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騎
取
金
銭
に
よ
る
弁
済
に
つ

は
じ
め
に

い
て

1
不
当
利
得
類
型
論
の
視
点
か
ら
1

　
い
わ
ゆ
る
観
取
金
銭
に
よ
る
債
務
の
弁
済
を
め
ぐ
る
問
題
は
、

と
り
わ
け
不
当
利
得
法
上
の
難
問
と
し
て
、
す
で
に
古
く
か
ら
判

例
．
挙
説
に
よ
っ
て
種
々
論
じ
ら
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
で
こ
れ
を
取
り
あ
げ
る
の
は
、
次
の

よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
く
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
諸
判
決
は
、
犬
審
院
で
は
多
岐
に
分
か
れ
て

い
た
が
、
最
高
裁
に
な
っ
て
、
興
味
あ
る
捷
移
を
示
し
て
き
た
。

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
学
説
上
、
物
と
し
て
の
金
銭
か
ら
価
値
と

し
て
の
金
銭
へ
と
、
そ
の
把
握
が
移
っ
て
き
た
こ
と
に
対
応
し
、

こ
れ
に
影
響
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

好
　
　
美

清
　
　
光

　
他
方
、
不
当
利
得
法
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
第
二
次
大
戦
後

の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
掌
説
の
影
響
も
あ
っ
て
、
現
在
で
は
、
給

付
利
得
、
侵
害
利
得
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
類
型
論
的
把
握
が
、

わ
が
学
説
で
も
定
着
し
つ
つ
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

　
以
上
の
事
情
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
は
、
と
り
あ
え
ず
、
従
来
の

藷
判
決
の
論
理
構
造
や
意
味
内
容
を
、
当
時
の
諸
単
説
と
の
対
応

の
中
で
内
面
的
に
理
解
し
、
そ
し
て
、
本
間
題
の
位
置
づ
け
を
新

た
な
不
当
利
得
理
論
と
の
関
連
で
探
り
、
そ
の
あ
る
べ
き
法
的
構

成
の
あ
ら
す
じ
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
紙

面
と
時
間
の
制
約
の
た
め
、
そ
の
論
証
は
素
描
に
終
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
、
予
め
お
断
り
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

〃



（13）　願取金銭による弁済について

二
　
大
審
院
の
諸
判
決

　
そ
の
分
類
は
、
事
案
類
型
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
諸
判
決
の
法

的
構
成
は
、
各
類
型
、
こ
と
の
差
異
を
示
さ
ず
共
通
に
紛
糾
し
て
い

る
が
、
各
事
案
に
つ
き
い
か
な
る
判
断
を
す
べ
き
か
を
検
討
す
る

に
は
、
そ
れ
が
適
当
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
　
第
一
類
型
　
　
中
間
者
B
が
、
A
か
ら
適
法
に
受
領
す
る

な
ど
し
て
預
っ
て
い
た
同
人
の
金
銭
を
、
い
わ
ぱ
横
領
的
に
C
に

自
分
の
償
務
の
弁
済
と
し
て
交
付
し
た
場
合
。
こ
れ
は
、
願
取
の

事
例
で
は
な
い
が
、
A
の
信
頼
を
裏
切
る
点
で
は
共
通
の
性
格
を

も
も
つ
の
で
、
比
較
の
た
め
に
掲
げ
て
お
く
。
諸
判
決
は
、
因
果

関
係
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
も
の
と
、
「
法
偉
上
ノ
原
因
」
の

間
題
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
（
事
案
の
詳
細
は
略
す
る
ほ
か
は
な
い
）
。

　
…
　
因
果
関
係
当
初
は
、
因
果
関
係
を
「
取
引
上
ノ
観
念
二
従

ヒ
確
認
シ
得
ラ
ル
ル
」
こ
と
で
足
り
る
と
し
（
犬
判
明
四
四
．
五
．

二
四
民
録
一
七
輯
三
三
〇
頁
）
、
あ
る
い
は
、
B
が
C
に
支
払
う
ま

で
金
銭
所
有
権
が
A
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
解
し
て
（
犬
判
明
四

五
・
一
二
一
五
民
録
一
八
輯
三
一
貢
）
、
C
の
A
に
対
す
る
不
当
利
得

を
肯
定
し
た
。
そ
し
て
後
に
は
、
大
正
七
年
の
末
弘
「
債
権
各
論
」

（
功
庭
）
な
ど
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、
要
件
と
し
て
「
因
果
関
係
の

直
接
性
」
を
塑
言
し
、
A
か
ら
交
付
さ
れ
た
金
銭
を
自
分
の
も
の

と
混
和
（
搬
紅
四
）
し
て
自
分
の
所
有
と
し
た
う
え
で
C
に
弁
済
し
た

と
き
は
因
果
関
係
の
直
説
性
を
欠
く
が
、
他
方
、
A
か
ら
交
付
さ

れ
た
金
銭
を
そ
の
ま
ま
C
に
交
付
し
た
と
き
は
直
説
性
が
あ
る
、

と
し
た
（
犬
判
昭
二
・
七
・
四
新
聞
二
七
三
四
号
一
五
頁
）
。

　
ω
　
法
偉
上
の
原
因
　
　
ω
債
務
の
弁
済
と
し
て
受
領
し
た
C

は
、
民
法
一
九
二
条
の
即
時
取
得
の
要
件
を
具
備
す
れ
ぱ
不
当
利

得
と
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
（
犬
判
大
元
・
一
〇
・
二
民
録
一
八
輯
七

七
二
頁
）
と
、
⑭
C
は
債
務
の
弁
済
を
受
け
た
の
だ
か
ら
と
い
う

だ
け
で
不
当
利
得
を
否
定
す
る
も
の
（
犬
判
昭
一
五
・
＝
一
．
ニ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

民
集
一
九
巻
二
＝
…
七
頁
）
と
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
立
場
の
差
異

は
、
実
質
上
、
現
在
の
挙
説
に
も
引
き
つ
が
れ
て
い
る
。

　
二
　
第
二
類
型
　
　
A
か
ら
B
が
願
取
し
た
金
銭
で
、
自
分
の

C
に
対
す
る
債
務
を
弁
済
し
、
ま
た
は
直
接
A
を
し
て
C
た
弁
済

さ
せ
た
場
含
。
こ
れ
が
・
本
間
の
典
型
例
で
あ
る
。
な
お
、
B
の

A
か
ら
の
願
取
が
あ
っ
た
れ
ぱ
こ
そ
、
B
の
C
へ
の
弁
済
は
可
能

な
ら
し
め
ら
れ
た
と
い
う
関
係
は
、
当
然
に
前
提
さ
れ
て
い
よ
う
。

そ
う
で
な
け
れ
ぱ
、
A
は
給
付
の
相
手
方
B
に
請
求
す
れ
ぱ
足
り

る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ω
　
因
果
関
係
　
　
そ
の
直
接
性
を
要
求
し
、
C
へ
の
弁
済
時

〃
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に
A
の
所
有
で
あ
っ
た
（
H
直
接
性
）
か
、
混
和
な
ど
で
B
の
所
有

に
な
っ
て
い
た
か
で
決
す
る
も
の
。
し
か
し
、
か
な
り
弾
力
的
に

運
用
し
て
C
を
保
護
す
る
（
大
判
昭
一
〇
・
二
・
七
民
集
一
四
巻
一
九

　
＾
2
）

六
頁
）
。

　
②
　
法
律
上
の
原
因
　
　
ω
保
証
人
B
が
C
に
対
し
て
、
主
償

務
者
D
の
債
務
を
弁
済
し
た
と
、
自
分
の
保
証
償
務
を
弁
済
し
た

と
を
問
わ
ず
、
C
の
即
時
取
得
を
理
由
と
す
る
も
の
（
大
判
昭
一

三
．
一
一
．
二
一
民
集
一
七
巻
二
二
〇
五
頁
）
と
、
㈹
A
か
ら
C
に
直

接
交
付
さ
せ
た
事
案
で
、
債
権
の
弁
済
と
し
て
の
受
領
は
「
法
偉

上
ノ
原
因
」
と
な
る
と
す
る
も
の
（
大
判
犬
二
二
・
七
二
≡
新
聞

二
二
九
七
号
一
五
頁
）
と
が
あ
る
。

　
法
偉
構
成
は
、
第
一
類
型
に
お
け
る
と
同
様
種
々
だ
が
、
C
を

保
謹
す
る
志
向
は
か
な
り
明
瞭
に
う
か
が
え
る
。

　
三
　
第
三
類
型
　
　
二
重
願
取
の
ケ
ー
ス
。
B
が
ま
ず
C
か
ら

願
取
し
た
後
、
A
か
ら
も
願
取
し
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
右
の
C
に

対
す
る
債
務
の
弁
済
に
当
て
た
場
合
。
こ
の
中
に
は
、
B
が
本
人

D
な
る
者
の
代
理
人
名
義
を
冒
用
し
て
す
る
二
重
無
権
代
理
や
、

A
か
ら
直
接
C
に
交
付
さ
せ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　
ω
　
因
果
関
係
　
　
中
間
の
B
の
下
で
混
和
し
た
か
否
か
で
所

有
権
の
所
在
を
決
し
、
直
接
性
の
有
無
を
判
定
す
る
も
の
（
二
重

無
権
代
理
に
つ
き
、
犬
判
大
一
〇
・
六
・
二
七
民
録
二
七
輯
二
一
八
二
員
。

な
お
大
判
昭
一
〇
・
三
・
二
一
民
集
一
四
巻
四
六
七
貢
）
。

　
②
　
法
律
上
の
原
因
　
　
ω
二
重
無
権
代
理
の
事
案
に
つ
き
、

即
時
取
得
に
よ
っ
て
C
は
有
効
な
弁
済
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
と

す
る
も
の
（
大
判
犬
＝
二
・
七
・
一
八
新
聞
二
三
〇
九
号
一
八
貫
）
と
、

こ
れ
と
反
対
に
、
C
が
即
時
取
得
に
よ
っ
て
金
銭
を
取
得
し
て
も
、

そ
れ
が
不
当
利
得
と
な
る
か
否
か
は
正
義
公
平
の
見
地
か
ら
解
決

さ
れ
る
べ
き
別
個
の
問
題
だ
と
し
て
、
C
の
受
領
が
表
見
本
人
D

に
対
す
る
表
見
償
権
の
弁
済
と
し
て
か
、
B
自
身
の
無
権
代
理
責

任
（
棚
た
）
の
弁
済
と
し
て
か
を
審
理
す
べ
き
だ
と
し
た
判
決
（
大

判
昭
一
〇
・
三
・
＝
一
民
築
一
四
巻
四
六
七
員
（
A
か
ら
C
へ
の
直
接
の

交
付
）
、
大
判
昭
一
一
・
一
・
一
七
民
集
一
五
巻
一
〇
一
員
（
司
法
書
士

を
し
て
弁
済
さ
せ
る
）
）
と
が
あ
る
。

　
○
　
他
方
、
弁
済
の
有
効
性
を
問
題
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
同

じ
く
二
重
無
権
代
理
の
二
重
願
取
で
、
B
が
A
を
し
て
直
接
C
に

交
付
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、
債
務
の
有
効
な
弁
済
と
な
る
た
め

に
は
ど
の
債
務
の
弁
済
の
た
め
の
授
受
か
に
つ
い
て
双
方
の
意
思

の
合
致
を
要
す
る
と
い
う
前
提
の
下
に
、
A
は
表
見
本
人
D
の
C

に
対
す
る
表
見
債
務
を
弁
済
す
る
意
図
で
C
に
交
付
し
、
C
も
D

に
対
す
る
表
見
償
権
の
弁
済
と
し
て
受
領
し
た
の
で
あ
っ
て
、
無

14
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（15）　願取金銭による弁済について

権
代
理
人
B
の
意
図
は
ど
う
で
あ
れ
、
C
は
B
の
償
務
の
弁
済
と

し
て
受
領
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
A
は
D
に

対
し
て
債
務
を
負
わ
ず
、
C
も
D
に
対
し
て
債
権
を
も
た
な
い
か

ら
（
覗
勺
）
、
A
の
C
へ
の
給
付
に
は
「
法
律
上
ノ
原
因
」
が
な
い
、

と
し
た
も
の
が
あ
る
（
大
判
大
八
・
二
丁
二
一
民
録
二
五
輯
二
二
八

六
頁
）
。
ま
た
一
こ
の
よ
う
な
場
合
、
弁
済
当
事
者
が
意
図
し
た

と
お
り
の
償
権
・
債
務
は
な
か
っ
た
の
で
、
広
義
の
非
債
弁
済
と

し
て
不
当
利
得
と
な
る
と
理
由
づ
け
る
も
の
も
あ
る
（
犬
判
昭
一

〇
・
三
■
二
一
民
集
四
巻
四
六
七
頁
）
。

　
㈹
　
し
か
し
、
逆
に
、
同
じ
く
二
重
無
代
理
の
事
案
に
つ
き
、

「
本
人
（
D
）
ガ
契
約
ノ
履
行
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
信
ジ
」
て
C

が
弁
済
を
受
け
た
ら
「
法
律
上
ノ
原
因
」
が
あ
る
、
と
す
る
も
の

も
あ
る
（
犬
判
昭
二
・
四
・
二
一
民
築
六
巻
＝
ハ
六
員
）
。
．

　
結
論
的
に
は
こ
の
立
場
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
の
諸
判
決
は
混
乱
し
て
い
た
、
生
言
う
ほ
か
は
な
い
。

　
四
　
第
四
類
型
　
　
願
取
者
B
に
よ
る
C
の
無
償
利
得
。
B
が

A
か
ら
願
取
し
た
金
銭
で
、
C
の
D
に
対
す
る
債
務
を
弁
済
し
、

ま
た
は
C
の
経
費
に
支
出
し
た
場
合
。
B
が
A
か
ら
編
取
す
る
と

き
、
C
の
代
理
人
と
．
詐
称
し
、
ま
た
は
村
長
な
ど
が
代
理
権
を
瞼

越
す
る
事
案
も
あ
る
。

　
こ
の
類
型
で
は
、
A
の
C
に
対
す
る
不
当
利
得
請
求
権
は
、
特

段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
。
他
の
諸
類
型
と
異

な
り
、
C
は
B
に
対
す
る
債
権
の
弁
済
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
く
、

B
を
媒
介
し
て
、
A
の
損
失
に
お
い
て
無
償
で
利
得
す
る
関
係
に

な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　
ω
　
因
果
関
係
　
　
ω
　
大
正
七
年
、
末
弘
博
士
に
よ
っ
て
提

唱
さ
れ
た
「
因
果
関
係
の
直
接
性
」
理
諭
を
最
初
に
導
入
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
一
判
決
は
、
こ
れ
を
厳
格
に
解
し
て
、
A
C
間
に

は
B
の
独
立
の
．
行
為
が
介
在
す
る
か
ら
直
接
の
因
果
関
係
が
な
い

と
理
由
づ
け
て
、
不
当
利
得
を
否
定
し
た
（
犬
判
犬
八
・
一
〇
・
二

〇
民
録
二
五
輯
一
八
九
〇
貢
）
。
し
か
し
、
そ
の
実
相
は
、
D
か
ら

借
金
し
た
の
は
実
質
的
に
は
B
で
あ
り
、
そ
れ
を
B
が
A
か
ら
の

願
取
金
で
弁
済
し
た
だ
け
で
、
C
が
A
の
金
銭
か
ら
無
償
利
得
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

て
い
る
関
係
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
㈹
　
B
が
願
取
金
で
C
の
D
に
対
す
る
償
務
を
弁
済
し
た
典
型

的
な
ケ
i
ス
で
は
、
C
の
不
当
利
得
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
他
の

類
型
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
B
の
下
で
混
和
な
ど
の
な
い
か
ぎ
り

金
銭
所
有
権
は
A
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
A
C
間
に
「
直
接
の
因
果

関
係
」
が
あ
る
と
す
る
も
の
（
犬
判
大
九
・
五
・
二
夏
録
二
六
輯

六
五
二
頁
、
大
判
大
九
・
一
一
・
二
四
民
録
二
六
輯
一
八
六
二
頁
）
。

加
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ω
　
な
お
、
D
は
、
A
に
対
し
て
も
B
に
対
し
て
も
不
当
利
得

と
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
一
般
に
は
弁
済
は
、
債
務
者
C
が
す
る

と
第
三
者
B
が
す
る
と
を
問
わ
ず
債
務
の
本
旨
に
従
う
べ
く
、
他

人
A
の
物
に
よ
る
弁
済
は
効
カ
が
な
く
債
務
は
消
滅
し
な
い
が

（
覗
細
七
）
、
D
が
「
即
時
取
得
」
し
て
そ
の
金
銭
所
有
権
を
取
得
す

る
と
有
効
な
第
三
者
の
弁
済
と
な
る
、
と
さ
れ
る
（
イ
哨
。
大
坤
駄
九
．
）
。

　
㈹
　
B
が
願
取
金
を
C
の
用
途
に
費
消
し
た
場
合
に
も
、
金
銭

所
有
権
の
所
在
に
よ
る
因
果
関
係
の
直
接
性
の
有
無
で
決
し
た
も

の
（
犬
判
犬
九
・
六
・
：
ハ
新
聞
一
七
四
五
号
一
六
貫
）
と
、
C
は
出

費
を
節
約
し
、
A
の
失
っ
た
財
産
で
利
得
し
た
と
理
由
づ
け
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

の
（
大
判
大
二
一
二
丁
二
一
民
築
二
巻
五
六
頁
）
・
と
が
あ
る
。

　
五
　
若
干
の
検
討
　
　
以
上
の
素
描
か
ら
で
も
、
本
間
に
つ
い

て
の
大
審
院
諸
判
決
か
ら
、
次
の
よ
う
な
間
趨
点
が
指
摘
で
き
よ

う
。
ω
因
果
関
係
の
直
接
性
、
そ
の
判
断
の
た
め
の
所
有
権
帰
属

と
混
和
、
㈲
法
偉
上
の
原
因
、
そ
の
判
断
の
た
め
の
即
時
取
得
と

債
務
の
弁
済
、
倒
二
重
無
権
代
理
の
把
え
方
、
ω
他
人
の
損
失
に

よ
る
無
償
利
得
（
第
四
類
塑
）
の
特
殊
性
、
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
す
べ
て
に
関
連
し
て
金
銭
な
い
し
金
銭
債
権
の
特
殊
性
の

問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
必
要
な
か
ぎ
り
で
指
，

摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
ω
　
因
果
関
係
　
　
前
述
し
た
大
正
七
年
末
弘
・
債
権
各
論
の

主
張
し
た
因
果
関
係
の
直
接
性
理
論
は
、
早
く
も
大
審
院
大
正
八

年
一
〇
月
二
〇
日
判
決
（
前
掲
四
ω
）
で
、
申
間
人
が
介
在
す
れ
ぱ

直
接
性
な
し
と
し
て
大
審
院
判
決
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
は
い
か
に
も
厳
椿
に
過
ぎ
、
妥
当
で
な
い
。
す
で
に
大
正
一

三
年
鳩
山
博
士
は
、
債
権
の
準
占
有
者
に
対
す
る
弁
済
（
順
細
七
）
の

例
を
あ
げ
て
、
中
間
弁
済
者
が
介
在
し
て
も
準
占
有
者
と
債
権
喪

失
者
の
間
に
不
当
利
得
が
成
立
す
る
と
主
張
し
て
、
直
接
性
を
緩

　
　
＾
5
）

め
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
前
後
か
ら
諸
判
決
は
、
金
銭
所
有
権
の
帰
属
な

い
し
移
動
に
着
目
し
て
、
直
接
性
の
判
断
を
し
た
。
指
摘
さ
れ
る

ぺ
き
は
、
こ
れ
ら
の
諸
判
決
は
、
特
定
物
と
し
て
の
金
銭
の
個
体

に
着
目
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
金
銭
そ
の
も
の
の
間

題
性
は
後
に
み
る
こ
と
に
し
て
、
結
論
を
先
に
言
え
ぱ
、
物
と
し

て
の
金
銭
か
ら
価
値
と
し
て
の
金
銭
へ
と
把
え
方
が
移
り
、
し
た

が
っ
て
、
原
則
と
し
て
「
占
有
あ
る
と
こ
ろ
に
所
有
あ
り
」
と
さ

れ
る
に
至
る
と
、
も
は
や
A
へ
の
金
銭
所
有
権
の
帰
属
と
い
う
前

　
　
　
　
＾
6
）

提
が
失
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
判
決
の
採
る
「
混
和
」
理
論
も
、
そ

の
こ
と
と
関
連
す
る
。
金
銭
を
そ
の
化
体
す
る
価
値
な
い
し
金
額

と
把
え
る
と
き
に
は
、
有
体
物
を
想
定
し
て
い
る
物
権
法
の
「
混

16



（1ア）　願取金銭による弁済について

和
L
の
法
理
（
醜
紀
四
）
や
共
有
物
分
割
の
法
理
（
紙
胆
理
ハ
）
は
適
用
さ

れ
る
ぺ
き
で
な
く
、
混
和
し
た
金
銭
の
中
か
ら
い
ず
れ
の
金
銭
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

も
同
額
を
分
離
し
、
分
配
す
れ
ぱ
足
り
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

も
は
や
所
有
権
（
？
）
の
帰
属
や
不
当
利
得
の
成
否
を
判
断
す
る

決
め
手
に
は
な
り
え
な
い
、
生
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
挙
説
は
、
と
り
わ
け
本
稿
の
願
取
金
銭
の
問
題
を
念
頭

に
、
因
果
関
係
の
「
直
接
性
」
理
論
を
批
判
し
、
金
銭
の
帰
属
が

い
ず
れ
に
あ
る
に
せ
よ
、
金
銭
価
値
の
移
動
に
つ
き
「
社
会
観
念

上
の
因
果
関
係
」
が
あ
れ
ぱ
足
り
る
と
し
、
不
当
利
得
の
成
否
は
、

あ
げ
て
「
法
偉
上
ノ
原
因
」
の
枠
組
み
で
判
断
す
れ
ぱ
足
り
る
と

　
＾
8
〕

し
た
。
こ
う
し
て
、
直
接
性
理
論
は
学
説
で
は
廃
棄
さ
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
理
論
は
、
た
ん
に
財
貨
の
流
れ
を
追
跡

す
る
だ
け
で
な
く
、
不
当
利
得
の
成
否
と
そ
の
不
当
利
得
当
事
者

を
決
定
す
る
機
能
を
も
－
不
完
全
な
が
ら
1
果
た
し
て
き
た

こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
社
会
観
念
上
の

因
果
関
係
は
、
い
わ
ぱ
最
低
隈
の
「
ぬ
れ
ぎ
ぬ
」
を
防
止
す
る
た

め
の
財
貨
の
流
れ
を
追
跡
す
る
だ
け
で
あ
る
。
「
法
律
上
ノ
原
因
」

の
果
た
す
ぺ
き
課
題
は
、
格
段
に
重
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ω
　
法
偉
上
の
原
因
　
　
大
審
院
判
決
の
採
る
「
法
偉
上
ノ
原

因
」
に
も
問
題
が
あ
る
。
即
時
取
得
や
弁
済
の
有
効
性
を
問
題
と

し
た
の
は
、
他
人
の
物
（
と
し
て
の
金
銭
）
に
よ
る
弁
済
が
有
効

な
弁
済
と
な
る
か
（
織
拠
鮎
五
）
、
と
い
う
間
題
と
関
係
し
て
い
た
よ

う
に
恩
わ
れ
る
。
ま
た
、
と
り
わ
け
即
時
取
得
は
、
，
A
に
帰
属
し

て
い
る
金
銭
所
有
権
に
基
づ
く
物
権
的
返
還
講
求
権
を
C
の
下
で

遮
断
す
る
機
能
を
も
実
質
的
に
は
も
た
さ
れ
て
い
た
、
と
も
推
測

さ
れ
る
。
し
か
し
、
金
銭
所
有
権
と
い
う
考
え
方
を
原
則
的
に
否

定
し
、
金
銭
の
価
値
な
い
し
金
額
と
し
て
把
え
直
す
と
き
、
お
の

ず
と
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　
さ
ら
に
わ
が
諸
学
説
は
、
前
述
し
た
金
銭
の
交
換
価
値
の
側
面

を
重
視
し
て
、
「
原
則
と
し
て
占
有
あ
る
と
こ
ろ
に
所
有
権
あ
り
」

と
す
る
こ
と
か
ら
、
即
時
取
得
の
規
定
の
適
用
の
余
地
も
必
要
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

な
い
と
主
張
す
る
に
至
っ
た
。
本
稿
の
問
題
に
即
し
て
言
え
ぱ
、

願
取
者
B
、
受
領
者
C
は
、
そ
れ
ぞ
れ
占
有
を
取
得
す
れ
ぱ
当
然

に
そ
の
金
銭
を
も
取
得
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

他
方
、
即
時
取
得
の
要
件
で
も
あ
る
故
意
・
過
失
等
が
、
不
当
利

得
の
成
否
に
と
っ
て
最
高
裁
判
決
や
現
在
の
学
説
で
問
題
と
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。
間
題
性
は
な
お
残
っ
て
い
る
、
と
言
わ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
後
述
す
る
。

　
さ
ら
に
、
一
部
の
大
審
院
判
決
が
、
C
は
債
権
の
弁
済
を
受
け

た
の
で
あ
る
か
ら
不
当
利
得
に
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
も
、
そ
の

〃
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位
置
づ
け
は
困
難
で
あ
る
。
弁
済
を
受
け
る
こ
と
は
、
給
付
当
事

者
B
と
の
間
で
は
法
偉
上
の
原
因
と
な
っ
て
も
、
間
題
の
A
と
の

間
で
は
当
然
に
は
そ
う
は
言
え
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
り

わ
け
、
A
へ
の
金
銭
所
有
権
の
帰
属
を
問
題
と
し
た
当
時
の
風
潮

か
ら
す
れ
ぱ
、
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

　
㈹
　
二
重
無
権
代
理
な
ど
　
　
ω
　
願
取
金
銭
を
B
が
A
を
し

て
直
接
C
に
交
付
さ
せ
た
ケ
ー
ス
（
注
（
1
）
（
2
）
参
照
）
は
、

B
の
A
に
対
す
る
有
効
な
支
払
い
指
図
な
い
し
委
託
に
基
づ
く
か

ぎ
り
、
法
的
に
は
〔
あ
た
か
も
A
か
ら
B
，
B
か
ら
C
へ
と
授
受

さ
れ
た
と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
、
た
だ
事
実
上
そ
の
中
間
を
簡

略
化
し
た
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
A
の
事
実
上
の
支
払
い
意
図

は
重
要
で
は
な
い
。
現
在
の
不
当
利
得
「
三
角
関
係
」
論
か
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

れ
ぱ
、
特
別
の
異
な
っ
た
判
断
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
㈲
　
第
三
類
型
の
二
重
無
権
代
理
の
ケ
ー
ス
で
は
、
ま
ず
、
B

が
願
取
金
で
C
に
自
分
の
債
務
（
一
一
七
条
責
任
、
不
法
行
為
責
任
、

給
付
利
得
返
還
義
務
）
を
弁
済
し
た
が
、
C
は
表
見
本
人
D
に
対
す

る
債
権
の
弁
済
と
思
っ
て
受
領
し
た
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
「
弁

済
意
思
」
に
つ
い
て
の
一
わ
が
国
で
は
十
分
に
は
検
討
岩
れ
て

い
な
い
－
困
難
な
間
題
と
関
連
す
る
の
で
、
最
終
的
な
解
答
は

留
保
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
た
だ
C
で
は
な
く
、
A
が
C
に

対
し
て
返
還
講
求
を
す
る
た
め
に
こ
の
こ
と
を
取
り
あ
げ
て
間
題

と
す
る
の
は
、
筋
違
い
で
あ
ろ
う
。
C
は
、
自
分
の
利
益
の
た
め

に
追
認
（
B
か
ら
の
弁
済
と
認
め
直
す
）
す
れ
ぱ
足
り
る
か
ら
で

あ
る
。
次
に
、
B
の
依
頼
で
A
が
C
に
直
接
交
付
し
た
と
き
の
A

の
意
図
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
前
述
㈹
の

よ
う
に
、
A
自
身
の
意
図
は
無
視
さ
れ
て
よ
い
。
B
が
A
か
ら
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
a
）

取
し
て
C
に
交
付
し
た
前
述
の
問
魑
に
還
元
さ
れ
よ
う
。

　
ω
　
他
人
の
損
失
に
よ
る
無
償
利
得
　
　
他
人
の
損
失
に
よ
る

無
償
利
得
者
が
、
た
と
い
善
意
で
も
不
当
利
得
法
上
保
護
に
値
し

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
比
較
法
的
に
確
立
さ
れ
た
原
則
と
い

え
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
8
畠
弐
g
饒
毒
茸
畠
庁
が
1
金
銭
を
も

含
め
て
1
善
意
か
つ
有
償
の
取
得
者
の
み
を
保
護
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
n
〕

周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
給
付
利
得
に
つ
い
て
も

（
M
コ
コ
綱
法
）
、
侵
害
利
得
に
つ
い
て
も
（
朴
剣
嘉
塊
坐
）
明
文
規
定
が

あ
り
、
さ
ら
に
解
釈
論
に
よ
っ
て
不
当
利
得
に
お
け
る
三
角
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
類
推
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
、
例
え
ぱ
、

民
法
一
八
九
条
の
善
意
の
果
実
収
取
権
は
元
物
を
有
償
で
取
得
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
呈

た
場
合
に
隈
る
と
の
解
釈
が
有
カ
。
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
一
九
二

条
の
即
時
取
得
も
、
無
償
取
得
者
は
所
有
権
喪
失
者
に
対
t
て
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貢
）

当
利
得
返
還
義
務
を
負
う
と
の
説
が
増
え
て
き
て
い
る
。
第
四
類

18



（19）願取金銭による弁済について

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
＾
）

型
は
、
伝
統
的
な
論
理
で
厳
密
に
詰
め
る
と
種
々
問
題
は
あ
る
が
、

右
の
よ
う
な
無
償
利
得
者
の
不
当
利
得
返
還
義
務
を
卒
直
に
承
認

し
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
、
A
の
給
付
相
手
方
B

に
対
す
る
返
還
講
求
権
が
C
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
ケ
ー
ス
、
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

（
ユ
）
　
も
っ
と
も
、
買
主
A
が
売
主
B
に
支
払
う
ぺ
き
手
附
金
を
、
B

　
の
依
頼
で
同
人
の
債
権
者
C
に
支
払
い
、
そ
の
後
A
B
間
の
売
買
契

　
約
が
解
除
さ
れ
た
事
案
。
こ
れ
は
、
法
的
に
は
、
A
↓
B
↓
C
と
交

　
付
さ
れ
た
後
、
A
B
間
が
解
除
さ
れ
た
と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
A
B
間
で
調
整
さ
れ
る
ぺ
き
事
案
で
あ
る
。
民
法
五
四
五
条
一
項
但

　
書
の
精
神
か
ら
も
、
同
様
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
　
B
が
虚
無
人
名
義
の
貯
金
通
帳
の
残
高
を
変
造
し
て
債
権
者
C

　
に
交
付
し
、
C
が
郵
便
周
A
か
ら
虚
偽
の
残
高
に
つ
い
て
払
い
戻
し

　
を
受
け
て
、
B
に
対
す
る
自
分
の
債
権
に
充
当
し
た
事
案
。
判
決
は
、

　
A
は
B
に
交
付
す
る
意
思
で
払
い
戻
し
た
か
ら
、
金
銭
所
有
権
は
い

　
っ
た
ん
B
に
帰
属
し
て
い
た
と
判
示
し
て
、
A
C
間
の
不
当
利
得
を

　
否
定
し
た
。

（
3
）
　
本
件
で
、
C
が
D
か
ら
借
金
し
た
の
は
B
の
依
頼
に
よ
る
。
B

　
は
、
責
め
は
自
分
が
負
い
、
C
に
は
迷
惑
を
か
け
な
い
と
約
東
し
て

　
い
る
。
そ
の
返
済
が
間
趨
と
な
っ
た
の
で
、
B
は
C
の
代
理
人
名
義

　
を
冒
用
し
て
A
か
ら
借
金
し
、
D
に
弁
済
し
た
の
で
あ
る
。

（
4
）
　
な
お
、
C
の
D
へ
の
償
務
を
弁
済
し
た
瑛
案
に
つ
き
、
同
じ
く

　
戦
後
の
下
級
裁
判
決
に
は
、
B
の
一
弁
済
に
よ
っ
て
、
C
は
A
の
損
失

　
に
お
い
て
償
務
消
滅
の
利
得
を
し
た
、
と
理
由
づ
け
る
も
の
が
あ
る

　
（
仙
台
高
判
昭
三
七
・
二
二
一
七
判
時
三
二
一
号
二
六
員
な
ど
）
。

（
5
）
　
も
っ
と
も
、
鳩
山
・
増
訂
目
本
債
権
法
各
論
（
下
）
（
大
正
一

　
五
年
）
七
九
〇
頁
を
参
照
し
た
。

（
6
）
　
た
だ
し
、
こ
の
割
り
切
り
方
に
も
部
分
的
に
問
魑
が
あ
る
二
と

　
は
、
後
述
す
る
。

（
7
）
　
詳
細
は
、
籟
－
句
巴
O
打
∪
饅
眈
Ω
O
冨
冒
目
O
蜆
⑭
－
目
Φ
ω
O
目
藺
雪
m
討
－

　
一
一
昌
o
目
弐
ω
8
幕
昌
8
昇
H
o
負
ω
．
さ
ー
奉
な
お
、
ω
．
ω
巨
昼
y

　
民
O
目
血
芽
自
轟
昌
N
胃
篶
O
■
芭
甘
O
げ
呂
ω
O
目
思
冨
註
－
巨
目
O
q
ま
蜆
Ω
色
－

　
旦
3
＞
o
勺
一
漂
9
ω
・
杜
s
・
川
村
・
判
評
二
一
〇
号
六
員
・
一
四
四

　
号
一
〇
頁
。

（
8
）
　
我
妻
・
新
法
挙
全
集
二
二
巻
四
七
頁
以
下
、
同
・
償
権
各
論
九

　
七
七
頁
以
下
・
一
〇
二
〇
頁
以
下
、
谷
口
・
不
当
利
得
の
研
究
二
三

　
〇
頁
以
下
、
松
坂
・
不
当
利
得
論
二
四
八
頁
以
下
、
同
・
不
当
利
得

　
（
新
版
）
八
四
頁
以
下
な
ど
。

（
9
）
　
末
川
「
貨
幣
と
そ
の
所
有
権
」
所
有
権
契
約
そ
の
他
の
研
究
三

　
八
頁
・
四
八
頁
以
下
、
我
妻
・
物
権
法
一
四
五
貫
以
下
、
川
島
・
所

　
有
椀
法
の
理
論
一
四
五
頁
以
下
な
ど
通
説
。

（
1
0
）
　
近
時
、
三
角
関
係
の
文
献
も
多
数
に
の
ぽ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
、

　
好
美
「
不
当
利
得
法
の
新
し
い
動
向
に
つ
い
て
（
下
）
」
判
タ
三
八

　
七
号
二
五
頁
以
下
。

（
1
0
a
）
　
従
来
の
議
論
に
つ
き
松
坂
・
新
版
一
〇
八
頁
（
八
）
参
照
。

　
な
お
我
妻
・
債
権
各
論
一
〇
二
六
頁
。

（
1
1
）
　
谷
口
・
不
当
利
得
法
の
研
究
一
八
六
頁
以
下
、
松
坂
・
英
米
法
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に
お
け
る
不
当
利
得
四
九
頁
以
下
、
土
田
「
契
約
法
上
の
救
済
に
つ

　
い
て
㈹
」
香
川
大
経
済
論
叢
四
〇
巻
六
号
四
八
貝
以
下
な
ど
。

（
1
2
）
　
例
え
ぱ
好
美
・
前
掲
判
夕
三
八
七
号
二
八
頁
一
段
・
三
段
の
事

　
例
。

（
1
3
）
　
我
妻
・
債
権
各
論
一
〇
〇
八
頁
以
下
、
松
坂
・
（
新
版
）
一
七

　
三
貢
、
広
中
・
債
権
法
講
義
（
五
版
）
三
七
七
頁
な
ど
。

（
1
4
）
　
我
妻
・
償
権
各
論
一
〇
二
一
員
・
一
〇
五
一
頁
、
松
坂
・
（
新

　
版
）
九
九
員
・
一
七
一
頁
、
田
中
・
注
釈
民
法
（
1
8
）
四
三
四
貢
、

　
広
中
・
物
権
法
上
一
九
七
頁
、
川
村
・
判
時
五
二
八
号
一
〇
三
員
な

　
ど
。
な
お
、
末
川
・
物
権
法
二
三
九
員
。

（
1
4
a
）
　
と
り
あ
え
ず
四
官
・
事
務
管
理
等
（
上
）
二
四
三
員
以
下
参

　
照
。

一
一
一
最
高
裁
の
諸
判
決

　
最
高
裁
は
、
前
に
も
一
言
し
た
単
説
の
影
響
も
あ
っ
て
、
著
し

い
進
展
を
示
し
た
。

　
一
　
概
観
　
　
ω
　
占
有
と
所
有
の
一
致
　
　
ま
ず
、
金
銭
の

消
費
寄
託
契
約
が
無
効
で
も
、
金
融
機
関
の
会
計
に
組
み
入
れ
ら

れ
た
金
銭
は
、
占
有
の
移
転
し
た
と
こ
ろ
に
所
有
擁
も
移
転
し
て

受
寄
者
の
所
有
と
な
り
、
寄
託
者
と
の
間
に
は
不
当
利
得
返
還
の

債
権
関
係
を
生
じ
る
の
み
、
と
し
た
（
最
判
昭
二
九
・
一
一
・
五
刑

集
八
巻
二
号
ニ
ハ
七
五
頁
）
。
ま
た
、
駅
取
金
に
関
し
て
、
「
金
銭

を
現
実
に
支
配
し
て
占
有
す
る
者
は
、
そ
れ
を
い
か
な
る
理
由
に

よ
っ
て
取
得
し
た
か
…
－
に
拘
り
な
く
、
・
－
・
－
金
銭
の
所
有
者
と

み
る
べ
き
L
だ
と
し
て
、
被
編
取
者
の
第
三
者
異
議
の
訴
を
排
斥

し
た
（
最
判
昭
三
九
・
一
・
二
四
判
時
三
六
五
号
二
六
頁
）
。
こ
う
し
て
、

所
有
権
の
所
在
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
因
果
関
係
の
直
接
性
、
し
た

が
っ
て
不
当
利
得
の
成
否
を
決
し
た
大
審
院
の
立
場
は
否
定
さ
れ

た
。　

②
　
社
会
通
念
上
の
因
果
関
係
　
　
つ
い
で
、
前
述
二
璽
編
取

の
第
三
類
型
で
、
A
と
C
の
間
の
金
銭
の
移
動
は
「
社
会
通
念
上

A
の
金
銭
で
C
の
利
益
を
は
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
だ
け
の
連

結
」
が
あ
れ
ぱ
足
り
る
と
し
（
最
判
昭
四
九
・
九
二
＝
ハ
民
集
二
八
巻

六
号
二
茜
三
員
）
。
し
か
も
、
A
か
ら
願
取
ま
た
は
横
領
し
た
金

銭
を
自
分
の
も
の
と
混
同
し
、
ま
た
は
両
替
し
、
あ
る
い
は
銀
行

に
預
入
れ
、
あ
る
い
は
一
部
を
他
の
目
的
に
費
消
し
て
そ
の
分
を

別
途
に
工
面
し
て
補
償
す
る
な
ど
し
て
か
ら
C
の
た
め
に
使
っ
て

も
、
因
果
関
係
が
あ
る
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の

表
現
ま
で
、
我
妻
・
債
権
各
論
（
加
貼
）
の
踏
襲
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
、
た
ん
な
る
因
果
関
係
論
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
物

と
し
て
の
金
銭
の
種
々
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
価
値
と
し
て

の
金
銭
の
同
一
性
な
い
し
連
続
性
に
着
目
し
て
い
る
と
い
う
意
味
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（21）　願取金銭による弁済について

で
も
、
大
き
な
進
展
と
評
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
㈲
　
法
律
上
の
原
因
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
因
果
関
係

論
を
と
る
と
、
不
当
利
得
の
成
否
は
、
あ
げ
て
「
法
偉
上
の
原

因
」
の
有
無
に
か
か
る
こ
と
は
前
述
し
た
。

　
ω
　
最
高
裁
昭
和
四
二
年
三
月
三
一
日
判
決
（
民
集
二
一
巻
二
号

四
七
五
頁
）
は
、
B
が
A
か
ら
の
願
取
金
で
C
へ
の
既
存
償
務
を

弁
済
し
た
第
二
類
型
に
つ
い
て
、
C
が
「
自
己
に
対
し
て
B
が
負

担
す
る
債
務
の
弁
済
と
し
て
本
件
金
員
を
善
意
で
受
領
し
た
の
で

あ
る
か
ら
、
法
偉
上
の
原
因
」
が
あ
る
、
と
判
示
し
た
。
つ
い
で
、

前
掲
昭
和
四
九
年
最
高
裁
判
決
は
、
二
重
願
取
の
第
三
類
型
に
つ

き
、
「
C
が
B
か
ら
右
の
金
銭
を
受
領
す
る
に
つ
き
悪
意
又
は
重

大
な
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
－
…
A
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て

は
法
律
上
の
原
因
が
な
く
、
不
当
利
得
と
な
る
」
と
判
示
し
た
。

　
両
判
決
の
差
異
は
、
二
点
あ
る
。
第
一
点
は
、
受
領
者
の
善
意

と
悪
意
で
区
別
す
る
か
、
善
意
で
も
重
過
失
を
悪
意
と
一
括
す
る

か
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
四
二
年
判
決
が
一
見
C
の
保
護
に
厚

く
み
え
る
。
第
二
点
は
、
そ
の
立
。
証
責
任
で
あ
る
。
四
二
年
判
決

に
よ
れ
ぱ
、
C
が
A
に
対
し
て
免
責
さ
れ
る
た
め
に
は
、
C
自
ら

が
善
意
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
四
九
年
判
決
に
．
よ
れ
ぱ
、
金
銭
債
権
の
弁
済
を
受
け
た
C

は
そ
れ
だ
け
で
保
護
さ
れ
、
A
が
不
当
利
得
返
還
請
求
を
し
う
る

た
め
に
は
、
A
の
方
で
C
に
弁
済
受
領
時
に
悪
意
ま
た
は
重
過
失

が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
特
段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
C
は
保
護
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
両
判

決
と
も
、
そ
の
と
き
ど
き
の
我
妻
説
の
踏
襲
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
四
二
年
判
決
は
新
法
学
金
集
（
昭
一

五
年
）
（
賊
一
）
、
四
九
年
判
決
は
四
二
年
判
決
を
コ
メ
ン
ト
し
つ
っ

自
説
を
も
修
正
し
た
債
権
各
論
（
昭
四
七
年
）
（
一
記
二
）
を
採
っ
た
の

で
あ
る
。

　
二
　
と
く
に
法
偉
上
の
原
因
　
　
ω
　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の

判
決
に
お
け
る
、
受
領
者
の
主
観
を
考
慮
し
た
法
律
上
の
原
因
の

意
味
な
い
し
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
学
説
は
種
々
の
憶
測
を
し
て

　
＾
”
）

き
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
も
、
右
の
我
妻
説
に
即
し
て
理
解
さ
れ

　
　
　
　
　
＾
茄
〕

る
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
新
法
学
全
集
（
胴
ト
頁
）
は
説
く
。
金
銭
所
有
権
は
形
式
的
に
は
占

有
あ
る
と
こ
ろ
に
所
有
権
あ
り
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は

金
銭
の
特
殊
性
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
願
取
さ
れ
た

金
銭
は
な
お
被
麗
取
者
A
に
帰
属
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
金
銭
に
つ
い
て
実
質
的
に
A
に
帰
属
す
べ

〃
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き
も
の
が
C
に
交
付
さ
れ
た
と
見
る
と
き
は
、
C
が
こ
の
実
質
関

係
を
知
ら
ざ
る
以
上
、
1
即
時
取
得
の
趣
旨
に
基
き
－
1
と
れ

を
受
領
す
る
に
つ
き
法
律
上
の
原
因
を
備
え
る
も
の
と
解
す
る
を

妥
当
と
す
る
L
、
と
（
な
お
、
前
半
は
我
妻
．
債
権
各
論
一
〇
二
二
頁

で
若
干
補
充
し
た
）
。
こ
れ
は
、
後
の
四
宮
説
、
加
藤
説
に
も
み
ら

れ
る
価
値
所
有
権
と
物
所
有
権
の
分
離
の
考
え
方
で
あ
り
、
A
に

帰
属
す
る
価
値
所
有
権
に
よ
る
追
求
を
「
即
時
取
得
の
趣
旨
に
基

き
」
遮
断
し
、
C
に
完
全
所
有
権
を
取
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
構
想

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
、
－
後
に
み
る
よ
う

に
問
題
の
あ
る
1
不
当
利
得
法
の
「
法
律
上
ノ
原
因
」
に
組
み

入
れ
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
価
値
と
物
の
分
離
や
即
時

取
得
の
趣
旨
に
言
及
せ
ず
結
論
だ
け
を
判
示
し
た
四
二
年
判
決
が
、

「
と
に
か
く
意
味
不
明
確
」
と
評
さ
れ
た
の
は
、
け
だ
し
当
然
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

・
四
九
年
判
決
が
踏
襲
し
た
債
権
各
論
（
一
記
二
）
が
、
A
へ
の
金
銭

価
値
の
実
質
的
帰
属
と
B
へ
の
金
銭
の
形
式
的
移
転
を
説
い
て
い

る
の
は
、
旧
説
と
同
様
で
あ
り
、
た
だ
、
C
の
善
意
を
積
極
的
要

件
と
す
る
こ
と
は
金
融
の
融
通
性
を
害
す
る
と
し
て
、
悪
意
ま
た

は
重
過
失
の
な
い
か
ぎ
り
弁
済
は
有
効
と
な
り
、
法
律
上
の
原
因

を
備
え
る
、
と
改
説
さ
れ
た
。
そ
し
て
善
意
等
の
対
象
は
「
観
取

し
た
金
銭
で
あ
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ぱ
、
実
質
的
に
は
A
に
帰

属
す
べ
き
財
産
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
善
意
L
と
さ
れ
た
。
し

か
し
、
こ
こ
で
は
、
金
銭
に
即
時
取
得
な
し
と
の
通
説
を
配
慮
し

た
の
か
、
「
即
時
取
得
の
趣
旨
」
は
消
え
、
そ
れ
に
代
え
て
、
「
法

偉
上
の
理
念
か
ら
生
ず
る
公
平
の
理
想
」
、
「
不
当
利
得
制
度
の
趣

旨
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
公
平
説
の
法
感
情
だ
け
で
「
法
律
上
ノ
原

因
」
性
を
支
え
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
も
、
そ
の
主
張
の
結
論
部
分
だ
け
を
判
示
す
る
四
九
年
判
決
が
、

趣
旨
不
明
と
評
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
両
判
決
は
、
右
の
よ

う
な
屈
折
し
た
脈
略
の
中
で
把
握
し
て
は
じ
め
て
、
正
当
に
理
解

さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
到
　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
四
九
年
判
決
の
悪
意
ま
た
は

重
過
失
と
い
う
主
観
的
要
件
も
そ
の
立
証
責
任
の
転
換
も
、
金
銭

と
機
能
的
に
類
似
す
る
有
価
証
券
に
お
け
る
と
全
く
同
一
で
あ

る
こ
と
に
恩
い
あ
た
る
の
で
あ
る
（
静
望
み
雑
に
撃
か
糊
艀
モ
条
、
）
。

盗
難
、
遺
失
等
の
占
有
離
脱
金
銭
に
つ
い
て
も
、
有
価
証
券
に
お

け
る
と
同
じ
く
（
「
事
由
ノ
何
タ
ル
ヲ
間
ハ
ズ
」
（
棉
嚇
な
毒
紀
項
、
）
）
、

右
の
原
則
が
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も

　
　
　
（
〃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

あ
る
ま
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
我
妻
説
（
土
最
高
裁
判
決
）
は
、
漠
然
た
る
公
平
説

朋
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に
よ
っ
て
、
右
の
主
観
的
要
件
の
有
無
を
「
法
偉
上
ノ
原
因
」
の

成
否
に
組
み
入
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
処
理
が
果
た
し

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
）

て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
結
論
的
に
言
っ
て
、
近
年
の
類
型
論
の
成
果
に
よ
れ
ぱ
、
こ
の

よ
う
な
処
理
は
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
給
付
当

事
者
A
B
間
で
は
、
そ
の
給
付
の
原
因
が
無
効
・
取
消
等
に
よ
っ

て
存
在
し
な
い
こ
と
が
受
領
者
の
利
得
を
不
当
（
法
律
上
の
無
原

因
）
と
し
、
そ
の
給
付
物
の
返
還
（
ま
た
は
返
還
不
能
の
と
き
は
価
値

補
償
）
を
求
め
る
給
付
不
当
利
得
返
還
講
求
権
を
基
礎
づ
け
る
。

他
方
、
非
給
付
当
事
者
A
C
間
で
は
、
A
に
排
他
的
に
帰
属
す
ぺ

く
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
権
利
な
い
し
利
益
が
無
権
限
の
C
に
利

用
（
広
義
）
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
当
（
法
律
上
の
無
原
因
）
と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
原
物
返
還
が
可
能
で
あ
れ
ぱ
物
権
的
返
還
講
求

権
に
よ
る
の
で
、
原
物
返
還
不
能
の
場
合
に
、
そ
の
代
償
と
し
て

価
値
補
償
を
求
め
る
侵
害
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
基
礎
づ
け
ら

れ
る
。
法
律
上
の
原
因
の
有
無
は
、
い
ず
れ
の
類
型
で
も
右
の
よ

う
に
客
観
的
に
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
利
得
者
の
主
観
は
、

効
果
論
に
お
け
る
返
還
請
求
権
の
範
囲
に
差
異
を
も
た
ら
す
こ
と

が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
腿
胱
知
帽
嫉
肌
七
）
。

　
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
議
論
は
、
不
当
利
得
法
を
脱
し
て
、

振
り
出
し
に
展
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
1
5
）
　
一
例
だ
が
、
即
時
取
得
の
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
か
（
明
石
・
民

　
　
商
五
七
巻
四
号
八
二
頁
）
、
当
事
者
の
過
貴
の
衡
量
を
強
調
す
る
谷

　
　
口
説
の
影
響
で
は
な
い
か
（
星
野
・
法
協
八
五
巻
三
号
一
六
〇
頁
）
、

　
　
善
意
の
弁
済
受
領
が
弁
済
似
有
効
性
そ
の
も
の
の
要
件
か
、
善
意
取

　
　
得
と
な
る
か
ら
有
効
な
弁
済
と
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
・
と
に
か
く

　
　
谷
口
説
的
な
比
較
衡
量
に
手
を
染
め
た
も
の
（
林
「
金
銭
願
取
に
よ

　
　
る
不
当
利
得
」
磯
村
遼
腐
記
念
一
四
五
頁
）
な
ど
。
そ
し
て
谷
口
教

　
　
授
は
、
「
と
に
か
く
意
味
不
明
確
」
（
谷
口
・
民
商
七
三
巻
一
号
＝
一

　
　
五
頁
）
と
さ
れ
た
。

　
（
1
6
）
　
井
田
・
最
判
解
説
・
民
事
編
昭
和
四
九
年
度
五
八
四
員
以
下
も
、

　
　
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
（
1
7
）
　
わ
が
国
で
も
古
く
か
ら
主
張
さ
れ
て
き
た
が
、
ド
イ
ツ
民
法
九

　
　
三
五
条
二
項
・
一
〇
〇
七
条
二
項
二
文
、
ス
イ
ス
債
務
法
九
三
五
条

　
　
は
、
金
銭
に
つ
い
て
は
、
個
体
と
し
て
の
特
定
を
前
提
し
た
も
の
で

　
　
は
あ
ろ
う
が
、
即
時
取
得
の
適
用
を
認
め
る
が
、
占
有
離
脱
物
の
特

　
　
則
を
明
文
規
定
で
排
除
し
て
い
る
。

　
（
1
8
）
　
広
中
・
債
権
各
諭
講
義
三
八
六
員
も
、
こ
れ
を
擬
問
視
す
る
。

　
　
ち
な
み
に
、
こ
の
疑
問
は
、
同
じ
く
公
平
説
な
い
し
過
責
の
衡
量
説

　
　
を
と
る
谷
口
説
・
星
野
説
（
法
協
八
五
巻
三
号
一
六
一
員
）
、
さ
ら

　
　
に
は
、
基
本
的
に
は
類
型
諭
に
よ
り
な
が
ら
「
特
殊
な
型
の
不
当
利

　
　
得
返
遼
講
求
権
」
と
し
て
肯
定
す
る
鈴
木
（
禄
）
説
（
債
権
法
講
義

　
　
四
六
一
頁
）
な
ど
に
も
向
け
ら
れ
る
。

朋
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四
　
諸
学
説
の
検
討

　
不
当
利
得
公
平
説
な
い
し
過
責
の
衡
量
説
を
除
け
ぱ
、
諸
挙
説
・

は
、
H
C
の
善
意
・
悪
意
等
を
間
わ
ず
同
人
を
保
護
し
よ
う
と
す

る
立
場
と
、
⇔
判
例
の
悪
意
ま
た
は
璽
過
失
を
別
の
構
成
で
採
り

込
も
う
と
す
る
も
の
と
に
大
別
で
き
る
。

　
一
　
善
意
・
悪
意
不
問
説
　
　
ω
　
吉
岡
説
は
、
や
や
古
い
時

期
に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
（
昭
四
〇
年
）
、
免
換
紙
幣
に
つ
い
て

は
民
法
一
九
二
条
の
適
用
を
肯
定
し
つ
つ
、
商
法
五
一
九
条
に
よ

っ
て
C
に
悪
意
ま
た
は
重
過
失
が
な
け
れ
ぱ
返
還
義
務
は
な
い
と

さ
れ
る
。
他
方
、
不
換
紙
幣
に
な
る
と
、
占
有
と
所
有
の
一
致
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
9
〕

一
九
二
条
（
以
下
）
の
適
用
排
除
を
主
張
さ
れ
る
。

　
金
銭
に
つ
い
て
の
広
く
深
い
洞
察
に
裏
づ
け
ら
れ
た
主
張
と
推

測
さ
れ
る
が
、
前
者
は
特
定
の
個
体
と
し
て
の
金
銭
に
つ
い
て
と

思
わ
れ
る
し
、
後
者
は
伝
統
的
な
通
説
で
あ
る
。
両
者
の
峻
別
も
、

今
一
つ
充
分
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
②
　
清
水
論
文
は
、
雄
犬
な
構
想
を
も
つ
。
大
審
院
判
決
に
み

ら
れ
る
金
銭
の
「
物
」
の
側
面
が
優
位
に
あ
る
段
階
、
占
有
と
所

有
が
一
致
し
、
物
権
的
講
求
権
も
即
時
取
得
も
問
題
と
な
ら
な
い

「
価
値
章
表
」
の
側
面
が
優
位
に
あ
る
段
階
お
よ
ぴ
口
座
振
替
な

ど
通
貨
を
媒
介
し
な
い
金
銭
価
値
の
支
配
な
い
し
移
転
に
着
目
す

る
「
金
銭
価
値
支
配
」
の
段
階
の
三
つ
を
区
分
。
し
、
「
金
銭
価
値
支

配
」
の
観
点
か
ら
解
答
を
出
そ
う
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
B
C
間

で
は
償
務
の
弁
済
で
あ
る
か
ら
不
当
利
得
と
な
ら
ず
、
A
も
C
に

対
し
て
1
金
銭
の
物
と
し
て
の
特
定
性
の
有
無
や
C
の
善
意
・

悪
意
を
間
わ
ず
1
返
還
講
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
さ
れ

る
。
そ
れ
は
、
B
C
間
で
金
銭
が
価
値
章
表
と
し
て
の
通
貨
と
し

て
機
能
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
結
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

に
は
部
分
的
に
私
の
旧
稿
や
後
述
す
る
四
宮
旧
説
と
も
類
似
す
る
。

そ
し
て
、
例
外
的
に
A
が
C
に
対
し
て
不
当
利
得
と
し
て
返
遺
講

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
主
観
的
に
B
と
C
が
同
一
視
さ
れ

て
よ
い
共
謀
関
係
が
あ
り
、
客
観
的
に
価
値
章
表
と
し
て
の
授
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
〕

と
は
い
え
な
い
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
か
ぎ
る
、
と
さ
れ
る
。

　
そ
の
論
証
が
簡
潔
な
の
で
誤
解
を
恐
れ
る
が
、
B
α
間
に
法
偉

上
の
原
因
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
当
然
に
A
C
間
も
そ
う
だ
と

は
い
え
な
い
し
、
1
私
も
旧
稿
で
述
べ
た
1
価
値
章
表
と
し

て
流
通
さ
せ
ら
れ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
、
手
形
法
や
小
切
手
法

の
即
時
取
得
の
主
観
的
要
件
と
異
別
に
解
す
る
十
分
な
法
的
根
拠

と
な
り
う
る
か
、
ま
た
悪
意
の
場
合
に
具
体
的
に
妥
当
か
、
な
ど

問
題
が
残
る
。

泌
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㈹
　
川
村
説
も
、
C
が
善
意
・
悪
意
を
間
わ
ず
所
有
権
を
取
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
〕

す
る
と
さ
れ
る
点
で
は
、
こ
の
系
列
に
属
す
る
。
し
か
し
、
戦
後

の
わ
が
国
の
不
当
利
得
類
型
論
の
先
覚
者
だ
け
に
、
そ
の
独
自
の

不
当
利
得
挙
説
の
視
点
か
ら
議
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
難
解
で

誤
解
を
恐
れ
る
が
、
ま
ず
、
B
へ
の
「
金
銭
の
不
適
法
な
移
動
の

調
整
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
他
人
の
財
貨
か
ら
の
利
得
」
（
1
1
侵
害
利
得
）

の
返
還
義
務
を
負
う
こ
と
と
引
き
換
え
に
そ
の
金
銭
所
有
権
を
取

得
す
る
（
「
自
ら
の
金
銭
と
姿
態
転
換
」
す
る
）
と
い
う
方
法
で
行

わ
れ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
立
て
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
B
か

ら
の
転
得
者
は
　
　
民
法
一
九
二
条
等
の
媒
介
に
よ
る
こ
と
な
く

－
当
然
に
完
全
な
所
有
権
を
取
得
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

に
「
金
銭
所
有
権
の
法
理
は
『
他
人
の
財
貨
か
ら
の
利
得
』
制
度

を
介
し
て
金
銭
の
う
え
の
私
的
所
有
の
法
的
保
謹
と
取
引
の
安
全

保
護
と
の
無
矛
盾
な
統
一
と
し
て
構
成
さ
れ
る
」
と
主
張
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
願
取
行
為
と
は
い
え
給
付
当
事
者
間
を
、
侵
害
利
得
の
問
題
と

す
る
川
村
説
な
ど
一
連
の
単
説
に
は
賛
成
し
え
な
い
が
、
そ
れ
は

と
も
か
く
、
右
の
議
論
は
、
伝
統
的
な
通
説
と
似
て
、
金
銭
に
つ

い
て
は
不
当
利
得
返
還
義
務
を
負
う
の
と
引
き
換
え
に
「
占
有
あ

る
と
こ
ろ
に
所
有
権
あ
り
」
で
、
し
た
が
っ
て
同
人
か
ら
の
承
継

取
得
者
は
完
全
所
有
権
を
取
得
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
川
村
説
は
、
例
え
ぱ
、
B
が
C
の
D
に
対
す
る
債
務
を

弁
済
し
た
第
四
類
型
に
つ
い
て
、
C
に
不
当
利
得
返
還
義
務
を
負

わ
せ
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
構
成
を
さ
れ
る
。
B
は
、
編
取
金
銭

を
C
の
債
務
の
弁
済
に
当
て
た
の
で
「
A
の
金
銭
か
ら
の
利
得
」

は
残
っ
て
い
ず
、
同
人
は
法
上
「
無
」
に
等
し
い
。
あ
た
か
も
C

が
直
接
A
か
ら
願
取
し
て
同
人
に
対
し
て
不
当
利
得
返
還
義
務
を

負
う
の
と
引
き
換
え
に
金
銭
所
有
権
を
取
得
し
、
そ
れ
を
も
っ
て

D
に
自
分
の
償
務
を
弁
済
し
た
か
の
よ
う
な
法
効
果
が
付
与
さ
れ

る
べ
き
だ
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
川
村
テ
ー
ゼ
に
よ

れ
ぱ
、
B
が
願
取
と
同
時
に
不
当
利
得
返
還
義
務
を
負
い
、
金
銭

所
有
権
を
取
得
す
る
、
願
取
者
や
強
迫
者
は
、
悪
意
利
得
者
と
同

視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
そ
の
後
の
利
得
消
滅
を
主
張
し
え
な

い
、
B
の
D
へ
の
（
自
己
の
）
金
銭
に
よ
る
弁
済
に
よ
っ
て
、
D

は
完
全
な
所
有
権
を
取
得
し
、
他
方
、
B
は
C
に
対
し
て
求
償
利

得
請
求
権
を
取
得
し
、
さ
ら
に
D
の
C
に
対
す
る
権
利
を
も
代
位

取
得
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
B
は
決
し
て

「
無
」
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
B
の
・
「
第
三
者
に
よ
る

弁
済
」
の
事
実
を
場
合
に
よ
っ
て
は
知
り
も
し
な
い
C
が
、
A
か

ら
金
銭
を
願
取
し
て
こ
れ
を
D
に
譲
渡
し
た
と
考
え
る
の
も
、
あ

肋
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ま
り
に
不
自
然
で
技
巧
的
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
一
例
だ
が
、
川
村
説
も
、
十
分
に
は
説
得
的
で
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
一
一
価
値
の
物
権
的
返
還
講
求
権
説
　
　
金
銭
に
つ
き
、
そ
の

「
物
」
的
把
握
に
対
す
る
反
動
と
し
て
「
価
値
」
的
側
面
の
み
が

強
調
さ
れ
て
き
た
わ
が
学
界
の
風
潮
の
中
で
、
我
妻
博
士
が
す
で

に
早
く
、
金
銭
の
実
質
的
価
値
の
被
麗
取
者
A
へ
の
帰
属
と
形
式

的
所
有
権
の
願
取
者
B
へ
の
移
転
と
い
う
分
属
を
認
め
、
し
た
が

っ
て
、
B
か
ら
の
取
得
者
C
と
A
の
保
謹
の
調
整
を
図
る
た
め
に

C
の
善
意
の
存
在
や
悪
意
・
璽
過
失
の
不
存
在
を
要
請
し
た
こ
と

は
、
す
で
に
み
た
。
こ
れ
は
、
誠
に
卓
見
で
あ
づ
た
と
言
わ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
方
向
は
、
戦
後
い
ち
は
や
く
西
ド

イ
ツ
で
も
、
ー
わ
が
国
に
お
け
る
よ
う
に
金
銭
の
純
粋
に
価
値

的
な
把
握
か
ら
の
ゆ
り
戻
し
と
し
て
で
は
な
く
、
逆
に
伝
統
的
な

物
的
把
握
か
ら
の
脱
皮
と
し
て
で
は
あ
ろ
う
が
1
四
宮
論
文
も

引
用
す
る
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
学
者
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

っ
て
、
有
カ
な
一
つ
の
立
場
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
実
質
的
価
値
の
帰
属
者
は
、
物
と
し
て
の
金
銭
の
返
還
請
求

権
で
は
な
く
、
－
≠
胃
茸
巨
含
ぎ
ま
昌
（
物
権
的
価
値
返
還
請
求
権
）

な
い
し
田
g
畠
帆
く
月
ρ
寿
洪
｛
o
目
（
物
権
的
金
額
返
選
請
求
権
）
を
も
つ

べ
き
も
の
と
さ
れ
、
諸
種
の
局
面
で
、
そ
の
効
果
が
つ
め
ら
れ
て

い
る
。
同
様
の
主
張
は
、
近
年
わ
が
国
で
も
加
藤
（
雅
）
教
授
と

四
宮
教
授
に
よ
っ
て
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
両
者
の
本
稿
の

問
題
に
つ
い
て
の
立
場
は
全
く
異
な
る
。

　
ω
　
加
藤
説
は
、
最
高
裁
判
決
の
結
論
を
ほ
ぼ
支
持
さ
れ
つ
つ
、

前
掲
第
一
な
い
し
第
三
類
型
は
詐
害
行
為
取
消
権
（
綱
畑
仁
四
）
、
第

四
類
型
は
債
権
者
代
位
権
（
覗
細
二
）
と
構
成
し
直
し
て
解
決
す
べ
き

　
　
　
　
　
＾
船
〕

だ
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
主
張
は
、
す
で
に
検
討
し
た
最
蔚
裁
判

決
の
客
観
的
理
解
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
当
た
っ
て
い
な
い
。
償

務
者
B
の
無
資
カ
の
要
否
、
C
の
と
り
わ
け
本
旨
弁
済
に
お
け
る

通
謀
な
ど
の
詐
害
の
意
思
と
悪
意
な
い
し
重
過
失
の
不
存
在
と
の

差
異
、
悪
意
の
対
象
の
差
異
、
主
観
的
要
件
の
立
証
責
任
の
差
異

な
ど
が
直
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
。
償
務
者
の
資
カ
は
、
最
高
裁
判
決

に
お
い
て
は
、
願
取
金
の
流
れ
（
社
会
観
念
上
の
因
果
関
係
）
の
確

認
の
難
易
と
関
連
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
の
み
な
ら
ず
、
解
釈
論
的
主
張
と
し
て
も
、
に
わ
か
に
支
持
す

る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
ま
ず
基
本
的
に
は
、
折
角
、
金
銭
の

形
式
的
な
物
所
有
権
の
B
へ
の
移
転
と
実
質
的
価
値
所
有
権
の
A

へ
の
帰
属
を
主
張
し
、
A
に
価
値
の
ヴ
イ
ン
デ
ィ
カ
チ
オ
ン
が
あ

る
と
さ
れ
な
が
ら
、
な
ぜ
第
三
者
に
対
す
る
こ
の
ヴ
イ
ン
デ
ィ
カ

鮒



（2ア）　願取金銭による弁済について

チ
オ
ン
の
行
使
を
認
め
た
う
え
で
、
取
引
安
全
の
た
め
の
適
正
な

歯
止
め
を
考
え
る
と
い
う
発
想
を
採
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

加
藤
説
は
、
結
局
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
A
に
B
に
対
す
る
た

ん
な
る
不
当
利
得
請
求
権
な
ど
償
権
的
請
求
権
を
認
め
る
だ
け
に

等
し
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
も
を
も
償
権
者
取
消
権
や
償
権

者
代
位
権
が
金
銭
の
取
戻
し
の
ケ
ー
ス
で
は
敢
消
な
い
し
代
位
償

権
者
に
結
果
的
に
そ
の
独
占
的
な
取
得
を
許
し
て
い
る
の
は
立
法

の
不
傭
で
あ
る
、
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
も
し
こ
の
点
が
克
服
さ

れ
れ
ぱ
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
安
易
に
依
拠
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

く
な
ろ
う
。
価
値
の
ヴ
ィ
ン
デ
ィ
カ
チ
オ
ン
の
第
三
者
追
求
力
は
、

そ
の
よ
う
な
か
細
い
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
具
体
的
に
も
、
例
え
ぱ
第
四
類
型
で
、
B
が
贈
与
の
意
恩

で
C
の
D
に
対
す
る
償
務
を
弁
済
し
た
り
、
そ
う
で
な
く
て
も
C

が
B
に
対
し
て
反
対
償
権
を
取
得
し
て
相
殺
を
主
張
し
た
場
合
に

は
代
位
権
を
行
使
で
き
な
く
な
る
が
、
む
し
ろ
、
と
り
わ
け
C
の

無
償
利
得
の
場
合
に
こ
そ
、
A
の
要
保
護
性
は
よ
り
強
く
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
②
　
四
宮
論
文
は
、
そ
．
の
主
張
さ
れ
る
物
権
的
価
値
返
遠
請
求

権
（
峯
葦
三
邑
寿
き
g
）
の
各
局
面
に
お
■
け
る
効
カ
を
手
際
よ
く

纏
め
て
お
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
A
が
価
値
の

帰
属
割
当
を
変
更
す
る
意
思
な
く
し
て
事
実
上
占
有
を
失
っ
た
場

合
に
、
ω
も
し
B
が
価
値
所
有
者
で
あ
れ
ぱ
同
人
に
C
に
対
す
る

価
値
返
還
講
求
権
が
与
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
事
由
で
C
が
B
か
ら

金
銭
の
占
有
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
A
は
C
に
対
し
て
物
権
的

価
値
返
還
請
求
権
を
も
つ
、
と
さ
れ
る
。
C
が
B
か
ら
盗
取
し
た

よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
反
し
、
㈲
も
し
B
が
価
値
所

有
者
で
も
C
に
対
し
て
物
権
的
価
値
返
還
請
求
権
を
発
生
さ
せ
な

い
事
由
で
C
が
取
得
し
た
場
合
に
は
、
A
の
C
に
対
す
る
追
求
も

認
め
ら
れ
な
い
、
と
さ
れ
る
。
金
銭
が
正
常
な
支
払
手
段
と
し
て

流
通
さ
せ
ら
れ
た
場
合
で
あ
ろ
う
（
注
2
3
論
文
）
。
し
か
し
、
四
宮

教
授
は
、
そ
の
後
㈹
に
つ
い
て
昭
和
四
九
年
判
決
を
結
論
的
に
は

支
持
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
悪
意
・
重
過
失
あ
る
第
三
者
は
保
護
に

値
し
な
い
、
有
価
証
券
の
即
時
取
得
や
信
託
受
益
権
の
追
求
カ

（
鰭
艦
鰭
一
）
と
の
均
衡
、
判
例
や
現
行
法
体
系
と
の
整
合
性
、
を
理
由

　
　
＾
巧
）

と
さ
れ
る
。
ほ
ぼ
こ
の
方
向
を
、
私
も
採
り
た
い
と
思
う
。

（
1
9
）
　
曹
岡
幹
夫
「
金
銭
所
有
檎
に
関
す
る
一
考
察
」
静
岡
大
法
経
済

　
短
大
・
法
経
論
築
一
九
号
と
く
に
四
七
頁
以
下
。

（
2
0
）
　
好
美
・
金
融
商
事
判
例
七
三
号
二
頁
以
下
、
同
・
注
釈
民
法
7

　
九
八
員
以
下
。

（
2
1
）
　
清
水
誠
「
鴎
取
さ
れ
た
金
銭
を
め
ぐ
る
法
偉
関
係
」
都
立
大
法

鮒
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学
会
雑
誌
二
四
巻
一
号
六
九
頁
・
と
く
に
九
九
頁
以
下
。

（
2
2
）
　
川
村
・
判
評
一
一
七
号
七
頁
以
下
■
二
一
〇
号
二
頁
と
く
に
一

　
一
頁
以
下
。

（
2
3
）
　
前
注
（
7
）
の
司
巴
o
吋
の
著
書
や
望
冒
ま
叩
の
論
文
も
そ
う
で

　
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
、
奉
鶉
富
H
昌
里
■
目
の
ほ
か
■
ざ
巨
雪
。
句
巴
・

　
○
ぎ
一
弟
9
葦
睾
津
な
ど
一
連
の
主
張
者
が
引
用
、
紹
介
さ
れ
て
い

　
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
金
銭
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、

　
四
宮
論
文
も
引
用
す
る
b
．
U
〇
一
〕
一
〕
y
■
ρ
ミ
g
勾
血
目
耐
a
窃
（
U
甲

　
ヨ
晶
鶉
白
一
邑
｛
－
射
窃
弍
ま
“
－
o
目
）
一
H
雪
少
吻
｝
．
旨
が
よ
い
概
観
を

　
与
え
る
。
な
お
、
四
宮
「
物
権
的
価
値
返
還
講
求
権
に
つ
い
て
」
我

　
妻
追
悼
記
念
一
八
三
頁
以
下
。

（
2
4
）
　
加
藤
（
雅
）
・
法
協
九
八
巻
四
号
ニ
ニ
頁
以
下
・
九
二
巻
八
号

　
一
〇
頁
以
下
、
同
・
判
評
一
九
八
号
二
三
頁
以
下
。

（
妬
）
　
四
宮
・
事
務
管
理
等
（
上
）
七
八
頁
・
一
九
八
頁
以
下
以
下
．

　
二
四
三
頁
以
下
な
ど
。

五
　
ま
と
め
ー
試
論

　
以
下
、
紙
面
超
過
を
理
由
に
、
以
上
の
検
討
を
前
提
し
て
、
重

複
を
避
け
つ
つ
私
見
の
大
筋
を
纏
め
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。

　
旧
稿
で
は
、
特
定
の
個
体
と
し
て
の
金
銭
の
み
を
念
頭
に
、
盗

敢
な
ど
の
場
合
、
物
と
し
て
の
同
一
性
が
識
別
さ
れ
る
か
ぎ
り
、

そ
の
特
定
金
銭
に
つ
き
物
権
的
返
遺
講
求
権
を
行
使
で
き
る
が
、

こ
れ
に
反
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
個
値
と
し
て
流
通
さ
せ
ら
れ
た
段

階
で
は
そ
の
追
及
は
遮
断
さ
れ
る
、
と
主
張
し
た
。
今
、
こ
れ
を

改
め
補
充
し
た
い
。

　
第
一
に
、
右
の
前
段
は
今
で
も
維
持
し
て
よ
い
と
考
え
る
が

（
も
っ
と
も
、
実
際
上
は
稀
有
の
事
例
で
あ
ろ
う
）
、
そ
の
ほ
か
に
、
価

値
と
し
て
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
物
権
的
価
値
返
還

請
求
権
を
も
認
め
て
よ
い
、
と
解
し
た
い
。

　
も
っ
と
も
、
本
稿
の
問
題
に
即
し
て
い
え
ぱ
、
給
付
の
相
手
方

B
に
対
し
て
は
、
民
法
一
一
七
条
責
任
お
よ
び
不
法
行
為
責
任
の

ほ
か
は
、
消
費
貸
借
契
約
を
詐
歎
を
理
由
に
敢
り
消
し
て
給
付
し

た
金
銭
ま
た
は
そ
れ
と
同
額
の
金
銭
の
返
還
を
求
め
る
給
付
利
得

返
遠
請
求
権
を
認
め
れ
ぱ
足
り
る
。
も
ち
ろ
ん
、
取
消
の
意
思
表

示
は
、
給
付
相
手
方
に
対
す
る
事
実
上
の
金
銭
の
返
遠
請
求
の
中

に
読
み
こ
む
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

　
裸
の
物
権
的
価
値
返
還
請
求
権
が
行
使
さ
れ
る
の
は
、
右
の
こ

と
を
前
提
し
た
う
え
で
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

有
体
物
の
法
理
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
し
か
し
、
第
三
者
の
適
切
な
保
護
を
図
る
た
め
に
、

個
体
を
追
求
す
る
物
権
的
返
還
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
は
も
ち

ろ
ん
、
価
値
の
返
還
を
求
め
る
物
権
的
価
値
返
還
請
求
権
を
行
使

郷



す
る
揚
合
に
も
、
取
引
に
よ
っ
て
取
得
し
た
第
三
者
は
、
有
価
証

券
の
即
時
取
得
に
準
じ
て
悪
意
ま
た
は
重
過
失
の
な
い
か
ぎ
り
価

値
所
有
権
を
も
即
時
取
得
し
、
原
所
有
者
の
物
権
的
追
求
権
は
遮

断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
第
三
者
の
利
得
が
無
償
の
場

合
に
は
、
同
人
は
給
付
相
手
方
と
同
じ
不
当
利
得
責
任
を
負
い
、

給
付
者
の
返
還
講
求
に
服
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
こ
で
の
価
値
の
同
一
性

と
昭
和
四
九
年
判
決
の
い
う
社
会
観
念
上
の
因
果
関
係
と
の
関
係

が
問
題
と
な
る
。
不
当
利
得
法
に
お
い
て
は
、
別
に
法
律
上
の
原

因
に
よ
る
吟
味
が
さ
れ
る
が
、
物
権
的
価
値
返
還
請
求
権
に
お
い

て
は
、
A
に
帰
属
す
る
価
値
所
有
権
の
侵
害
が
閲
魑
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
な
お
検
討
し
て
み
た
い
。

　
第
三
に
、
個
体
と
し
て
の
金
銭
の
同
一
性
も
価
値
の
同
一
性
も

識
別
で
き
な
い
場
合
に
は
、
給
付
相
手
方
に
対
す
る
債
権
的
請
求

権
を
取
得
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
第
三

者
に
対
す
る
関
係
は
償
権
者
取
消
権
や
債
権
者
代
位
権
に
よ
る
こ

と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
大
学
教
授
）

（29）願取金銭による弁済について
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