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礎
理
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幸

彙（129）

　
手
形
抗
弁
と
は
手
形
金
の
請
求
を
受
け
た
手
形
債
務
者
が
、
手
形
所
持

人
に
対
し
て
支
払
を
拒
絶
す
る
理
由
と
し
て
主
張
で
き
る
一
切
の
事
由
を

指
す
。
今
日
一
般
的
に
、
裏
書
は
特
殊
な
横
権
譲
渡
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、

民
法
の
債
務
譲
渡
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
マ
法
上
の
烏
昌
O
旦
島
巨
ま

言
彗
昆
①
昌
o
o
o
↓
o
g
o
星
目
言
窒
訂
σ
g
（
誰
も
自
分
の
有
す
る
以
上

の
権
利
を
移
転
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
の
陳
則
に
従
っ
て
、
債
権
は
そ

の
同
一
性
を
失
う
こ
と
な
く
譲
受
人
に
移
転
さ
れ
る
の
で
、
債
務
者
は
譲

渡
人
に
対
し
て
有
す
る
す
べ
て
の
抗
弁
を
譲
受
人
に
対
し
て
も
対
抗
で
き

る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
手
形
法
上
で
は
、
手
形
流
通
の
強
化
と

い
う
手
形
法
の
理
念
の
実
現
の
た
め
に
、
抗
弁
制
限
（
切
断
）
の
制
度
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
手
形
法
一
七
条
の
規
定
で
あ
り
、
こ
の
抗
弁

制
限
の
制
度
は
裏
書
な
ど
に
よ
る
手
形
法
的
権
利
移
転
の
大
き
な
特
色
を

な
し
て
い
る
。
手
形
抗
弁
制
限
の
制
度
は
、
実
際
の
取
引
の
必
要
性
か
ら

学
説
上
も
立
法
上
も
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
法
理
論
上
に
お
い

て
は
、
抗
弁
の
制
限
と
右
の
罵
目
o
亘
；
－
…
原
則
と
の
対
立
視
が
生

ま
れ
た
。
そ
し
て
、
抗
弁
制
限
の
原
則
の
理
論
的
根
拠
付
け
は
手
形
法
学

上
の
中
心
的
争
点
と
な
り
、
手
形
抗
弁
に
関
す
る
理
論
的
対
立
は
手
形
法

学
上
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
、
多
く
の
優
れ
た
研
究

を
生
み
出
し
て
き
た
。
ま
た
、
実
際
の
事
例
に
お
い
て
も
、
判
例
上
多
く

の
問
題
が
こ
の
抗
弁
の
対
抗
、
制
限
の
問
題
と
な
ん
ら
か
の
か
か
わ
り
を

持
っ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
〇
年
代
以
降
多
く
の
最
高

裁
判
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
、
一
見
し
て
手
形
抗
弁
に
関
す
る
多
く
の
問

題
は
実
務
上
は
既
に
解
決
さ
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
私
は
、

手
形
抗
弁
論
の
手
形
法
学
中
で
占
め
る
重
要
性
に
照
ら
し
て
、
手
形
法
学

の
今
後
の
発
展
に
と
り
手
形
抗
弁
に
関
す
る
理
論
的
考
察
の
展
開
が
依
然

と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
本
論
文
は
包
括
的
に
手
形
抗

弁
に
関
す
る
諸
問
題
す
べ
て
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
は
い
な
い
が
、

私
は
、
本
論
文
に
お
い
て
、
手
形
の
流
通
過
程
に
お
け
る
人
的
抗
弁
の
制

限
の
問
題
と
、
手
形
が
戻
裏
書
・
遡
求
に
よ
り
再
取
得
さ
れ
る
、
い
わ
ば

、
手
形
が
逆
流
す
る
過
程
に
お
け
る
人
的
抗
弁
の
再
対
抗
と
制
限
の
問
題
と
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を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
研
究
の
中
で
手
形
制
度
の
中
で
抗
弁
制
限
の
原
則

が
担
っ
て
い
る
意
義
に
関
す
る
基
礎
的
な
理
論
を
解
明
し
、
そ
れ
に
よ
り

抗
弁
の
対
抗
と
制
限
の
効
果
、
効
力
お
よ
ぴ
そ
の
意
昧
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　
本
論
文
の
主
要
な
目
次
を
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

第
一
章
　
手
形
抗
弁
の
諸
問
題
－
序
論

　
一
　
手
形
抗
弁
制
限
の
制
度

　
二
　
手
形
法
一
七
条
と
人
的
抗
弁
の
制
限

　
三
　
人
的
抗
弁
の
切
断
の
効
果

第
二
章
　
手
形
法
に
お
け
る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理

　
一
　
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
基
礎

　
二
　
手
形
法
に
お
け
る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
麗

　
三
　
手
形
法
に
お
け
る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
展
開

　
四
　
交
付
欠
鉄
の
抗
弁

第
三
章
　
手
形
法
第
一
七
条
の
『
悪
意
の
抗
弁
』

　
一
　
立
法
（
成
立
）
過
程
の
研
究

　
二
　
比
較
法
的
研
究

　
三
　
日
本
の
学
説
、
判
例

　
四
　
私
見

第
四
章
　
手
形
上
の
記
載
と
抗
弁

　
一
　
手
形
上
の
記
載
の
効
力

　
二
　
手
形
上
の
記
載
の
解
釈

　
三
　
具
体
的
な
問
題
解
決

第
五
章
　
手
形
抗
弁
論
の
基
礎

　
一
　
序
論

　
二
　
権
利
対
抗
弁
の
観
念
の
成
立

　
三
　
私
法
に
お
け
る
里
弓
＆
o
の
概
念

　
四
　
手
形
法
上
の
権
利
対
抗
弁
の
観
念
と
権
利
の
イ
デ
ア
的
ス
ペ
チ
エ

　
　
　
ス
性

　
五
　
権
利
対
抗
弁
の
観
念
と
手
形
抗
弁
に
関
す
る
諸
問
題

第
六
章
　
戻
裏
書
と
人
的
抗
弁
の
再
対
抗

　
一
　
善
意
の
中
闇
者
の
介
在
と
抗
弁
の
制
限

　
二
　
裏
書
に
よ
る
手
形
債
権
の
承
継
的
移
転
と
抗
弁
の
制
限

　
三
　
手
形
の
再
取
得
と
抗
弁
の
再
対
抗

　
四
　
人
的
抗
弁
の
属
人
性
理
論

　
五
　
私
見

第
七
章
　
有
効
性
の
抗
弁
の
是
非

　
一
　
有
効
性
の
抗
弁
論

　
二
　
交
付
契
約
欠
嵌
（
交
付
欠
敏
）
の
抗
弁

　
三
　
有
効
性
の
抗
弁
論
の
基
礎

　
四
　
有
効
性
の
抗
弁
の
是
非

第
八
章
　
受
戻
な
き
支
払
・
遡
求
と
抗
弁
の
対
抗

　
一
　
序
論

　
二
　
支
払
の
抗
弁

　
三
　
遡
求
に
お
け
る
受
戻
な
き
支
払
と
抗
弁

　
四
　
手
残
り
手
形
に
よ
る
遡
求
と
受
戻

　
以
下
、
各
章
．
こ
と
の
要
旨
を
示
す
。

　
　
　
第
一
章
　
手
形
抗
弁
の
諸
問
題
－
序
論

　
本
章
は
、
手
形
抗
弁
の
制
限
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
諸
問
題
を
概
観
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し
、
そ
れ
ら
を
整
理
し
た
上
で
、
本
論
文
の
直
接
的
に
対
象
と
す
る
問
題

が
そ
れ
ら
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
手
形
抗
弁
制
限
の
原
則
は
、
法
理
論
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
手
形
法
立

法
の
歴
史
上
で
も
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
理
論
的
に
根
拠
づ
け

る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。
手
形
抗
弁
の
制
限

の
根
拠
は
明
ら
か
に
経
済
的
理
由
に
あ
り
、
善
意
の
手
形
取
得
者
が
取
得

に
あ
た
ウ
て
自
己
の
知
ら
な
い
抗
弁
を
債
務
者
に
よ
っ
て
対
抗
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
と
期
待
で
き
る
と
き
に
の
み
手
形
の
流
通
は
促
進
さ
れ
る
。
こ

れ
以
上
の
理
論
的
根
拠
に
関
し
て
争
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
今
日
、
抗
弁
制
限
の
理
論
的
根
拠
を
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
（
権
利
外

観
理
論
）
に
求
め
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
手
形
法
一
七
条
に
お
い
て
は
、

手
形
債
務
者
は
自
ら
流
通
を
予
定
さ
れ
て
い
る
証
券
を
作
成
（
署
名
）
し

た
点
に
帰
責
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
手
形
証
券
は
抗
弁
を
免
れ
た
完
全

な
権
利
を
表
章
す
る
か
の
、
こ
と
き
外
観
を
有
し
て
い
る
か
ら
、
手
形
取
得

者
は
こ
の
外
観
に
信
頼
す
る
と
き
に
は
保
護
さ
れ
る
。
取
得
者
が
そ
の
証

券
に
信
頼
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
、
手
形
の
流
通
性
は
保
障
さ
れ
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
抗
弁
の
制
限
を
根
拠
づ
け
る
の
は
、
手
形
債
務
者

の
帰
責
性
と
取
得
者
の
外
観
に
対
す
る
正
当
な
信
頼
な
の
で
あ
る
。
私
は

抗
弁
制
限
の
理
論
的
根
拠
は
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
に
求
め
ら
れ
る
ぺ
き

と
の
立
場
を
と
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

第
一
一
章
　
手
形
法
に
お
け
る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理

　
レ
ヒ
。
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
主
要
な
適
用
要
件
は
、
第
一
に
、
法
外
観

（
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
）
に
対
す
る
手
形
取
得
者
の
信
頼
で
あ
り
、
第
二
に
、

不
利
益
を
負
担
す
ぺ
き
者
の
帰
責
性
で
あ
る
。
私
的
自
治
の
原
則
と
レ
ヒ

ツ
シ
ャ
イ
ン
法
踵
と
の
対
立
は
、
帰
責
性
の
要
件
に
よ
り
解
消
さ
れ
る
。

静
的
安
全
を
犠
牲
に
し
て
動
的
安
全
を
保
護
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は

こ
の
帰
責
性
の
存
在
の
た
め
で
あ
る
。
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
諸
要
件

の
個
々
的
な
内
容
は
、
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
そ
れ
自
体
、
ま
た
は
信
頼

主
義
そ
れ
自
体
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

善
意
、
帰
責
性
の
内
容
は
実
定
法
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

各
々
の
場
合
に
応
じ
て
異
な
づ
て
く
る
。
と
り
わ
け
、
帰
實
性
に
つ
い
て

は
そ
の
欠
け
る
場
合
も
存
在
す
る
。
外
観
信
頼
の
保
謹
の
程
度
は
実
際
的

問
題
で
あ
り
、
一
律
に
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン

法
理
は
外
観
へ
の
信
頼
の
保
護
の
認
め
ら
れ
る
各
々
の
法
の
根
拠
を
な
し
、

ま
た
当
該
の
法
の
目
的
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
信
頼
保
護
の
内

容
を
限
界
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
々
の
事
例
か
ら
共
通
的
に

抽
出
さ
れ
る
各
々
の
事
象
を
総
括
し
体
系
化
す
る
上
位
の
規
範
と
し
て
の

価
値
を
有
す
る
。

　
手
形
法
に
お
け
る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
最
も
重
要
な
適
用
事
例
は
、

交
付
欠
嵌
の
抗
弁
の
場
合
で
あ
る
。
手
形
債
務
の
成
立
に
は
通
常
は
契
約

が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
憤
務
者
は
こ
の
交
付
欠
敏
の
抗
弁
を
手
形
債

務
の
成
立
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
本
来
的
に
す
ぺ
て
の
所
持
人
に
対

抗
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
手
形
流
通
保
護
の
た
め
に
、
帰
實
的

に
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
を
惹
起
し
た
作
成
者
は
善
意
の
第
三
取
得
者
に
対
し

て
責
を
負
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
契
約
な
し
に
責
を
負
う
と
い
う

法
原
則
の
根
拠
こ
そ
探
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
手
形
法
中
に
基
礎

づ
け
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
は
、
手
形
振
出

の
原
則
的
構
成
は
契
約
説
、
発
行
説
に
よ
っ
た
う
え
で
、
例
外
的
に
交
付

欠
鉄
の
場
合
に
、
手
形
流
通
の
保
護
、
促
進
の
た
め
に
、
手
形
取
得
者
を
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保
護
す
る
補
完
的
な
理
論
で
あ
る
。
そ
の
特
色
は
、
手
形
債
務
の
発
生
を

二
つ
の
原
因
、
す
な
わ
ち
、
署
名
者
の
意
思
と
法
に
基
づ
か
せ
る
点
に
あ

る
。
こ
の
場
合
の
解
答
を
手
形
法
上
に
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、

第
三
取
得
者
の
た
め
の
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
を
規
定
す
る
一
般
規
定
で
あ
る

手
形
法
ニ
ハ
条
二
項
お
よ
び
一
七
条
が
交
付
欠
鉄
の
抗
弁
に
適
用
さ
れ
る

か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
何
れ
の
規
定
の
適
用
も
、

ま
た
、
類
推
適
用
も
、
交
付
欠
峡
の
抗
弁
制
限
の
実
定
法
上
の
根
拠
と
す

る
に
は
不
適
当
で
あ
る
。

　
私
は
右
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
す
な
わ
烹
ニ
ハ

条
二
項
と
一
七
条
の
規
定
の
目
的
は
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
に
信
頼
す
る
善
意

者
は
保
護
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
二
つ
の
規
定
か
ら
は
、
帰
責
的

に
惹
起
さ
れ
た
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
に
信
頼
す
る
善
意
で
あ
っ
て
か
つ
重
過

失
な
き
第
三
者
は
保
護
さ
れ
る
と
い
う
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
が
上
位
規

範
と
し
て
引
き
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原
則
的
な
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン

法
理
こ
そ
が
、
交
付
欠
嵌
の
抗
弁
を
排
除
す
る
こ
と
の
法
的
根
拠
と
な
る

ぺ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
一
六
条
二
項
と
一
七
条
と
が
同
時
的

に
類
推
適
用
さ
れ
る
。

第
三
章
　
手
形
法
第
一
七
条
の

『
悪
意
の
抗
弁
』

　
本
章
の
目
灼
は
、
手
形
法
一
七
条
但
書
の
「
悪
意
」
が
指
し
示
し
て
い

る
意
味
内
容
の
認
識
を
、
立
法
（
成
立
）
過
程
の
研
究
及
ぴ
比
較
法
的
研

究
に
よ
っ
て
な
そ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
手
形
法
統
一
会

議
の
議
論
を
検
討
し
て
み
る
と
、
多
く
の
代
表
者
達
は
、
一
七
条
に
お
い

て
は
取
得
者
が
8
鼻
量
σ
昌
o
ω
昌
o
冨
ω
に
（
善
良
の
風
俗
に
反
し
て
）

取
得
す
る
場
合
に
は
ぞ
の
保
護
を
排
除
す
る
と
い
う
観
念
を
有
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
取
得
（
そ
れ
は
信
義
誠
実
に
反
す
る
取
得
と
言
っ
た
方
が
適

切
で
あ
る
）
を
排
除
す
る
こ
と
こ
そ
、
一
七
条
但
書
が
、
「
悪
意
の
抗
弁
」

に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
目
的
な
の
で
あ
る
。
「
債
務
者
を
害

す
る
こ
と
を
知
り
て
」
は
、
信
義
誠
実
に
反
す
る
こ
と
の
具
体
的
表
現
な

の
で
あ
る
。

　
現
在
の
各
国
の
学
説
・
判
例
は
、
「
損
害
の
認
識
」
を
要
求
す
る
こ
と

で
は
一
致
し
て
い
る
が
、
損
害
の
認
識
に
関
し
て
、
具
体
的
認
識
説
と
抽

象
的
認
識
説
に
二
分
で
き
、
さ
ら
に
、
具
体
的
認
識
説
は
、
実
体
的
損
害

の
発
生
の
認
識
を
要
求
す
る
も
の
と
抗
弁
主
張
の
確
実
性
の
認
識
を
要
求

す
る
も
の
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
重
過
失
に
よ
る
不
知
に
つ

い
て
は
、
悪
意
の
抗
弁
成
立
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
で

あ
る
。
し
か
し
、
債
務
者
の
損
害
の
認
識
に
関
す
る
具
体
的
認
識
説
は
正

当
性
を
欠
く
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
立
法
者
の
意
図
と
一
致
し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
立
法
者
は
、
信
義
誠
実
に
反
す
る
取
得
を
排
除
し
よ
う
と
し
た

が
、
そ
れ
で
は
、
抗
弁
の
存
在
の
認
識
だ
け
で
、
本
来
的
に
信
義
誠
実
に

反
し
て
い
る
と
考
え
る
ぺ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
取
得
者
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

正
当
な
理
由
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
七
条
但
書
の
公
式
は
、
こ
の

例
外
的
な
ケ
ー
ス
の
存
在
す
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
ウ
て
、
原
則
的
に
は
抗
弁
の
存
在
の
認
識
で
十
分
で
あ
る
。
私
見
は

基
本
的
に
抗
弁
存
在
の
認
識
で
十
分
と
い
う
立
場
を
取
る
が
、
一
七
条
の

信
義
誠
実
に
反
す
る
手
形
取
得
の
排
除
と
い
う
目
的
に
照
ら
せ
ぱ
、
「
悪

意
」
の
有
無
の
判
定
基
準
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
考
え
ら
れ
る
け

れ
ど
も
、
取
得
者
の
「
債
務
者
を
害
す
る
と
い
う
意
識
」
を
重
視
す
ぺ
き

で
あ
る
と
考
え
る
。
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第
四
章
手
形
上
の
記
載
と
抗
弁

　
手
形
が
そ
れ
を
成
立
さ
せ
た
直
接
当
事
者
間
の
関
係
を
抜
け
出
し
て
、

第
三
者
の
手
中
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
手
形
制
度
の
前
提
を
な
す
事

柄
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
形
関
係
・
手
形
権
利
義
務
関
係
は
、
第
三

者
へ
の
手
形
流
通
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
法
的
に
も
理
論
的
に
も
構
成

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
同
時
に
、
直
接
当
事
者
間
で

も
そ
の
構
成
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
都
合
の
除
去
が
図
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
一
つ
の
貝

体
化
と
し
て
、
一
五
〇
万
円
の
約
束
手
形
の
金
額
欄
の
記
載
が
、
チ
ェ
ツ

ク
ラ
イ
タ
ー
の
打
ち
間
違
い
に
よ
り
一
五
〇
〇
万
円
の
表
示
と
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
最
判
昭
和
五
四
年
九
月
六
日
の
ケ
ー
ス
を
取
り
上

げ
て
、
手
形
法
に
関
す
る
新
た
な
整
理
、
解
明
を
試
み
て
い
る
。

　
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
構
成
す
る
と
き
に
理
論
的
に

妥
当
な
解
決
に
達
す
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
手
形
上
の
表
示
の
解
釈

は
、
そ
の
表
示
が
直
接
の
相
手
方
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
手
形
流
通
に

よ
り
取
得
を
予
定
さ
れ
る
第
三
者
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
客
観
的
な
解
釈
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ

り
、
手
形
上
の
表
示
の
意
昧
内
容
は
、
社
会
通
念
に
従
っ
て
客
観
的
に
理

解
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
客
観
解
釈

の
原
則
）
。
こ
の
よ
う
な
手
形
表
示
に
関
す
る
解
釈
原
則
は
、
直
接
当
事

者
間
に
お
い
て
も
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
手
形
行
為
の

直
接
当
事
者
間
に
お
い
て
は
、
手
形
行
為
を
成
立
せ
し
め
る
交
付
契
約
の

内
容
が
、
手
形
表
示
の
内
容
の
確
定
に
と
っ
て
決
定
的
意
義
を
有
す
る
と
．

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
当
事
者
間
で
は
、
こ
の
よ

う
な
形
で
定
ま
る
表
示
内
容
の
存
在
を
直
接
的
な
人
的
関
係
に
基
づ
く
抗

弁
と
し
て
主
張
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
当
事
者
間
の
合
意
は
、
悪
意
の

第
三
者
に
対
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章
　
手
形
抗
弁
論
の
基
礎

　
わ
が
国
通
説
は
、
手
形
の
譲
渡
裏
書
に
よ
る
移
転
を
手
形
債
権
の
譲
渡

と
み
な
し
て
き
た
が
、
民
法
上
の
債
権
譲
渡
に
あ
っ
て
は
、
債
権
は
そ
の

同
一
性
を
失
う
こ
と
な
く
譲
受
人
に
移
転
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権

譲
渡
に
あ
っ
て
は
、
抗
弁
は
そ
の
債
権
に
付
着
し
た
ま
ま
移
転
さ
れ
、
譲

受
人
に
対
し
て
も
対
抗
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
（
畠
ヨ
o
亘
冨
；
ま

旨
彗
眈
ぼ
『
轟
君
討
g
o
冨
冒
一
〇
需
ξ
σ
g
の
原
則
の
妥
当
）
。
手
形
法
上

で
は
、
手
形
法
一
七
条
の
抗
弁
制
限
の
規
定
の
存
在
に
よ
り
、
罵
ヨ
o

旦
畠
、
原
則
は
排
除
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
抗
弁
制
限
の
法
現
象
に
関
し

て
、
手
形
上
の
権
利
に
付
着
す
る
抗
弁
は
、
本
来
的
に
は
譲
受
人
に
対
し

て
も
承
継
さ
れ
対
抗
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
が
、
抗
弁
制
限
の
原
則
の
機
能

に
よ
り
、
善
意
の
譲
受
人
に
は
抗
弁
の
除
去
さ
れ
た
、
い
わ
ぱ
き
れ
い
な

権
利
が
移
転
さ
れ
、
以
後
は
こ
の
き
れ
い
な
権
利
が
あ
た
か
も
有
体
物
で

あ
る
か
の
よ
う
に
移
転
す
る
と
い
う
の
が
、
伝
統
的
な
一
般
的
観
念
で
あ

る
。
こ
の
一
般
的
観
念
の
基
礎
に
は
、
裏
書
に
よ
る
手
形
債
権
の
承
継
的

な
移
転
と
、
篶
昌
O
亘
冨
・
・
…
・
原
則
の
本
来
的
妥
当
お
よ
ぴ
抗
弁
制
限
の

原
則
の
作
用
に
よ
る
抗
弁
の
排
除
と
い
っ
た
観
念
が
あ
る
。

　
右
の
一
般
的
観
念
は
手
形
法
・
⊥
の
い
く
つ
か
の
問
題
に
関
し
そ
れ
自
体

が
困
難
な
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
一
に
、
手
形
が
遡
求

に
お
い
て
遡
求
義
務
者
で
あ
る
裏
書
人
に
受
戻
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
の
裏

書
人
に
よ
る
請
求
に
対
し
て
、
債
務
者
が
以
前
こ
の
裏
書
人
に
対
し
て
有
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し
て
い
た
人
的
抗
弁
を
再
び
対
抗
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
で

あ
る
。
右
の
一
般
的
観
念
に
よ
れ
ば
、
こ
の
裏
書
人
か
ら
手
形
上
の
権
利

を
悪
意
な
し
に
取
得
し
た
被
裏
書
人
（
遡
求
者
）
は
抗
弁
の
除
去
さ
れ
た

き
れ
い
な
権
利
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
権
利
が
受
戻
に
よ
っ
て
裏
書
人
に

移
転
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
権
利
に
基
づ
く
請
求
に
お
い
て
、
裏
書
人
は

自
己
の
裏
書
以
前
に
対
抗
さ
れ
た
抗
弁
を
対
抗
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と

に
な
る
。
第
二
は
、
戻
裏
書
に
よ
り
裏
書
人
が
手
形
上
の
権
利
を
再
取
得

し
た
場
合
に
、
こ
の
裏
書
人
に
以
前
対
抗
さ
れ
え
た
人
的
抗
弁
が
再
対
抗

さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
第
一
の
も
の

と
実
質
的
に
類
似
す
る
。
第
三
は
、
善
意
の
中
間
者
に
次
い
で
手
形
を
取

得
し
た
抗
弁
の
存
在
に
つ
い
て
の
悪
意
者
に
対
し
て
、
債
務
者
は
人
的
抗

弁
を
対
抗
で
き
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
で
あ
る
。
前
述
の
一
般

的
観
念
に
し
た
が
え
ば
、
菩
意
の
前
者
が
有
す
る
き
れ
い
な
権
利
を
悪
意

の
後
者
は
取
得
す
る
の
だ
か
ら
、
当
然
に
こ
の
抗
弁
を
対
抗
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。

　
私
は
、
こ
の
一
般
的
観
念
の
成
立
の
根
源
は
、
抗
弁
制
限
の
原
則
の
作

用
に
お
け
る
手
形
上
の
権
利
「
対
」
抗
弁
の
観
念
の
手
形
法
学
止
で
の
承

認
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
何
権
利
対
抗
弁
の
観
念
は
、
手
形
法
上
に
お

い
て
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
認
め
ら
れ
る
が
、
抗
弁
の
制
限
に
お
け
る
権
利
対

抗
弁
の
観
念
は
、
実
在
的
に
存
在
す
る
完
全
な
権
利
に
抗
弁
が
対
抗
さ
れ
、

こ
の
抗
弁
が
手
形
上
の
権
利
の
裏
書
譲
渡
の
際
に
抗
弁
制
限
の
原
則
の
作

用
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
て
、
既
に
存
在
し
て
い
る
こ
の
実
在
的
な
完
全
な

権
利
の
み
が
後
者
に
移
転
す
る
と
い
う
観
念
を
生
み
出
す
。
本
章
で
は
こ

の
手
形
法
学
上
で
広
く
認
め
ら
れ
る
権
利
対
抗
弁
の
観
念
の
意
味
の
再
検

討
を
行
っ
て
い
る
。

　
私
は
、
戻
裏
書
・
遡
求
に
よ
り
手
形
を
再
取
得
す
る
場
合
に
、
何
故
に

抗
弁
が
再
対
抗
さ
れ
る
か
に
関
し
て
、
裏
書
に
よ
る
手
形
債
権
の
承
継
取

得
の
観
念
お
よ
び
抗
弁
の
権
利
に
付
着
し
た
本
来
的
移
転
と
抗
弁
制
限
の

原
則
の
機
能
に
よ
り
抗
弁
が
除
去
さ
れ
た
手
形
憤
権
の
移
転
の
観
念
を
前

提
と
し
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
な
形
で
理
論
的
根
拠
を
解
明
し
よ
う
と

す
る
。

　
裏
書
に
よ
る
手
形
債
権
の
承
継
取
得
と
抗
弁
の
権
利
に
付
着
し
た
本
来

的
な
移
転
、
お
よ
び
、
抗
弁
制
限
の
作
用
に
よ
る
抗
弁
の
除
去
さ
れ
た
移

転
に
関
す
る
一
般
的
観
念
に
依
拠
す
る
場
合
に
、
陥
り
易
い
危
険
は
、
原

因
関
係
に
基
づ
く
抗
弁
に
つ
い
て
、
原
因
当
事
者
間
で
初
め
か
ら
債
権
者

が
有
し
て
い
る
完
全
な
権
利
が
、
裏
書
に
よ
り
後
者
に
あ
た
か
も
有
体
物

で
あ
る
か
の
よ
う
に
移
転
さ
れ
、
善
意
の
後
者
の
取
得
に
よ
り
こ
の
有
体

物
で
あ
る
権
利
に
付
着
す
る
「
よ
，
こ
れ
」
で
あ
る
抗
弁
が
洗
い
落
と
さ
れ

て
、
以
後
、
こ
の
権
利
は
き
れ
い
に
な
っ
た
有
体
物
と
し
て
転
軽
流
通
す

る
か
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
（
無
因
性
の
作
用
に
よ
り
裏

書
に
お
い
て
、
人
的
抗
弁
と
は
切
り
離
さ
れ
て
手
形
債
権
が
移
転
す
る
と

す
る
わ
が
国
の
属
人
性
の
理
論
の
基
礎
に
も
、
こ
の
手
形
償
権
を
有
体
物

と
見
る
考
え
方
が
存
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
因
関
係
の
抗
弁
と
交
付
欠
嵌

の
抗
弁
等
と
の
異
な
る
取
扱
い
の
議
論
に
も
、
右
の
手
形
債
権
を
実
在
的

な
有
体
物
的
な
も
の
と
見
る
考
え
方
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
）
。
こ
の
場

合
に
、
手
形
上
の
権
利
自
体
が
真
の
有
体
物
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
誤

り
で
あ
る
。
手
形
上
の
権
利
は
本
来
的
に
は
債
権
的
性
質
が
有
す
る
も
の

で
あ
り
、
当
事
者
間
の
債
権
憤
務
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

手
形
証
券
に
表
章
さ
れ
た
手
形
上
の
権
利
が
、
そ
の
帰
属
、
行
使
に
関
し

て
広
範
に
物
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
う
る
と
い
う
事
柄
は
、
何
等
右
の
権
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利
の
有
体
物
視
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
ウ
て
、
手
形
の

債
務
者
と
所
持
人
と
の
間
に
は
、
や
は
り
、
手
形
債
権
債
務
関
係
が
見
出

さ
れ
、
直
接
当
事
者
間
に
お
い
て
も
、
債
権
者
の
有
す
る
権
利
内
容
は
、

抗
弁
の
対
抗
が
な
け
れ
ぱ
有
し
て
い
た
は
ず
の
手
形
上
の
権
利
と
抗
弁
と

の
対
比
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
そ
の
際
に
、
手
形
上

の
権
利
を
実
在
的
な
有
体
物
的
な
権
利
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
更
に
、

裏
書
に
よ
る
権
利
の
承
継
取
得
と
抗
弁
の
制
限
と
の
関
係
で
は
、
前
者
が

抗
弁
の
対
抗
が
ま
っ
た
く
な
け
れ
ぱ
有
し
て
い
た
は
ず
の
非
実
在
的
な
あ

る
べ
き
権
利
（
イ
デ
ア
的
ス
ペ
チ
エ
ス
的
権
利
）
を
取
得
す
る
と
解
す
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ぱ
、
裏
書
譲
渡
に
よ
り
前
者
の
有
す
る

手
形
上
の
権
利
が
後
者
に
移
転
す
る
場
合
に
、
移
転
さ
れ
る
権
利
の
同
一

性
、
即
ち
、
前
者
の
有
す
る
と
同
一
の
権
利
が
後
者
へ
抗
弁
を
除
去
さ
れ

て
移
転
す
る
と
い
う
考
え
方
に
束
縛
さ
れ
る
必
要
は
な
く
な
る
。
こ
こ
に

お
い
て
、
前
者
に
対
し
以
前
に
対
抗
で
き
た
人
的
抗
弁
が
、
裏
書
に
も
か

か
わ
ら
ず
残
存
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
戻
裏
書
・

遡
求
に
よ
る
再
取
得
の
場
合
に
抗
弁
が
復
活
し
、
再
対
抗
さ
れ
る
こ
と
を

根
拠
付
け
う
る
。
そ
の
実
定
法
上
の
根
拠
は
手
形
法
一
七
条
に
求
め
ら
れ

る
。

第
六
章
　
戻
裏
書
と
人
的
抗
弁
の
再
対
抗

　
手
形
の
善
意
の
第
三
取
得
者
は
、
人
的
抗
弁
の
制
限
の
原
則
に
よ
り
債

務
者
が
前
者
に
対
し
て
有
す
る
抗
弁
の
対
抗
を
免
れ
た
手
形
上
の
権
利
を

取
得
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
善
意
の
第
三
取
得
者
か
ら
、
手
形
を
戻

裏
書
に
よ
っ
て
再
び
取
得
し
た
手
形
所
持
人
に
対
し
て
、
手
形
債
務
者
は

以
前
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
た
人
的
抗
弁
や
悪
意
の
抗
弁
を
再
対
抗
で

き
る
か
。
本
章
で
は
こ
の
手
形
抗
弁
理
論
の
上
で
極
め
て
重
要
な
問
題
点

を
、
第
五
章
で
示
し
た
よ
う
な
立
場
に
依
拠
し
て
論
じ
る
。
と
り
わ
け
、

こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
近
時
わ
が
国
で
有
力
な
属
人
性
説
を
取

り
上
げ
て
、
そ
の
依
っ
て
立
つ
無
因
性
理
論
の
面
を
中
心
に
、
そ
の
理
論

的
疑
問
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
七
章
　
有
効
性
の
抗
弁
の
是
非

　
権
利
外
観
理
論
を
前
提
と
し
た
上
で
、
手
形
抗
弁
中
に
「
手
形
債
務
の

有
効
性
に
関
す
る
抗
弁
」
す
な
わ
ち
「
有
効
性
の
抗
弁
」
の
範
畷
を
認
め

る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
人
的
抗
弁
の
う
ち
、
交
付
欠
嵌
の
抗

弁
、
意
思
表
示
の
蝦
疵
の
抗
弁
、
支
払
の
抗
弁
等
は
、
手
形
債
務
の
存

在
．
消
滅
に
か
か
わ
る
抗
弁
と
し
て
有
効
性
の
抗
弁
に
属
す
る
。
そ
の
制

限
に
は
手
形
法
一
七
条
の
適
用
は
な
く
、
一
七
条
の
「
人
的
関
係
に
基
づ

く
抗
弁
」
と
区
別
・
対
比
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
権
利
外
観
理
論

が
通
説
で
あ
る
ド
イ
ツ
手
形
法
学
に
お
い
て
、
近
時
極
め
て
有
力
で
あ
る

が
、
わ
が
国
で
も
権
利
外
観
理
論
を
と
る
学
説
中
で
こ
れ
を
支
持
す
る
者

が
多
い
。
本
章
に
お
い
て
、
私
は
、
権
利
外
観
理
論
の
立
場
を
と
る
に
し

て
も
、
有
効
性
の
抗
弁
論
は
、
権
利
外
観
理
論
の
展
開
か
ら
出
て
く
る
必

然
的
な
帰
結
と
は
言
え
ず
、
そ
れ
は
権
利
外
観
理
論
と
は
無
縁
な
ド
イ
ツ

旧
手
形
法
に
か
か
わ
る
ド
イ
ツ
手
形
法
学
の
伝
統
に
基
づ
い
て
成
立
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
不
適
切
な
議
論
で
あ
り
、
手
形
法
解
釈
を
歪
め
る
危
険

が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
を
特
に
支
払
の

抗
弁
を
取
り
上
げ
て
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
手
形
債
務
の

有
効
な
存
在
に
か
・
か
わ
る
抗
弁
で
あ
る
受
戻
な
き
支
払
の
抗
弁
は
、
交
付

欠
鉄
の
抗
弁
と
同
一
に
取
り
扱
わ
れ
る
ぺ
き
で
は
な
く
、
一
七
条
の
「
人
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的
関
係
に
基
づ
く
抗
弁
」
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

第
八
章
受
戻
な
き
支
払
・
遡
求
と
抗
弁
の
対
抗

　
本
章
で
は
、
手
形
債
務
者
が
手
形
を
受
戻
さ
な
い
で
支
払
う
い
く
つ
か

の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
生
じ
る
抗
弁
に
関
す
る
法
的
問
題
の
検
討
を
行
っ
て

い
る
。
第
一
は
、
約
東
手
形
の
振
出
人
が
、
手
形
を
受
戻
す
こ
と
な
く
受

取
人
に
支
払
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
奇
貨
と
し
て
受
取
人
が
第
三
者
に
裏

書
譲
渡
し
て
し
ま
い
、
こ
の
第
三
者
が
憤
務
者
に
請
求
し
て
く
る
ケ
ー
ス

で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
法
律
関
係
が
生
じ
る
の
か
。
第
二

は
、
約
束
手
形
の
所
持
人
が
、
裏
書
人
に
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
裏
書
人
が

遡
求
義
務
を
履
行
し
て
手
形
を
受
戻
さ
ず
に
支
払
っ
た
の
を
奇
貨
と
し
て
、

手
残
り
手
形
に
よ
り
振
出
人
に
請
求
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
振
出

人
は
こ
の
請
求
を
拒
め
る
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、
も
し
、
振
出
人
が
支
払
っ

て
し
ま
う
と
こ
れ
ら
三
者
の
間
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。
第
三

は
、
約
束
手
形
の
振
出
人
が
、
所
持
人
に
手
形
の
受
戻
な
く
支
払
っ
た
と

こ
ろ
、
そ
の
後
に
こ
の
所
持
人
が
裏
書
人
に
対
し
て
手
残
り
手
形
に
よ
り

請
求
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
裏
書
人
は
こ
の
よ
う
な
遡
求
義
務
の

履
行
を
拒
め
る
・
か
。
ま
た
、
も
し
、
裏
書
人
が
遡
求
義
務
を
履
行
し
た
場

合
に
は
法
律
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に

関
し
て
、
手
形
の
受
戻
な
き
支
払
の
効
力
、
璽
書
の
債
権
譲
渡
効
力
、
遡

求
に
お
け
る
手
形
の
受
戻
の
法
的
効
果
、
支
払
人
の
免
責
の
効
果
と
い
っ

た
根
本
的
論
点
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
解
答
を
与
え
て
い
る
。

特
に
、
遡
求
義
務
者
に
よ
る
手
形
の
受
戻
に
関
し
て
は
、
既
に
第
五
章
お

よ
び
第
六
章
に
お
い
て
論
じ
た
抗
弁
の
再
対
抗
の
問
題
と
共
に
、
債
務
者

が
遡
求
権
者
に
対
し
て
有
す
る
抗
弁
の
対
抗
の
有
無
と
そ
の
理
論
的
根
拠

が
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
私
は
、
遡
求
義
務
者
は

手
形
法
一
七
条
お
よ
び
四
〇
条
三
項
の
同
時
的
類
推
適
用
に
よ
り
、
レ
ヒ

ツ
シ
ャ
イ
ン
ヘ
の
信
頼
を
保
護
さ
れ
る
と
解
す
る
血

〔
博
±
論
文
審
査
要
旨
〕

論
文
題
目
　
手
形
抗
弁
の
基
礎
理
論

論
文
審
査
担
当
者
　
　
石

本
論
文
の
目
的
と
構
成

山
　
部

野
　
　
田

博文全

1
　
手
形
法
一
七
条
の
規
定
す
る
手
形
抗
弁
制
限
の
制
度
は
、
裏
書
な
ど

に
よ
る
手
形
法
的
権
利
移
転
の
大
き
な
特
色
を
な
し
、
ま
た
、
抗
弁
制
限

の
原
則
の
理
論
的
根
拠
づ
け
は
、
手
形
法
学
上
の
中
心
的
争
点
と
な
っ
て

き
た
。
本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
手
形
法
の
核
心
的
部
分
を
取
り
上
げ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
要
な
目
的
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
手
形
抗
弁
の
制

限
と
い
う
法
現
象
を
、
手
形
の
裏
書
に
よ
る
流
通
過
程
の
面
と
遡
求
段
階

に
お
け
る
手
形
の
受
戻
に
よ
る
逆
方
向
へ
の
移
転
の
面
の
両
方
か
ら
総
合

的
に
比
較
法
的
研
究
を
重
視
し
つ
つ
考
察
し
て
、
手
形
抗
弁
制
限
の
制
度

の
意
義
お
よ
ぴ
効
果
に
関
す
る
基
礎
理
論
の
解
明
を
行
い
、
こ
れ
を
通
し
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て
今
後
の
手
形
抗
弁
研
究
の
展
望
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

2
　
本
論
文
は
八
章
か
ら
な
り
、
そ
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

一一

手
形
抗
弁
の
諸
問
題
－
序
論

手
形
法
に
お
け
る
レ
ヒ
ツ
シ
キ
イ
ン
法
理

手
形
法
第
一
七
条
の
『
悪
意
の
抗
弁
』

手
形
上
の
記
載
と
抗
弁

手
形
抗
弁
論
の
基
礎

戻
裏
書
と
人
的
抗
弁
の
再
対
抗

有
効
性
の
抗
弁
の
是
非

受
戻
な
き
支
払
・
遡
求
と
抗
弁
の
対
抗

本
論
文
の
内
容

　
第
一
章
「
手
形
抗
弁
の
諸
問
題
－
序
論
」
で
は
、
本
論
文
の
主
要
な
目

的
・
課
題
が
提
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
手
形
抗
弁
の
制
限
に
か
か
わ
る
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
が
概
観
さ
れ
る
。
本
論
文
で
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
す
べ
て

を
包
括
的
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
章
に
お
い
て
概
観
さ
れ

る
諸
閤
題
の
中
で
本
論
文
の
直
接
的
に
対
象
と
す
る
問
題
－
手
形
の
流
通

過
程
に
お
け
る
人
的
抗
弁
の
制
限
の
問
題
と
、
手
形
が
戻
璽
書
・
遡
求
に

よ
り
再
取
得
さ
れ
る
、
い
わ
ぱ
手
形
が
逆
流
す
る
過
程
に
お
け
る
人
的
抗

弁
の
再
対
抗
の
制
限
の
問
題
－
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
に

つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
抗
弁
制
限
の
理
論
的
基
礎
如
レ
ヒ

ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
に
求
め
ら
れ
る
と
の
筆
者
の
立
場
が
こ
こ
で
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
手
形
法
に
お
け
る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
」
で
は
、
ま
ず
、

手
形
法
の
解
釈
に
つ
い
て
採
る
べ
き
態
度
と
し
て
、
手
形
法
の
統
一
の
理

念
に
着
目
す
る
と
の
見
地
が
提
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
の
手
形
法

は
、
一
九
三
〇
年
に
統
一
さ
れ
た
世
界
的
統
一
法
で
あ
る
が
、
そ
の
統
一

は
単
な
る
形
式
的
な
法
文
の
統
一
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

さ
ら
に
実
質
的
な
統
一
性
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
た
め

に
は
、
統
一
手
形
法
の
解
釈
は
、
国
内
法
、
と
り
わ
け
民
法
・
か
ら
で
き
る

だ
け
独
立
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
章
は
、
こ
の
見
地

に
立
っ
て
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
を
普
遍
的
な
法
理
と
し
て
統
一
手
形
法

で
再
構
成
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
そ
れ
を
適
用
す
る
に
際
し
て
の

要
件
そ
の
他
を
詳
細
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
川
村
氏
は
、
レ

ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
は
総
括
的
な
上
位
規
範
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
実
定
法

を
離
れ
て
は
そ
の
正
当
性
お
よ
び
存
在
性
を
主
張
で
き
な
い
と
し
、
ま
た
、

統
一
性
の
理
念
は
統
一
手
形
法
を
出
発
点
と
し
た
理
論
を
要
求
す
る
と
し

て
い
る
。
統
一
手
形
法
に
お
い
て
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
が
根
拠
を
な
し

て
い
る
規
定
と
し
て
は
、
一
〇
条
、
一
六
条
二
項
、
一
七
条
お
よ
び
四
〇

条
三
項
が
あ
る
。
川
村
氏
は
、
以
上
の
検
討
な
ど
か
ら
、
手
形
法
に
お
け

る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
最
も
重
要
な
適
用
事
例
で
あ
る
交
付
欠
敏
の

抗
弁
の
場
合
に
関
し
て
、
従
来
の
諸
見
解
と
異
な
り
、
そ
の
場
合
に
妥
当

す
る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
内
容
、
要
件
を
確
定
す
る
た
め
に
手
形
法

一
六
条
二
項
お
よ
び
一
七
条
の
同
時
的
類
推
適
用
を
主
張
す
る
。

　
第
三
章
「
手
形
法
第
一
七
条
の
『
悪
意
の
抗
弁
』
」
に
お
い
て
は
、
一

七
条
但
書
に
い
う
「
知
り
て
」
は
、
手
形
法
が
抗
弁
制
限
と
い
う
保
護
に

値
し
な
い
と
み
な
す
「
認
識
」
で
あ
り
、
こ
の
一
七
条
の
「
悪
意
」
の
指

し
示
し
て
い
る
意
味
内
容
の
認
識
を
立
法
（
成
立
）
過
程
の
研
究
お
よ
び

比
較
法
的
研
究
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
ま
ず
、
手
形
法

一
七
条
の
悪
意
は
抗
弁
の
存
在
を
認
識
し
つ
つ
債
務
者
の
損
害
を
知
っ
て
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取
得
す
る
こ
と
で
あ
る
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
、
と
の
認
識
を
示
す
。

次
い
で
、
手
形
法
統
一
会
議
に
お
け
る
議
論
や
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、

イ
タ
リ
ア
お
よ
ぴ
日
本
の
学
説
、
判
例
を
詳
紬
に
検
討
し
た
上
で
、
損
害

の
認
識
に
関
し
て
、
法
文
の
「
害
す
る
こ
と
を
知
り
て
」
の
「
知
り
て
」

の
部
分
を
重
視
し
、
原
則
と
し
て
抗
弁
の
存
在
の
認
識
で
十
分
で
あ
る
と

す
る
抽
象
的
認
識
説
と
、
「
害
す
る
」
と
い
う
部
分
に
重
き
を
お
き
、
抗

弁
の
認
識
の
ほ
か
に
損
害
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
具
体
的
認
識
説

と
に
整
理
し
、
後
者
は
さ
ら
に
（
A
）
実
体
的
抗
弁
の
発
生
の
認
識
を
要

求
す
る
も
の
と
、
（
B
）
抗
弁
主
張
の
確
実
性
の
認
識
を
要
求
す
る
も
の

と
の
二
つ
の
タ
イ
ブ
に
分
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
立
法
趣
旨

等
を
考
慮
す
れ
ば
、
具
体
的
認
識
説
は
妥
当
で
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
川
村
氏
は
基
本
的
に
単
純
認
識
説
に
近
い
立
場
を
と
る
が
、

「
悪
意
」
の
有
無
の
判
定
基
準
と
し
て
は
、
一
七
条
の
信
義
誠
実
に
反
す

る
手
形
取
得
の
排
除
と
い
う
目
的
に
照
ら
し
、
取
得
者
の
「
債
務
者
を
害

す
る
と
い
う
意
識
」
を
重
視
す
ぺ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の

よ
う
な
「
害
す
る
意
識
」
は
、
原
則
的
に
抗
弁
の
存
在
の
認
識
に
お
い
て

成
立
す
る
が
、
例
外
的
に
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
な
場
合
が
存
在
す
る
の

で
あ
ウ
て
、
一
七
条
但
書
の
「
悪
意
」
の
規
範
は
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ

・
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
四
章
「
手
形
の
記
載
と
抗
弁
」
で
は
、
手
形
上
の
記
載
の
意
昧
内
容

の
解
釈
は
、
客
観
的
基
準
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
客
観

解
釈
の
原
則
に
よ
る
手
形
上
の
記
載
の
効
力
の
評
価
、
意
味
内
容
の
確
定

を
前
提
と
す
る
と
し
て
も
、
直
接
の
当
事
者
間
で
は
実
質
上
別
異
に
解
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
よ
り
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ

う
と
試
み
て
い
る
。
そ
の
際
、
一
五
〇
万
円
の
約
束
手
形
の
金
額
欄
の
記

載
が
チ
ェ
ソ
ク
ラ
イ
タ
ー
の
打
ち
間
違
い
に
よ
り
一
五
〇
〇
万
円
の
表
示

と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
う
た
と
い
う
、
最
判
昭
和
五
四
年
九
月
六
日
の
ケ

ー
ス
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
、
川
村
氏
は
、
手
形
上
の
表
示
の

解
釈
は
客
観
解
釈
の
原
則
に
し
た
が
う
て
な
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
ず
、
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
手
形
表
示
に
関
す
る
解
釈
原
則
は
直
接
当
事
者
間
に
お
い
て

も
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
つ
つ
、
し
か
し
、
手
形
行
為
の
直
接

当
事
者
間
に
お
い
て
は
、
裏
書
（
手
形
行
為
）
を
成
立
せ
し
め
る
交
付
契

約
の
内
容
が
、
手
形
表
示
の
内
容
の
確
定
に
と
っ
て
決
定
的
意
義
を
有
す

る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
当
事
者

間
で
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
定
ま
る
表
示
内
容
の
存
在
を
直
接
的
な
人
的

関
係
に
基
づ
く
抗
弁
と
し
て
主
張
で
き
、
ま
た
、
こ
の
当
事
者
間
の
合
意

は
、
悪
意
の
第
三
者
に
対
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
。

そ
こ
で
、
上
記
の
事
案
に
お
い
て
は
、
被
裏
書
人
（
B
）
は
裏
書
人

（
Y
）
か
ら
一
五
〇
万
円
の
手
形
と
し
て
裏
書
譲
渡
を
受
け
て
い
る
か
ら
、

Y
は
B
に
対
し
て
は
一
五
〇
万
円
の
償
還
義
務
を
履
行
す
れ
ぱ
よ
く
、
そ

れ
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
支
払
を
拒
絶
し
得
る
こ
と
と
な
る
人
的
抗

弁
を
有
し
、
B
か
ら
こ
の
手
形
の
裏
書
譲
渡
を
受
け
た
X
が
手
形
を
悪
意

で
取
得
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
右
人
的
抗
弁
の
対
抗
を
受
け
る
。
そ
し
て
、

こ
の
人
的
抗
弁
は
、
手
形
法
一
七
条
に
よ
う
て
制
限
さ
れ
る
当
事
者
間
の

直
接
的
な
人
的
関
係
に
基
づ
く
人
的
抗
弁
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
構
成
は

手
形
表
示
（
記
載
）
の
厳
格
な
客
観
的
解
釈
に
よ
り
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
硬

直
性
の
是
正
を
図
る
も
の
で
、
ド
イ
ツ
の
通
説
、
判
例
の
理
論
の
う
え
に

基
礎
づ
け
ら
れ
る
わ
が
国
で
も
有
カ
な
見
解
の
採
る
立
場
を
支
持
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
川
村
氏
は
、
手
形
表
示
の
客
観
解
釈
の
原
則
の
再
検
討
を

と
お
し
て
、
こ
れ
が
一
般
的
意
義
を
も
っ
た
理
論
の
一
つ
の
具
体
的
適
用
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で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
第
五
章
「
手
形
抗
弁
論
の
基
礎
」
は
本
論
文
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ

る
。
さ
て
、
手
形
法
に
お
け
る
抗
弁
の
制
限
の
法
現
象
に
関
し
て
手
形
法

学
上
で
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
考
え
方
に
よ
れ
ぱ
、
手
形
上
の
権
利

に
付
着
し
て
い
る
抗
弁
は
、
本
来
的
に
は
手
形
の
譲
受
人
に
対
し
て
も
対

抗
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
抗
弁
の
制
限
の
機
能
に
よ
り
、
善
意
の

譲
受
人
に
は
、
抗
弁
の
除
去
さ
れ
た
い
わ
ば
き
れ
い
な
権
利
が
移
転
し
、

以
後
は
こ
の
き
れ
い
な
権
利
が
あ
た
か
も
有
体
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
移

転
す
る
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
般
的
観
念
は
手
形
法
学
上
の
い
く

つ
か
の
問
題
に
関
し
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
自
体

が
困
難
な
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
。
本
章
で
川
村
氏
は
、
こ
の
一
般
的

観
念
の
根
源
が
、
手
形
上
の
権
利
「
対
」
抗
弁
の
観
念
の
手
形
法
学
上
の

承
認
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
着
眼
し
、
こ
の
権
利
対
抗
弁
の
観
念
の
意
味

の
再
検
討
を
試
み
る
。
と
り
わ
け
、
権
利
対
抗
弁
の
観
念
に
出
会
う
ケ
ー

ス
の
う
ち
、
手
形
上
の
権
利
の
裏
書
譲
渡
に
際
し
て
生
ず
る
ケ
ー
ス
に
お

け
る
権
利
対
抗
弁
の
観
念
が
手
形
法
上
の
い
く
つ
か
の
問
題
を
不
必
要
に

困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
と
し
、
こ
の
権
利
対
抗
弁
の
観
念
の
本
来
的
意

味
の
解
明
を
試
み
て
い
る
。
前
述
し
た
現
在
の
手
形
法
学
上
の
一
般
的
観

念
に
対
し
て
、
川
村
氏
は
権
利
対
抗
弁
の
観
念
に
お
け
る
権
利
は
実
在
的

権
利
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
権
利
は
、
手
形
上
の
権
利

た
る
も
の
が
有
す
ぺ
き
、
手
形
上
の
権
利
と
し
て
の
十
全
的
な
効
力
を
具

備
し
た
、
非
実
在
的
な
あ
る
べ
き
権
利
と
し
て
と
ら
え
る
ぺ
き
も
の
で
あ

る
と
の
見
解
を
提
唱
す
る
。
こ
の
権
利
は
、
わ
か
り
や
す
く
い
え
ぱ
、
当

該
の
所
持
人
が
抗
弁
の
対
抗
が
全
く
な
け
れ
ぱ
有
し
て
い
る
べ
き
、
・
非
実

在
的
な
、
あ
る
ぺ
き
権
利
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
は
当
該
の
手
形
証
券
の

内
容
に
完
全
に
対
応
し
た
手
形
上
の
権
利
で
あ
り
、
こ
の
権
利
を
こ
の
よ

う
に
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ぱ
、
権
利
対
抗
弁
の
観
念
は
、
こ
の
所
持
人
と

手
形
債
務
者
と
の
間
の
具
体
的
な
権
利
関
係
を
確
立
す
る
た
め
の
観
念
と

し
て
杷
握
さ
れ
る
。

　
第
六
章
コ
戻
裏
書
と
人
的
抗
弁
の
再
対
抗
」
で
は
、
戻
裏
書
に
関
す
る

問
題
、
す
な
わ
ち
、
手
形
の
善
意
の
第
三
取
得
者
か
ら
手
形
を
戻
裏
書
に

よ
っ
て
再
び
取
得
し
た
手
形
所
持
人
に
対
し
て
、
手
形
債
務
者
は
以
前
に

対
抗
す
る
こ
と
の
で
き
た
人
的
抗
弁
や
悪
意
の
抗
弁
を
再
対
抗
で
き
る
か

と
い
う
問
題
が
、
前
章
で
示
さ
れ
た
見
解
に
基
づ
い
て
、
論
じ
ら
れ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
時
わ
が
国
で
は
い
わ
ゆ
る
属
人
性
理
論
が
有

カ
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
理
論
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
手
形
行
為
の
無
因

性
に
基
づ
い
て
、
原
因
関
係
上
の
抗
弁
は
裏
書
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
然
に

原
因
当
事
者
間
に
残
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
る
見
解
が
有
力
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
川
村
氏
は
、
そ
の
拠
っ
て
立
つ
無
因
性
理
論
の

面
を
中
心
に
、
そ
の
理
論
的
疑
問
点
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
第
五
章
に

示
さ
れ
た
理
論
に
基
づ
く
解
決
を
示
す
。

　
第
七
章
「
有
効
性
の
抗
弁
の
是
非
」
。
権
利
外
観
理
論
を
と
る
学
説
中

に
、
新
抗
弁
論
と
呼
ぱ
れ
る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
権
利
外
観
理
論
を

前
提
と
し
た
上
で
、
手
形
抗
弁
巾
に
「
手
形
債
務
の
有
効
性
に
関
す
る
抗

弁
」
“
「
有
効
性
の
抗
弁
」
の
範
鴎
を
認
め
、
こ
の
範
畷
に
属
す
る
交
付

契
約
欠
敏
の
抗
弁
、
意
恩
表
示
の
暇
疵
の
抗
弁
、
支
払
の
抗
弁
等
の
制
限

に
は
手
形
法
一
七
条
の
適
用
は
な
く
、
一
七
条
の
「
人
的
関
係
に
基
づ
く

抗
弁
」
と
区
別
、
対
比
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
権
利
外
観
理
論

が
通
説
で
あ
る
ド
イ
ツ
手
形
法
学
に
お
い
て
、
近
時
極
め
て
有
力
で
あ
り
、

そ
れ
が
わ
が
国
の
学
説
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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川
村
氏
は
、
権
利
外
観
理
論
の
立
場
に
立
つ
と
し
て
も
、
有
効
性
の
抗
弁

論
は
そ
の
立
場
の
展
開
か
ら
出
て
く
る
必
然
的
な
帰
結
と
は
言
え
ず
、
そ

れ
は
権
利
外
観
理
論
と
は
無
縁
な
ド
イ
ツ
旧
手
形
法
に
か
か
わ
る
ド
イ
ツ

手
形
法
学
の
伝
統
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
手
形
法
の
国

際
的
統
一
の
理
念
か
ら
み
て
も
不
適
切
な
議
論
で
あ
り
、
手
形
法
解
釈
を

歪
め
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
八
章
「
受
戻
な
き
支
払
・
遡
求
と
抗
弁
の
対
抗
」
で
は
、
手
形
債
務

者
が
手
形
を
受
戻
さ
な
い
で
支
払
う
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
、

そ
の
場
合
に
つ
い
て
生
ず
る
抗
弁
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
法
的
闇
題
の
検

討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
、
従
来
研
究
の
蓄
積
の
十
分
と
は
い
え
な
か

っ
た
遡
求
と
受
戻
に
よ
る
手
形
の
移
転
過
程
の
場
面
に
つ
き
、
詳
細
な
検

討
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

一
一
一
本
論
文
の
評
価
と
問
題
点

1
　
本
論
文
の
全
体
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
特
長
と
し
て
、
ま
ず
、
統
一
手

形
法
の
解
釈
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、

多
く
の
方
法
論
的
検
討
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
制
度
の
根
本
に
さ
か
の
ぽ
っ

て
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
際
し
て
試
み

ら
れ
た
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
に
わ
た
る
詳
細
な
比
較

法
的
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
も
貴
重
と
い
う
ぺ
き
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
研
究
を
通
し
て
、
従
来
の
立
場
と
は
異
な
る
独

自
の
見
解
が
多
く
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
第
五
章
の
研
究
は
、
本

論
文
の
中
で
も
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
と
恩
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
示
さ

れ
た
見
解
は
、
遡
求
に
お
け
る
受
戻
や
戻
裏
書
の
場
合
に
、
債
務
者
が
受

戻
者
や
被
裏
書
人
に
対
し
て
以
前
対
抗
で
き
た
抗
弁
を
再
び
対
抗
で
き
る

よ
う
に
な
る
こ
と
な
ど
の
説
明
を
一
貫
さ
せ
る
上
で
も
注
目
さ
れ
る
理
論

を
握
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
第
三
章
お
よ
ぴ
第
六
章
に
お
い
て
、

河
本
フ
ホ
ー
ミ
ュ
ラ
お
よ
び
属
人
性
理
論
と
呼
ぱ
れ
、
手
形
法
に
お
い
て

有
力
と
な
っ
て
い
る
立
場
を
批
判
し
、
こ
れ
と
異
な
る
立
場
が
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
例
は
多
い
。
こ
の
よ
う
に
随
所
に
独
創
的
な
見
解

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
本
論
文
の
大
き
な
特
色
を
な
し
、
ま
た
、
学
界

に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
の
多
大
な
点
と
言
え
よ
う
。

2
　
以
上
の
よ
う
に
本
論
文
は
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
若
干

の
問
題
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
本
論
文
が
手
形
抗
弁
に
関
し

独
立
し
て
発
表
さ
れ
た
諸
論
稿
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
た
関
係
で
、
若
千

の
重
複
部
分
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
古
い
論
稿
に
関
し
て
は
、
新
し
い
議
論

に
つ
い
て
の
フ
ォ
回
－
の
面
で
か
け
る
点
も
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
後

者
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
章
、
三
章
に
お
け
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
研
究

に
基
づ
く
補
論
が
付
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
、
独
立
し
て
発

表
さ
れ
た
論
文
を
中
心
と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
視
点
は
一
貫
し
て

お
り
、
本
論
文
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
点
で
全
体
が
貫
か
れ
て
い
る
。
次

に
、
本
論
文
は
理
論
的
な
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
若
干
説
明
の
補

足
を
要
す
る
箇
所
が
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
論
文
は
、
川
村
氏
の

長
年
に
わ
た
る
手
形
抗
弁
研
究
の
集
大
成
で
あ
り
、
以
上
の
点
は
い
さ
さ

か
も
本
論
文
の
価
値
を
損
な
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

今
後
の
手
形
抗
弁
の
研
究
に
と
っ
て
多
大
の
貢
献
を
な
す
業
績
で
あ
る
と

評
価
で
き
る
。

四
　
結
論

蕃
査
員
は
、
右
の
評
価
と
口
述
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
、

川
村
正
幸
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氏
に
一
橋
大
学
博
士
（
法
学
）

の
結
論
に
達
し
た
。

　
平
成
七
年
一
一
月
八
日

の
学
位
を
授
与
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と

（141）鍾
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