
義
務
が
発
生
し
、
そ
の
ま
ま
の
情
報
を
提
供
す
る

義
務
の
場
合
に
は
、
悪
意
に
基
づ
い
て
責
任
が
発
生
す
る
。
し
か
し
、
あ
る
者
が
伯
用
を
与
え
る
に
足
り
る
か
と
い
う
電
報
で
の
照
会
と
そ
れ
へ
の
回
答
と
い
う

本
件
の
経
過
か
ら
し
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
も
義
務
を
引
き
受
け
る
と
い
う
意
思
表
示
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
帝
国
上
級
商
事
裁
判
所
は
、
控
訴
裁
判
所
の
見
解
を
誤
り
で
あ
る
と
し
た
が
、

（三）

(10) 

O
l
d
e
n
b
u
r
g
の
上
級
地
方
裁
判
所
一
八
八
七
年
三
月
一
六
日
判
決

被
告
は
、
貸
付
の
仲
介
を
営
哭
と
し
、
通
常
は
借
ヽ
E
か
ら
貸
付
額
に
応
じ
た
報
酬
を
受
け
て
い
た
。
原
告
は
、
資
本
を
貸
付
け
る
際
に
、
以
前
か
ら
仲
介
を
受

け
て
い
た
被
告
に
再
び
仲
介
を
求
め
、
あ
る
営
農
家
を
紹
介
さ
れ
た
。
貸
付
に
際
し
て
被
告
は
、
抵
当
登
記
簿

(
H
y
p
o
t
h
e
k
e
n
b
u
c
h
)
の
抜
書
を
提
示
し
、
他
の

登
記

(Ingrossat)
は
順
要
で
は
な
い
か
、
実
際
に
は
処
理
済
み
な
の
で
顧
慮
す
る
に
当
た
ら
な
い
と
論
評
し
て
、
抜
書
の
欄
外
に
考
慮
す
べ
き
抵
当
権
の
計
算

を
し
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
貸
付
に
同
意
し
、
被
告
は
原
告
の
名
前
で
貸
し
付
け
た
。
後
に
、
登
記
さ
れ
た
不
確
定
な
後
見
に
よ
る
抵
当
権

(eine
ingrossirte 

u
n
b
e
s
t
i
m
m
t
e
 v
o
r
m
u
n
d
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
H
y
p
o
t
h
e
k
)
が
、
砒
岱
古
の
珀
叫
明
し
た
よ
う
に
、
処
理
済
み
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
原
告
は
損
害
を
受
け

結
果
的
に
は
、

原
審
の
原
告
敗
訴
の
判

一
三
五
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事
件
で
は
い
ず
れ
も
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
芙
約
関
係
の
成
否
が
争
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
報
酬
を
得
て
い
る
こ
と
や
営
業
と
し
て
助

言
し
て
い
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
契
約
関
係
を
成
立
さ
せ
る
と
さ
れ
つ
つ
も
、
結
局
、
意
思
表
示
の
存
否
が
問
題
と
さ
れ
て
、

う
こ
と
が
前
提
に
さ
れ
た
う
え
で
、

こ
の
よ
う
な
事
案
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
助
言
者
の
責
任
に
つ
い
て
の
原
則
的
な
立
場
を
確
認
し
た
後
に
、
被
告
は
営
業
と
し
て
報

た
し
か
に
、
助
言
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
た
専
門
家
は
、
特
に
報
酬
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
一
般
に
助
言
に
基
づ
い
て
義
務
を
負
う
と
し
て
も
、
具
体
的

な
場
合
に
は
、
そ
の
事
情
に
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
が
法
律
行
為
を
す
る
つ
も
り
で
あ
り
、
実
際
に
そ
う
し
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。
本
件
で
は
、

こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
被
告
が
独
立
し
て
(
i
n
s
e
l
b
s
t
a
n
d
i
g
e
n
 W
e
i
s
e
,
 
n
a
c
h
 s
e
i
n
e
m
 alleinigen B
e
f
i
n
d
e
n
)
貸
付
を
行
う
と
い
う
重
要
な

事
情
が
欠
け
て
い
る
。
原
告
は
、
被
告
が
推
薦
し
た
者
に
貸
し
付
け
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
判
断
を
留
保
し
て
い
た
。
原
告
は
、
抵
当
に
人
れ
ら
れ
る
土
地
の

価
値
に
つ
い
て
、
原
告
の
側
で
調
査
し
、
結
果
が
良
好
で
あ
っ
た
の
で
、
貸
し
付
け
て
い
る
。
被
告
は
、
原
告
の
た
め
に
適
当
な
債
務
者
を
見
つ
け
、
そ
の
名
前

を
知
ら
せ
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
判
決
で
は
、
助
言
者
と
の
間
で
喫
約
関
係
が
成
立
し
て
い
れ
ば
、
助
言
者
は
そ
の
助
言
の
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
と
い

告
敗
訴
の
判
決
を
し
て
い
る
。

酬
を
受
け
て
貸
付
の
仲
介
を
し
て
お
り
、

こ。t
 

一
三
六

具
体
的
な

そ
の
知
識
ゆ
え
に
依
頼
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
原
告
の
主
張
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
原

12-2 -258 (香法'92)



哭約関係にない助言者の責任（田中）

（五）

(12) 

帝
国
裁
判
所
一
八
九
一
年
一
月
三
一
日
判
決

本
件
で
は
、
委
託
行
為

(
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
s
g
e
s
c
h
a
f
t
)
の
実
行
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
新
し
い
取
引
、
新
し
い
委
託
を
す
る
判
断
材
料
と
し
て
助

言
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
事
者
は
、
長
期
に
わ
た
り
委
託
を
す
る
関
係
に
あ
り
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
持
分
証
券
も
、
被
告
の
助
言
に
よ
り
、
被
告

を
介
し
て
原
告
の
た
め
に
購
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
お
い
て
は
、
助
言
だ
け
を
孤
立
さ
せ
て
、
取
引
関
係

(ein
g
e
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
r
 V
e
r
k
e
h
r
)
 

の
な
い
任
意
の
第
三
者
の
助
言
と
同
じ
に
取
り
扱
う
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
事
案
か
ら
し
て
、
原
告
の
質
問
は
、
委
託
を
受
け
た
と
同
じ
よ
う
に
、
助
言
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
委
託
を
受
け
た
場
合
と
同
じ
注
意
義
務
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
被
告
は
そ
の
意
味
で
理
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
被
告
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
助
言
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
助
言
を
し
、
そ
の
際
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
た
義
務
に

つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
原
告
の
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
同
意
し
た
こ
と
に
な
り
、
契
約
関
係
が
成
立
す
る
。

こ
の
よ
う
な
事
案
に
対
し
て
、

原
告
と
被
告
（
銀
行
）
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
委
託
関
係

(
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
s
v
e
r
 ke
h
r
)
に
あ
っ
た
。

一
八
八
一
年
に
、
原
告
は
、
被
告
の
助
言
を
受
け
て
被
告
を
介
し
て
被
告
（
銀
行
1
1

合
資
会
社

C
o
m
m
a
n
d
i
tgesel I
s
c
h
a
f
 t)
の
持
分
証
券

(
A
n
t
e
i
l
s
c
h
e
i
n
)

を
購
入
し
た
。
翌
年
に
、
原
告
は
被
告
に
こ
の
持
分
証
券
を
持
ち
続
け
る
こ
と
は
得
策

(
r
a
t
h
s
a
m
)
で
あ
る
か
ど
う
か
を
質
問
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
証
券
の
状

態
は
有
望
で
あ
る
と
の
回
答
を
得
て
、
原
告
は
そ
れ
を
持
ち
続
け
た
。
し
か
し
、
こ
の
証
券
は
す
ぐ
に
暴
落
し
、
原
告
は
相
場
が
下
が
っ
た
た
め
に
被
っ
た
損
害

の
賠
償
を
求
め
て
い
る
。

（四）
二、

帝
国
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

取
引
関
係
が
存
在
す
る
場
合
に
契
約
の
成
立
を
承
認
す
る
判
例

帝
国
裁
判
所
一
八
八
五
年
四
月
一
八
日
判
決

一
三
七
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原
告
の
上
告
に
対
し
て
、

帝
国
裁
判
所
は
、

次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、

控
訴
審
で
は
、

被
告
と
原
告
は
取
引
関
係

(
G
e
s
c
h
a
f
t
s
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
)
に
あ
り
、
被
告
は
、
原
告
の
た
め
に
多
額
の
有
価
証
券
を
売
却
し
て
い
た
。
一
八
八
三
年
九
月
に
、
被

告
は
、
原
告
に
、
被
告
と
理
事
の
一
部
を
共
通
に
す
る
会
社
の
株
に
つ
い
て
上
昇
相
場
で
の
活
発
な
取
引
が
行
わ
れ
て
お
り
、
十
分
な
配
当
が
さ
れ
る
と
い
う
評

判
に
ま
だ
事
実

L
の
根
拠
が
な
い
と
し
て
も
、
相
場
が
実
勢
か
ら
し
て
低
い
と
確
伯
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
よ
り
一
層
の
上
昇
が
間
近
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
内
容
の
手

紙
を
出
し
た
。
こ
の
手
紙
に
促
さ
れ
て
、
原
告
は
、
そ
の
株
を
被
告
を
介
し
て
一
八
万
マ
ル
ク
、
ド
イ
ツ
銀
行
を
介
し
て
六
万
マ
ル
ク
、
相
場
の
一

0
0
・
ニ
五

で
購
入
し
た
。
し
か
し
、
株
価
は
低
落
し
た
。
原
告
は
、
第
三
者
の
た
め
の
仲
介
と
し
て
株
式
を
購
人
し
て
い
た
が
、
株
価
が
低
下
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
被
っ
た

損
害
の
賠
償
を
被
告
に
請
求
し
た
。

原
告
の
行
為
は
委
託
さ
れ
て
の
行
為
(
k
o
m
m
i
s
s
i
o
n
s
w
e
i
s
e
s
G
e
s
c
h
a
f
t
)

で
あ
る
と
す
る
被
告
の
抗
弁
と
時
効
に
つ
い
て

の
被
告
の
抗
弁
に
審
理
が
限
定
さ
れ
た
の
ち
に
、
部
分
判
決
(Teilurteil)

に
よ
っ
て
、
損
害
を
受
け
た
の
は
原
告
に
委
託
し
た
者
で
あ
り
、

原
告
が
そ
の
損
害
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。

差
し
戻
し
た
。

控
訴
審
の
裁
判
官
は
、
契
約
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
た
義
務
が
問
題
に
な
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い
な
い
。

個
々
の
情
報
提
供
や
推
薦
そ
れ
自
体
を
考
察
す
れ
ば
、
情
報
を
与
え
た
人
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
悪
意
の
場
合
だ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
情
報
提
供
者
と
そ
れ
を
受
け
た
人
の
間
に
取
引
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
事
情
が
異
な
る
。

二
者
間
の
取
引
関
係
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
当
初
は
彼
ら
が
締
結
し
腹
行
す
る
取
引
が
偶
然
に
並
列
し
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
頻
繁
な
取
引

上
の
接
触
と
、
好
意
を
示
す
こ
と
が
互
い
に
利
益
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
信
頼
関
係

(
V
e
r
t
r
a
u
e
n
s
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
)
が
形
成
さ
れ
、
互
い
に
他
人
で
あ
る
場
合
よ

り
広
範
囲
に
信
義
誠
実
を
尽
く
す
こ
と
に
な
る
。
個
別
の
取
引
の
締
結
と
腹
行
だ
け
で
な
く
、
取
引
関
係
全
体
が
信
義
誠
実
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
こ
の
関
係
が

な
け
れ
ば
法
的
に
は
中
立

(rechtlich
indifferent)
の
事
実
で
あ
る
行
為
が
法
的
な
内
容

(ein
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
r
 Inhalt)
を
獲
得
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

事
実
的
な
事
象

(
t
h
a
t
s
a
c
h
l
i
c
h
e
V
o
r
g
a
n
g
e
)
は
、
そ
れ
が
取
引
の
締
結
(
A
b
s
c
h
l
u
/
3
)
と
履
行

(Erftillung)
に
関
係
し
て
い
る
場
合
に
だ
け
法
的
に
効
力

が
あ
る

(
w
i
r
k
s
a
m
e
n
)
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
法
律
行
為
を
準
備

(
V
o
r
b
e
r
e
i
t
u
n
g
)
す
る
行
為
、
と
く
に
推
薦
や
情
報
提
供
に
及
ぶ
。
具
体
的
な
取
引
を

一
三
八
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哭約関係にない助言者の責任（田中）

三
、
売
買
契
約
に
付
随
す
る
助
言
に
つ
い
て
責
任
を
承
認
す
る
判
例

帝
国
裁
判
所
一
八
九
八
年
九
月
二
四
日
判
決

（六）
体
に
問
題
が
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

後
で
触
れ
た
い
。

る
こ
と
で
、
助
言
者
の
責
任
に
つ
い
て
は
、

合
に
は
、
契
約
を
基
礎
付
け
る
も
の
、

つ
ま
り
、
意
思
表
示
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
喫
約
の
成
立
を
承
認
す

以
前
の
見
解
と
表
面
上
は
矛
盾
は
し
て
い
な
い
が
、
契
約
の
成
立
を
承
認
し
た
こ
と
そ
れ
自

一
三
九

成
立
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
は
、

単
な
る
助
言
を
求
め
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
質
問
で
も
、

当
事
者
間
に
取
引
関
係
が
あ
る
場

行
う
者
が
、
法
的
に
実
現
可
能
な
先
人
観
の
下
で

(
u
n
t
e
r
r
e
c
h
t
l
i
c
h
 r
e
a
l
i
s
i
e
r
b
a
r
e
m
 P
r
a
j
u
d
i
z
)
、
信
頼
を
与
え
あ
う
こ
と
の
で
き
る
領
域
は
拡
大
さ
れ
る
。

他
人
の
間
で
は
そ
れ
自
体
中
立
で
あ
る
事
象
が
、
法
律
行
為
な
い
し
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
取
引
関
係
に
あ
る
者
は
、
相
手
方
か
ら
の
通

知
を
、
そ
の
通
知
を
与
え
る
に
つ
い
て
相
手
方
に
は
過
責
が
な
い
も
の
、
も
し
く
は
、
過
責
が
あ
る
場
合
に
は
相
手
方
が
責
任
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
通
知
が
そ

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
、
信
義
誠
実
か
ら
し
て
そ
の
よ
う
な
理
解
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
相
手
方
は
知
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
。
そ
の
相
手
方
は
、
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
情
報
を
与
え
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
が
、
情
報
を
与
え
た
場
合
に
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
。

本
件
で
は
、
手
紙
の
言
葉
自
体
は
、
推
煎
や
意
見
表
明
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
あ
る
株
の
相
場
に
関
す
る
報
告
と
し
か
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
、
当
事
者
間
の

取
引
関
係
と
被
告
と
株
式
発
行
会
社
の
密
接
な
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
別
の
理
解
が
で
き
る
。

取
引
所
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
投
機
を
す
る
た
め
の
資
料
を
原
告
に
あ
た
え
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
。
被
告
が
特
定
の
証
券
に
つ

い
て
一
定
の
事
実
に
言
及
し
た
場
合
に
は
、
原
告
は
、
原
告
に
と
っ
て
重
要
な
事
実
を
報
告
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
本
件
で
は
、
被
告

と
会
社
の
密
接
な
関
係
か
ら
し
て
、
そ
の
会
社
の
状
態
に
関
す
る
取
引
所
内
の
見
解
が

IE
し
く
、
騰
貴
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
被
告
が
疑
い
を
持
っ
て
い
な

い
と
原
告
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ら
の
判
決
に
お
い
て
も
、
責
任
の
根
拠
は
哭
約
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

一
で
紹
介
し
た
判
例
と
は
こ
と
な
り
、

契
約
の

12---2 ---261 (香法'92)



ま
ず
、
悪
意
訴
権
の
消
滅
時
効
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
売
主
が
意
図
的
に
買
主
を
錯
誤
さ
せ
売
買
を
さ
せ
た
場
合
に
は
、

契
約
訴
権
で
あ
り
、
喫
約
訴
権
に
つ
い
て
は
時
効
は
完
成
し
て
い
な
い
。

そ
の
他
の
点
で
も
原
審
の
判
断
は
誤
っ
て
る
。

法
が
助
言
や
推
薦
そ
れ
自
体
に
は
責
任
が
な
い
と
い
う
命
題
を
形
成
す
る
前
提
に
は
、
当
事
者
間
に
助
言
や
推
薦
以
外
の
こ
と
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
助
言
が
悪
意
の
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
、
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
責
任
が
生
じ
る
と
い
う
例
外
も
、
助
言
や
推
薦
が
問
題
に
な
っ
て
い

帝
国
裁
判
所
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
差
し
戻
し
た
。

し
て
、

結
局
の
と
こ
ろ
被
告
の
責
任
は
否
定
さ
れ
た
。

や
売
買
物
の
性
状
(
z
u
g
e
s
a
g
t
e
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
 
d
e
r
 K
a
u
f
s
a
c
h
e
)

に
つ
い
て
の
責
任
に
関
し
て
は
、

れ
た
が
、
推
薦
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
に
取
引
関
係
(
G
e
s
c
h
a
f
t
s
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
)
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

つ
い
て
も
、
被
告
の
推
薦
(
A
n
p
r
e
i
s
u
n
g
)

の
中
に
は
、
売
買
目
的
物
の
特
別
な
性
状
に
つ
い
て
の
言
明
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と

原
告
が
主
張
し
た
被
告
の
悪
意
に
つ
い
て
は
、

第
一
審
、

ま
た
、

悪
意
訴
権
で
は
な
く
、

売
買
物
の
性
状
に

時
効
消
滅
し
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら

原
告
は
、
銀
行
(der
B
a
n
k
i
e
r
)
で
あ
る
被
告
の
勧
め
に
よ
っ
て
、
一
八
八
八
年
に
被
告
が
代
表
を
し
て
い
る
会
社
の
一

0
0
0
マ
ル
ク
の
株
を
六
株
、
相
場

の
一
―
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
で
被
告
か
ら
購
入
し
た
。
被
告
と
の
取
引
は
、
こ
れ
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
、
一
八
八
九
年
に
会
社
が
資
本
を
拡
大
す
る
に
際

し
て
、
被
告
の
仲
介
で
相
場
の
一

0
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
三
株
購
入
し
、
一
八
九

0
年
に
は
再
び
被
告
の
仲
介
で
、
優
先
株
に
す
る
た
め
に
九
株
分
三

0
0
0
マ
ル

ク
の
追
加
払
い
を
行
っ
た
。
こ
の
会
社
は
、
一
度
も
配
当
し
な
い
ま
ま
に
清
算
手
続
へ
移
行
し
た
。
被
告
が
原
告
に
な
し
た
推
薦
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
事
業
は
疑
い
な
く
儲
け
が
あ
り
、
他
社
の
工
場
（
―

-
0
|
三
0
%）
と
同
じ
配
当
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
株
の
価
値
は
四
、
五
年
で
確
実
に
一
―
倍

に
な
り
、
最
初
の
年
は
配
当
が
な
い
と
し
て
も
、
二
年
目
か
ら
は
一

0
パ
ー
セ
ン
ト
が
期
待
で
き
る
。
工
場
の
土
地
は
五
五
万
マ
ル
ク
の
価
値
が
あ
る
。
株
は
確

実
な
投
資
と
し
て
推
煎
で
き
る
。

控
訴
審
と
も
に
時
効
を
理
由
に
棄
却
し
た
。
推
薦
に
つ
い
て
の
被
告
の
過
失

一
四
〇
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哭約関係にない助言者の責任（田中）

二
で
紹
介
し
た
判
例
で
は
、

一
般
的
に
は
助
言
を
求
め
る
行
為
で
し
か
な
い
も
の
が
、

取
引
関
係
の
中
で
は
、

一
四

る
か
ぎ
り
で
意
味
が
あ
る
。
当
事
者
間
に
別
の
法
律
関
係
が
あ
り
、
助
言
と
推
薦
が
こ
の
法
律
関
係
と
関
連
し
て
い
る
場
合
に
は
、
原
則
も
例
外
も
問
題
に
な
ら

な
い
。
こ
の
別
の
法
律
関
係
に
妥
当
す
る
法
命
題
だ
け
が
重
要
で
あ
る
。
本
件
の
よ
う
に
、
推
薦
が
売
買
行
為
と
関
係
し
て
い
る
場
合
、
つ
ま
り
、
助
言
が
取
引

締
結
の
原
因
で
あ
る
場
合
に
は
、
悪
意
の
あ
る
助
言
を
す
れ
ば
、
一
方
の
芙
約
当
事
者
が
相
手
方
を
意
図
的
に
錯
誤
さ
せ
て
取
引
を
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。

助
言
に
際
し
て
の
過
失
に
つ
い
て
も
事
情
は
類
似
し
て
い
る
。
一
般
的
に
は
、
助
言
や
推
薦
に
つ
い
て
の
過
失
は
責
任
を
発
生
さ
せ
な
い
。
契
約
関
係
が
な
い

場
合
に
注
意
義
務

(eine
V
e
r
p
f
l
i
c
h
t
u
n
g
 z
u
r
 A
u
f
w
e
n
d
u
n
g
 g
e
h
o
r
i
g
e
r
 Sorgfalt)
が
発
生
す
る
に
は
、
特
別
な
事
情
が
必
要
で
、

R
G
2
7
,
 

119
に
よ
れ

ば
、
取
引
関
係
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
契
約
関
係
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
観
点
を
持
ち
出
す
こ
と
は
不
要
で
あ
る
。

本
件
で
は
、
原
告
と
被
告
は
最
初
の
株
取
得
に
際
し
て
買
主
と
売
、
E
で
あ
り
、
そ
の
後
の
取
引
で
は
、
商
人
委
託

(
k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
e
K
o
m
m
i
s
s
i
o
n
)
が
問

題
で
あ
っ
た
。
受
託
者

(
K
o
m
m
i
s
s
i
o
n
a
r
)
が
委
託
者

(
K
o
m
m
i
t
t
e
n
t
)
に
負
っ
て
い
る
注
意

(Sorgfalt)
が
、
委
託
を
与
え
る
前
の
、
予
期
さ
れ
る
委
託
と
関

連
す
る
報
告
に
及
ぶ
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
に
な
る
の
は
最
初
の
売
買
で
あ
る
。

一
般
に
は
、
売
買
締
結
の
原
因
と
な
っ
た
売
主
の
助
言
に
過
失
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任
は
承
認
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
銀
行
か
ら
私
人

(
P
r
i
v
a
t
m
a
n
n
)
へ
の
有
価
証
券
の
売
却
が
問
題
で
あ
る
。
銀
行
は
専
門
家

(
S
a
c
h
v
e
r
s
t
a
n
d
i
g
e
r
)
で
あ
り
、
顧
客
は
素
人

(Laie)
で
あ
る
。
取
引
が
締
結
さ
れ

た
こ
と
か
ら
銀
行
に
発
生
す
る
利
益
は
、
同
時
に
、
顧
客
に
取
引
の
準
備
に
お
い
て
な
し
た
労
務

(Diesnt)
の
対
価

(Entgelt)
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

種
の
事
例
に
お
い
て
は
、
専
門
家
の
知
識
や
経
験
を
利
用
し
、
そ
れ
を
わ
ず
か
の
知
識
し
か
な
い
素
人
へ
与
え
る
と
い
う
労
務
の
提
供
は
、
売
買
行
為
と
混
ざ
り

合
っ
て
い
る
。
こ
の
労
務
は
有
償
行
為
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
を
給
付
す
る
者
は
過
責
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
。

取
引
上
の
支
配
的
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
当
事
者
は
、
発
言
の
客
観
的
な
正
し
さ
に
銀
行
が
無
条
件
の
保
証
を
あ
た
え
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
交
渉
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
物
の
性
状
に
つ
い
て
責
任
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
約
束
(
N
u
s
a
g
e
)
を
す
る
意
図
は
通
常
は
欠
け
て
い
る
。
し
か
し
、
銀
行
が
、

助
言
す
る
際
に
通
常
の
商
人
と
し
て
の
配
慮
を
無
視
し
て
い
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
の
積
極
的
な
発
言
が
、
専
門
家
が
重
視
す
る
状
況
を
注
意
深
く
検
討
し
た

こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
保
証
さ
れ
て
い
る

(einstehen)0
 

し
た
が
っ
て
、
控
訴
審
が
売
買
物
の
性
状
に
つ
い
て
の
約
束
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
二
次
的
な
こ
と
で
あ
り
、
核
心
は
、
被
告
が
当
該
会
社
の
株
を
良

好
な
株
で
あ
る
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
被
告
が
、
合
理
的
な
注
意
深
い
銀
行
が
行
う
検
討
を
し
た
場
合
に
も
、
良
好
な
株
で
あ
る
と
し
た
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

契
約
を
成
立
さ
せ
る
意
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ろ
う
。

あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
、

で
契
約
が
成
立
し
た
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
の
判
例
で
も
、
助
言
が
営
業
と
し
て
あ
る
い
は
報
酬
と
引
き
換
え
に

行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
契
約
が
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ら
、
意
思
表
示
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
で
、

い
て
は
意
思
表
示
と
い
う
意
味
を
獲
得
す
る
と
い
う
の
と
類
似
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
、

そ
れ
自
体
意
思
表
示
と
は
言
え
な
い
事
実
か
ら
意
思
表
示
を
推
定
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
事
実
の
評
価
の
違
い
に
か
か
っ
て
い
る
の

二
の
判
例
が
、
取
引
関
係
が
あ
れ
ば
当

で
あ
り
、
判
例
の
文
章
だ
け
か
ら
そ
の
正
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
あ
る
。
し
か
し
、

然
に
助
言
を
求
め
て
い
る
者
の
照
会
を
意
思
表
示
で
あ
る
と
理
解
で
き
、

二
の
判
例
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
事
実
か
ら
推
定
さ
れ
た
意
思
表
示
が
別
の
事
実
に
よ
っ

て
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
一
の
判
例
の
立
場
か
ら
大
き
く
離
れ
た
も
の
に
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、

四
、
小

括

一
の
判
例
も
、

思
表
示
に
な
る
と
さ
れ
、
契
約
の
成
立
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

こ
こ
で
紹
介
し
た
判
決
で
は
、
助
言
は
そ
の
助
言
が
き

っ
か
け
と
な
っ
て
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
と
一
体
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

そ
の
際
に
、

っ
た
助
―
―
―
口
に
つ
い
て
は
過
失
責
任
は
な
い
が
、
銀
行
が
専
門
家
で
あ
り
顧
客
が
素
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

一
で
紹
介
し
た
判
例
（
一
）
（
三
）
と
二
で
紹
介
し
た
判
例
（
四
）
（
五
）
が
、
実
際
に
ど
こ
ま
で
違
っ
て
い
る
の
か
は
十
分
に
検

二
の
判
例
も
、
結
果
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
助
言
者
の
責
任
の
根
拠
と
し
て
、
当
事
者
間

二
の
判
例
が
、
本
来
は
法
的
な
意
味
の
な
い
事
実
が
取
引
関
係
に
お

そ
れ
以
外
の
事
情
は
検
討
す
る
必
要
が
な
い
と
し
て
い
る
の
で

つ
ま
り
、

そ
れ
自
体
意
思
表
示
と
は
言
え
な
い
事
実
か

一
般
的
に
は
売
買
締
結
の
原
因
と
な

一
四
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契約関係にない助言者の責任（田中）

（七） ま
ず
、
判
例
（
四
）
で
は
、
委
託
行
為
と
助
言
は
区
別
さ
れ
、

的
な
意
味
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
判
例
（
六
）
で
は
、
後
に
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
と
助
言
が
一
体
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る
。
助
言
が
、
法
的
な
意
味
の
あ
る
独
自
の
行
為
と
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
後
の
行
為
と
の
関
係
で
考
察
さ
れ
て
い
る
の

次
に
、
判
例
（
六
）
は
、
売
買
哭
約
の
原
因
と
な
っ
た
助
言
に
つ
い
て
、
通
常
の
場
合
に
は
過
失
責
任
が
な
い
と
し
つ
つ
、
今
ま
で
の
判

例
で
は
特
別
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
専
門
家
と
い
う
視
点
を
持
ち
だ
し
て
い
る
。
専
門
家
で
あ
る
場
合
に
直
ち
に
責
任
が
発
生

す
る
の
か
と
い
う
議
論
は
す
で
に
学
説
で
展
開
し
て
き
て
い
る
が
、

は
な
く
、
先
に
指
摘
し
た
後
に
締
結
さ
れ
る
売
買
哭
約
と
の
関
係
が
あ
る
点
で
、
学
説
に
お
け
る
争
い
と
は
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し

第
三
節L

u
b
e
c
k
の
上
級
控
訴
裁
判
所
一
八
七

0
年
一

0
月
三
一
日
判
決

公
認
さ
れ
た
布
地
検
査
師
(
d
e
r
b
e
e
i
d
i
g
t
e
 T
u
c
h
b
e
r
e
i
t
e
r
)
で
あ
る
被
告
が
検
査
・
計
測
し
、
純
粋
で
瑕
疵
が
な
い
と
認
め
た
物
に
つ
い
て
は
受
け
取
る
と

い
う
約
束
で
、
原
告
（
商
人
）
は
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
商
社
か
ら
布
地
を
購
人
し
た
。
被
告
は
売
主
の
委
任
を
受
け
て
布
地
に
つ
い
て
の
証
明
書
(Atteste)
を
発

て
い
る
。

で
あ
る
。

測
量
師
の
責
任
を
肯
定
す
る
判
決

の
根
拠
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
次
の
二
つ
の
点
で
、

一
や
二
の
判
例
と
異
な
っ
て
い
る
。

一
で
紹
介
し
た
判
例
が
異
質
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
判
例
も
、
契
約
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
助
言
者
の
責
任

た
だ
、
取
引
関
係
を
理
由
に
、
通
常
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
助
言
に
は
法

こ
こ
で
は
、
専
門
家
で
あ
る
こ
と
が
そ
れ
だ
け
で
意
味
を
も
つ
の
で

一
四
三
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過
失
に
基
づ
く
責
任
を
承
認
で
き
る
と
し
た
。

行
し
、
原
告
の
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
代
理
人
に
そ
の
写
し
を
手
渡
し
た
。
し
か
し
、
原
告
に
送
付
さ
れ
て
き
た
商
品
は
そ
の
証
明
書
に
一
致
せ
ず
、
あ
る
い
は
長
さ
が

足
り
ず
、
あ
る
い
は
瑕
疵
が
あ
り
、
被
告
が
瑕
疵
が
な
い
と
し
た
品
物
に
も
瑕
疵
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
被
告
に
対
し
て
被
告
が
証
明
し
た
状
態
で
の
布

地
の
価
値
と
現
物
の
価
値
と
の
差
額
を
賠
償
す
る
よ
う
に
求
め
た
。

上
級
控
訴
裁
判
所
は
、
測
憤
師
(mensor)
に
対
す
る
訴
権
の
事
例
で
あ
り
、
原
告
が
売
主
に
請
求
で
き
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
被
告
の
重

測
駐
師
と
の
間
に
兜
約
関
係
が
あ
る
こ
と
は
訴
権
の
要
件
で
は
な
く
、
測
撻
師
が
専
門
知
識
を
持
つ
が
ゆ
え
に
彼
に
質
問
し
、
彼
の
悪
意
あ
る
い
は
重
過
失
の

た
め
に
真
実
に
反
し
た
情
報
を
受
け
金
銭
的
な
損
害
を
受
け
た
い
っ
さ
い
の
利
害
関
係
人
に
訴
権
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
測
鼠
師
に
対
す
る
訴
権
は
、
ロ
ー
マ
法

自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
土
地
の
測
鼠
や
、
さ
ら
に
測
斌
そ
れ
自
体
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
物
の
大
き
さ
あ
る
い
は
性
状
に
つ
い
て
特
別
な
専
門
知
識

を
基
に
し
て
証
明
書
が
出
さ
れ
る
場
合
に
も
承
認
さ
れ
る
。

し
か
し
、
測
量
師
に
対
す
る
訴
権
は
補
充
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
誤
っ
た
報
告
の
た
め
に
被
害
を
受
け
た
買
主
あ
る
い
は
売
主
が
、
相
手
方
契
約
当
事

者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
な
い
場
合
に
だ
け
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
さ
の
点
に
つ
い
て
は
、
原
告
は
売
主
に
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と

し
て
売
買
代
金
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
に
対
す
る
訴
権
は
発
生
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
瑕
疵
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
原
告
は
、
売
、
モ
と
の
合
意
に
よ
っ
て
、
瑕
疵
が
な
い
と
さ
れ
た
物
を
受
領
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
売
主
へ
の
訴
権
が
な
い
。
被
告

が
、
そ
の
よ
う
な
合
意
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。

契
約
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
専
門
家
は
軽
過
失
に
つ
い
て
も
責
任
が
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
は
測
量
師
に
つ
い
て
軽
過
失
に
つ
い
て
の
責
任
を
規
定
し
な
い
が
、

そ
れ
は
歴
史
的
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
理
論
と
実
務
に
お
い
て
は
、
喫
約
関
係
が
あ
れ
ば
軽
過
失
に
つ
い
て
も
責
任
が
あ
る
。
し
か
し
、
被
告
が

原
告
の
代
理
人
に
証
明
書
を
手
渡
し
た
だ
け
で
は
契
約
関
係
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
。
原
告
か
ら
委
任
さ
れ
た
た
め
に
検
査
し
た
の
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

結
果
の
報
告
は
、
契
約
上
の
給
付
で
は
な
く
、
情
報
の
提
供
や
助
言
と
同
じ
で
あ
る
。

一
四
四
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403; 
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22, 

121 ;
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L
G
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r
a
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n
s
c
h
w
e
i
g
 1886. 11. 

1., 
S
e
u
f
f
A
 42, 

299 (S. 427); 
45, 

247 
(S. 412); 

R
G
Z
 

23, 
131; 

O
L
G
 J
e
n
a
 1889. 6. 

17., 
S
e
u
f
f
A
 45. 

180 (S. 
292); 

R
G
Z
 27, 

121 ;
 Se
u
f
f
A
 47, 

258 (S. 
407); 

R
G
Z
 42, 

129. 
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M
)
 

R
O
H
 G
E
 10, 

403; 
S
e
u
f
f
A
 42, 
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(12) 

(13) R
O
H
G
E
 22
,
 
1
2
2
 ff. 
は
、
売
主
の
商
業
地
域
と
は
異
な
る
地
域
で
商
品
を
販
売
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
代
理
人

(
A
g
e
n
t
)
に
つ
い
て
は
、
単
に
購
入
申
込

を
仲
介
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
明
示
の
取
り
決
め
が
な
く
と
も
、
申
込
人
の
信
用
に
つ
い
て
の
調
査
義
務
が
あ
る
と
い
う
。

(
5
)
 
S
e
u
f
f
A
 3
2
,
 
4
5
 (S. 5
1
)
 ;
 

R
O
H
G
E
 19
,
 
1
9
7
 ;
 

S
e
u
f
f
A
 4
5
,
 
1
8
0
 
(S. 2
9
2
)
.
 

(
6
)
 
R
O
H
G
E
 19
,
 
1
9
9
 ;
 2
2
,
 
1
2
1
.
 

R
O
H
G
 18
7
3
.
 1
1
.
 
1
8
.
,
 

R
O
H
G
E
 11
,
 
4
1
1
 f. 
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
の
関
係
で
出
さ
れ
た
判
決
で
あ
る
が
、
「
信
用
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
(
k
o
n
n
e
i
h
m
 K
r
e
d
i
t
 g
e
w
a
h
r
e
n
 
[
b
o
r
g
e
n
]
)
」
と
い
う
表
示
は
決
し
て
保
証
で
は
な
い
と
し
た
原
審
の
判
断
は
ま
っ
た
く
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
い

う
。
ま
た
、
「
信
用
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
推
薦
の
中
に
は
、
商
人
と
し
て
の
保
証
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
商
事
慣
習
で
あ
る
」

と
い
う
主
張
は
、
「
専
門
的
な
商
人

(
s
a
c
h
k
u
n
d
i
g
e
K
a
u
f
l
e
u
t
e
 o
d
e
r
 k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
e
 S
a
c
h
v
e
r
s
t
a
n
d
i
g
e
)
は
、
推
薦
の
中
に
保
証
を
見
て
取
る
で
あ

ろ
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
理
解
し
た
う
え
で
、
商
事
慣
習
法
や
商
事
慣
行

(
H
a
n
d
e
l
s
g
e
w
o
h
n
h
e
i
t
s
r
e
c
h
t
o
d
e
r
 Handelssitte)
、
特
に
商
人
の
用
語

な
ど
を
確
認
す
る
た
め
に
、
専
門
的
な
商
人
を
引
き
あ
い
に
出
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
が
、
直
接
に
法
律
問
題
を
解
決
さ
せ
、
あ
る
い
は
、
制
定
法

上
の
解
釈
に
つ
い
て
の
規
律
に
基
づ
い
て
意
思
表
示
を
解
釈
さ
せ
る
た
め
に
、
専
門
的
な
商
人
を
証
人
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
は
現
行
法

(die

G
e
s
e
t
z
e
)
に
反
す
る
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
裁
判
官
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

S
e
u
f
f
A
 3
2
,
 
4
5
 (S. 5
1
 f.); 
R
O
H
G
E
 19
,
 
1
9
8
;
 
S
e
u
f
f
A
 4
5
,
 
2
4
7
 (S. 4
1
2
 f.). 
こ
れ
ら
の
判
伺
口
に
お
い
て
は
、

D
.
1
7
,
 
1
,
 
6
,
 
5

の
法
文
は
、
信
用
委

任
の
場
合
を
前
提
に
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)
 
S
e
u
f
f
 A
 32
,
 
4
5
.
 
事
案
は
、
判
例
集
の
記
載
か
ら
読
み
取
れ
る
限
り
の
も
の
で
あ
り
、
あ
る
程
度
の
推
測
が
入
っ
て
い
る
。
判
旨
に
つ
い
て
は
契
約
の
成

立
と
の
関
係
に
限
定
し
て
紹
介
す
る
。
以
下
に
紹
介
す
る
判
例
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

R
O
H
G
E
 19
,
 
1
9
6
.
 

S
e
u
f
f
A
 4
5
,
 
2
4
7
.
 

S
e
u
f
f
A
 4
1
,
 
1
0
0
.
 

g
e
l
t
e
n
d
e
n
 

R
G
Z
 27
,
 
1
1
8
.
 

一
八
六
一
年
の
一
般
ド
イ
ツ
商
法
典

(
A
D
H
G
B
)
-
―
―
―
ご
一
条
「
委
任

(
A
u
f
t
r
a
g
)
が
な
さ
れ
た
商
人
と
委
任
者
の
間
に
取
引
関
係
が
あ
る
場
合
、

る
い
は
、
商
人
が
委
任
者
に
そ
の
よ
う
な
委
任
を
実
行
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
商
人
は
遅
滞
な
く
回
答
す
る
義
務
が
あ
る
。
そ
う
で
な

い
場
合
に
は
、
商
人
の
沈
黙
は
委
任
を
引
き
受
け
た
も
の
と
さ
れ
る
。

(11) 

(10) 

(
9
)
 

(
7
)
 

一
四
六
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喫約関係にない助言者の責任（田中）

一
四
七

商
人
は
委
任
を
拒
否
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
委
任
と
と
も
に
た
と
え
ば
送
付
さ
れ
て
き
た
商
品
や
そ
の
他
の
物
に
つ
い
て
、

か
つ
、
不
利
益
が
な
い
限
り
で
、
委
任
者
の
費
用
で
、
当
分
の
間
、
損
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
義
務
が
あ
る
。

商
事
裁
判
所
は
、
商
人
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
そ
の
物
を
公
的
な
場
所

(ein
off entliches L
a
g
e
r
h
a
u
s
e
)
や
第
三
者
に
、
所
有
者
が
ほ
か
の
処
置
を
行
う

ま
で
、
保
管
す
る
よ
う
に
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

一
項
で
規
定
さ
れ
て
い
る
商
人
の
沈
黙
に
よ
る
兜
約
の
成
立
は
、
法
律
に
よ
る
意
思
表
示
の
擬
制
と
理
解
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
本
文
で
紹
介
し
て
い
る
判

例
も
意
思
表
ぶ
の
擬
制
を
行
う
も
の
と
理
解
す
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、

R
G
Z
に
お
け
る
事
案
の
ま
と
め
で
、
被
告
の
通

知
を
原
告
が
助
言
な
い
し
推
薦
と
坪
解
し
て
い
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
点
が
多
少
気
に
か
か
る
。

意
思
表
示
の
擬
制
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
四
の
小
括
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
る
。

(14)

同
じ
理
解
を
す
る
も
の
と
し
て
、
先
に
紹
介
し
た

S
e
u
f
f
A
4
1
,
 
1
0
0

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
R
G
Z
1
9
,
 
9
7
 ;
 

R
G
 
1
8
8
8
.
 4
.
 2
1
.
,
 

R
G
Z
 20
,
 
1
9
0
 ;
 

2
3
,
 
1
3
0

な
ど
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

R
G
Z
 19
,
 
9
7

は
、
銀
行
の
助
言
と
そ
れ
へ
の
委
託

(
K
o
m
m
i
s
s
i
o
n
)
に
よ
っ
て
株
を
購
入
し
た
買
主
が
、
そ
の
株
に
銀
行
が
言
う
よ
う
な
保
証
が
つ
い
て

い
な
か
っ
た
の
で
、
担
害
賠
償
を
請
求
し
た
が
、
銀
行
は
自
己
喫
約

(
S
e
l
b
s
t
v
e
r
k
a
u
f
)
に
よ
っ
て
委
託
を
実
行
し
て
い
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
下
級
審
は
、

自
己
喫
約
で
あ
っ
た
た
め
に
売
買
の
規
定
を
適
用
し
て
時
効
消
滅
を
認
め
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

R
G
は、

S
e
u
f
f
A
4
1
,
 

100
を
引
用
し
て
、
当
事
者
間
に
は

取
引
関
係

(
G
e
s
c
h
a
f
t
s
v
e
r
k
e
h
r
)
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
関
係
内
で
の
助
言
は
、
委
託
行
為
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
差
し

戻
し
て
い
る
。

R
G
Z
 20
,
 
1
9
0

は
、
原
告
（
商
人
）
が
第
三
者
と
信
用
付
与
を
伴
う
取
引
関
係

(
G
e
s
c
h
a
f
t
s
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
)
に
入
る
に
際
し
て
、
そ
の
信
用
状
態
に
つ
い
て

被
告
（
公
開
商
事
会
社
）
に
照
会
し
、
肯
定
的
な
返
事
を
得
て
信
用
を
付
与
し
た
が
、
数
力
月
後
に
第
三
者
が
破
産
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
下
級
審
で
は
、

被
告
の
詐
欺
が
認
定
さ
れ
、
被
告
の
上
告
は

R
G
に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
て
い
る
。
次
の

R
G
Z
2
3
,
 
1
3
0

も
、
助
言
者
の
悪
意
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ

も
、
取
引
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
助
言
者
に
は
責
任
が
発
生
す
る
と
い
う

R
G
Z
2
7
,
 

118
が
採
用
し
た
原
則
と
は
直
接
に
は
関
係
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
そ
の
他
に
、
私
が
調
べ
た
限
り
で
は
あ
る
が
、

S
e
u
f
f
A
 45
,
 
1
8
0

も
、
一
般
的
な
形
で
は
あ
る
が
、
現
行
の
法
命
題
に
よ
れ
ば
、
情
報
を
営
業
と
し
て
あ
る

い
は
継
続
的
な
取
引
関
係
に
基
づ
い
て
あ
た
え
た
場
合
に
は
、
過
失
に
よ
っ
て
も
責
任
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
事
件
自
体
に
お
い
て
は
、
悪
意
が
認
定
さ
れ
て

い
る
。

そ
の
商
品
が
費
用
に
見
合
い
、
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R
G
 
N
 4
2
,
 
1
2
5
.
 

こ
の
原
則
を
確
認
す
る
判
例
と
し
て
は
、
他
に

S
e
u
f
f
A
 4
5
,
 
8
5

が
あ
る
。
こ
の
判
例
の
前
提
と
な
っ
た
の
は
、
原
告
（
会
社
）
が
、
葉
巻
を
注
文
し
た

買
主
に
一

0
0
マ
ル
ク
の
信
用
を
付
与
す
る
に
際
し
て
、
買
主
の
住
む
街
に
所
在
し
、
営
業
と
し
て
信
用
状
態
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
て
い
た
会
社

(
S
p
e
d
i
t
i
o
n
sー

u
n
d
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
s
f
i
r
m
a
)
で
あ
る
被
告
に
、
買
主
の
侶
用
状
態
に
つ
い
て
照
会
し
た
が
、
被
告
が
十
分
な
調
在
を
せ
ず
に
、
同
姓
同
名
の
別

人
と
取
り
違
え
て
報
告
し
た
事
件
で
あ
る
。

C
e
l
l
e
の
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
報
酬
を
得
て
営
業
と
し
て

(
g
e
w
e
r
b
s
m
a
B
i
g
)
情
報
を
与
え
た
場
合
に
は
、

債
務
関
係
（
労
務
提
供
）
が
発
生
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
注
意
義
務
が
発
生
す
る
と
い
う
。

(17) 
S
e
u
f
f
A
 2
5
,
 
1
3
1
 ;
 
な
お
、

S
e
u
f
f
A
4
2
,
 
2
9
9

は
、
薬
品
会
社
で
あ
る
原
告
の
商
品
を
、
そ
の
買
主
か
ら
依
頼
さ
れ
て
検
査
し
た
ブ
レ
ー
メ
ン
の
分
析
化

学
者

(
H
a
n
d
e
l
s
c
h
e
m
i
k
e
r
)
が
、
重
過
失
に
よ
り
事
実
に
反
し
て
商
品
に
混
ぜ
物
が
あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
、
そ
の
買
主
が
こ
の
取
引
を
中
止
し
た
う
え
に

（
第
一
の
訴
え
）
、
い
っ
さ
い
の
取
引
関
係
を
解
泊
し
、
さ
ら
に
原
告
は
一
般
的
な
信
用
を
も
失
っ
た
（
第
二
の
訴
え
）
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

契
約
関
係
以
外
で
助
言
者
に
屯
過
失
責
任
が
発
生
す
る
場
合
と
し
て
、
誤
れ
る
斌
を
報
告
し
た
測
量
師
に
対
す
る
特
別
な
訴
権
が
問
題
に
な
り
、
測
量
師
以
外

に
も
そ
の
適
用
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
者
が
公
的
な
認
nJ
を
受
け
て
い
る
こ
と

(
o
b
r
i
g
k
e
i
t
l
i
c
h
a
p
p
r
o
b
i
r
t
)
も
必
要
で
は
な
い
と
さ

れ
て
い
る
。
判
決
で
は
、
本
文
で
も
述
べ
た
測
惜
師
に
対
す
る
訴
権
の
補
充
的
な
性
質
、
つ
ま
り
、
契
約
の
相
手
方
に
請
求
で
き
な
い
場
合
に
限
っ
て
承
認
さ

れ
る
と
い
う
性
質
が
問
題
に
さ
れ
、
第
一
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
買
主
を
相
手
と
し
て
喫
約
訴
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
被
告
の
責
任
は
否
定
さ

れ
た
。
第
二
の
訴
え
に
つ
い
て
も
、
測
鼠
師
に
対
す
る
訴
権
は
、
相
手
方
伎
約
者
に
よ
っ
て
賠
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
に
だ
け

認
め
ら
れ
、
鑑
定
に
影
評
さ
れ
た
取
引
の
枠
内
で
一
方
当
事
者
に
発
生
し
た
、
代
金
の
支
払
す
ぎ
や
代
金
に
比
し
て
大
量
の
物
を
引
き
渡
し
た
と
い
う
よ
う
な

直
接
の
損
害
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
因
果
関
係
の
立
証
も
な
い
と
し
て
、
被
告
の
責
任
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

(18) 

D. 11, 
6
,
 
1
 
;
 

e
o
d
.
 3
,
 
1

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
事
実
訴
権
（
a
c
t
i
o
in 
f
a
c
t
u
m
)
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
は
、

r
e
n
u
t
i
a
t
i
o

(
通
知
）
と
さ
れ
る
。

(19)

関
連
す
る
ロ
ー
マ
法
文
は
、

D.
11, 
6
,
 
5
,
 
2

;

 
e
o
d
.
 6
;
 
e
o
d
.
 7
,
 

pr. 
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

W
i
n
d
s
c
h
e
i
d
,
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II, 
§
4
7
0
 
A
n
m
.
 6

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
九
版
に
よ
れ
ば
、
測
鼠
師
に
対
す
る
訴
権
を
類
推
し
て
、
国
家

的
な
認
許
、
免
許
、
任
用
に
基
づ
い
て
公
衆
に
そ
の
労
務
を
提
供
し
て
い
る
人
は
、
第
三
者
に
対
し
て
、
悪
意
と
重
過
失
に
つ
い
て
、
補
充
的
に
責
任
が
あ
る

と
す
る
。
こ
の
注
は
、
公
務
上
の
義
務
の
侵
害
に
つ
い
て
の
節
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
な
お
、

S
e
u
f
f
A
 4
2
,
 
2
9
9

が
述
べ
る
よ
う
に
、

W
i
n
d
s
c
h
e
i
d
も
公

的
な
認
可
が
な
い
場
合
に
ま
で
こ
の
責
任
を
承
認
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

(20)

関
連
す
る
ロ
ー
マ
法
文
は
、

D.
11, 
6
,
 
3
,
 
2
/
3

で
あ
る
。

(15) 

(16) 

一
四
八
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契約関係にない助言者の責任（田中）

法
典 B

G
B
六
七
六
条
の
立
法
過
程
に
お
い
て
参
照
さ
れ
た
法
典
、

草
案
(
D
r
e
s
d
e
n
e
r
Ent¥vurf)
六
八
八
条

‘
1
0
1
1
]
0
条
の
ほ
か
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
(
A
L
R
)

一
部
一
三
章
ニ
―
七
|
_
ー
ニ
二

(
6
-

(
4
)
 

一
条
、
バ
ー
デ
ン
ラ
ン
ト
法
一
三
八
一
条

a

a

a

e

、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典

(
A
B
G
B
)

一
三

0
0条、

(
7
)

（

8
)
 

一
六
五
条
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
一
三

0
0条
、

一

五

0
四
条
、

一
六

0
条

|

_

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法
例
を
概
観
し
て
み
た
い
。
各
法
典
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、

B
G
B
の
立
法
過
程
に
お
い
て
参
照
さ
れ
た
条
文
を
中
心
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
幸
い
な
こ
と
に
、
準
備
草
案
、
つ
ま
り

B
G
B
の
第
一

委
員
会
の
編
集
委
員
に
よ
る
提
案
と
提
案
理
由
に
お
い
て
条
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
資
料
と
し
て
利
用
す
る
。

B
G
B
の

立
法
過
程
で
参
照
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
法
典
で
は
な
く
草
案
で
あ
っ
て
も
こ
こ
で
概
観
す
る
。

次
に
、

第
一
節

B
G
B
以
前
の
立
法

第
四
章

一
四
九

バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
二
部
六

(21)

こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る

W
i
n
d
s
c
h
e
i
d
,
P
a
n
d
e
k
t
e
n
 II, 
§
4
0
4
 
A
n
m
.
 4

に
よ
れ
ば
、
報
酬
と
引
き
換
え
に
自
由
な
精
神
活
動
に
つ
い
て
の
労
務
を

提
供
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
場
合
に
は
、
過
失
に
つ
い
て
も
責
任
が
あ
る
と
い
う
。
ロ
ー
マ
法
は
、
測
量
師
に
対
す
る
訴
権
を
事
実
訴
権
と
し
、
そ
の
責
任

を
悪
意
と
重
過
失
に
限
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
測
量
師
と
の
英
約
が
本
来
の
法
律
行
為
で
は
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
今
日
で
は
、

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
必
要
性
は
な
い
と
い
う
。

G
l
蕊
k,
C
o
m
m
e
n
t
a
r
 X
I
 (
1
8
0
9
 
E
r
l
a
n
g
e
n
)
,
 
S
.
 3
7
5
 
ff. 
も
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

草
案
の
条
文
を
挙
げ
れ
ば
、

一
三

0
一
条
、

六
七
六
条
の
基
礎
に
な
っ
た
ド
レ
ス
デ
ン

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法
例
と

B
G
B
の
立
法
過
程

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
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公
務
上
あ
る
い
は
契
約
上
助
言
す
る
義
務
が
あ
る
場
合
と
、

イ
ツ
後
期
普
通
法
の
学
説
が
問
題
と
し
た
項
目
を
中
心
に
概
観
し
た
い
。

悪
意
の
場
合
に
例
外
が
あ
る
こ
と
も
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。

①
助
―
―
―
口
者
は
助
―
―
―
口
だ
け
を
理
由
と
し
て
そ
の
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
学
説
や
判
例
に
共
通
す
る
原
則
は
、

九
世
紀
の
立
法
例
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
。

2
 

3
 
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
と
助
言
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
私
の
調
べ
た
限
り
で
は
、
結
果
に
お
い
て
同
じ
取
扱
を
す
る
明
文
の
規
定

を
有
す
る
法
典
が
か
な
り
多
い
た
だ
し
、
次
の
④
固
と
も
関
連
す
る
が
、

こ
と
な
く
し
て
助
言
し
、

そ
れ
に
し
た
が
う
こ
と
を
勧
め
た
(
<
l
u
r
c
h
Z
u
s
p
r
u
c
h
 b
e
t
r
e
i
b
e
n
)

者
は
、
保
証
人
あ
る
い
は
行
為
の
原
因
者
と
し

て
責
任
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

む
し
ろ
、

「
わ
た
し
が
委
任
し
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
が
行
為
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
」
と
い
う
条
件
の
意
味

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
や
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
は
、

に
つ
い
て
は
、
学
説
で
主
張
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
助
言
が
主
た
る
動
機
に
な
っ
た
場
合
に
一
般
的
に
責
任
を
承
認
す
る
立
法
例
は
な
い
。

そ
の
理
由
書
の
中
で
そ
の
よ
う
な
学
説
を
否
定
し
て
い
る
。

5
 

⑥
専
門
家
の
助
言
に
つ
い
て
は
、
両
者
を
―
つ
に
ま
と
め
て
、
次
項
で
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

m
商
人
の
推
薦
に
つ
い
て
は
、

A
L
R
二
部
八
章
七

0
二
条
以
下
が
何
等
か
の
規
律
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
す
で
に
一
八
六
一

年
に

H
G
B
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

(4) 

邑

子、

一
七
、

一
、
六
、

一
、
概

八
六
条
、

観
(
9
)
 

六
八
七
条
、

五
の

ヘ
ッ
セ
ン
草
案
二
編
二
六
七
条
な
ど
多
数
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
の
立
法
例
を
、
第
二
章
で
紹
介
し
た
ド

バ
ー
デ
ン
ラ
ン
ト
法
一
三
八
一
条

a
e
で
は
、
求
め
ら
れ
る

一
五
〇
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芙約関係にない助言者の責任（田中）

バ
ー
デ
ン
ラ
ン
ト
法
は
、

に
過
失
責
任
が
発
生
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

一
五

さ
ら
に
、
専
門
家
と
し
て
助
言
を
求
め
ら
れ

そ
の
行
動
(
B
e
n
e
h
m
e
n
)

に
つ
い
て
の
助

一
六
三
条
が
唯
一
、
商
人
は
危
険
を
引
き
受
け
た
場
合
あ
る
い
は
重
要
な
事
実
を
知
り
つ

ま
ず
、
公
務
と
し
て
助
言
す
る
義
務
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
六
八
八
条
二
項
が
、
公
務
上
の
義
務
(
A
m
t
s
p
f
l
i
c
h
t
)

に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
配
慮
を
怠
っ
た
場
合
に
つ
い
て
助
言
者
や
推
薦
者
の
責
任
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

0
三
0
条
は
、
公
的
に
任
命
さ
れ
た
(offentlich
angestellte)
専
門
家
(
S
a
c
h
v
e
r
s
t
a
n
d
i
g
e
r
)
や
鑑
定
人
(
S
c
h
a
t
z
e
r
)
が、

そ
の
活
動
範
囲
内

で
、
そ
の
技
術
や
知
識
に
つ
い
て
、
悪
意
(absichtlich)
や
重
過
失
で
正
し
く
な
い
鑑
定
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
の
責
任
を
規
定
し
て
い
る
。

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
も
、

一
六
二
条
で
、
助
言
者
や
推
薦
者
が
例
外
的
に
賠
償
責
任
を
負
う
場
合
と
し
て
、
公
務
上
の
義
務
か
ら

助
言
し
た
場
合
に
過
失
(
F
a
h
r
l
a
s
s
i
g
k
e
i
t
)

に
つ
い
て
の
責
任
を
規
定
し
て
い
る
。

ザ
ク
セ
ン
民
法
典
一
三

0
一
条
二
文
も
、
助
言
者
や
推
薦
者
が
、
公
務
上
の
義
務
と
し
て
助
言
・
推
薦
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合

一
三
八
一
条

a
C
が
、
助
言
を
求
め
た
者
(der
R
a
t
h
f
r
a
g
e
n
d
e
)
が、

言
を
求
め
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
求
め
ら
れ
て
(auf
B
e
f
r
a
g
e
n
)
な
し
た
助
言
の
不
手
際
(
u
n
g
e
包
hickt)

に
つ
い
て
責
任
が
発

生
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
同
条
で
は
、
助
言
者
に
責
任
が
発
生
す
る
例
外
と
し
て
、

た
場
合
が
規
定
さ
れ
、
次
の
同
条

a
d
で
は
、
助
言
の
不
手
際
(
U
n
g
e
s
c
h
i
k
l
i
c
h
k
e
i
t
)

の
基
準
に
つ
い
て
、
公
務
上
の
義
務
か
ら
助
言
が
さ

れ
た
場
合
に
は
助
言
者
の
教
養
と
立
場
(
B
i
l
d
u
n
g
u
n
d
 L
a
g
e
)

か
ら
、
専
門
家
と
し
て
問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
場
合
に
は
、
技
術
使
用
(
K
u
n
s
t
,
 

g
e
b
r
a
u
c
h
)

の
一
般
的
な
基
準
(
g
e
m
e
i
n
e
r
R
e
g
e
l
)
か
ら
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
両
条
文
の
間
に
並
列
的
な
関
係
を
理
解

二
、
公
務
上
あ
る
い
は
哭
約
上
の
助
言

つ
沈
黙
し
た
場
合
に
責
任
が
あ
る
こ
と
を
明
文
で
規
定
し
て
い
る
。

そ
れ
以
外
に
は
、

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
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A
L
R
は、

し
、
同
条

a
C
が
規
定
す
る
助
言
を
求
め
た
者
が
そ
の
行
動
に
つ
い
て
の
助
言
を
求
め
る
場
合
と
は
、
同
条

a
d
が
規
定
す
る
公
務
上
の

義
務
か
ら
助
言
が
さ
れ
た
場
合
と
理
解
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ば
、
喫
約
関
係
に
基
づ
く
責
任
と
理
解
す
る
可
能
性
は
残
る
。

公
務
と
し
て
助
言
す
る
場
合
と
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

(ein b
e
s
o
n
d
e
r
e
s
 P
f
l
i
c
h
t
v
e
r
h
a
l
t
n
i
B
)

が
曲
勿
言
立
臼
に
要
求
し
て
い
る
配
慮
を
怠
っ
た
場
合
で
あ
る
。
そ
の
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
弁

護
士
や
医
者
の
よ
う
に
、
認
可
さ
れ
た
(autorisirt)

技
術
や
専
門
知
識
を
持
つ
者
は
、
助
言
す
る
際
に
そ
の
義
務
関
係
(
P
f
l
i
c
h
t
v
e
r
h
a
l
t
n
i
B
)

か
ら
命
じ
ら
れ
た
特
別
な
配
慮
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
公
的
な
地
位
(
6

寄
n
t
l
i
c
h
e

S
t
e
l
l
u
n
g
)

ゆ
え
に
彼
ら
を
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
者

励
言
を
必
要
と
し
て
い
る
者
）
の
信
頼
を
侵
害
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

A
L
R
も、

た
だ
し
、
求
め
ら
れ
て
助
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

一
部
一
三
章
ニ
―
九
条
で
、
専
門
家
(
S
a
c
h
v
e
r
s
t
a
n
d
i
g
e
r
)

が
そ
の
技
術
や
知
識
に
つ
い
て
助
言
し
た
場
合
に
は
、
重
過
失

(
g
r
o
b
e
s
 V
 er
s
e
h
e
n
)

に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
規
定
上
は
こ
の
専
門
家
が
認
可
な
ど
を
受
け
て
い
る
必
要
が
あ
る

の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
紹
介
し
た
諸
法
典
と
は
異
な
っ
て
、
重
過
失
に
つ
い
て
の
責
任
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

公
務
上
の
義
務
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
準
備
草
案
に
お
い
て
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
六
八
八
条
と
の
関
係
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、

次
に
、
職
業
と
し
て
助
言
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
六
八
八
条
二
項
は
、
明
文
で
、
職
業
(
B
e
r
u
f
)

に
よ
っ
て
義
務
づ

け
ら
れ
た
配
慮
を
怠
っ
た
場
合
の
助
言
者
や
推
煎
者
の
責
任
を
規
定
し
て
い
る
。

一
部
一
三
章
二
二

0
条
で
、
専
門
家
に
つ
い
て
、
同
ニ
―
二
条
で
は
、
専
門
家
で
な
い
者
に
つ
い
て
も
、
代
金
や
報
酬
と

引
き
換
え
に
助
言
し
た
場
合
に
は
、
軽
過
失
(
m
a
B
i
g
e
s
V
 er
s
e
h
e
n
)

に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
準
備
草
案
に
よ
れ
ば
、
こ

に
つ
い
て
は
、
第
三
節
で
取
り
上
げ
る
。

以
上
の
法
文
だ
け
で
あ
る
が
、

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一

0
三
0
条
と
の
関
係
で
、

さ
ら
に
い
く
つ
か
の
規
定
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら

バ
イ
エ
ル
ン
草
案
六
八
七
条
が
規
定
す
る
、
特
別
な
義
務
関
係

一
五
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契約関係にない助言者の責任（田中）

し
て
い
る
。

サ
ル
タ
ン
ト
、

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
も
、

こ
で
規
律
さ
れ
て
い
る
、
代
金
や
報
酬
と
引
き
換
え
で
助
言
す
る
場
合
を
、
契
約
関
係
が
存
在
す
る
場
合
と
理
解
す
る
見
解
が
存
在
す
る

よ
う
で
あ
る
。
第
一
草
案
の
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
、
先
に
紹
介
し
た
同
ニ
―
九
条
も
含
め
て
、
契
約
に
基
づ
く
責
任
と
理
解
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

一
三
八
一
条
a

C
で
、
専
門
家
と
し
て
助
言
者
が
問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
場
合
に

は
、
助
言
者
は
助
肩
に
際
し
て
の
不
手
際
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
専
門
家
が
公
的
な
認
nJ
を
受
け
た
者
で

あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
責
任
が
発
生
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
、
契
約
関
係
が
前
提
と
さ
れ
た
契
約
関
係
に
基
づ
く
責
任
で
あ
る
の
か
は
条
文

A
B
G
B
一
三

0
0条
も
、
専
門
家
に
つ
い
て
、
報
酬
と
引
き
換
え
に
そ
の
技
術
や
知
識
に
つ
い
て
助
言
し
た
場
合
に
は
、

に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
も
、

そ
の
過
失

(20) 

A
L
R
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
契
約
関
係
に
基
づ
く
責
任
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

―
―
六
二
条
で
、
職
業
上
注
意
深
く
助
言
す
る
場
合
の
過
失
責
任
を
規
定
し
て
い
る
。
準
備
草
案
で
紹
介

(21) 

さ
れ
て
い
る
、
同
法
典
の
起
草
者
の
一
人
で
あ
る

B
l
u
n
t
s
c
h
l
i
の
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
助
言
者
が
、
た
と
え
ば
、
法
律
コ
ン

エ
ン
ジ
ニ
ア
な
ど
の
職
業
を
営
み
、

そ
の
知
識
と
職
業
に
属
す
る
事
柄
に
つ
い
て
助
言
を
求
め
ら
れ
、

そ
し
て
助
言
を
与

え
た
場
合
に
は
、
専
門
家
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
さ
れ
る
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
せ
ず
に
こ
の
信
頼
を
裏
切
っ
て

損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
助
言
者
は
過
責
(
Ve
r
s
c
h
u
l
d
e
n
)

に
責
任
が
あ
る
と
い
う
。

ザ
ク
セ
ン
民
法
典
一
三

0
一
条
二
文
も
、
職
業
に
よ
っ
て
助
言
・
推
薦
す
る
義
務
が
あ
る
場
合
に
は
、
過
失
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
と

以
上
の
職
業
と
し
て
助
言
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
各
法
典
の
条
文
だ
け
か
ら
で
は
、

関
係
が
存
在
し
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
し
、

か
ら
は
不
明
で
あ
る
。

バ
ー
デ
ン
ラ
ン
ト
法
も
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

そ
の
責
任
の
根
拠
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
契
約

そ
う
で
な
く
と
も
、
特
に
、
専
門
家
の
助
言
の
場
合
に
は
、
公
的
な
認
許

一
五
三
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を
受
け
て
い
る
場
合
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
六
八
八
条
二
項
は
、
契
約
に
よ
っ
て
負
っ
た
配
慮
義
務
を
怠
っ
た
場
合
の
責
任
を
規
定
し
て
い
が
。

な
い
こ
と
を
保
証
し
て
(
u
n
t
e
r
V
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
e
n
 d
e
r
 U
n
n
a
c
h
t
h
e
i
l
i
g
k
e
i
t
)
推
薦
し
た
場
合
、
同
条

a
b
は
推
薦
に
際
し
て
財
貨
や
人
の
性
状

を
保
証
し
た
場
合
の
責
任
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
一

す
る
義
務
が
あ
る
場
合
の
過
失
責
任
を
規
定
す
る
。
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
一
三

0
一
条
も
ほ
ぽ
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
ヘ
ッ
セ
ン
草
案
で
は
明
文
の
規
定
を
欠
く
が
、
そ
の
理
由
書
に
お
い
て
、
賠
償
に
つ
い
て
の
特
別
な
契
約
(Stipulatio)

に
基
づ
く
場
合
、

つ
ま
り
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
に
は
責
任
が
あ
る
と
す
な
。

こ
れ
ら
の
諸
法
典
に
お
い
て
は
、
特
に
専
門
家
の
責
任
を
め
ぐ
っ
て
は
公
務
上
の
義
務
に
基
づ
く
場
合
と
契
約
上
の
義
務
に
基
づ
く
場

一
、
第
一
委
員
会

一
定
の
法
律
行
為
(
b
e
s
t
i
m
m
t
e
s
R
e
c
h
t
s
g
e
s
c
h
a
f
t
)

に
つ
い
て
あ
る
人
が
不
利
益
を
あ
た
え

一
六
二
条
は
契
約
に
し
た
が
っ
て
(
v
e
r
t
r
a
g
s
m
a
B
i
g
)
助
言

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
債
権
法
の
準
備
草
案
の
作
成
を
担
当
し
た

v.
K
t
i
b
e
l

の
病
気
の
た
め
に
、

B
G
B
六
七
六
条
に
あ
た
る

部
分
に
つ
い
て
は
、

合
が
交
錯
し
、

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
六
八
八
条
が
審
議
の
基
礎
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

第
二
節

B
G
B
六
七
六
条
の
立
法
過
程

そ
の
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

バ
ー
デ
ン
ラ
ン
ト
法
一
三
八
一
条

a
a
は、

哭
約
に
基
づ
く
助
言
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

一
五
四
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契約関係にない助言者の責任（田中）

そ
の
理
由
書
と
と
も
に
、

こ
れ
に
対
し
て
、

W
i
n
d
s
c
h
e
i
d
は、

一
五
五

委
任
は
委
任
者
あ
る
い
は
第
三
者
の
事
務
に
関
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
受
任
者
が
そ
の
事
務
に
関
係
し
て
い
て
も
構
わ
な
い
。

あ
る
者
が
、
他
人
に
、
専
ら
そ
の
他
人
の
利
益
の
た
め
に
な
し
た
委
任
は
、
た
だ
助
言
あ
る
い
は
推
薦
と
理
解
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

あ
る
者
が
他
人
の
助
言
あ
る
い
は
推
薦
に
し
た
が
っ
た
こ
と
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
他
人
が
賠
償
義
務
を
負
う
の
は
、
彼
が
悪
意
で
、
あ
る

い
は
公
務
上
の
義
務
、
職
業
、
哭
約
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
配
慮
を
怠
っ
て
助
言
あ
る
い
は
推
薦
し
た
場
合
で
あ
る
。

一
八
八
三
年
六
月
二
五
日
の
会
議
で
規
定
を
削
除
す
る
と
い
う
提
案
を
し
た
。
審
議
の
結
果
、
第

一
項
は
、
学
問
に
関
す
る
、
制
定
法
に
規
定
す
る
に
は
適
さ
な
い
原
則
を
含
ん
で
い
る
と
さ
れ
、
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
過
失
に
つ
い
て

も
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
理
論
的
に
も
実
務
上
も
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
悪
意
に
限
る
こ
と
は
菫
要

な
こ
と
で
あ
り
、
明
確
に
規
定
す
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
応
。

第
一
草
案
の
理
由
書
で
は
、
助
言
者
の
責
任
に
つ
い
て
の
原
則
が
明
瞭
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
自
発
的
な
も
の
で
あ
れ
求
め
ら
れ
て
な

し
た
も
の
で
あ
れ
、
助
言
、
情
報
の
提
供
、
推
薦
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
拘
束
的
な
も
の
で
は
な
い
。
義
務
を
負
う
意
思
は
通
常
な
く
、

(26) 

助
言
や
推
薦
を
受
け
る
者
は
、
彼
が
そ
れ
に
し
た
が
う
場
合
に
は
、
自
分
の
危
険
で
行
動
し
て
い
る
と
い
う
。
例
外
は
、
悪
意
に
基
づ
く

場
合
、
明
示
あ
る
い
は
黙
示
の

(stillschweigend)
契
約
に
よ
っ
て
助
言
や
推
薦
が
な
さ
れ
哭
約
の
一
般
原
則
か
ら
責
任
が
発
生
す
る
場
合

(27) 

（
報
酬
が
あ
る
場
合
を
典
型
と
し
て
い
る
）
、
公
務
員
が
公
務
上
の
義
務
か
ら
助
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
契
約
に
基

づ
く
責
任
に
は
、
営
業
や
職
業
と
し
て
助
言
や
推
薦
を
す
る
場
合
も
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
審
議
を
経
て
、
委
員
会
草
案
と
し
て
帝
国
宰
相
に
提
出
さ
れ
た
後
に
、
次
の
よ
う
な
形
で
第
一
草
案
の
六

0
四
条
と
し
て
、

(29) 

一
八
八
八
年
に
公
表
さ
れ
た
。
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他
人
に
助
言
あ
る
い
は
推
薦
を
し
た
者
は
、
他
人
に
対
し
て
、
そ
の
助
言
あ
る
い
は
推
薦
に
し
た
が
っ
た
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
、
契
約
関
係

あ
る
い
は
公
務
上
の
義
務
に
基
づ
い
て
別
の
責
任
が
生
じ
な
い
限
り
、
悪
意
で
行
為
し
た
場
合
に
だ
け
責
任
が
あ
る
。

当
初
は
、
不
法
行
為
の
部
分
に
規
定
す
る
と
い
う

S
t
r
u
c
k
m
a
n
n
の
提
案
が
委
員
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
。

S
t
r
u
c
k
m
a
n
n
の
提
案

こ
の
規
定
の
意
味
は
悪
意
に
基
づ
く
責
任
を
規
定
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
助
言
や
推
薦
を
与
え
そ
れ
が
受
領
さ

れ
る
こ
と
だ
け
で
は
、
助
言
者
等
が
適
切
な
配
慮
を
し
て
助
言
す
る
義
務
を
負
う
と
い
う
契
約
は
成
立
せ
ず
、
相
手
方
も
助
言
等
に
し
た

こ
の
こ
と
は
契
約
論
に
属
し
、

そ
の
内
的
な
類
似
性
か
ら
委
任
の
章
で
規
定
す

る
か
、
あ
る
い
は
不
法
行
為
の
章
で
規
定
す
る
こ
と
は
余
計
な
こ
と
な
の
で
削
除
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
反
対
が
な
さ
れ
た
が
、
結
局
、

そ
も
そ
も
削
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
過
失
、
少
な
く
と
も
菫
過
失
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
と
い
う
学
説
や
実
務
に
お
い
て
争

い
の
あ
る
見
解
を
否
定
す
る
必
要
か
ら
反
対
さ
れ
、
規
定
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
に
規
定
す
る
こ
と
が
妥
当
と
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
不
法
行
為
に
関
す
る
規
定
を
審
議
す
る
際
に
、
第
一
草
案
の
七

0
五
条

(
B
G
B
八
二
六
条
に
あ
た
る
規
定
で
あ
る
）

違
反
の
場
合
に
は
悪
意
の
場
合
だ
け
賠
償
義
務
が
発
生
す
る
と
い
う
形
に
改
め
ら
れ
た
た
め
に
、
第
一
草
案
の
六

0
四
条
を
不
法
行
為
で

規
定
す
る
こ
と
は
余
計
な
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

な
い
こ
と
を
規
定
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
助
言
し
て
い
る
者
は
、

る
際
に
配
慮
義
務
が
あ
り
、

が
、
良
俗

と
い
う
の
も
、
六

0
四
条
は
、
助
百
を
過
失
で
な
し
た
場
合
に
は
良
俗
違
反
で
は

(32) 

黙
示
の
意
思
表
示
に
基
づ
い
て
助
言
す

し
た
が
っ
て
過
失
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
と
す
る
見
解
を
否
定
す
る
た
め
に
明
示
の
規
定
が
や
は
り
必
要
で

あ
る
と
さ
れ
て
、
規
定
の
内
容
が
契
約
上
の
義
務
を
承
認
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
委
任
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
再
び
、
委
任
の
部

分
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。

が
う
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
こ
と
に
あ
り
、

に
対
し
て
は
、

（
聞
）

二
、
第
二
委
員
会

一
五
六

12---2 -278 (香法'92)



喫約関係にない助言者の責任（田中）

他
人
に
助
言
あ
る
い
は
推
薦
を
し
た
者
は
、
喫
約
関
係
あ
る
い
は
不
法
行
為
に
基
づ
い
て
生
じ
る
責
任
は
別
と
し
て
、
そ
の
助
言
あ
る
い
は
推
薦
に
し
た
が
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。

こ
こ
で
、
注
目
す
る
べ
き
は
、
公
務
上
の
義
務
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為

の
部
分
に
規
定
さ
れ
て
い
る

B
G
B
八
三
九
条
の
立
法
過
程
に
か
か
わ
る
の
で
、
次
節
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
三
節

前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、

準
備
草
案
に
お
い
て
は
、

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一

0
三
0
条
は
、
公
的
に
任
命
さ
れ
た
専
門
家
に
つ
い
て
の
悪
意
・
重
過
失
責
任
を
規

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
六
八
八
条
以
外
に
不
法
行
為
の
部
分
で
も
審
議
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
普
通
法
の
学
説
と
実
務
に
つ
い
て
の
総
括
、
諸
法
典
の
立
法
、
特
に
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
一
五

0
八

(
M
)
 

条
、
ヘ
ッ
セ
ン
草
案
六
八
五
条
、
バ
イ
エ
ル
ン
草
案
九
五
四
条
が
紹
介
さ
れ
た
後
に
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一

0
三
0
条
は
余
計
な
も
の
(ent
,
 

b
e
h
r
l
i
c
h
)

で
あ
る
と
す
る
短
い
コ
メ
ン
ト
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
専
門
家
と
損
害
を
受
け
た
者
の
間
に
哭
約
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
専
門

家
の
責
任
は
雇
用
契
約
や
委
任
哭
約
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
規
律
さ
れ
る
し
、

(35) 

介
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
準
備
草
案
を
受
け
て
、

(36) 

B
G
B
八
三
九
条
に
あ
た
る
第
一
草
案
七
三
六
条
が
作
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
書
の

中
で
、
公
的
な
認
許
を
受
け
た
専
門
家
の
場
合
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
諸
法
典
に
存
在
す
る
公
的
な
認
許
を
受
け
た
専
門
家
の
責
任
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
ロ
ー
マ
法
の
測
量
師
(
m
e
n
s
o
r
)

の

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一

0
三

0
条

一
五
七

そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
被
害
者
は
不
法
行
為
の
規
定
を
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Schubert, 
V
 orentv-:Urfe, 
R
e
c
h
t
 d
e
r
 S
c
h
u
l
d
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
 
II, 
S. 7
9
2
 
ff. 
B
G
B
六

t
六
冬
木
に
つ
い
て
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
が
審
議
の
基
礎

と
さ
れ
、
審
議
の
資
料
と
し
て
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
の
起
草
理
由
、
諸
立
法
と
諸
草
案
、
学
説
と
実
務
の
状
況
が
、
起
草
補
助
者
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

Ders., 
V
o
r
e
n
t
w
l
i
r
f
e
,
 
R
e
c
h
t
 d
e
r
 S
c
h
u
l
d
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
 I
,
 

X
I
I
 f. 

B
e
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n
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M
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d
ミi

`

D
i
e
 
G
e
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e
n
 
M
a
t
e
r
i
a
l
i
e
n
 
z
u
m
 B
l
i
r
g
e
r
l
i
c
h
e
n
 
G
e
s
e
t
z
b
u
c
h
 
flir 
d
a
s
 
D
e
u
t
s
c
h
e
 
R
e
i
c
h
,
 
B
a
n
d
 2
 

R
e
c
h
t
 
d
e
r
 

S
c
h
u
l
d
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
,
 
N
e
u
d
r
u
c
k
 d
e
r
 A
u
s
g
a
b
e
 B
e
r
l
i
n
 1
8
8
9
,
 

A
a
l
e
n
 1
9
7
9
,
 

S. 
310 11 
M
o
t
i
v
e
 II, 
S. 5
5
5
 
.,.;:i~ 

番
琺
叫
の
応
元
に
参
名
考
に
さ
れ
た
韮
叩
法

典
、
諸
草
案
の
条
文
を
学
げ
て
い
る
。

(
2
)
 
Schubert, 
V
o
r
e
n
t
w
l
i
r
f
e
,
 
R
e
c
h
t
 d
e
r
 S
c
h
u
l
d
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
 II, 
S. 7
9
4
 
ff. 
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
の
条
文
に
つ
い
て
は
、

M
u
g
dミ
n
II, 
S. 
310 

で
、
一
―
―
―
―
一
条
、
一
一
三
二
条
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
の
条
文
を
準
備
草
案
以
外
の
方
法
で
は
確
認
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
理
由

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

(
I
)
 

と
す
る
。

さ
ら
に
、

公
的
に
任
命
さ
れ
た
場
合
と
、

た
場
合
に
も
責
任
を
承
認
す
る
こ
と
は
、

特
別
な
市
民
法
上
の
不
法
行
為
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
り
、

専
門
家
に
つ
い
て
第
三
者
が
損
害
を
受
け

以
上
の
よ
う
な
認
識
を
前
提
と
し
て
、

第
一
草
案
の
理
由
書
は
、

そ
の
労
務
を
提
供
し
て
い
る
者
に
類
推
適
用
さ
れ
た
。

だ、

第
三
者
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

な
お
こ
の
訴
権
は
有
用
と
さ
れ
、

専
門
家
、

特
に
国
家
的
な
認
可
を
受
け
て
公
衆
に

論
と
実
務
に
お
い
て
は
、

た

れ
た
。

そ
し
て
、

こ
の
訴
権
は
、

測
鼠
師
に
測
景
を
依
頼
し
た
の
で
は
な
い
第
三
者
に
も
与
え
ら
れ
た
。

測
量
師
と
依
頼
者
の
間
の
関
係
は
労
務
芙
約
の
原
則
に
し
た
が
い
軽
過
失
に
つ
い
て
も
責
任
が
承
認
さ
れ
、

合
に
も
重
過
失
に
つ
い
て
だ
け
責
任
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、

不
当
で
あ
る
と
し
、

専
門
家
が
刑
罰
に
値
す
る
場
合
や
喫
約
上
の
義
務
を
実
行
し
な
い
場

他
方
で
、

認
め
ら
れ
な
い
し
、
必
要
も
な
い

公
務
員
で
あ
る
場
合
を
同
じ
に
扱
う
こ
と
も
妥
当
で
な
い
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、

一
九
世
紀
後
半
の
理

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、

測
量
が
誤
っ
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

責
任
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
も
す
で
に
紹
介
し
た
が
、

測
鼠
師
の
悪
意
と
重
過
失
に
限
っ
て
不
法
行
為
訴
権
が
承
認
さ

ロ
ー
マ
法
で
は
、

測
量
師
と
依
頼
者
の
関
係
は
契
約
関
係
と
は
理
解

一
五
八
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(13)

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
六
八
八
条
一
項
、

A

L

R
一
部
一
三
章
ニ
―
七
条
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
―
―
六

0
条
二
項
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
一
三

0
0条
三
文
、

バ
イ
エ
ル
ン
草
案
二
部
六
八
六
条
二
項
、
ヘ
ッ
セ
ン
草
案
二
編
―
―
六
七
条
二
項
一
文
。

S
c
h
u
b
e
r
t
,
V
o
r
e
n
t
w
l
i
r
f
e
,
 
R
e
c
h
t
 d
e
r
 S
c
h
u
l
d
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
 II, 

s. 7
9
3
が
紹
介
す
る
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
の
審
議
か
ら
す
れ
ば
、
六
八
八
条
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
委
任

(
A
u
f
t
r
a
g
)
」
と
い
う
言
葉
は
、
技
術
的
な
意
味
と
、

事
実
上
、
つ
ま
り
外
面
的
な
現
象
だ
け
か
ら
委
任
で
あ
る
が
、
法
的
な
意
味
と
し
て
は
委
任
で
は
な
い
事
象
を
表
現
す
る
場
合
と
の
二
通
り
が
あ
る
。
ロ
ー
マ

法
は
「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
と
助
言
を
区
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
行
為
の
動
機
で
あ
る
場
合
に
は
責
任
を
発
生
さ
せ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
を
同

じ
に
取
り
扱
い
、
た
と
え
行
為
の
動
機
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
責
任
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

]
d
C
0

翌
K
r
e
d
i
t
e
r
k
u
n
d
i
g
u
n
g
,
S. 8
3
は
、
バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
助
言
者
の
責
任
に
関
す
る
厳
格
な
規
定
は
失
敗
で
あ
り
、
取
引

L
の
必
要
に
一
致
し

(14) 特
に
推
囲
に
つ
い
て
は
、

A

L

R
一
部
一
四
章
―

1
0七
条
（
こ
の
法
文
は
、

バ
ー
デ
ン
ラ
ン
ト
法
一
三
八
一
条
a
a
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
―
―
六
一
条
二
文
。

(12)

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
六
八
八
条
二
項
、

A

L

R
一
部
一
三
章
一
ー
一
八
条
、

A

B

G

B
一
三

0
0条
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
一
―
六
二
条
、
ザ
ク
セ
ン
民
法

典
一
三

0
一
条
一
五

0
四
条
（
こ
の
規
定
は
、
不
法
行
為
の
部
分
に
規
定
さ
れ
て
い
る
）
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
二
部
六
八
七
条
、
ヘ
ッ
セ
ン
草
案
二
編
二

六
七
条
二
項
二
文
。
こ
れ
ら
の
規
定
で
は
、
悪
意
を
表
現
す
る
た
め
に
、

arglistig,
w
i
s
s
e
n
t
l
i
c
h
,
 
absichtlich, 
u
n
r
e
d
l
i
c
h
,
 
e
i
n
e
 U
n
r
e
d
l
i
c
h
k
e
i
t
と

い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
に
つ
い
て

S
c
h
u
b
e
r
t
,
V
o
r
e
n
t
w
i
l
r
f
e
,
 
R
e
c
h
t
 d
e
r
 
S
c
h
u
l
d
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
 
II `
 
S
.
7
9
7
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
意
図
的
に
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
推
囲
を
し
た
場
合
の
責
任
を
発
生
さ
せ
る
要
素
は
、
推
煎
者
が
、
相
手
方
を
推
薦
に
よ
っ
て
そ
れ
に
相
応
し
た
作
為
を

す
る
、
あ
る
い
は
し
な
い
気
に
さ
せ
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
行
為
し
、
そ
の
際
に
、
そ
の
よ
う
な
作
為
あ
る
い
は
不
作
為
が
、
そ
の
相
手
方
に
害
を
与
え
る

こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
、

5
 :
 4. 
A
b
t
e
i
l
u
n
g
 (
S
c
h
u
l
d
r
e
c
h
t
)
 E
n
t
w
l
i
r
f
e
 u
n
d
 M
o
t
i
v
e
 v
o
n
 1853, 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 
M
.
 1
9
8
6ふ
)
会
多
昭
~
ー
）
て
い
る
。

(11)

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
六
八
八
条
二
項
、

A

L

R
一
部
一
三
章
ニ
ー
八
条
、
バ
ー
デ
ン
ラ
ン
ト
法
一
三
八
一
条
a
c
（
求
め
ら
れ
て
助
言
し
た
場
合
が
前
提
に

な
っ
て
い
る
）
、

A
B
G
B
-
―:10
0
条
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
―
―
六
一
条
一
文
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
一
三

0
一
条
一
文
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
一
一
部

六
八
七
条
、
ヘ
ッ
セ
ン
草
案
一
一
編
二
六
七
条
二
項
二
文
。

Schubert,
V
 orentv,:lirf e
 ̀
 Re
c
h
t
 d
e
r
 S
c
h
u
l
d
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
 II, 
S. 7
9
4
が
紹
介
す
る
ド
レ
ス

デ
ン
位
案
の
審
議
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
原
則
を
規
定
す
る
こ
と
は
余
計
な
強
調
で
あ
り
、
例
外
だ
け
を
規
定
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る。

B

G

B
の
立
法
過
程
に
関
す
る
資
料
で
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
）
、

一
六
〇

12 2 --282 (香法'92)
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認
さ
れ
、
判
例
、
諸
法
典
、

家
と
の
関
係
で
後
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

任
は
否
定
さ
れ
、

B
G
B
の
立
法
過
程
で
も
同
じ
で
あ
る
。

多
少
冗
長
に
な
っ
た
感
の
あ
る
以
上
の
叙
述
の
大
筋
だ
け
を
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
い
て
は
、
助
言
者
は
助
言
の
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
た
。

一
九
世
紀
に
お
け
る
判
例
や
立
法
に
も
共
通
し
て
お
り
、

B
G
B
の
立
法
過
程
で
も
前
提
と
さ
れ
た
。

そ
の
例
外
と
し
て
、
助
言
者
に
悪
意
が
あ
る
場
合
に
責
任
が
発
生
す
る
こ
と
に
は
争
い
が
な
い
。

ロ
ー
マ
法
文
に
存
在
す
る
「
わ
た
し
が
委
任
し
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
が
行
為
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
」
と
い
う
例
外
に
つ
い
て
は
、

学
説
に
お
い
て
は
、

を
負
担
し
た
の
で
は
な
い
か
ぎ
り
、
助
言
者
の
責
任
を
否
定
す
る
見
解
が
有
力
の
よ
う
で
あ
る
。
判
例
、
諸
法
典
に
お
い
て
も
、

公
務
上
の
義
務
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
と
の
関
連
で
問
題
が
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
学
説
、
判
例
、
諸
法
典
、

立
法
過
程
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
過
失
に
つ
い
て
責
任
を
承
認
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。

職
業
上
の
義
務
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
専
門
家
の
場
合
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
専
門

契
約
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
助
言
の
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
こ
と
を
約
束
し
た
場
合
に
は
、
学
説
に
お
い
て
、

T
h
i
b
a
u
t

や
N
e
u
s
t
e
t
e
l
の
よ
う
な
見
解
が
あ
っ
た
も
の
の
、

H
e
p
p

以
降
で
は
一
般
的
に
契
約
の
一
般
原
則
に
し
た
が
っ
て
助
言
者
の
責
任
が
承

B
G
B
で
も
承
認
さ
れ
て
い
る
。
助
言
す
る
契
約
の
場
合
に
は
、
過
失
責
任
が
認
め
ら
れ
る
が
、
判
例
に
お

い
て
、
契
約
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
、
取
引
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
特
別
な
配
慮
を
し
た
り
、
銀
行
が
専
門
家
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
銀

と
は
、

「
あ
な
た
」
の
た
め
の
委
任
と
助
言
と
の
区
別
と
も
関
連
し
て
争
い
が
存
在
し
た
が
、
契
約
に
基
づ
い
て
特
別
に
責
任

む
す
び
に
代
え
て

一
六
四

こ
の
こ

こ
の
責

B
G
B
の
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契約関係にない助言者の責任（田中）

成
立
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
の
責
任
を
承
認
す
る
と
い
う
動
き
が
注
目
に
値
す
る
。

専
門
家
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
公
務
上
の
義
務
の
侵
害
と
契
約
上
の
義
務
の
侵
害
が
交
錯
し
て
い
る
。
専
門
家
が
助
言
す
る
場
合
に
は
、

学
説
は
、
契
約
関
係
が
存
在
す
る
場
合
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
判
例
は
、
少
な
く
と
も
契
約
の

成
立
を
推
定
す
る
よ
う
で
あ
り
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
銀
行
が
専
門
家
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
も
あ
る
。

B
G
B
で
も
、

L
R
や
A
B
G
B
の
規
定
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
喫
約
の
成
立
を
推
定
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
契
約
関
係
が
な
い
場
合
に
つ
い
て

い
く
つ
か
の
法
典
も
規
定
し
て
い
た
が
、

一
六
五

も
、
公
務
上
の
義
務
と
の
関
係
か
ら
、
測
量
師
に
対
す
る
訴
権
を
利
用
し
て
専
門
家
の
責
任
を
承
認
す
る
見
解
が
学
説
や
判
例
に
見
ら
れ
、

B
G
B
は
規
定
の
必
要
性
を
認
め
ず
原
則
を
損
な
う
例
外
で
あ
る
と
し
て
採
用
し
な
か
っ
た
。

最
後
に
、
商
人
の
推
薦
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、

そ
の
責
任
を
否
定
す
る
の
が
支
配
的
で
あ
る
。

A
 

こ
の
よ
う
な
近
代
法
に
お
け
る
判
断
を
現
代
に
適
用
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

近
代
法
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
助
言
に
よ
る
責
任
を
承
認
で
き
る
の
は
、
喫
約
の
成
立
が
承
認
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
不
法
行
為
が

ま
ず
、
英
約
の
成
立
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
が
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
け
る
議
論
を
分

か
り
難
く
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、
助
言
が
報
酬
と
引
き
換
え
に
な
さ
れ
た
場
合
や
営
業
と
し
て
な
さ
れ
た
場
合
、
助
言
者

と
助
言
を
受
け
る
者
の
間
に
取
引
関
係
が
あ
る
場
合
、
助
言
者
が
専
門
家
で
あ
る
場
合
が
問
題
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
判
例
や
学
説
が
承

認
し
て
い
る
よ
う
に
、
意
思
表
示
が
存
在
し
、
助
言
に
つ
い
て
の
喫
約
が
承
認
さ
れ
る
場
合
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
推
定

に
と
ど
ま
り
意
思
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
と
、
現
実
に
意
思
が
存
在
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
く
意
思
表
示
が
擬
制

さ
れ
て
い
る
の
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
擬
制
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
れ
は
、
喫
約
と
い
う
形
式
を
借
り
て
、
喫
約
と
は
別
の
根
拠

か
ら
責
任
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
近
代
法
の
原
則
が
、
助
言
者
の
責
任
を
肯
定
す
る
際
に
契
約
を
要
求
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

12 2~-287 (香法'92)



百
者
の
不
法
行
為
責
任
は
例
外
で
し
か
な
い
。

そ
れ
を
無
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

(
2
)
 

そ
の
責
任
を
根
拠
付
け
る
十
分
な
根
拠
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
助
言
者
に
悪
意
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
が
、

紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
い
て
は
、
測
量
師
に
対
す
る
訴
権
と
の
関
係
で
、
例
外
的
に
、

責
任
に
つ
い
て
、

そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
問
題
が
あ
る
。

し
か
も
補
充
的
に
、

公
務
と
関
係
し
て
い
る
）
助
言
者
に
つ
い
て
責
任
を
肯
定
す
る
可
能
性
が
存
在
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

B
G
B
の
起
草
者
は
、
こ
の
よ
う
な

そ
の
必
要
性
を
否
定
し
、
体
系
的
に
も
承
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

責
任
を
承
認
す
る
と
し
て
も
、

つ
ま
り
、
仮
に
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に
し
た
が
っ
て
助
言
者
に
つ
い
て
不
法
行
為

そ
れ
は
あ
く
ま
で
一
定
の
範
囲
の
助
言
者
に
だ
け
承
認
さ
れ
る
例
外
で
し
か
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
一
九
世
紀
の
末
に
取
引
関
係
や
専
門
性
を
強
調
し
た

R
G
の
判
決
、
契
約
の
擬
制
や
信
頼
と
い
う
観
点
を
持
ち
出

す
現
代
ド
イ
ツ
の
学
説
、
専
門
知
識
の
あ
る
者
の
助
言
責
任
を
承
認
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
最
近
の
日
本
の
判
例
な
ど
が
指
摘
し
て
い

る
問
題
を
、
近
代
法
の
原
則
に
形
式
的
に
し
た
が
っ
て
判
断
し
、
助
言
者
の
責
任
を
否
定
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
妥
当
と
思
わ
れ
る
解
決
を
、
近
代
法
の
原
則
に
強
引
に
接
合
す
る
こ
と
も
、
問
題
の
本
質
を
不
透
明
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ

れ
は
近
代
法
の
価
値
基
準
と
は
異
な
る
基
準
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
結
論
を
、
近
代
法
か
ら
導
か
れ
た
か
の
よ
う
に
装
う
こ
と
で
し
か
な
い
。

で
は
、
近
代
法
の
原
則
、
す
く
な
く
と
も
、
本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
な
近
代
法
の
一
っ
の
典
型
で
あ
る
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に

お
け
る
判
断
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
の
で
は
解
決
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
現
代
的
な
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
へ
の
解
答
は
今
後
の
検
討
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
近
代
法
を
基
準
と
し
て
現
代
を
見
る
と
い
う
視
点
は
重
要
で

あ
る
と
思
う
。
近
代
法
を
ま
っ
た
く
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
近
代
法
と
は
異
な
る
新
た
な
解
決
を
提
案
す
る
者
の
任
意
の
観
点
を
解

決
の
基
準
と
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
現
状
へ
の
批
判
的
な
観
点
を
失
い
、

そ
れ
を
た
だ
追
認
し
説
明
す
る
だ
け
の
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
。
近
代
法
と
の
つ
な
が
り
を
失
っ
た
解
決
は
、
場
当
り
的
な
解
決
に
し
か
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

一
定
の
範
囲
の
（
お
そ
ら
く
、

い
ず
れ
に
し
ろ
、
悪
意
で
な
い
助

一
六
六

一
九
世
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第
三
章
第
二
節
四
、
同
章
注
13
、
14
、
第
四
章
注
18
、
28
、
32
参
照
。

(
2
)

は

じ

め

に

注

5
、
6
で
挙
げ
た
文
献
は
、
こ
の
よ
う
な
試
み
の
一
っ
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
近
代
法
の
原

則
と
の
関
係
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。

(
3
)

助
言
者
の
責
任
に
つ
い
て
本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
な
歴
史
的
に
実
在
し
た
法
的
な
判
断
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
の
で
は
不
十
分
と
さ
れ
る
現
代
的
な
問

題
に
対
処
す
る
に
は
、
二
つ
の
問
題
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
―
つ
は
、
既
存
の
法
で
は
不
十
分
と
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
当
時
、

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
、
そ
の
よ
う
な
や
り
方
で
、

現
代
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
既
存
の
法
体
系
と
幣
合
的
な
形
で
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
と
、
そ
の
よ
う
な
や
り
方
に
よ
っ
て
も

な
お
不
十
分
と
さ
れ
る
場
合
、
つ
ま
り
、
ま
さ
し
く
近
代
法
の
限
界
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
対
処
を
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
き
わ
め
て
困
難
な
作
業
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
本
稿
で
は
検
討
す
る
余
裕
の
な
か
っ
た
、
近
代
法
の
原
則
を
支
え
る
社
会
的
な
背
景
を
確
定

す
る
こ
と
も
、
現
代
と
の
比
較
を
す
る
上
で
は
不
可
欠
で
あ
る
。

(
l
)
 

一
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