
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
九
巻
　
　
第
四
号
（
二
〇
〇
七
年
　
二
月
）

特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
刑
法
上
の
問
題

大
　
　
下
　
　
英
　
　
希

目
次

第
一
章
　
は
じ
め
に

一
　
問
題
設
定

二
　
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
問
題
状
況

三
　
本
稿
の
進
め
方

第
二
章
　
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
民
法
学
に
お
け
る
状
況

第
一
節
　
特
定
商
取
引
法
の
制
定
過
程
と
法
律
効
果

一
　
特
定
商
取
引
法
の
制
定
過
程
と
被
害
状
況

二
　
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
法
律
効
果

第
二
節
　
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
民
法
学
に
お
け
る
解
釈

一
　
送
付
さ
れ
た
物
の
保
管
義
務
に
つ
い
て

四
九

第二G4




特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
刑
法
上
の
問
題

五
〇

二
　
所
有
権
の
帰
趨
に
つ
い
て

１
　
所
有
権
が
移
転
す
る
と
す
る
見
解

２
　
所
有
権
が
移
転
し
な
い
と
す
る
見
解

第
三
節
　
小
括

第
三
章
英
米
及
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法

第
一
節
英
米
に
お
け
る
立
法

第
二
節
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法
と
そ
の
解
釈

一
　
ド
イ
ツ
民
法
二
四
一
条
ａ
の
制
定

二
　
ド
イ
ツ
民
法
学
に
お
け
る
民
法
二
四
一
条
ａ
の
解
釈

三
　
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
け
る
対
応

１
　
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
の
修
正

２
　
違
法
性
レ
ベ
ル
で
の
修
正

第
三
節
小
括

第
四
章
　
検
討

第
一
節
　
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
解
釈

一
　
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
解
釈
の
検
討

二
　
小
括

第
二
節
　
法
分
野
間
に
生
じ
た
矛
盾
と
刑
法
学
に
お
け
る
修
正

一
　
矛
盾
の
解
消
の
方
法

二
　
犯
罪
論
体
系
内
で
の
修
正

１
　
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
の
修
正

２
　
違
法
性
レ
ベ
ル
で
の
修
正

第
五
章
　
お
わ
り
に



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
九
巻
　
　
第
四
号
（
二
〇
〇
七
年
　
二
月
）

第
一
章
　
は
じ
め
に

一
　
問
題
設
定

刑
法
は
犯
罪
と
刑
罰
に
関
す
る
法
で
あ
り
、
刑
法
学
は
現
実
社
会
に
お
け
る
法
益
侵
害
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
要
件
と
限
界
を
探
求
し
て
い
る
。

し
か
し
、
刑
法
学
は
自
己
完
結
的
な
も
の
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
財
産
犯
の
解
釈
に
お
い
て
は
他
法
域
、
特
に
民
法
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
。

す
で
に
、
財
産
犯
の
分
野
で
は
、
不
法
原
因
給
付
や
二
重
譲
渡
、
二
重
抵
当
の
問
題
が
長
く
議
論
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
近
時
で
は
誤
振
込
み
に
お
け

る
預
金
の
引
き
出
し
に
関
す
る
犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
刑
法
解
釈
に
お
い
て
民
法
と
の
関
係
の
み
が
問
題
に
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
民
法
を
中
心
と
す
る
民
事
法
全
体
が
問
題
と
な
る
。
筆
者
は
か
つ
て
、
自
救
行
為
と
財
産
犯
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
検
討
し
た
論
文
の

中
で
、
権
利
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
民
法
に
の
み
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
権
利
の
確
認
過
程
や
、
実
現
過
程
を
も
含
め
た
民
事
法
秩
序
全
体
に

従
属
す
べ
き
だ
と
す
る
「
民
事
法
従
属
」
の
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
た
（
１
）。

こ
の
よ
う
な
民
（
事
）
法
従
属
性
は
「
法
秩
序
の
統
一
性
」
か
ら
求
め
ら
れ
る
。
法
秩
序
の
統
一
性
と
は
「
憲
法
、
刑
法
、
民
法
な
ど
の
多
様
な

法
分
野
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
法
秩
序
に
相
互
矛
盾
の
な
い
こ
と
を
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
個
別
の
法
分
野
が
相
互
に
矛
盾
・
衝
突
を
起

こ
さ
な
い
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
こ
と
（
２
）」

を
意
味
す
る
。
特
に
法
秩
序
の
統
一
性
か
ら
要
求
さ
れ
る
の
は
、
法
分
野
間
で
の
矛
盾
を
解
消
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
あ
る
法
分
野
が
許
容
す
る
行
為
を
刑
法
で
処
罰
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
刑
法
解
釈
学
に
お

い
て
、
あ
る
行
為
に
つ
き
形
式
的
に
犯
罪
が
成
立
す
る
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
同
じ
行
為
を
他
法
域
が
許
容
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
見
解

五
一
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五
二

を
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
（
３
）。

刑
法
が
他
法
域
と
矛
盾
す
る
場
合
、
そ
の
矛
盾
の
解
消
は
、
刑
法
体
系
内
の
様
々
な
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
得
る
。
そ
の
具

体
例
を
示
す
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
規
制
す
る
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
以
下
特
定
商
取
引
法
と
略
す
）

五
九
条
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
の
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。

ま
ず
、
後
述
の
よ
う
に
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
は
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
、
刑
法
と
矛
盾
す
る
結
果
を
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
商
取
引
法
五

九
条
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
行
為
が
刑
法
上
禁
止
さ
れ
る
行
為
に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
解
釈
を
明
ら
か
に
し
、

も
し
矛
盾
が
生
じ
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
解
消
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
一
点
目
の
理
由
で
あ
る
。

次
に
、
特
定
商
取
引
法
は
消
費
者
法
に
属
す
る
法
律
で
あ
る
。
近
時
の
消
費
者
保
護
の
要
求
の
高
ま
り
と
共
に
、
消
費
者
保
護
に
関
す
る
法
律
が

相
次
い
で
出
さ
れ
て
お
り
、
消
費
者
法
の
解
釈
は
民
法
の
基
本
原
則
に
修
正
を
迫
る
ほ
ど
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
。
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
理

解
に
お
い
て
は
、
民
法
解
釈
と
共
に
、
民
法
と
消
費
者
法
の
関
係
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。
民
法
と
特
定
商
取
引
法
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
、

そ
れ
が
民
法
解
釈
、
特
に
所
有
権
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
刑
法
上
の
問
題
を
解
決
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
が
刑
法
の
民
事
法
全
体
に
対
す
る
従
属
性
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
き
わ
め
て
有
力
な
示
唆
を
与
え
る
。
こ
れ
が
二

点
目
の
理
由
で
あ
る
。

二
　
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
問
題
状
況

本
稿
で
は
刑
法
と
民
事
法
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
り
上
げ
る
が
、
こ
こ
で
、
簡
単
に
そ
の
問
題
状
況
を
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示
し
て
お
く
。

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
、
消
費
者
問
題
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
る
機
関
に
次
の
よ
う
な
相
談
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

事
例
①

名
前
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
業
者
か
ら
、
大
き
な
書
籍
小
包
が
送
付
さ
れ
ま
し
た
。
開
封
す
る
と
、
中
に
は
書
籍
が
五
冊
入
っ
て
い
ま
し
た
。

価
格
は
三
万
五
千
円
と
記
載
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
家
族
の
誰
も
申
し
込
ん
で
い
ま
せ
ん
し
、
書
籍
の
名
前
や
業
者
名
も
聞
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
書
籍
の
出
版
の
趣
旨
、
代
金
の
送
金
方
法
な
ど
が
書
か
れ
た
挨
拶
状
と
振
込
み
用
紙
が
同
封
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
購

入
す
る
つ
も
り
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
こ
と
を
業
者
に
連
絡
し
た
り
、
書
籍
を
返
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
（
４
）。

事
例
②

昨
日
、
郵
便
配
達
員
が
夫
宛
の
代
金
引
換
郵
便
小
包
を
配
達
し
て
き
ま
し
た
。
夫
が
注
文
し
た
も
の
と
思
い
、
請
求
さ
れ
る
ま
ま
二
万
四
〇

〇
〇
円
支
払
っ
て
受
け
取
り
ま
し
た
。
帰
宅
し
た
夫
は
、
購
入
の
申
込
み
を
し
た
覚
え
は
な
い
と
言
う
の
で
す
が
、
何
が
入
っ
て
い
る
か
も
わ

か
ら
な
い
の
で
、
開
封
し
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
ビ
デ
オ
三
巻
が
入
っ
て
い
ま
し
た
が
、
送
っ
て
き
た
事
業
者
に
つ
い
て
も
全
く
知
ら
な
い
と

の
こ
と
で
し
た
。
今
朝
、
郵
便
局
に
電
話
し
た
と
こ
ろ
、
代
金
は
ま
だ
郵
便
局
に
あ
り
ま
し
た
が
、「
開
封
し
て
し
ま
っ
た
も
の
は
引
き
取
れ

な
い
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
後
、
事
業
者
に
振
り
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
送
付
し
て
き
た
事
業
者
に
電
話
し
ま
し
た
が
、
何
度
か
け
て
も
つ

な
が
ら
な
い
の
で
、「
申
し
込
ん
だ
覚
え
は
な
い
の
で
、
返
金
し
て
ほ
し
い
」
と
文
書
を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、「
希
望
す
る
人
だ
け
買
っ
て
も
ら

五
三
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え
ば
よ
く
、
受
け
取
り
を
拒
否
し
て
も
ら
え
ば
よ
か
っ
た
。
し
か
し
、
開
封
し
た
も
の
は
返
品
を
受
け
な
い
」
と
文
書
が
送
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
納
得
で
き
ま
せ
ん
（
５
）。

こ
の
よ
う
に
、「
返
品
な
き
場
合
は
購
入
し
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
」
等
の
文
書
と
振
込
み
用
紙
を
添
付
し
、
注
文
の
な
い
商
品
を
送
り
付
け
る

商
法
の
こ
と
を
、「
送
り
付
け
商
法
」
あ
る
い
は
、「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
代
金
引
換
郵
便
を
利
用
し
て
、
注
文
し
て
い

な
い
物
を
送
り
付
け
、
家
族
の
誰
か
が
注
文
し
た
の
か
と
誤
信
さ
せ
、
代
金
を
支
払
わ
せ
、
商
品
を
開
封
し
た
な
ど
の
理
由
を
つ
け
て
返
金
を
し
な

い
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
一
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
商
法
を
規
制
す
る
た
め
に
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

特
定
商
取
引
法
五
九
条
（
売
買
契
約
に
基
づ
か
な
い
で
送
付
さ
れ
た
商
品
）

販
売
業
者
は
、
売
買
契
約
の
申
込
み
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
申
込
み
を
し
た
者
及
び
売
買
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
購

入
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
込
者
等
」
と
い
う
。）
以
外
の
者
に
対
し
て
売
買
契
約
の
申
込
み
を
し
、
か
つ
、
そ
の
申
込
み
に
か
か
る

商
品
を
送
付
し
た
場
合
又
は
申
込
者
等
に
対
し
て
そ
の
売
買
契
約
に
か
か
る
商
品
以
外
の
商
品
に
つ
き
売
買
契
約
の
申
込
み
を
し
、
か
つ
、
そ

の
申
込
み
に
か
か
る
商
品
を
送
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
商
品
の
送
付
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
が
、

そ
の
商
品
の
送
付
を
受
け
た
者
が
販
売
業
者
に
対
し
て
そ
の
商
品
の
引
取
り
の
請
求
を
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
請
求
の
日
か
ら
起
算
し
て
七

日
を
経
過
す
る
日
後
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
七
日
を
経
過
す
る
日
）
ま
で
に
、
そ
の
商
品
の
送
付
を
受
け
た
者
が
そ
の
申
込
み
に
つ
き
承
諾
を
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せ
ず
、
か
つ
、
販
売
業
者
が
そ
の
商
品
の
引
取
り
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
送
付
し
た
商
品
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二
　
前
項
の
規
定
は
、
そ
の
商
品
の
送
付
を
受
け
た
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
売
買
契
約
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

民
法
上
、
注
文
の
な
い
商
品
の
送
付
は
、
契
約
の
「
申
込
み
」
に
当
た
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
受
領
者
に
契
約
締
結
の
義
務

は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
、
そ
の
商
品
は
販
売
業
者
の
所
有
物
で
あ
り
、
勝
手
に
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
特
定
商
取
引
法
は
商
品

の
送
付
が
あ
っ
た
日
か
ら
一
四
日
が
経
過
し
た
後
、
あ
る
い
は
、
販
売
業
者
に
商
品
の
引
取
り
を
請
求
し
た
場
合
に
は
、
短
縮
さ
れ
て
七
日
が
経
過

し
た
後
は
、
販
売
業
者
は
商
品
の
返
還
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
規
定
す
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
民
法
の
通
説
に
よ
る
と
期
限
が
経
過
す

る
と
、
消
費
者
は
そ
の
物
を
自
由
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
刑
法
上
い
か
な
る
問
題
が
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
送
付
者
で
あ
る
販
売
業
者
に
関
し
て
は
、
刑
事
法
上
こ
れ
を
直
接
規
制
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
事
例
②
の
場
合
は
家
族
の

中
で
注
文
し
た
者
が
い
る
と
誤
信
さ
せ
、
そ
の
誤
信
に
乗
じ
て
代
金
を
受
け
取
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
詐
欺
罪
が
成
立
す

る
。次

に
、
受
領
者
で
あ
る
消
費
者
に
つ
い
て
は
、
期
限
が
経
過
す
る
前
に
、
代
金
支
払
い
の
意
思
な
く
そ
の
物
を
使
用
、
収
益
、
処
分
し
た
場
合
、

あ
る
い
は
、
そ
の
物
を
損
壊
し
た
場
合
、
横
領
の
罪
ま
た
は
器
物
損
壊
罪
が
成
立
す
る
。
商
品
の
送
付
は
売
買
契
約
の
「
申
込
み
」
で
あ
っ
て
、
当

該
物
の
所
有
権
は
販
売
業
者
に
属
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
が
横
領
の
罪
（
６
）、

器
物
損
壊
罪
に
い
う
「
他
人
の
物
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
７
）。

問
題
と
な
る
の
は
、
期
限
が
経
過
し
た
後
に
消
費
者
が
、
当
該
物
を
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
特
定
商
取
引

五
五
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五
六

法
五
九
条
は
、
販
売
業
者
が
「
そ
の
物
の
返
還
を
請
求
」
で
き
な
い
こ
と
を
規
定
し
、
消
費
者
は
そ
の
物
を
自
由
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

こ
ま
で
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
条
は
文
言
上
「
所
有
権
が
移
転
す
る
」
と
は
規
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
期
限
が
経
過
し

た
後
も
、
依
然
と
し
て
そ
の
物
は
販
売
業
者
の
所
有
物
で
あ
り
、
他
人
の
物
を
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
し
た
受
領
者
に
器
物
損
壊
罪
、
横
領
の

罪
が
成
立
す
る
。
そ
こ
で
は
民
法
上
、
消
費
者
は
そ
の
物
を
自
由
に
取
り
扱
う
こ
と
を
許
し
、
刑
法
上
、
同
じ
行
為
を
刑
罰
に
よ
っ
て
禁
止
す
る
と

い
う
法
分
野
間
の
矛
盾
状
態
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
特
定
商
取
引
法
五
九
条
が
「
所
有
権
の
移
転
」
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
矛
盾
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
同
条
が
「
所
有
権
の
移

転
」
を
定
め
た
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
刑
法
学
は
何
ら
か
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
、
素
朴
な
法
感
情
と
し
て
消
費
者
の
行
為
は
処
罰
す
る
に
値
し
な
い
。
問
題
は
刑
法
学
上
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
根
拠
付
け
る
か
な
の
で

あ
る
。

三
　
本
稿
の
進
め
方

以
上
の
よ
う
な
問
題
を
前
提
と
す
る
と
、
そ
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
解
釈
が
決
定
的
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ま
ず
こ
の

点
に
関
す
る
我
が
国
の
民
法
学
の
状
況
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
外
国
法
、
特
に
ド
イ
ツ
法
の
解
釈
と
の
比

較
を
用
い
て
検
討
す
る
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
諸
外
国
で
も
こ
れ
を
規
制
す
る
法
律
が
で
き
て
い
る
。
そ
の
中
で
も

ド
イ
ツ
は
我
が
国
と
類
似
し
た
規
制
方
法
を
と
っ
て
お
り
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
理
解
に
資
す
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
我
が
国
の
法
的
状
況
と
そ
れ
に
対
す
る
刑
法
学
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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第
二
章
　
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
民
法
学
に
お
け
る
状
況

前
述
の
よ
う
に
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
に
つ
い
て
、
刑
法
と
民
法
の
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
る
か
は
、
そ
の
解
釈
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま

ず
我
が
国
に
お
け
る
民
法
学
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
、
一
九
七
六
年
に
制
定
さ
れ
た

「
訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、
訪
問
販
売
法
と
略
す
）
が
最
初
の
規
制
で
あ
る
。
そ
の
後
、
幾
度
か
の
改
正
を
経
て
、
現
在
の
形
に
な
っ

て
い
る
が
、
現
在
の
特
定
商
取
引
法
五
九
条
に
至
る
制
定
過
程
と
現
在
の
被
害
状
況
、
同
条
の
法
律
効
果
を
確
認
し
た
あ
と
、
民
法
学
の
解
釈
を
み

る
こ
と
に
す
る
。

第
一
節
　
特
定
商
取
引
法
の
制
定
過
程
と
そ
の
法
律
効
果

一
　
特
定
商
取
引
法
の
制
定
過
程
と
被
害
状
況

経
済
制
度
の
発
展
と
共
に
、
商
品
販
売
の
多
様
化
が
進
み
、「
店
頭
販
売
」
以
外
に
も
、「
訪
問
販
売
」、「
通
信
販
売
」
な
ど
の
販
売
形
態
が
登
場

し
、
そ
れ
と
共
に
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
マ
ル
チ
商
法
等
の
い
わ
ゆ
る
悪
徳
商
法
に
対
す

る
被
害
も
出
始
め
、
消
費
者
運
動
の
高
ま
り
と
共
に
法
規
制
の
要
求
も
高
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
一
九
七
四
年
、
産
業
構
造
審

議
会
流
通
部
会
が
そ
の
中
に
特
殊
販
売
小
委
員
会
を
設
置
し
、
訪
問
販
売
、
通
信
販
売
、
マ
ル
チ
商
法
等
い
わ
ゆ
る
特
殊
販
売
に
つ
い
て
い
か
な
る

対
策
を
講
ず
べ
き
か
に
つ
き
検
討
を
開
始
し
た
（
８
）。

同
部
会
は
一
九
七
四
年
に
「
特
殊
販
売
の
適
正
化
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
中
間
答
申
を
通
産
大
臣

五
七
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五
八

に
提
出
し
、
そ
こ
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
規
制
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
（
９
）。

中
間
答
申
の
通
信
販
売
の
規
制
に
関
す
る
部
分
に
お
い

て
、「
な
お
、
通
常
の
通
信
販
売
と
は
異
な
る
形
態
の
類
似
販
売
方
式
と
し
て
、
販
売
業
者
か
ら
一
方
的
に
商
品
又
は
カ
タ
ロ
グ
等
を
消
費
者
に
送

付
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
受
取
人
か
ら
購
入
意
思
が
な
い
旨
の
通
知
等
が
積
極
的
に
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
販
売
業
者
は
、
契
約
が
成
立
し

た
も
の
と
み
な
し
て
、
商
品
代
金
の
請
求
又
は
商
品
の
配
達
を
行
う
販
売
方
式
（
い
わ
ゆ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
方
式
）
が
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
販
売
方
法
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
ト
ラ
ブ
ル
は
そ
れ
ほ
ど
生
じ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
販
売
業
者
か
ら
の
販
売
押
付
け
と
い
う
点
で
悪
性
も
あ

り
、
規
制
を
行
う
方
向
で
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
10
）」

と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
答
申
を
受
け
、
一
九
七
六
年
に
訪
問
販
売
法
が
成
立
し
、
一
八
条
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
た
（
11
）。

立
法
者
は

立
法
段
階
で
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
法
規
制
に
つ
い
て
、
消
費
者
に
保
管
義
務
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
「
一
定
期
間
経
過
後
は
、

商
品
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
行
法
で
は
対
処
し
得
な
い
商
品
を
送
付
さ
れ
た
者
の
商
品
保
管
義
務
に

つ
い
て
そ
の
軽
減
を
図
っ
て
」
い
る
と
説
明
し
て
い
る
（
12
）。

ま
た
、
政
府
原
案
で
は
返
還
請
求
が
で
き
な
く
な
る
ま
で
の
期
間
を
六
月
と
し
て
い
た
が
、

衆
議
院
に
お
け
る
議
論
の
過
程
で
、
消
費
者
の
保
護
を
い
っ
そ
う
は
か
る
た
め
と
い
う
理
由
で
三
月
に
修
正
さ
れ
た
（
13
）。

政
府
原
案
に
つ
い
て
返
還
請

求
で
き
な
く
な
る
期
間
を
六
月
と
し
て
い
た
の
は
、
一
つ
に
は
民
法
二
四
〇
条
の
遺
失
物
の
取
得
と
の
関
係
で
あ
り
（
14
）、

も
う
一
つ
に
は
、
後
述
す
る

イ
ギ
リ
ス
法
を
参
照
と
し
た
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
15
）。

一
九
八
八
年
に
同
法
が
改
正
さ
れ
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
し
て
販
売
業
者
が
返
還
を
請
求
で
き
な
く
な
る
日
が
三
月
か
ら
一
四
日
へ
、

受
取
人
が
販
売
業
者
に
通
知
し
た
場
合
に
は
一
月
か
ら
七
日
へ
と
変
更
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る

ト
ラ
ブ
ル
が
法
制
定
後
も
多
発
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
引
取
り
を
請
求
し
た
場
合
に
、
引
取
り
に
要
す
る
期
間
に
つ
き
離
島
等
の
場
合
も
踏
ま
え
七
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日
間
に
短
縮
し
、
ま
た
、
商
品
受
領
後
、
契
約
締
結
に
関
し
て
消
費
者
が
熟
慮
す
る
期
間
を
一
九
八
八
年
改
正
前
の
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
に
な
ら
っ
て

七
日
間
と
し
、
そ
れ
に
送
付
者
の
引
取
り
に
要
す
る
日
数
を
加
え
た
一
四
日
間
と
す
る
こ
と
と
し
た
（
16
）。

そ
の
後
、
訪
問
販
売
法
は
数
次
の
改
正
を
経

た
が
、
一
八
条
に
関
し
て
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
〇
年
に
は
、
消
費
者
を
め
ぐ
る
新
た
な
諸
問
題
へ
と
対
応
す
る
た
め
に
、
法
改
正
が
行
わ
れ
、
法
律
名
も
「
訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
」

か
ら
、「
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
」
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
訪
問
販
売
法
一
八
条
も
法
律
改
正
に
伴
い
移
動
さ
れ
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
と
し

て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
内
容
に
変
更
は
な
か
っ
た
（
17
）。

こ
の
よ
う
な
制
定
過
程
を
経
て
、
す
で
に
、
三
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
法
規
制
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
現
状
の

被
害
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
相
談
件
数
の
統
計
（
18
）に

よ
る
と
二
〇
〇
一
年
度
が
四
三
九
七
件
、
二
〇
〇
二
年
度
が
五
二
九

二
件
、
二
〇
〇
三
年
度
が
四
七
六
七
件
、
二
〇
〇
四
年
度
が
五
〇
三
六
件
、
二
〇
〇
五
年
度
が
四
五
九
三
件
と
な
っ
て
お
り
、
依
然
と
し
て
、
多
く

の
事
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
　
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
法
律
効
果

民
法
上
、
注
文
し
て
い
な
い
商
品
を
一
方
的
に
送
付
す
る
行
為
は
売
買
契
約
の
申
込
み
行
為
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
。
申
込
み
行
為
で
あ
る
以
上
、

消
費
者
に
は
契
約
締
結
の
義
務
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
代
金
支
払
い
の
義
務
や
、
商
品
の
返
送
義
務
も
生
じ
な
い
。
つ
ま
り
、
商
品
が
送
付
さ
れ
た
だ

け
で
は
、
消
費
者
に
は
何
ら
の
義
務
も
生
じ
な
い
の
で
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
、
法
制
定
以
前
に
お
い
て
も
民
法
に
よ
っ
て
十

分
解
決
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
商
品
の
所
有
権
自
体
は
販
売
業
者
の
側
に
あ
る
の
で
、
消
費
者
は
、
そ
の
返
還
が
請
求
さ
れ
た
場
合
に
は
返
還
せ

五
九
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六
〇

ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
商
品
を
保
管
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
問
題
性
は
、
突
然
「
返
品
な
き
場
合
に
は
購
入
し
た
と
み
な
し
代
金
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
」
等
の
文
書
が

つ
い
た
商
品
が
送
ら
れ
て
き
た
場
合
に
、
消
費
者
が
契
約
締
結
や
、
代
金
支
払
い
の
義
務
が
あ
る
と
誤
解
し
、
必
要
の
な
い
物
を
購
入
し
て
し
ま
う

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
所
有
権
者
の
返
還
請
求
に
は
応
え
ね
ば
な
ら
ず
、
使
い
も
し

な
い
商
品
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
保
管
す
る
義
務
が
生
じ
る
こ
と
も
問
題
で
あ
っ
た
（
19
）。

そ
こ
で
、
特
定
商
取
引
法
第
五
九
条
は
、
販
売
業
者
が
商
品
の
引
取
り
を
せ
ず
、
送
付
の
あ
っ
た
日
か
ら
一
四
日
が
経
過
し
た
日
、
あ
る
い
は
販

売
業
者
に
対
し
て
商
品
の
引
取
り
を
請
求
し
た
日
か
ら
七
日
が
経
過
し
た
日
の
ど
ち
ら
か
早
い
方
が
経
過
し
た
場
合
、
販
売
業
者
は
そ
の
商
品
の
返

還
を
請
求
で
き
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
反
射
的
効
果
と
し
て
、
上
記
期
間
経
過
後
は
消
費
者
が
そ
の
商
品
を
損
壊
、
利
用
、
収
益
、

処
分
し
た
と
し
て
も
、
販
売
業
者
は
損
害
賠
償
請
求
も
代
金
請
求
も
で
き
な
い
（
20
）。

し
た
が
っ
て
、
期
間
経
過
後
は
消
費
者
は
そ
の
商
品
を
自
由
に
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
期
間
経
過
後
の
使
用
に
対
し
て
、
不
当
利
得
返
還
請
求
も
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
21
）。

た
だ
し
、
期
間
内
に
商

品
を
消
費
者
が
使
用
・
消
費
し
た
と
き
は
購
入
を
承
諾
す
る
行
為
（
民
法
五
二
六
条
二
項
）
と
し
て
評
価
さ
れ
、
期
間
が
経
過
し
た
と
し
て
も
、
消

費
者
に
代
金
支
払
い
義
務
が
生
じ
る
（
22
）。

特
定
商
取
引
法
五
九
条
二
項
は
「
そ
の
商
品
の
送
付
を
受
け
た
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
売
買
契
約
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
」

と
規
定
し
て
い
る
。
立
法
論
と
し
て
は
事
業
者
間
に
お
い
て
も
一
項
を
適
用
す
る
と
い
う
見
解
（
23
）も

あ
り
う
る
と
さ
れ
る
が
、
本
法
が
消
費
者
保
護
を

目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
業
者
間
の
商
行
為
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
24
）。

ま
た
、
一
般

の
商
取
引
に
お
い
て
は
本
条
の
よ
う
な
行
為
（
納
入
業
者
が
、
新
製
品
等
を
小
売
業
者
に
先
に
送
り
、
そ
の
後
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
る
と
い
う
よ
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う
な
商
取
引
）
が
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
ま
で
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
実
態
上
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
も
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
（
25
）。

第
二
節
　
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
民
法
学
に
お
け
る
解
釈

以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
制
定
さ
れ
た
特
定
商
取
引
法
五
九
条
で
あ
る
が
、
民
法
学
上
、
本
条
に
関
し
て
、
二
つ
の
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
一
つ
は
、
注
文
せ
ず
に
送
ら
れ
て
き
た
物
に
関
し
て
消
費
者
に
保
管
義
務
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
程
度
の
保
管
義
務
な
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
送
付
さ
れ
た
物
の
所
有
権
の
所
在
で
あ
る
。

送
付
さ
れ
た
物
の
保
管
義
務
に
関
し
て
は
、
民
法
四
〇
〇
条
の
善
管
注
意
義
務
が
存
し
な
い
こ
と
は
当
然
と
さ
れ
て
い
る
が
、
自
己
の
財
産
に
対

す
る
の
と
同
一
の
注
意
を
も
っ
て
保
管
す
べ
き
義
務
が
あ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
所
有
権
に
つ
い
て
は
、
受
領
者
に
所
有
権

が
移
転
す
る
と
い
う
見
解
と
、
移
転
し
な
い
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
立
場
の
違
い
が
あ
る
。
さ
ら
に
所
有
権
が
移
転
す
る
と
い
う
構
成
に
お
い
て
も
、

そ
の
内
部
に
お
い
て
同
一
の
根
拠
に
は
基
づ
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
順
次
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

一
　
送
付
さ
れ
た
物
の
保
管
義
務
に
つ
い
て

特
定
商
取
引
法
に
関
す
る
経
済
産
業
省
の
解
説
書
に
よ
る
と
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
規
制
対
象
に
権
利
又
は
役
務
を
加
え
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
、「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
規
制
の
対
象
と
し
、
消
費
者
保
護
を
図
る
理
由
は
一
方
的
に
送
付
さ
れ
た
商
品
に
関
す
る
消
費
者
の
保

管
義
務
を
そ
の
保
管
す
べ
き
期
間
を
限
る
こ
と
に
よ
っ
て
軽
減
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
権
利
又
は
役
務
に
つ
い
て
は
経
済
的
価
値
を

六
一
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有
す
る
有
体
物
と
し
て
の
保
管
義
務
が
想
定
し
得
な
い
（
26
）」

と
述
べ
、
立
法
者
と
同
様
、
同
条
が
物
に
関
す
る
保
管
義
務
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

学
説
に
は
保
管
義
務
を
認
め
な
い
見
解
も
あ
る
が
（
27
）、

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
保
管
義
務
を
認
め
る
見
解
が
多
数
を
占
め
る
。
た
だ
し
、
そ
の
理
由
を

明
確
に
述
べ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
事
務
管
理
（
民
法
六
九
七
条
）
を
も
と
に
保
管
義
務
を
認
め
る
見
解
（
28
）や

民
法
第
六
五
九
条
（
無
償
寄
託
の
保

管
義
務
）
の
類
推
を
挙
げ
る
見
解
（
29
）も

あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
保
管
義
務
を
積
極
的
に
認
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
送
付
さ
れ
た
物
の
所
有
権
は
い
ま

だ
販
売
業
者
の
側
に
あ
り
、
消
費
者
は
販
売
業
者
の
返
還
請
求
権
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
消
費
者
に
は
保
管
義
務

が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
（
30
）。

次
に
、
保
管
義
務
の
程
度
が
問
題
と
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
送
付
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
善
管
注
意
義
務
を
負
う
と
す
る
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。

問
題
は
「
自
己
の
財
産
に
対
す
る
の
と
同
一
の
注
意
を
も
っ
て
」
保
管
す
る
義
務
を
負
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

「
自
己
の
財
産
に
対
す
る
の
と
同
一
の
注
意
を
も
っ
て
」
保
管
す
る
義
務
を
認
め
る
も
の
（
31
）か

ら
、「
自
己
の
財
産
と
同
一
の
注
意
義
務
を
課
さ
せ
る
と

解
す
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
（
32
）、「

商
品
を
預
か
る
こ
と
自
体
を
そ
も
そ
も
承
諾
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
か
ら
、『
自
己
の
財
産

と
同
一
の
注
意
』
を
負
う
こ
と
に
も
疑
問
が
あ
る
。
消
費
者
が
故
意
に
処
分
し
た
場
合
で
な
い
限
り
、
保
管
義
務
違
反
を
問
わ
れ
な
い
も
の
と
解
す

べ
き
（
33
）」

と
す
る
も
の
や
「
元
々
保
管
を
引
き
受
け
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
自
己
の
財
産
に
つ
い
て
と
同
様
の
注
意
義
務
（
民
法
六
五
九
条
）
す
ら
な

い
」
と
す
る
も
の
（
34
）ま

で
そ
の
内
容
に
は
差
が
あ
る
（
35
）。
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二
　
所
有
権
の
帰
趨
に
つ
い
て

次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
注
文
せ
ず
に
送
付
さ
れ
た
物
に
関
す
る
所
有
権
の
所
在
に
つ
い
て
で
あ
る
。
立
法
者
は
本
条
を
保
管
義
務
に
関
す
る
期

間
の
定
め
と
解
し
て
お
り
、
法
文
上
も
所
有
権
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
本
条
が
所
有
権
の
移
転
を
意
味
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
解
釈

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
所
有
権
が
移
転
す
る
と
す
る
見
解
と
、
移
転
し
な
い
と
す
る
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。

１
　
所
有
権
が
移
転
す
る
と
す
る
見
解

所
有
権
が
移
転
す
る
と
い
う
見
解
に
は
、
様
々
な
立
場
が
あ
る
。
ま
ず
、
訪
問
販
売
法
の
制
定
に
も
深
く
関
わ
っ
た
竹
内
昭
夫
は
、
手
形
の
善
意

取
得
に
関
す
る
手
形
法
一
六
条
二
項
が
「
手
形
ヲ
返
還
ス
ル
義
務
ヲ
負
ウ
コ
ト
ナ
シ
」
と
規
定
し
て
お
り
、
そ
れ
は
手
形
を
即
時
取
得
す
る
と
い
う

こ
と
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
商
品
送
付
時
よ
り
三
月
が
経
過
し
た
後
は
（
訪
問
販
売
法
制
定
当
時
の
見
解
で
あ
る
の
で
三
月
）
所

有
権
が
即
時
取
得
と
し
て
消
費
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
（
36
）。

伊
藤
進
は
、「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
式
通
信
販
売
で
は
、
消

費
者
の
購
入
意
思
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
販
売
業
者
が
勝
手
に
商
品
を
送
付
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
は
全
面
的
に
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
か
り
に
商
品
が
送
付
さ
れ
て
き
た
場
合
に
は
、
無
償
の
贈
与
と
み
な
し
て
、
直
ち
に
処
分
で
き
る
も
の
と
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
（
37
）」

と
し
、
受
領
者
に
所
有
権
が
移
転
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
ま
た
、
尾
島
茂
樹
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
無
償
の
贈
与
と
規
定
す
る
イ
ギ
リ
ス

法
、
ア
メ
リ
カ
法
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
現
行
法
が
不
十
分
で
あ
る
と
指
摘
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
無
償
の
贈
与
と
す
る
規
定
に
改
正
す
べ
き
だ

と
い
う
（
38
）。

昭
和
六
三
年
改
正
以
前
に
つ
き
、
政
府
提
案
が
民
法
二
四
〇
条
の
遺
失
物
の
取
得
と
同
様
と
み
な
し
て
、
六
月
と
し
た
と
す
る
見
解
も

あ
る
（
39
）。

ま
た
、
法
律
上
正
面
か
ら
商
品
の
所
有
権
を
与
え
た
も
の
で
は
な
い
が
、
販
売
業
者
の
返
還
請
求
権
を
消
滅
さ
せ
、
不
当
利
得
返
還
請
求
も

六
三
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出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
消
費
者
は
そ
の
商
品
を
自
由
に
使
用
・
消
費
で
き
る
わ
け
で
、
結
果
的
に
商
品
の
所
有
権
を
得
る
こ
と
に
な
る
、
と
す

る
見
解
も
あ
る
（
40
）。

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
そ
の
保
管
義
務
や
所
有
権
の
所
在
を
直
接
争
っ
た
判
例
は
筆
者
の
調
べ
た
範
囲
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
不
法
原
因
給
付
に
関
す
る
判
例
が
そ
の
参
考
と
な
る
。
民
法
七
〇
八
条
は
不
法
原
因
給
付
物
に
関
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に

関
す
る
規
定
と
同
様
に
、
そ
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定
す
る
。
最
高
裁
は
こ
の
規
定
に
つ
い
て
、「
同
条
﹇
民
法
七
〇
八
条
﹈

は
自
ら
反
社
会
的
な
行
為
を
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
行
為
の
結
果
の
復
旧
を
訴
求
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
目
的
物
の
所
有

権
が
自
己
に
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
給
付
し
た
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
筋
合
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、

贈
与
者
に
お
い
て
給
付
し
た
物
の
返
還
を
請
求
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
反
射
的
効
果
と
し
て
、
目
的
物
の
所
有
権
は
贈
与
者
の
手
を
離
れ

て
受
贈
者
に
帰
属
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
最
も
事
柄
の
実
質
に
適
合
し
、
か
つ
、
法
律
関
係
を
明
確
な
ら
し
め
る
所
以
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
（
41
）」

と
述
べ
、
所
有
権
の
移
転
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
判
例
が
参
考
に
な
る
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
（
42
）。

２
　
所
有
権
が
移
転
し
な
い
と
す
る
見
解

内
田
貞
夫
は
、
所
有
権
に
関
し
て
「
そ
の
期
間
が
た
っ
た
後
は
、
返
還
請
求
権
が
相
手
に
な
く
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
返
還
請
求
権
が
な
く
な
る

と
い
う
こ
と
は
所
有
権
を
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
相
手
は
返
還
請
求
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
か
ら
後

は
勝
手
に
処
分
し
て
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
（
43
）」

と
し
て
、
必
ず
し
も
所
有
権
が
移
転
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

同
様
に
、
立
法
当
局
者
で
あ
る
経
済
産
業
省
の
解
説
に
お
い
て
も
、「『
所
有
権
を
取
得
す
る
』
こ
と
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
所
有
権
を
有
す
る
者
が
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明
確
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
権
が
移
転
す
る
こ
と
と
す
る
の
は
、
民
法
の
所
有
権
原
則
に
照
ら
し
て
あ
ま
り
に
も
唐
突
に
過
ぎ
、
法
制
度

上
の
問
題
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
上
、
あ
る
動
産
又
は
不
動
産
の
所
有
権
の
移
転
な
り
取
得
な
り
は
、
当
事
者
間
の
合
意
が
あ
る

場
合
以
外
に
お
い
て
は
、
当
該
動
産
等
の
所
有
者
が
不
明
の
場
合
な
い
し
不
明
と
擬
制
し
得
る
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
（
民
法
第
一
九
二
条
（
即
時

取
得
）、
第
一
九
五
条
（
占
有
に
よ
る
動
物
の
取
得
）、
第
二
四
〇
条
（
遺
失
物
の
取
得
）
等
）、
本
件
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
要
件
は
当
て
は
ま
ら

な
い
た
め
で
あ
る
（
44
）」

と
述
べ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
で
、「
し
か
し
、
返
還
請
求
権
が
消
滅
す
れ
ば
、
そ
の
反
射
的
効
果
と
し
て
所
有
権
も
主
張

で
き
な
く
な
る
の
で
、
法
律
効
果
と
し
て
差
異
は
生
じ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
叙
述
は
、
上
述
の
不
法
原
因
給
付
に
関
す
る
最
高
裁
判

例
を
意
識
し
て
い
る
と
も
読
め
る
。

第
三
節
　
小
括

刑
法
上
、「
他
人
の
物
」
に
関
す
る
犯
罪
の
成
否
に
と
っ
て
民
法
上
の
所
有
権
の
所
在
が
決
定
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
特
定
商
取
引
法
五

九
条
は
明
示
し
て
い
な
い
。
同
条
成
立
に
関
す
る
立
法
者
意
思
を
考
え
る
と
、
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
に
応
え
る
た
め
に
、
注
文
し
て
い
な
い

物
を
保
管
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
、
そ
の
保
管
義
務
の
期
間
に
つ
い
て
定
め
た
と
す
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
学
説
上
こ
の
点
に
関
し
て
所
有
権
が
移
転
す
る
と
い
う
見
解
が
通
説
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
根
拠
は
示
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
し
、
そ
の
理
由
付
け
も
様
々
で
あ
る
。
民
法
二
四
〇
条
の
類
推
、
手
形
法
一
六
条
二
項
の
善
意
取
得
の
類

推
、
無
償
の
贈
与
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
返
還
請
求
権
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
の
反
射
的
効
果
と
し
て
、
所
有
権
が
移
転
す
る
と
い
う
の

が
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

六
五
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所
有
権
が
移
転
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
刑
法
上
重
大
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
る
所
有
権
が
、
所
有
権
者

の
意
思
な
く
移
転
す
る
と
い
う
見
解
を
と
る
に
し
て
は
、
各
説
の
根
拠
付
け
は
い
さ
さ
か
弱
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
本
条
が
、
消
費
者
の
保
管
義
務
の
期
間
に
つ
い
て
定
め
た
の
み
で
あ
っ
て
、
所
有
権
が
移
転
し
な
い
の
だ
と
す
る
と
、
期
間
経
過
後
に
つ

い
て
、
法
が
一
方
で
は
、
商
品
の
自
由
な
処
分
を
許
し
、
他
方
で
そ
れ
を
刑
罰
威
嚇
に
よ
っ
て
禁
止
す
る
と
い
う
法
分
野
間
の
矛
盾
が
生
じ
る
。
も

し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
刑
法
学
と
し
て
は
そ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
、
な
ん
ら
か
の
対
応
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

特
定
商
取
引
法
五
九
条
を
め
ぐ
る
解
釈
、
及
び
刑
法
学
に
お
け
る
対
応
を
論
じ
る
前
に
、
さ
ら
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
英
米
及

び
ド
イ
ツ
の
規
定
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
よ
り
詳
細
に
特
定
商
取
引
法
五
九
条
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
そ
の
制
定
に
あ
た
っ
て
参
考
と
さ
れ
た
イ
ギ

リ
ス
法
や
、
異
な
っ
た
規
定
を
持
つ
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
民
法
、
そ
し
て
、
近
年
我
が
国
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
を
設
け
、
同
様
の
問
題
状
況
が
生
じ
て

い
る
ド
イ
ツ
法
を
見
る
こ
と
が
有
益
だ
か
ら
で
あ
る
。
特
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
民
法
学
者
、
刑
法
学
者
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
が
盛
ん
に
議
論
さ

れ
て
い
る
。

第
三
章
　
英
米
及
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法

前
章
で
は
、
我
が
国
に
お
け
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
立
法
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
法
解
釈
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
本
章
で
は
、
英

米
及
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
法
規
制
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
（
旧
訪
問
販
売

法
一
八
条
）
が
参
考
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
法
、
及
び
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
法
に
お
け
る
立
法
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
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第
一
節
　
英
米
に
お
け
る
立
法

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
一
九
七
一
年
及
び
一
九
七
五
年
に
「
注
文
し
な
い
物
品
及
び
役
務
に
関
す
る
法
律
」（U

n
solicited

G
ood

s
an

d
S

er-

vices
A

ct
1971

an
d
1975

）
が
制
定
さ
れ
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
が
法
的
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
法
一
条
は
、
送
り
主
が
六

ヶ
月
以
内
に
商
品
の
返
還
を
求
め
な
か
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
受
領
者
が
送
付
者
に
返
還
を
通
知
し
て
か
ら
一
ヶ
月
が
経
過
し
て
も
取
り
に
来
な

か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
早
い
時
期
か
ら
受
領
者
は
そ
の
商
品
を
自
由
に
処
分
す
る
権
利
を
取
得
す
る
と
定
め
、
法
二
条
に
お
い
て
、
注
文

が
な
い
の
に
送
付
し
た
物
品
に
つ
い
て
、
代
金
支
払
い
を
請
求
し
た
者
は
罰
金
に
処
す
る
と
規
定
し
て
い
た
（
45
）。

我
が
国
に
お
け
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ

プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
規
定
は
こ
の
法
律
を
参
考
に
作
ら
れ
、
立
法
提
案
時
に
は
そ
の
期
間
を
六
月
と
し
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

同
法
は
一
九
九
七
年
に
後
述
の
「
通
信
販
売
契
約
の
締
結
に
お
け
る
消
費
者
保
護
に
関
す
る
一
九
九
七
年
五
月
二
〇
日
の
欧
州
議
会
・
理
事
会
指

令
」（
以
下
、
通
信
販
売
指
令
と
略
す
）
に
基
づ
い
て
削
除
さ
れ
、
代
わ
り
に
「
消
費
者
保
護
（
隔
地
販
売
）
規
則
（C

on
su

m
er

P
rotection

（D
istan

ce
S

ellin
g

）R
egu

lation
s

）」
が
制
定
さ
れ
た
。
同
規
則
に
よ
れ
ば
、
受
領
者
の
申
し
込
み
な
く
送
付
さ
れ
た
商
品
は
、
受
領
者
が
商
品

の
購
入
、
及
び
返
送
の
い
ず
れ
に
も
合
意
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
受
領
者
へ
の
無
条
件
の
贈
与
物
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
受
領
者
は
そ
の
商

品
を
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
定
め
ら
れ
、
そ
の
商
品
に
対
す
る
送
付
者
の
権
利
は
消
滅
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
46
）。

注
文
さ
れ
て
い
な
い
物
の
送
付
を
無
償
の
贈
与
と
み
な
す
規
定
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
法
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
一
五
八
四
条
、

一
五
八
五
条
に
よ
れ
ば
、
注
文
し
な
い
物
品
が
送
ら
れ
て
き
た
場
合
に
は
、
常
に
無
条
件
の
贈
与
と
み
な
し
、
し
た
が
っ
て
、
受
領
者
は
、
そ
の
物

品
を
勝
手
に
処
分
し
て
差
し
支
え
な
く
、
も
ち
ろ
ん
代
金
支
払
い
の
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
47
）。

次
に
、
以
上
の
よ
う
な
英
米
の
規
定
と
は
異
な
っ
た
規
定
を
持
つ
ド
イ
ツ
に
お
け
る
規
制
を
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

六
七
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第
二
節
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法
と
そ
の
解
釈

一
　
ド
イ
ツ
民
法
二
四
一
条
ａ
の
制
定

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
（
ド
イ
ツ
で
は
「
過
剰
広
告
」（reiß

errisch
e

W
ertu

n
g

）
と
呼
ば
れ
る
）
を
規
制
す
る
規
定

が
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
二
四
一
条
ａ
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
制
定
過
程
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
以
前
に
お
い
て
は
非
注
文
物
の
送
付
を
直
接
取
り
上
げ
た
法
律
は
な
か
っ
た
が
、
全
く
放
置
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
非
注
文
物
の
送
付
は
不
正
競
争
防
止
法
（G

esetz
gegen

d
en

u
n

lau
teren

W
ettbew

erb

）
旧
一
条
（
現
三
条
）
に
よ
っ
て
不
正
競
争
行

為
と
み
な
さ
れ
て
い
た
（
48
）。

ま
た
、
一
般
契
約
法
上
も
非
注
文
物
の
送
付
は
民
法
一
四
五
条
の
売
買
契
約
の
「
申
込
み
」
と
解
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
注
文
し
て
い
な
い
商
品
の
送
付
を
受
け
た
者
は
、
契
約
締
結
の
義
務
も
な
い
し
、
代
金
支
払
い
の
義
務
も
当
然
な
か
っ
た
。
し
か
し
商
品
の

所
有
権
は
、
売
買
契
約
の
申
込
者
で
あ
る
事
業
者
の
側
に
あ
り
、
物
権
に
基
づ
く
請
求
に
は
応
じ
る
義
務
が
あ
っ
た
。

一
九
九
七
年
、
Ｅ
Ｕ
理
事
会
に
よ
っ
て
通
信
販
売
指
令
（
49
）が

出
さ
れ
、
そ
の
第
九
条
に
注
文
し
て
い
な
い
商
品
あ
る
い
は
役
務
給
付
に
つ
い
て
規
制

す
る
こ
と
が
加
盟
国
に
求
め
ら
れ
た
。

Ｅ
Ｕ
通
信
販
売
指
令
第
九
条
「
注
文
し
て
い
な
い
商
品
あ
る
い
は
役
務
給
付
」
（
50
）

加
盟
国
は
次
の
こ
と
の
た
め
に
、
必
要
な
措
置
を
執
り
行
う
。

―
商
品
の
提
供
あ
る
い
は
役
務
給
付
の
調
達
と
支
払
い
の
要
請
が
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
、
消
費
者
に
予
め
注
文
し
て
い
な
い
の
に
商
品
が
提
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供
さ
れ
あ
る
い
は
役
務
給
付
が
調
達
さ
れ
る
こ
と
を
禁
じ
る
た
め
に
。

―
注
文
し
て
い
な
い
商
品
が
提
供
さ
れ
あ
る
い
は
役
務
給
付
が
調
達
さ
れ
た
場
合
に
対
し
て
、
消
費
者
を
そ
れ
ぞ
れ
の
反
対
給
付
か
ら
救
い
出

す
た
め
に
、
そ
の
際
何
ら
か
の
反
応
を
示
さ
な
い
こ
と
は
同
意
と
み
な
さ
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
指
令
を
国
内
法
に
置
換
す
る
た
め
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
に
「
通
信
販
売
契
約
・
消
費
者
法
の
そ
の
他
の
問
題
及
び
Ｅ

Ｕ
指
令
の
国
内
法
化
に
関
す
る
法
律
（
51
）」

を
制
定
し
た
（
52
）。

そ
れ
と
共
に
、
民
法
典
も
一
部
改
正
さ
れ
、
民
法
一
三
条
、
一
四
条
に
お
い
て
、「
消
費
者
」、

「
事
業
者
」
の
定
義
が
行
わ
れ
、
二
四
一
条
ａ
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
53
）。

そ
の
規
定
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
民
法
二
四
一
条
ａ
（
54
）

一
、
消
費
者
へ
の
事
業
者
に
よ
る
注
文
さ
れ
な
い
物
の
給
付
ま
た
は
、
注
文
さ
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
給
付
の
実
現
に
よ
り
、
消
費
者
に
対
す

る
請
求
権
は
、
基
礎
付
け
ら
れ
な
い
。

二
、
給
付
が
受
領
者
の
た
め
に
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
は
注
文
の
誤
っ
た
観
念
の
も
と
に
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
受
領
者
が
こ
の
こ
と

を
知
り
、
ま
た
は
取
引
上
必
要
な
注
意
を
用
い
れ
ば
こ
れ
を
知
り
得
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
法
律
上
の
請
求
権
は
、
排
除
さ
れ
な
い
。

三
、
消
費
者
に
注
文
さ
れ
た
給
付
の
代
わ
り
に
、
性
質
及
び
価
格
が
同
じ
給
付
が
提
供
さ
れ
、
か
つ
彼
に
受
領
を
義
務
付
け
ら
れ
ず
か
つ
返
送

費
用
を
負
担
す
る
に
及
ば
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
き
は
、
注
文
さ
れ
な
い
給
付
は
存
し
な
い
。

六
九
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こ
れ
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
非
注
文
物
の
送
付
を
明
文
で
規
制
す
る
規
定
が
出
来
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
注
文
さ
れ
て

い
な
い
物
を
消
費
者
に
送
付
し
た
事
業
者
は
あ
ら
ゆ
る
請
求
権
が
否
定
さ
れ
る
。
契
約
上
の
請
求
権
だ
け
で
な
く
、
民
法
九
八
五
条
の
所
有
者
の
返

還
請
求
権
や
、
民
法
八
一
二
条
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
も
否
定
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
二
四
一
条
ａ
二
項
の
場
合
の
よ
う
に
、
注
文
の
錯
誤
が
あ

っ
た
こ
と
を
受
領
者
が
知
っ
て
い
た
か
、
知
り
え
た
場
合
に
は
請
求
権
は
否
定
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
三
項
の
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
誠
実
な
事
業
者

を
保
護
す
る
た
め
に
、
一
定
の
場
合
に
は
非
注
文
の
商
品
で
あ
っ
て
も
注
文
さ
れ
て
い
な
い
給
付
と
は
み
な
い
、
す
な
わ
ち
注
文
し
た
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
る
（
と
は
い
え
、
受
領
の
義
務
や
返
送
費
用
は
負
担
す
る
必
要
は
な
い
）
（
55
）。

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
非
注
文
の
商
品
の
送
付
に
関
し
て
、
我
が
国
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
規
制
と
同
様
に
、
事

業
者
の
一
切
の
請
求
権
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
者
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
事
業
者
は
一
切
の
請
求
権
が
否
定
さ
れ
る
の
で
、
消

費
者
は
非
注
文
の
商
品
が
送
付
さ
れ
た
場
合
、
送
付
を
受
け
た
時
か
ら
そ
の
物
を
自
由
に
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、

ド
イ
ツ
で
は
こ
の
規
定
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
点
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
ド
イ
ツ
民
法
学
に
お
け
る
民
法
二
四
一
条
ａ
の
解
釈

以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
成
立
し
た
民
法
二
四
一
条
ａ
で
あ
る
が
、
制
定
当
初
か
ら
学
説
の
激
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、「
民
法

に
お
け
る
異
物
（F

rem
d

körp
er

）
（
56
）」

と
呼
ば
れ
た
り
、
こ
の
規
定
は
「
立
法
者
の
無
能
の
現
れ
（A

u
sd

ru
ck

gesetzgeberish
er

U
n

fäh
igkeit

）」

で
あ
り
、
こ
の
規
定
の
存
在
を
無
視
す
る
よ
う
に
（
57
）、

と
述
べ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

民
法
二
四
一
条
ａ
が
こ
の
よ
う
な
激
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
の
に
は
、
三
つ
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
つ
目
の
理
由
は
、
民
法
二
四
一
条
ａ
制
定
の
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
指
令
は
加
盟
国
を
名
宛
人
と
し
て
発
せ
ら
れ
、
指

令
そ
の
も
の
は
直
接
的
な
効
力
を
有
さ
な
い
。
指
令
は
そ
の
目
的
に
関
し
、
加
盟
国
を
拘
束
す
る
が
、
ど
の
よ
う
に
国
内
法
に
置
き
換
え
る
か
は
加

盟
国
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
指
令
の
内
容
に
合
致
す
る
国
内
法
規
や
法
制
度
が
す
で
に
存
在
す
る
場
合
は
、
新
た
に
規
定
す
る
必
要

が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
58
）。

非
注
文
物
の
送
付
は
前
述
の
よ
う
に
す
で
に
不
正
競
争
防
止
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
ま
た
一
般
契
約
法
上
も
売
買
契
約

の
申
込
み
と
み
な
さ
れ
、
消
費
者
に
反
対
給
付
の
義
務
が
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
す
で
に
十
分
法
的
に
解
決
さ
れ
て
お
り
、
国
内
法
へ

の
置
換
の
必
要
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
通
信
販
売
指
令
九
条
は
、
非
注
文
物
の
送
付
に
関
し
て
、
消
費
者
に
何
ら
の
反
対
給
付
義
務
、

申
込
み
に
対
応
す
る
義
務
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
が
、
民
法
二
四
一
条
ａ
は
こ
の
範
囲
を
明
ら
か
に
超
え
て
い
る
の
で

あ
る
（
59
）。

二
つ
目
の
理
由
は
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
民
法
上
重
大
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
注
文
な
し
に
送
付
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
、

所
有
と
占
有
が
永
続
的
に
分
離
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
60
）。

な
ぜ
な
ら
、
民
法
二
四
一
条
ａ
の
文
言
上
、
所
有
権
の
移
転
は
生
じ
ず
、
た
だ
事
業
者

の
請
求
権
が
包
括
的
に
排
除
さ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

民
法
二
四
一
条
ａ
の
制
定
以
前
は
、
事
業
者
に
よ
る
非
注
文
物
の
送
付
は
、
売
買
契
約
の
締
結
と
代
金
支
払
い
を
目
的
に
し
た
売
買
契
約
の
「
申

込
み
」
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
消
費
者
は
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の
行
為
を
行
う
必
要
は
な
い
。
た
だ
し
、
消
費
者
が
そ
の
申
込
み
に
対
し
て
、

受
諾
す
る
意
思
を
示
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
物
を
使
用
す
る
な
ど
の
受
諾
行
為
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
事
業
者
と
消

費
者
と
の
間
で
売
買
契
約
が
成
立
し
所
有
権
の
移
転
と
代
金
支
払
い
債
務
が
生
じ
る
。

と
こ
ろ
が
、
民
法
二
四
一
条
ａ
に
よ
れ
ば
事
業
者
が
注
文
さ
れ
て
い
な
い
商
品
を
消
費
者
側
に
送
付
す
る
だ
け
で
（
二
四
一
条
ａ
二
項
、
三
項
の

七
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よ
う
な
場
合
を
除
い
て
）、
消
費
者
は
そ
の
物
を
事
業
者
か
ら
の
請
求
権
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
消
費
者
が
そ
の
物
を
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
の
に
売
買
契
約
の
締
結
の
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
い
て
い
の
場

合
、
売
買
契
約
は
成
立
せ
ず
、
所
有
権
の
移
転
も
起
こ
ら
な
い
。
結
果
と
し
て
、
所
有
は
事
業
者
に
、
占
有
は
消
費
者
に
と
い
う
よ
う
に
、
所
有
と

占
有
の
永
続
的
な
分
離
が
起
こ
る
（
61
）。

こ
れ
は
、
民
法
上
整
合
性
の
取
れ
な
い
結
果
と
な
る
。

三
つ
目
の
理
由
は
、
民
法
二
四
一
条
ａ
に
よ
る
包
括
的
な
請
求
権
の
阻
却
が
憲
法
上
の
問
題
を
生
ず
る
点
に
あ
る
（
62
）。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
所
有
権

は
基
本
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
民
法
二
四
一
条
ａ
は
直
接
所
有
権
の
移
転
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
単
に
事
業
者
の
あ
ら
ゆ
る
請
求
権
を
排
除

し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
形
式
的
に
は
事
業
者
に
所
有
権
は
残
る
の
で
、
憲
法
上
の
問
題
は
回
避
さ
れ
て
い
る
（
63
）。

問
題
は
、
形
式
的
に

は
所
有
権
を
事
業
者
に
残
す
こ
と
で
憲
法
上
の
問
題
を
回
避
し
た
と
し
て
も
、
何
ら
の
請
求
権
も
行
使
で
き
な
い
所
有
権
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ

る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
事
業
者
は
も
は
や
、
そ
の
所
有
権
を
行
使
、
利
用
で
き
ず
、
所
有
権
に
基
づ
く
保
護
も
得
ら
れ
な
い
。
民
法
二
四
一
条

ａ
は
結
果
的
に
事
業
者
か
ら
所
有
権
を
奪
う
の
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
形
式
的
に
は
所
有
権
者
で
あ
る
事
業
者
は
、
所
有

権
に
伴
う
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
（
64
）。

民
法
二
四
一
条
ａ
の
憲
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
立
法
段
階
で
す
で
に
議
論
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
立
法
者
は
消
費
者
保
護
と
い
う
観

点
か
ら
、
非
注
文
物
を
送
付
し
受
領
を
強
制
す
る
と
い
う
状
況
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
包
括
的
な
請
求
権
の
排
除
と
い
う
一
義
的
な
定
式
化

が
消
費
者
を
助
け
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
事
業
者
を
「
ひ
る
ま
せ
る
（absch

recken

）」
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
た
（
65
）。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
は
、
民
法
学
上
反
論
も
あ
る
（
66
）。

し
か
し
注
文
せ
ず
に
送
付
さ
れ
た
物
を
消
費
者
が
自
由
に
使
用
、
収
益
、

処
分
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
ら
結
果
的
に
は
無
償
の
贈
与
と
同
じ
こ
と
だ
と
し
て
も
（
67
）、

事
業
者
と
消
費
者
の
間
で
所
有
と
占
有
が
永
続
的
に
分
離
す
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る
、
と
い
う
点
に
関
し
て
通
説
は
一
致
し
て
認
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
所
有
と
占
有
の
分
離
に
関
連
し
て
、
民
法
学
に
お
い
て
も
刑
法
上
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
消
費
者
は
、
民
法
二
四
一
条

ａ
に
よ
っ
て
、
注
文
せ
ず
に
送
付
さ
れ
た
物
を
、
何
ら
の
請
求
権
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と

こ
ろ
が
、
形
式
的
に
せ
よ
所
有
権
が
事
業
者
に
残
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
法
上
の
犯
罪
成
立
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
刑
法
二
四

六
条
（
横
領
罪
）、
三
〇
三
条
（
器
物
損
壊
罪
）
は
、「
他
人
の
物
」
に
対
す
る
犯
罪
で
あ
り
、
消
費
者
は
「
他
人
の
物
」
を
使
用
し
た
り
、
損
壊
し

た
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
68
）。

こ
の
よ
う
な
規
範
矛
盾
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
も
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

三
　
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
け
る
対
応

前
述
の
よ
う
に
、
通
説
的
な
見
解
に
従
え
ば
、
民
法
二
四
一
条
ａ
に
よ
っ
て
、
所
有
権
は
移
転
せ
ず
、
事
業
者
と
消
費
者
の
間
で
所
有
と
占
有
が

分
離
す
る
。
で
は
、
注
文
せ
ず
に
送
ら
れ
て
き
た
物
を
処
分
し
た
消
費
者
は
、
本
当
に
器
物
損
壊
の
為
に
可
罰
的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
注
文

せ
ず
に
送
ら
れ
て
き
た
物
の
使
用
や
消
費
は
、
横
領
の
構
成
要
件
を
充
た
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
刑
法
学
上
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、

す
で
に
い
く
つ
か
の
研
究
（
69
）が

発
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
の
中
心
的
な
課
題
は
、
法
秩
序
の
統
一
性
の
要
請
の
も
と
で
、
一
方
で
民
法
が
非
注
文
物
の
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
を
許
し

て
お
り
、
他
方
で
刑
法
が
そ
れ
を
刑
罰
威
嚇
に
よ
っ
て
禁
止
し
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
解
消
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。M

atzk
y

は
、

こ
の
矛
盾
の
解
消
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
社
会
的
に
妥
当
な
「
生
き
方
（L

e
b

e
n

sw
e

ise

）」
と
し
て
、
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
す
る
か
、

全
法
秩
序
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
か
、
免
責
さ
れ
る
と
す
る
か
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
、
刑
法
上
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の
で

七
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あ
る
（
70
）。

１
　
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
の
修
正

法
秩
序
間
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
、
器
物
損
壊
罪
、
横
領
罪
の
構
成
要
件
レ
ベ
ル
に
お
い
て
「
他
人
の
物
」、
あ
る
い
は
「
損
壊
」、「
領
得
」

概
念
の
修
正
（K

orrektu
r

）
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
損
壊
」
概
念
は
記
述
的
要
素
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

「
領
得
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
領
得
行
為
に
「
注
文
せ
ず
に
送
付
さ
れ
て
き
た
物
が
問
題
と
な
ら
な
い
限
り
」
と
い
う
要
件
を
付
加
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
条
件
の
付
加
は
行
為
で
は
な
く
ま
さ
に
行
為
客
体
の
性
質
を
問

題
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
結
局
行
為
客
体
で
あ
る
物
の
「
他
人
性
（F

rem
d

lich
keit

）」
に
つ
い
て
の
修
正
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
構
成
要
件
レ
ベ
ル
に
お
け
る
修
正
は
、
器
物
損
壊
罪
、
横
領
罪
に
共
通
の
「
他
人
性
」
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

通
説
的
見
解
に
よ
る
と
、
器
物
損
壊
罪
、
横
領
罪
に
お
け
る
物
の
「
他
人
性
」
は
民
法
に
従
う
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
物
が
無
主

物
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
行
為
者
の
単
独
所
有
に
な
い
場
合
に
は
、「
他
人
の
物
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
71
）。

し
か
し
、
物
の
「
他
人
性
」
を
民
法
に
対
す
る
厳
密
な
従
属
か
ら
離
す
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。O

tto

は
物
の
他
人
性
を
「
経
済
的
観
察

方
法
（w

irtsch
aftlich

e
B

etrach
tu

n
gsw

eise

）」
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
（
72
）。

ま
た
、
民
法
二
四
一
条
ａ
は
送
付
物
の
他
人
性
を
一

義
的
に
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
通
説
的
見
解
に
従
え
ば
、
こ
の
問
題
を
解
決
で
き
な
い
と
い
う
。
経
済
的
観
察
方
法
に
従
う
と
、
他
人
が
そ
の
物
に

対
し
て
行
為
者
よ
り
も
強
い
財
産
権
（V

erm
ögen

srech
t

）
を
持
つ
、
つ
ま
り
強
い
財
産
的
地
位
（V

erm
ögen

sp
osition

）
に
い
る
場
合
、
そ
れ

は
「
他
人
の
物
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
経
済
的
観
点
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
法
上
、
誰
か
の
所
有
物
で
は
な
い
が
、
無
主
物
で
は
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な
い
よ
う
な
場
合
（
例
え
ば
身
体
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
臓
器
な
ど
）
を
窃
盗
や
横
領
の
保
護
範
囲
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
73
）。

民
法
二
四
一

条
ａ
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
、
立
法
者
は
事
業
者
か
ら
全
て
の
請
求
権
を
除
外
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
所
有
者
は
占
有
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

支
配
力
も
持
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
占
有
者
が
そ
の
物
を
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
物
に
対
し
て
占
有
者
よ
り
強
い
財

産
権
を
持
つ
人
間
が
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
占
有
者
に
器
物
損
壊
罪
、
横
領
罪
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
のO

tto

の
見
解
はM

atzk
y

に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。M
atzk

y

に
よ
る
と
、
民
法
二
四
一
条
ａ
と
同
じ
よ
う
に
占
有
と
所
有
が
持
続
的
に

分
離
す
る
譲
渡
担
保
契
約
に
お
い
て
、O

tto

は
譲
渡
担
保
物
は
債
務
者
に
と
っ
て
他
人
の
物
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
民
法
の
所
有
権
が
決
定
的
だ
と

主
張
し
て
い
る
と
い
う
（
74
）。

そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
民
法
二
四
一
条
ａ
に
お
い
て
も
消
費
者
が
常
に
事
業
者
よ
り
も
優
位
に
あ
る
か
は
疑
わ
し
い
。

O
tto

説
か
ら
は
犯
罪
の
成
否
に
お
い
て
物
の
他
人
性
を
経
済
的
観
点
に
よ
っ
て
の
み
決
定
す
る
こ
と
が
よ
り
徹
底
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
今
度
は
譲
渡
担
保
に
お
い
て
妥
当
な
解
決
が
得
ら
れ
な
い
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
譲
渡
担
保
契
約
に
お
い
て
債
務
者

が
自
己
の
占
有
す
る
担
保
物
を
領
得
す
れ
ば
横
領
罪
が
成
立
す
る
。
純
粋
な
経
済
的
観
察
方
法
か
ら
こ
の
結
論
は
導
き
出
せ
な
い
。
譲
渡
担
保
契
約

に
お
け
る
債
務
者
は
明
ら
か
に
譲
渡
担
保
物
に
関
し
て
譲
渡
担
保
権
者
よ
り
強
い
財
産
的
地
位
に
い
る
か
ら
で
あ
る
（
75
）。

２
　
違
法
性
レ
ベ
ル
で
の
修
正

次
に
、
違
法
レ
ベ
ル
で
の
修
正
と
し
て
は
、
緊
急
行
為
、（
推
定
的
）
同
意
、
法
秩
序
の
統
一
性
の
要
求
に
よ
る
修
正
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

正
当
防
衛
、
あ
る
い
は
緊
急
避
難
に
よ
る
違
法
阻
却
は
、
刑
法
三
二
条
、
三
四
条
、
民
法
二
二
七
条
、
二
二
八
条
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

M
atzk

y

は
非
注
文
物
の
送
付
に
よ
っ
て
、
消
費
者
の
法
益
に
対
す
る
侵
害
や
危
険
が
存
在
す
る
こ
と
が
疑
わ
し
い
と
す
る
（
76
）。

ま
た
、
物
の
使
用
や

七
五
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消
費
は
そ
の
侵
害
を
避
け
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
で
は
な
い
の
で
正
当
化
さ
れ
ず
、
損
壊
行
為
に
つ
い
て
も
、
他
に
よ
り
穏
当
な
手
段
が
あ
り

う
る
と
す
る
（
77
）。T

asch
au

も
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
、
受
領
者
の
行
為
が
す
べ
て
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は
否
定
す
る
。
た
し
か
に
、
正
当
防
衛
に
お

け
る
侵
害
に
は
、
送
付
者
の
不
作
為
も
含
ま
れ
る
が
、
消
費
者
の
純
粋
な
利
益
目
的
で
行
わ
れ
た
行
為
は
防
衛
の
意
思
を
欠
き
、
刑
法
三
二
条
に
よ

っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
（
78
）。

た
だ
し
、
問
題
と
さ
れ
る
行
為
の
一
部
は
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
得
る
。
送
付
者
の
不
作
為
の
侵
害
行
為
に
対

す
る
防
衛
と
し
て
の
損
壊
行
為
や
、
妨
害
排
除
の
目
的
で
行
わ
れ
た
譲
渡
行
為
は
正
当
化
さ
れ
う
る
（
79
）。

ま
た
、
事
業
者
に
よ
る
物
の
送
付
を
「
不
法

の
私
力
」
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
排
除
す
る
行
為
は
民
法
八
五
九
条
一
項
（
占
有
防
衛
）
に
よ
り
、
正
当
化
さ
れ
る
（
80
）。

次
に
同
意
に
よ
る
正
当
化
が
考
え
ら
れ
る
。M

atzk
y

に
よ
れ
ば
、
同
意
が
あ
る
と
さ
れ
る
に
は
、
事
業
者
が
消
費
者
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
方

法
で
、
売
買
や
制
限
付
き
譲
渡
契
約
の
申
し
込
み
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
事
業
者
の
明
示
的
同
意
が
決
定
的
で

あ
る
。
し
か
し
、
通
常
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
推
定
的
同
意
が
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
通
説
に
よ
れ
ば
推
定
的
同
意

は
、
そ
の
者
の
利
益
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
事
業
者
は
、
物
の
送
付
に
よ
っ
て
、
売
買
契
約
の
締
結
と
代
金
の
支
払
い
を
目
指
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
事
業
者
の
経
済
的
利
益
は
、
当
該
物
を
利
益
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
消
費
者
が
代
金
を
支
払
う
こ
と
な
く
、
そ
の

物
を
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
こ
と
は
事
業
者
に
と
っ
て
利
益
に
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
通
常
、
非
注
文
物
の
送
付
に
関
し
て
、
推
定
的

同
意
が
存
在
す
る
と
は
い
え
な
い
（
81
）。

T
asch

au

は
同
意
の
問
題
に
つ
い
て
、
や
や
異
な
っ
た
観
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
当
該
物
に
関
す
る
消
費
者
の
行
為
は
「
消
費
者
」
の
「
同
意

権
（E

iw
illigu

n
gsb

efu
gn

is

）」
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
民
法
上
の
処
分
権
の
移
転
に
よ
り
、
民
法
上
も
刑
法
上

も
同
意
権
が
消
費
者
に
移
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
消
費
者
は
、
そ
の
物
の
第
三
者
に
よ
る
損
壊
等
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
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様
に
、
そ
の
同
意
権
の
行
使
と
し
て
、
自
ら
の
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
行
為
も
正
当
化
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
同
意
を
与
え
る

権
限
は
基
本
的
に
法
益
所
持
者
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
法
益
の
所
持
と
同
意
権
限
が
分
離
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
民
法
に
お

い
て
は
同
意
権
限
を
、
法
益
を
有
す
る
者
の
代
わ
り
に
、
そ
の
地
位
を
法
益
を
有
す
る
者
の
利
益
に
基
づ
い
て
│
代
理
の
場
合
の
よ
う
に
│
で
は
な

く
、
そ
の
利
益
の
実
現
、
す
な
わ
ち
第
三
者
の
利
益
の
た
め
に
、
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
破
産
法
八
〇
条
の
場
合
、
破
産
管
財
人
は
破
産
者

に
属
す
る
物
の
管
理
権
や
処
分
権
が
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
該
物
は
依
然
と
し
て
破
産
者
の
所
有
物
で
あ
る
。
破
産
管
財
人
は
、
所
有
者
で
あ

る
破
産
者
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
物
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
82
）。

T
asch

au

は
民
法
二
四
一
条
ａ
も
こ
れ
と
同
様
の
規
定
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
二
四
一
条
ａ
に
よ
っ
て
事
業
者
か
ら
消
費

者
へ
同
意
権
限
が
移
る
と
す
る
の
で
あ
る
（
83
）。

確
か
に
こ
れ
が
従
来
の
刑
法
上
の
同
意
に
関
す
る
見
解
と
一
致
し
な
い
こ
と
はT

asch
au

自
身
も
認
め

て
い
る
（
84
）。

刑
法
で
は
一
般
的
に
法
益
を
有
す
る
こ
と
が
同
意
権
を
有
す
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
、

同
意
と
い
う
民
法
上
、
刑
法
上
認
め
ら
れ
た
概
念
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
こ
の
見
解
が
民
法
二
四
一
条
ａ
の
所
有
と
経
済
上
の
処
分
の

分
離
と
い
う
立
法
者
の
イ
メ
ー
ジ
（V

o
rstellu

n
g

）
に
も
合
致
す
る
こ
と
、
憲
法
上
の
修
正
に
よ
っ
て
、
刑
法
二
四
二
条
、
二
四
六
条
、
三
〇
三

条
の
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
解
釈
を
修
正
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
、
消
費
者
の
意
思
に
合
致
し
た
第
三
者
の
行
為
を
正
当
化
で
き
る
こ
と
、
と
い
っ

た
利
点
を
挙
げ
て
い
る
（
85
）。

最
後
に
法
秩
序
の
統
一
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
問
題
が
解
決
で
き
る
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
民
法
学
者
の
中
に
は
、
民
法
二
四
一
条
ａ
を

正
当
化
事
由
と
解
し
て
、
直
接
刑
法
上
の
問
題
を
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る
者
が
い
る
が
（
86
）、

少
な
く
と
も
文
言
上
、
民
法
二
四
一
条
ａ
は
正
当

化
事
由
で
は
な
い
（
87
）。

こ
の
規
定
は
、
事
業
者
か
ら
一
切
の
請
求
権
を
〝
否
定
〞
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
規
定
し
て
お
り
、〝
積
極
的
〞
に
侵
害
す

七
七
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る
権
限
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
（
88
）。

M
atzk

y
も
民
法
二
四
一
条
ａ
の
正
当
化
作
用
が
文
言
上
は
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
さ
ら
に
立
法
者
意
思
や
立
法
目
的
を
考

え
て
初
め
て
、
正
当
化
事
由
の
一
般
原
理
と
の
関
連
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
（
89
）。

そ
こ
で
ま
ず
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
（
過
剰

広
告
）
の
性
質
を
、「
消
費
者
へ
の
注
文
し
て
い
な
い
物
の
送
付
は
事
業
者
の
経
済
的
な
動
機
に
か
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
消
費
者
に
直
接
呼
び

か
け
、
消
費
者
の
社
会
的
・
個
人
的
領
域
に
対
し
て
製
品
の
宣
伝
を
行
い
、
申
し
込
ま
れ
た
契
約
の
締
結
を
勧
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
消
費
者
の
利
益
は
、
過
剰
広
告
に
よ
っ
て
誘
致
に
追
い
や
ら
れ
る
と
い
う
被
害
を
免
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
の
送
付
の
受
け
取
り

を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
消
費
者
は
そ
の
中
に
あ
る
も
の
が
何
か
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
し
て
、
そ
の
物
に
対
す
る
権
利
に

し
た
が
っ
て
そ
れ
を
送
り
返
す
か
、
保
管
し
て
お
く
か
、
代
金
を
支
払
う
か
、
い
ず
れ
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
を
発
送
し
た
事
業
者
は
、

こ
こ
で
、
消
費
者
の
怠
惰
と
不
安
さ
を
当
て
に
す
る
。
消
費
者
は
通
常
、
物
を
返
送
す
る
の
が
面
倒
な
た
め
に
代
金
を
支
払
う
の
で
あ
る
」、
と
理

解
す
る
。
し
か
し
、
不
正
競
争
防
止
法
で
は
、
こ
の
事
態
を
適
切
に
解
決
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
立
法
者
は
、
事
業
者
が
、
自
発
的
に

│
消
費
者
に
注
文
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
送
ら
な
い
と
い
う
│
規
範
に
従
わ
せ
る
た
め
に
、
民
法
二
四
一
条
ａ
を
制
定
し
た
と
理
解
す
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
事
業
者
に
そ
の
行
為
の
経
済
的
刺
激
を
奪
う
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
動
機
を
消
す
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
十
分
で
あ
る
。
民
法
二

四
一
条
ａ
は
こ
の
方
法
を
示
し
て
い
る
。M

atzk
y

は
「
期
待
さ
れ
た
収
益
の
見
込
み
が
、
現
実
的
な
被
害
へ
、
す
な
わ
ち
事
業
者
か
ら
契
約
上
の

請
求
に
対
す
る
期
待
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
物
自
体
の
請
求
権
も
立
法
に
よ
っ
て
奪
う
と
い
う
転
換
が
あ
る
（
90
）」、

と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

目
的
で
制
定
さ
れ
た
民
法
二
四
一
条
ａ
は
消
費
者
を
、
事
業
者
と
当
該
物
と
の
関
係
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、「
法
秩
序
が
個
々
の
場

合
に
お
い
て
そ
の
否
定
を
取
り
消
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
〝
守
ら
れ
た
法
益
を
侵
害
し
た
人
に
と
っ
て
不
法
阻
却
さ
れ
た
事
柄
〞
を
意
味
す
る
。
民
法
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二
四
一
条
ａ
は
消
費
者
が
そ
の
意
思
に
従
っ
て
物
を
取
り
扱
う
こ
と
を
許
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
刑
法
二
四
六
条
、
三
〇
三
条
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
事
業

者
の
法
益
に
対
す
る
侵
害
を
正
当
化
す
る
（
91
）」

と
述
べ
、
法
秩
序
の
統
一
性
、
規
範
の
無
矛
盾
性
か
ら
、
消
費
者
の
法
益
侵
害
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る

と
主
張
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
民
法
二
四
一
条
ａ
を
正
当
化
事
由
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
、
法
秩
序
の
統
一
性
か
ら
刑
法
上
の
正
当
化
を
導
く
見
解
に
つ
い
て

は
、T

asch
au

に
よ
る
批
判
が
あ
る
。
本
論
の
中
心
的
課
題
に
触
れ
る
部
分
で
も
あ
る
の
で
、
や
や
詳
し
く
紹
介
す
る
。

T
asch

au

は
、
法
秩
序
の
統
一
性
や
、
比
例
原
則
、
法
秩
序
の
無
矛
盾
性
の
要
求
か
ら
、
民
法
上
の
正
当
化
事
由
を
直
接
刑
法
に
転
用
す
る
こ
と

を
批
判
す
る
。

ま
ず
法
秩
序
の
統
一
性
概
念
の
も
と
で
、
正
当
化
事
由
は
、
お
の
お
の
の
法
領
域
に
お
い
て
そ
の
目
的
設
定
に
従
っ
て
、
異
な
っ
た
姿
を
持
つ
と

い
う
。
例
え
ば
、
民
法
二
二
七
条
は
不
作
為
に
よ
る
侵
害
を
認
め
な
い
が
、
刑
法
三
二
条
は
そ
れ
を
認
め
る
。
ま
た
主
観
的
正
当
化
要
素
の
必
要
性

に
つ
い
て
も
刑
法
と
民
法
で
は
、
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
92
）。

次
に
、
比
例
原
則
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
民
法
上
行
為
が
積
極
的
に
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
刑
法
で
処
罰
す
る
こ
と
は
比
例

原
則
に
反
す
る
と
す
る
。
し
か
し
、
違
法
性
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た

場
合
で
も
、
比
例
原
則
は
満
た
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
比
例
原
則
は
、
民
法
上
の
正
当
化
事
由
の
刑
法
に
お
け
る
転
用
、
あ
る
い
は
直
接
の
使
用

で
は
な
く
、
民
法
上
の
正
当
化
事
由
の
「
効
果
」
の
転
用
を
求
め
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
比
例
原
則
か
ら
は
、
民
法
上
の
正
当
化
事
由
の
効
果

が
、
構
成
要
件
解
釈
と
違
法
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
考
慮
に
よ
る
限
界
に
つ
い
て
の
解
釈
が
失
敗
す
る
限
り

に
お
い
て
、
民
法
上
の
正
当
化
事
由
の
刑
法
に
お
け
る
転
用
が
起
き
る
の
だ
と
い
う
（
93
）。

七
九
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八
〇

ま
た
、
法
秩
序
の
無
矛
盾
性
の
要
求
か
ら
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
と
す
る
。
こ
の
原
理
は
、
自
身
と
他
の
法
秩
序
に
お
け
る
命
令
や
禁
止
が
無

矛
盾
な
行
為
規
範
を
導
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
、
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
、
あ
る
い
は
、
違

法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
矛
盾
す
る
行
為
規
範
が
存
在
し
な
く
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
は
無
矛
盾
性
の
要
求
に

と
っ
て
些
細
（u

n
erh

eblich

）
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
（
94
）。

さ
ら
にT

asch
au

は
具
体
的
に
民
法
二
四
一
条
ａ
を
正
当
化
事
由
と
し
、
そ
の
刑
法
に
対
す
る
転
用
を
認
め
る
説
に
対
し
て
、
問
題
点
を
指
摘
す

る
。
こ
れ
ら
の
学
説
は
民
法
二
四
一
条
ａ
が
正
当
化
事
由
か
と
い
う
問
題
を
看
過
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
刑
法
上
正
当
化
事
由
と
し
て
働
く

ど
の
規
定
も
民
法
上
は
正
当
化
事
由
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
民
法
二
四
一
条
ａ
は
正
当
化
事
由
で
は
な
い
。
民
法
二
四
一
条

ａ
は
事
業
者
の
請
求
に
対
す
る
抗
弁
事
由
と
し
て
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
秩
序
の
統
一
性
か
ら
こ
の
規
定
を
正
当
化
事
由
と
し

て
刑
法
内
で
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
民
法
上
の
効
果
は
他
の
方
法
に
よ
っ
て
、
刑
法
内
で
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
。
そ
し

て
、
仮
に
民
法
二
四
一
条
ａ
を
正
当
化
事
由
と
み
た
と
し
て
も
、
同
意
や
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
、
す
で
に
刑
法
内
部
で
解
決
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
直

接
の
転
用
は
必
要
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（
95
）。

第
三
節
　
小
括

以
上
の
よ
う
に
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
英
米
及
び
ド
イ
ツ
の
立
法
と
解
釈
を
み
て
き
た
。
英
米
に
お
け
る
規
制
と
ド
イ
ツ
に
お

け
る
規
制
は
全
く
異
っ
て
い
る
。
英
米
に
お
い
て
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
よ
る
商
品
の
送
付
を
無
償
の
贈
与
と
み
な
し
、
受
領
者
が
そ
の

物
を
自
由
に
使
用
、
収
益
、
処
分
で
き
る
よ
う
に
明
示
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
無
償
の
贈
与
と
す
る
こ
と
で
、
受
領
者
に
所
有
権
が
移
転
し
、
使
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用
、
収
益
、
処
分
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
物
を
損
壊
し
て
も
刑
法
上
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
法
二
四
一
条
ａ
に
よ
る
法
規
制
は
、
こ
れ
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
事
業
者
の
請
求
権
を
包
括
的
に

排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
費
者
は
守
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
仕
方
に
は
批
判
も
多
い
。
こ
の
規
定

に
よ
っ
て
、
所
有
と
占
有
の
永
続
的
な
分
離
が
起
き
る
か
ら
で
あ
る
。
民
法
上
、
消
費
者
は
送
付
さ
れ
た
物
を
自
由
に
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
刑
法
上
そ
の
行
為
は
、「
他
人
の
物
」
に
対
す
る
行
為
で
あ
り
、
器
物
損
壊
罪
、
横
領
罪
が
成
立
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
解
決
は
、
刑
法
内
部
に
お
い
て
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
解
決
法
は
論
者
に
よ
り
様
々
で
あ
る
。
構
成
要
件
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
物
の
「
他

人
性
」
概
念
の
変
更
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
違
法
性
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
民
法
上
の
所
有
権
と
同
意
権
の
分
離
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ

る
。
ま
た
、
法
秩
序
の
統
一
性
、
規
範
の
無
矛
盾
性
の
要
請
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
か
ら
の
民
法
二
四
一
条
ａ
の
直
接
適
用
と
い
う
解
決
も
主
張
さ

れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
所
有
と
占
有
が
分
離
し
て
い
る
と
い
う
状
況
の
中
で
、
刑
法
体
系
内
に
お
い
て
そ
の
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
違
い
が

な
い
。

以
上
の
よ
う
な
見
解
、
特
に
我
が
国
と
同
様
な
問
題
状
況
が
起
き
て
い
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
見
解
を
踏
ま
え
て
、
我
が
国
に
お
け
る
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
規
制
に
つ
い
て
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

八
一
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第
四
章
　
検
討

第
一
節
　
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
解
釈

我
が
国
に
お
い
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
は
特
定
商
取
引
法
五
九
条
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
法
的
効
果
は
、
期
限
経
過
後
の
販

売
業
者
の
商
品
の
返
還
請
求
権
の
排
除
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
効
果
は
商
品
の
返
還
請
求
権
に
だ
け
及
ぶ
の
で
は
な
い
。
契
約
上
の
反
対
給
付
に
関

す
る
請
求
権
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
も
排
除
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
期
限
が
経
過
し
た
後
、
消
費
者
は
そ
の
物
を
、

販
売
業
者
の
請
求
権
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
、
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

も
し
特
定
商
取
引
法
五
九
条
が
所
有
権
の
移
転
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
刑
法
上
問
題
は
生
じ
な
い
。
消
費
者
は
自
分
の
物
を
損
壊
、
使
用
、

収
益
、
処
分
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
は
所
有
権
が
移
転
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
刑
法
上
、
そ
の
行
為

に
犯
罪
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
解
釈
が
決
定
的
で
あ
る
。

特
定
商
取
引
法
五
九
条
に
よ
っ
て
所
有
権
が
移
転
す
る
と
い
う
見
解
を
取
る
論
者
は
、
憲
法
二
九
条
に
定
め
ら
れ
た
財
産
権
の
保
護
と
の
対
決
が

迫
ら
れ
る
。
消
費
者
保
護
と
い
う
立
法
目
的
と
所
有
権
保
護
と
い
う
民
法
の
重
要
な
原
則
と
の
相
克
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
見
解
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
考
え
て
み
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
、
筆
者
は
、

民
事
法
学
に
お
け
る
見
解
と
は
異
な
り
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
に
よ
っ
て
所
有
権
の
移
転
が
生
じ
る
と
解
す
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。
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一
　
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
解
釈
の
検
討

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
条
文
の
文
言
が
問
題
と
な
る
。
特
定
商
取
引
法
五
九
条
は
、「
販
売
業
者
は
・
・
・
、
そ
の
送
付
し
た
商
品
の
返
還
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
定
め
る
。
商
品
の
返
還
を
請
求
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
な
ら
ば
返
還
請
求
が
出
来
る
、
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
そ
の
返
還
請
求
は
も
ち
ろ
ん
所
有
権
に
基
づ
い
て
い
る
。
立
法
者
意
思
に
お
い
て
も
、
消
費
者
に
保
管
義
務
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
販
売
業
者
に

所
有
権
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
消
費
者
の
保
管
義
務
の
期
間
と
、
期
間
経
過
後
の
販
売
業
者
の
請
求
権
の
包
括
的
な
排
除
を
定
め
た
と
い
う
の
が

そ
の
趣
旨
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
請
求
権
を
排
除
す
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
保
管
期
間
の
定
め
は
な
い
が
、
こ
の
規
定
は
文
言
上
、

所
有
権
の
移
転
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
法
律
効
果
と
し
て
も
、
事
業
者
の
請
求
権
の
包
括
的
な
排
除
に
と
ど
ま

る
と
い
う
の
が
、
通
説
的
な
見
解
で
あ
る
。

所
有
権
が
移
転
す
る
と
い
う
見
解
の
中
で
、
も
っ
と
も
早
く
に
出
さ
れ
た
の
が
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
が
手
形
法
一
六
条
二
項
と
同
じ
だ
と
す

る
見
解
で
あ
る
。
手
形
法
一
六
条
二
項
は
「
事
由
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
為
替
手
形
ノ
占
有
ヲ
失
ヒ
タ
ル
者
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
所
持
人
ガ
前
項
ノ
規
定

ニ
依
リ
其
ノ
権
利
ヲ
証
明
ス
ル
ト
キ
ハ
手
形
ヲ
返
還
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ
コ
ト
ナ
シ
但
シ
所
持
人
ガ
悪
意
又
ハ
重
大
ナ
ル
過
失
ニ
因
リ
之
ヲ
取
得
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
裏
書
の
連
続
す
る
手
形
を
善
意
・
無
重
過
失
で
取
得
し
た
者
は
手
形
上
の
権
利
を

善
意
取
得
す
る
と
い
う
規
定
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
。
手
形
と
い
う
極
め
て
流
通
性
の
高
い
物
の
取
引
の
安
全
を
図
る
た
め
に
、
手
形
の
裏
書
が
連
続

し
て
い
る
場
合
（
手
形
法
一
六
条
一
項
）
に
限
っ
て
、
取
得
者
の
善
意
・
無
重
過
失
（
民
法
の
善
意
取
得
は
善
意
・
無
過
失
）、
原
権
利
者
か
ら
の

占
有
移
転
の
事
由
を
問
わ
な
い
（
民
法
で
は
一
九
三
条
に
よ
る
制
限
が
あ
る
）
な
ど
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
法
の
善
意
取
得
（
一
九
二
条
）
を

さ
ら
に
緩
和
し
た
特
則
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
96
）。

と
こ
ろ
で
、
本
条
を
特
定
商
取
引
法
五
九
条
と
比
較
す
る
と
、
消
費
者
か
ら
譲
り
受
け
た
第
三
者

八
三
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と
販
売
業
者
の
関
係
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
に
お
い
て
は
消
費
者
と
販
売
業
者
の
関
係
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
手
形
取

引
と
い
う
極
め
て
流
通
性
の
保
護
が
要
求
さ
れ
る
取
引
に
お
い
て
、
占
有
す
る
事
実
を
信
頼
し
た
第
三
者
が
保
護
さ
れ
る
と
い
う
規
定
と
比
べ
る
と
、

少
な
く
と
も
消
費
者
は
所
有
権
が
販
売
業
者
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
二
つ
の
条
文
は
法
文
上
同
じ
よ
う
な
規
定
で
あ
る
が
、
こ

の
二
つ
が
同
じ
効
果
を
も
た
ら
す
と
す
る
に
は
、
後
述
の
不
法
原
因
給
付
と
同
様
に
、
内
容
面
に
お
け
る
さ
ら
な
る
比
較
が
不
可
欠
な
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
論
者
は
そ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
は
い
な
い
。

次
に
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
を
無
償
の
贈
与
と
み
な
す
見
解
が
あ
る
。
論
者
の
主
張
を
見
る
と
、
そ
の
根
拠
は
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
悪
性
の
高
さ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
論
者
は
期
間
の
経
過
を
待
た
な
く
て
も
よ
い
と
し
、
商
品
が
送
付
さ
れ

た
場
合
に
は
直
ち
に
処
分
で
き
る
旨
主
張
す
る
（
97
）。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
あ
ま
り
に
法
文
か
ら
離
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
様
の
見
解
を
主
張
す
る
論
者

も
、
こ
の
規
定
の
不
十
分
さ
を
指
摘
し
て
法
改
正
が
必
要
だ
と
と
な
え
る
の
で
あ
る
（
98
）。

立
法
論
と
し
て
は
格
別
、
法
解
釈
論
と
し
て
は
い
さ
さ
か
不

十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
請
求
権
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
の
反
射
的
効
果
と
し
て
所
有
権
が
移
転
す
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
（
99
）。

こ
こ
で
は
、
不
法
原
因
給
付
と
の
類

似
性
が
問
題
に
な
る
。
た
し
か
に
、
民
法
七
〇
八
条
は
給
付
に
対
す
る
請
求
権
を
排
除
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
民
法
七
〇
八
条
の
解
釈
に
関
す
る
最

高
裁
判
例
は
、
反
射
的
効
果
と
し
て
所
有
権
の
移
転
を
認
め
る
。
で
は
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
は
民
法
七
〇
八
条
と
同
様
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
民
法
七
〇
八
条
が
な
ぜ
請
求
権
を
排
除
し
て
い
る
か
と
い
う
理
由
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
通
説
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
民

法
七
〇
八
条
は
ク
リ
ー
ン
・
ハ
ン
ズ
の
原
則
か
ら
く
る
と
さ
れ
て
い
る
（
100
）。

裁
判
所
は
不
法
の
原
因
に
よ
る
請
求
権
の
実
現
に
は
手
を
貸
さ
な
い
。
こ

れ
は
、
給
付
者
が
給
付
し
た
物
の
返
還
請
求
が
で
き
な
い
の
と
共
に
、
受
益
者
も
終
局
的
な
給
付
を
す
る
旨
の
請
求
も
で
き
な
い
と
い
う
点
に
も
現
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れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
、「
自
ら
反
社
会
的
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
行
為
の
結
果
の
復
旧
を
訴
求
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
目
的
物
の
所
有
権
が
自
己
に
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
給
付
し
た
物
の
返
還
を
訴
求
す
る
こ
と
も
許
さ
れ

な
い
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
該
事
例
に
お
い
て
は
、
無
効
な
贈
与
契
約
に
基
づ
く
贈
与
行
為
に
よ
っ
て
所
有
権
は
移
転
し
な
い
が
、

民
法
七
〇
八
条
の
「
反
射
的
効
果
」
と
し
て
所
有
権
の
移
転
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
特
定
商
取
引
法
五
九
条
を
類
似
の
規
定
と
し
て
、「
反
射
的
効

果
」
を
認
め
る
場
合
に
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
販
売
業
者
の
行
為
の
不
法
性
に
つ
い
て
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
た
し
か
に
、
非
注
文
物
の
送
付
は
正
当
な
商
法
で
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
消
費
者
保
護
の
必
要
性
、
逆
に
い
え
ば
販
売

業
者
の
悪
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
民
法
七
〇
八
条
と
の
類
似
に
つ
い
て
も
説
得
力
が
増
す
。
本
条
の
立
法
趣
旨
や
、
立
法
段
階
に
お
け
る
、

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
よ
る
売
買
契
約
を
公
序
良
俗
違
反
と
し
て
無
効
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
（
101
）か

ら
す
る
と
、
本
条
は
販
売

業
者
に
そ
の
よ
う
な
行
為
を
許
す
た
め
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
そ
の
点
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
論
考
を

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
　
小
括

本
来
、
所
有
権
絶
対
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
所
有
権
の
移
転
は
、
所
有
権
者
の
意
思
に
よ
っ
て
の
み
生
ず
る
。
所
有
権
が
、
所
有
権
者
の
意
思
を

超
え
て
法
的
に
移
転
す
る
と
み
な
す
た
め
に
は
、
所
有
権
者
の
側
に
そ
れ
だ
け
の
反
社
会
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、

消
費
者
保
護
の
必
要
性
と
民
法
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
の
厳
し
い
対
立
が
あ
る
の
で
あ
る
。

特
定
商
取
引
法
五
九
条
に
お
い
て
、
期
限
が
経
過
す
る
ま
で
は
、
販
売
業
者
の
送
付
行
為
は
、
法
律
上
、
契
約
の
申
込
み
と
し
て
理
解
可
能
な
行

八
五
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為
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
五
九
条
二
項
が
問
題
と
な
る
。
事
業
者
間
に
お
い
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
あ
た
る
行
為
は
そ
の
対
象
外
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
行
為
が
事
業
者
間
に
お
い
て
は
慣
例
的
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
本
条
は
販
売
業
者
に
不
利
益
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
禁
圧
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
ま
た
、
所
有
権
絶
対
の
原
則
に
つ
い
て
も
、
憲
法
二
九
条
二
項
、
民
法
二
〇
六
条

に
よ
っ
て
、
近
代
的
な
絶
対
的
私
的
所
有
権
か
ら
社
会
的
私
的
所
有
権
へ
と
転
換
し
て
い
る
こ
と
は
民
法
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
102
）。

し
か
し
そ
う
で

あ
っ
て
も
な
お
、
本
条
を
所
有
権
の
法
的
な
移
転
の
定
め
だ
と
す
る
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、

法
改
正
に
よ
っ
て
、
本
行
為
を
全
面
的
に
禁
止
し
、
所
有
権
の
移
転
を
明
文
で
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
格
別
、
現
在
の
規

定
を
解
釈
に
よ
っ
て
、
所
有
権
の
法
的
な
移
転
を
定
め
た
も
の
だ
と
す
る
に
は
、
更
な
る
検
討
と
根
拠
付
け
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
問
題
は
、
単
に
民
事
法
学
内
部
の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
法
秩
序
の
統
一
性
の
下
で
、
刑
法
学
に
対
し
て
も
重
大
な
問
題
を

生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
は
民
法
学
者
も
刑
法
学
者
も
互
い
の
法
分
野
に
一
定
の
配
慮
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
我
が
国

に
お
い
て
も
、
そ
の
点
を
含
め
た
検
討
と
考
察
が
行
わ
れ
る
の
が
望
ま
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
に
よ
っ
て
、（
そ
の
可
能
性
は
留
保
し
つ
つ
も
）
消
費
者
に
所
有
権
は
移
転
さ
れ
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
本
条
は
、
た
だ
消
費
者
の
側
の
保
管
義
務
の
期
間
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
民
事
法
上
そ

れ
ほ
ど
重
大
な
問
題
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
（
103
）。

消
費
者
が
販
売
業
者
の
請
求
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
物
を
自
由
に
取
り
扱
う
こ
と
が
出

来
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
文
か
ら
も
そ
の
解
釈
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、
刑
法
上
重
要
な
問
題
が
生
じ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
と
同
様
、
販
売
業
者
と
消
費
者
の
間
で
所
有
と
占
有
が
永
続

的
に
分
離
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
方
で
民
事
法
が
消
費
者
に
そ
の
物
の
自
由
な
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
を
認
め
る
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
他
方
で
刑
法
が
同
じ
行
為
を
器
物
損
壊
罪
、（
遺
失
物
）
横
領
罪
に
よ
っ
て
禁
止
す
る
と
い
う
法
分
野
間
で
の
矛
盾
が
生
じ
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
、
刑
法
学
の
側
で
何
ら
か
の
対
応
を
準
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

第
二
節
　
法
分
野
間
に
生
じ
た
矛
盾
と
刑
法
学
に
お
け
る
修
正

一
　
矛
盾
の
解
消
の
方
法

特
定
商
取
引
法
五
九
条
か
ら
生
じ
る
法
分
野
間
の
矛
盾
は
、
刑
法
学
内
部
で
解
消
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
で
は
、
こ
の
問
題
は
民
事
法
が
そ
の
行

為
を
許
容
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
法
秩
序
の
統
一
性
か
ら
直
接
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
先
に
見
た

よ
う
にT

asch
au

の
見
解
が
参
考
に
な
る
。
法
秩
序
の
統
一
性
や
、
比
例
原
則
、
規
範
の
無
矛
盾
性
の
要
求
は
民
法
の
正
当
化
事
由
を
直
接
刑
法
に

導
入
す
る
こ
と
を
求
め
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
刑
法
学
は
、
ま
ず
そ
の
民
法
上
の
「
効
果
」
を
、
刑
法
学
内
部
に
取
り
込
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

民
法
上
の
「
効
果
」
を
刑
法
体
系
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
構
成
要
件
該
当
性
や
違
法
性
の
レ
ベ
ル

で
解
決
さ
れ
よ
う
と
、
何
の
問
題
も
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
違
法
の
相
対
性
や
法
概
念
の
相
対
性
を
認
め
る
見
解
と
は
異
な
る
。
法
分
野

間
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
の
方
法
論
の
問
題
な
の
で
あ
る
（
104
）。

よ
っ
て
、
刑
法
内
部
に
お
い
て
、
こ
の
矛
盾
が
解
消
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
最
終

的
に
は
民
法
学
上
の
正
当
化
事
由
を
直
接
刑
法
に
導
入
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
105
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
と
我
が
国
の
法
規
定
の
違
い
と
し
て
刑
法
三
五
条
の
存
在
を
挙
げ
る
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
我
が
国
で
は
正
当
行
為
に

関
す
る
明
文
規
定
を
持
つ
の
で
そ
の
直
接
的
な
導
入
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
我
が
国
の
刑

法
三
五
条
の
よ
う
な
規
定
は
存
在
し
な
い
。
で
は
、
ド
イ
ツ
で
は
法
秩
序
の
統
一
性
は
考
え
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ

八
七
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事
態
は
逆
な
の
で
あ
っ
て
、
法
秩
序
の
統
一
性
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
全
法
秩
序
か
ら
の
違
法
阻
却
規
定
の
援
用
可
能
性
が
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
106
）。

さ
ら
に
、
刑
法
三
五
条
は
法
秩
序
の
統
一
性
の
観
点
か
ら
重
要
な
意
義
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
規
定
は
同
一
の
行
為

に
つ
い
て
、
あ
る
法
域
で
は
「
や
っ
て
よ
い
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
刑
法
で
処
罰
さ
れ
る
の
で
は
、
法
秩
序
と
し
て
矛
盾
で
あ
り
、
妥
当
で
な
い
と
解

す
る
考
え
方
を
確
認
し
た
規
定
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
107
）。

よ
っ
て
、
他
法
域
と
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
、
他
法
域
に
お
け
る
許
容
が
あ
る
こ
と

だ
け
を
前
提
に
刑
法
の
違
法
性
阻
却
を
検
討
す
る
方
法
論
は
取
れ
な
い
。

矛
盾
の
解
消
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
他
法
域
に
お
け
る
「
効
果
」
を
刑
法
体
系
に
適
合
す
る
形
で
、
導
入
で
き
る
か
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

二
　
犯
罪
論
体
系
内
で
の
修
正

で
は
、
消
費
者
を
刑
罰
威
嚇
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
修
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
構
成
要
件
、
違
法
性
の
レ

ベ
ル
で
個
別
的
に
み
る
こ
と
に
す
る
。

１
　
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
の
修
正

ま
ず
、
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
、
こ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
条
文
上
の
「
他
人
性
」
に
関
す
る
解
釈
の
変
更
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
通

説
的
見
解
に
従
え
ば
、
器
物
損
壊
罪
・
（
遺
失
物
）
横
領
罪
は
所
有
権
に
関
す
る
犯
罪
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
窃
盗
罪
に
関
し
て
、
財
産
秩
序
を
そ
の

保
護
法
益
と
す
る
所
持
説
に
立
っ
た
と
し
て
も
変
わ
ら
な
い
（
108
）。

そ
し
て
、
こ
の
所
有
権
の
所
在
は
民
法
（
解
釈
）
に
よ
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
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（
遺
失
物
）
横
領
罪
、
器
物
損
壊
罪
に
お
い
て
、
刑
法
上
の
「
所
有
権
」
概
念
や
、O

tto

が
主
張
す
る
よ
う
な
刑
法
上
の
「
他
人
性
」
概
念
と
い
う

も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
物
の
「
他
人
性
」
概
念
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

２
　
違
法
性
レ
ベ
ル
で
の
修
正

次
に
、
違
法
性
の
レ
ベ
ル
で
の
解
決
が
考
え
ら
れ
る
。
違
法
性
の
レ
ベ
ル
で
は
、
緊
急
行
為
、
刑
法
三
五
条
の
正
当
行
為
、（
推
定
的
）
同
意
、

と
い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
緊
急
行
為
で
あ
る
が
、
注
文
し
て
い
な
い
物
の
送
付
に
対
す
る
正
当
防
衛
が
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
非
注
文
物
の
送
付
は
、
消
費

者
の
法
的
領
域
に
対
す
る
持
続
的
な
侵
害
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
緊
急
行
為
に
よ
っ
て
違
法
阻
却
さ
れ
る
行
為
を
考
え
た
場
合
、

特
定
商
取
引
法
五
九
条
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
る
行
為
の
全
て
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
、
送
付
さ
れ
た
物
を
放
置
す
る

こ
と
に
よ
る
器
物
損
壊
罪
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
緊
急
行
為
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
、
侵
害
の
急
迫
性
、
危
難
の
現
在

性
、
と
い
う
要
件
か
ら
見
た
場
合
も
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
場
合
は
認
め
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
送
付
行
為
そ
の
物
は
、
不
正
な
行

為
で
は
な
い
（
109
）。

し
か
し
、
そ
れ
が
期
間
経
過
後
に
不
正
な
行
為
に
な
る
の
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
販
売
業
者
の
不
作
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
通
説

に
従
う
と
、
正
当
防
衛
に
お
け
る
急
迫
不
正
な
侵
害
に
不
作
為
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
状
態
そ
の
も
の
に
よ
る
不
正
な
侵
害
が
、
急
迫
な
も
の
と

い
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
あ
る
（
110
）。

特
に
ド
イ
ツ
民
法
八
五
九
条
の
よ
う
な
占
有
自
救
に
関
す
る
規
定
を
持
た
な
い
我
が
国
に
お
い
て
は
、

緊
急
行
為
に
よ
る
正
当
化
は
な
お
の
こ
と
認
め
が
た
い
（
111
）。

次
に
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
を
正
当
化
事
由
で
あ
る
と
し
て
刑
法
三
五
条
を
通
し
て
構
成
要
件
該
当
行
為
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
と
い
う
見
解

八
九



特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
刑
法
上
の
問
題

九
〇

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
論
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
も
そ
も
、
特
定
商
取
引
法
五
九

条
は
正
当
化
事
情
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
定
商
取
引
法
五
九
条
は
直
接
消
費
者
の
行
為
を
正
当
化
し
な
い
。
た
し
か
に
、
特
定
商
取
引

法
五
九
条
の
法
律
効
果
と
し
て
、
消
費
者
は
そ
の
物
を
、
自
由
に
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
同
条
が
そ
の
行
為
そ

の
も
の
を
積
極
的
に
正
当
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
同
条
は
、
販
売
業
者
の
請
求
権
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
消
極
的
に
」
そ
の
行
為
を
許
容
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
を
正
当
化
事
由
と
し
て
、
刑
法
三
五
条
に

い
う
正
当
行
為
と
す
る
見
解
は
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

次
に
、
販
売
業
者
の
同
意
に
よ
る
正
当
化
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
販
売
業
者
は
消
費
者
の
行
為
に
対
し
て
明
示
的
に
せ
よ
、
黙
示
的
に
せ
よ
同
意
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
推

定
的
同
意
が
考
え
ら
れ
る
が
、
販
売
業
者
は
非
注
文
物
の
送
付
に
よ
っ
て
、
経
済
的
利
益
を
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
売
買
契

約
の
締
結
を
申
込
み
、
消
費
者
側
の
受
諾
を
も
っ
て
売
買
契
約
が
成
立
し
、
代
金
支
払
い
を
受
け
、
利
益
を
上
げ
る
こ
と
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ

ョ
ン
の
目
的
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
基
本
的
に
、
販
売
業
者
が
当
該
物
に
関
し
て
、
消
費
者
の
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
行
為
に
同
意
す
る
こ
と
は

な
い
。
ま
た
、
販
売
業
者
は
消
費
者
が
そ
の
物
を
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
こ
と
で
、
何
ら
の
利
益
も
得
な
い
。
販
売
業
者
は
消
費
者
と
売

買
契
約
を
結
び
、
代
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
で
利
益
を
得
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
推
定
的
同
意
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、T

asch
au

の
所
有
権
と
同
意
権
の
分
離
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
で
も
っ
と
も
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、

自
由
に
処
分
で
き
な
い
法
益
を
所
持
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
法
益
を
持
た
ず
に
自
由
に
処
分
は
で
き
な
い
と
い
う
点
（
112
）に

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

所
有
権
が
事
業
者
の
側
に
残
る
と
す
る
見
解
を
取
る
以
上
、
そ
の
法
益
に
関
す
る
同
意
権
限
は
基
本
的
に
所
有
権
者
に
し
か
な
い
。
た
し
か
に
ド
イ
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ツ
に
お
い
て
、
破
産
法
八
〇
条
に
従
え
ば
、
破
産
管
財
人
は
、
破
産
者
の
意
思
に
反
し
て
破
産
者
の
所
有
物
を
処
分
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
、

必
ず
し
も
所
有
権
と
同
意
権
の
分
離
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
にT

ash
cau

自
身
が
認
め
て
い
る
が
、
破
産
管
財
人
が

ド
イ
ツ
破
産
法
八
〇
条
の
想
定
す
る
権
限
を
逸
脱
し
て
破
産
者
の
所
有
物
を
処
分
し
た
場
合
、
そ
の
処
分
行
為
に
つ
い
て
、
破
産
管
財
人
は
同
意
で

き
な
い
。
破
産
目
的
を
逸
脱
す
る
処
分
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
破
産
法
八
〇
条
の
法
的
状
況
と
は
、
む
し
ろ
破
産
法
の
目

的
か
ら
く
る
、「
債
務
者
の
」
同
意
権
の
制
限
、
す
な
わ
ち
、
破
産
管
財
人
が
破
産
目
的
で
行
う
所
有
物
の
処
分
に
関
し
て
は
、
債
務
者
は
同
意
し

た
も
の
と
見
る
方
が
よ
り
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

T
asch

au

の
主
張
す
る
よ
う
な
、
所
有
権
と
同
意
権
の
分
離
と
い
う
主
張
は
、
参
考
に
な
る
部
分
は
多
い
が
、
行
き
す
ぎ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。こ

の
点
に
関
し
、
我
が
国
に
お
い
て
考
え
て
み
る
と
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
は
、
少
な
く
と
も
送
付
か
ら
一
四
日
間
、
事
業
者
に
通
告
し
て
か

ら
七
日
間
は
、
事
業
者
は
「
正
当
な
」
所
有
権
者
と
し
て
、
商
品
の
返
還
を
請
求
で
き
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
を
逆
か
ら
見
れ
ば
、
送

付
者
は
一
四
日
（
七
日
）
以
内
に
、
返
還
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
特
定
商
取
引
法
五
九
条
は
所
有
権
の

移
転
を
認
め
て
い
な
い
、
し
か
し
、
販
売
業
者
は
期
間
満
了
時
ま
で
に
所
有
権
者
と
し
て
、
そ
の
返
還
請
求
を
す
る
か
し
な
い
か
、
と
い
う
態
度
決

定
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
期
間
が
経
過
す
れ
ば
、
も
は
や
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
定

商
取
引
法
五
九
条
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
示
的
な
意
思
表
示
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
販
売
業
者
は
態
度
決
定
を
し
な
い
こ
と
、
つ
ま

り
期
間
内
に
返
還
請
求
を
し
な
い
こ
と
、
も
し
く
は
引
取
り
を
通
告
さ
れ
た
場
合
に
は
引
取
り
を
し
な
い
こ
と
、
に
よ
っ
て
、
消
費
者
が
そ
の
物
を

自
由
に
取
り
扱
う
こ
と
に
「
同
意
」
し
て
い
る
（
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
）
の
で
あ
る
。

九
一



特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
刑
法
上
の
問
題

九
二

販
売
業
者
の
不
作
為
を
同
意
と
解
す
る
見
解
か
ら
は
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
所
有
権
の
移
転
に
つ
い
て
同
意
し
て
い
る
、
つ
ま
り
無
償
の
贈
与
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
再
び
問
題
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
純
粋
に
民
法
学
上
の
問
題
で
あ
る
。

民
法
上
こ
れ
を
無
償
の
贈
与
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
所
有
権
の
移
転
が
行
わ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
刑
法
学
上
何
ら
の
問
題
も

生
じ
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
民
法
学
上
、
こ
の
送
付
者
の
不
作
為
を
無
償
の
贈
与
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
所
有
権
の
移
転
が
行
わ
れ

な
い
と
し
て
も
、
刑
法
学
上
、
こ
れ
を
同
意
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
論
的
に
、
た
と
え
民
法
学
上
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
に
つ
い
て
所
有
権

の
所
在
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
と
し
て
も
、
刑
法
上
も
消
費
者
は
そ
の
物
を
自
由
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
法
分
野
間
の
矛
盾
が
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
最
後
に
も
う
一
度
注
意
的
に
述
べ
て
お
く
。
こ
の
見
解
は
、
所
有
権
概
念
の
相
対
性
や
違
法
の
相
対
性
を
認
め
、
刑
法
の
独

自
の
目
的
か
ら
不
処
罰
を
導
く
見
解
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
い
た
っ
た
の
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
消
費
者
に
よ
る
所

有
権
侵
害
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
が
消
費
者
の
行
為
を
許
容
す
る
と
い
う
法
律
効
果
を
も
と
に
、
そ
の
効
果
を
刑
法
体
系
内

で
適
合
的
に
解
釈
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
は
、
刑
法
が
民
事
法
に
従
属
す
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
主
張
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

第
五
章
　
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
に
よ
っ
て
、
注
文
な
し
に
送
付
さ
れ
た
物
に
関
し
て
所
有
と
占
有
が
分
離
し
て
い
る
と
解
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し
、
法
秩
序
間
に
矛
盾
が
生
じ
る
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
刑
法
解
釈
上
解
決
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
販
売
業
者
は
、
そ
の
期

限
内
に
態
度
決
定
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
者
の
損
壊
、
使
用
、
収
益
、
処
分
な
ど
一
切
の
行
為
に
つ
い
て
、
同
意
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
た
し
か
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
公
正
な
取
引
方
法
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
販
売
業
者
は
、「
返
品
な
き
場
合
は

代
金
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
っ
た
内
容
の
請
求
書
を
つ
け
て
、
注
文
の
な
い
商
品
を
消
費
者
に
送
り
付
け
る
。
消
費
者
は
、
た
と
え
代

金
支
払
い
の
義
務
が
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
商
品
を
販
売
業
者
の
返
還
請
求
に
応
じ
て
返
還
す
る
た
め
に
保
管
す
る
と
い
っ
た
無
用
の

ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
の
回
答
に
お

い
て
も
、
販
売
業
者
に
着
払
い
で
送
り
返
す
か
、
少
な
く
と
も
内
容
証
明
に
よ
っ
て
、
返
還
す
る
よ
う
に
求
め
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
一
般
的
な

民
法
解
釈
や
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
存
在
に
よ
っ
て
、
本
来
は
そ
の
必
要
す
ら
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
が
こ
の
状
況
を
適
切
に
解
決
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
所
有
と
占
有
の
分
離
と
い
う
法
的
結
果

は
、
民
法
学
上
、
刑
法
学
上
、
看
過
し
え
な
い
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
特
定
商
取
引
法
五
九
条
は
こ
の
問
題
を
明
文
に
よ
っ
て
適

切
に
解
決
で
き
る
よ
う
に
改
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
裁
判
例
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
も
の
は
な
い
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
法
解
釈
上
疑
義
の
あ
る
規
定
を
存
続
さ
せ
て
お
く
理
由
は
な
い
。

で
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
前
述
の
イ
ギ
リ
ス
法
の
よ
う
に
刑
事
罰
に
よ
っ
て
規
制
す
る
と
い
う
方
向
の
改
正
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
論
者
も
い
る
が
（
113
）、

そ
の
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
刑
罰
発
動
の
た
め
の
い
く
つ
か
の
条
件
を
欠
く
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
藤
木
英
雄
は
、
そ
の
著
書
に
お
い
て
刑
法
の
発
動
の
条
件
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
法
益
の
貴
重
性
、
刑
罰
に
よ
る
保
護
の
必
要
性
、
刑

九
三
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罰
に
よ
る
保
護
の
適
応
性
で
あ
る
（
114
）。

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
る
法
益
は
、
直
接
的
に
は
平
穏
な
生
活
と
い
う
こ
と
な
る
。
具
体
的
に
は
そ
の
支
配
領
域
に
対

す
る
不
正
な
侵
害
で
あ
る
。
ま
た
、
間
接
的
に
は
、
そ
の
財
産
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
法
益
の
貴
重
性
と
い
う
点
で
は
条
件
を
満
た
し
て
い

る
。刑

罰
に
よ
る
保
護
の
必
要
性
と
は
、
他
の
手
段
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
条
件
に
関
し
て
は
、

す
で
に
他
国
で
の
規
制
手
段
を
見
る
限
り
、
刑
罰
発
動
の
条
件
と
し
て
満
た
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
改
正
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
法
や
、
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
民
法
に
規
定
の
あ
る
よ
う
に
、
期
間
の
定
め
を
削
除
し
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
無
償
の
贈
与
と
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
規
制
す
る
に
は
、
送
付
者
が
持
つ
経
済
的
動
機
を
ひ
る
ま
せ
る
こ
と
で
足
り
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の

よ
う
な
方
向
の
法
改
正
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
刑
罰
に
よ
る
保
護
の
適
応
性
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
刑
法
に
よ
る
規
制
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
こ
の
点
で
、

刑
罰
に
よ
る
保
護
の
方
法
が
そ
の
社
会
的
害
悪
の
防
止
に
適
応
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
刑
罰
権
の
行
使
に
よ
る
副
作
用
的
弊
害
を
少
な

く
す
る
こ
と
が
重
要
な
観
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
刑
事
的
に
規
制
す
る
方
法
と
し
て
、
注
文
の
な
い
商
品
を
送
付

し
た
者
を
処
罰
す
る
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
、
注
文
の
な
い
商
品
の
送
付
は
民
法
上
も
売
買
契
約
の
「
申
込
み
」
行
為
と
し
て
解
釈
可
能
な
の
で

あ
る
。
特
定
商
取
引
法
五
九
条
二
項
に
み
る
よ
う
に
、
事
業
者
間
で
は
こ
の
規
定
の
適
用
は
除
外
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
事
業
者
間
で
は
商
品
を
先
に

送
付
す
る
と
い
う
商
法
が
慣
例
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
が
、
同
様
の
行
為
で
あ
っ
て
も
状
況
次
第
で
は
、
民
法
上
通
常
の
取
引
行
為

と
し
て
み
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
刑
事
的
に
規
制
す
る
こ
と
は
、
無
用
な
混
乱
を
招
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く
だ
け
で
あ
ろ
う
。

一
般
の
消
費
者
を
無
用
な
問
題
か
ら
解
放
し
、
法
的
に
困
難
な
状
況
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
法
に
よ
っ
て
所
有
権
の
移
転
を
明
示
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
消
費
者
に
対
す
る
啓
蒙
を
さ
ら
に
広
く
進
め
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
稿
で
は
、
特
定
商
取
引
法
五
九
条
に
つ
い
て
、
民
事
法
学
の
解
釈
に
踏
み
込
ん
だ
形
で
検
討
し
た
。
も
と
よ
り
刑
法
を
専
門
と
す
る

筆
者
に
十
分
検
討
で
き
た
か
は
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
筆
者
の
誤
解
に
つ
い
て
の
ご
批
判
も
多
い
こ
と
と
思
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本
稿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
の
は
、
従
来
、
刑
法
学
者
と
民
法
学
者
が
あ
ま
り
に
没
交
渉
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
が
問
題
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
来
、
財
産
犯
の
分
野
は
、
民
事
法
が
規
律
す
る
市
民
の
権
利
に
関
す
る
問
題
を
、
刑
罰
威
嚇
に
よ
っ
て
裏
面
か
ら
保

護
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
市
民
を
規
律
す
る
財
産
秩
序
と
は
、
民
事
法
と
刑
事
法
が
一
体
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
取

り
上
げ
た
問
題
以
外
に
も
刑
法
と
民
法
の
交
錯
が
正
面
か
ら
問
わ
れ
る
問
題
は
多
い
。
従
来
か
ら
刑
法
学
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
も
の

に
加
え
て
、
特
に
近
時
は
、
刑
事
立
法
の
活
性
化
が
叫
ば
れ
、
ま
た
、
世
間
で
耳
目
を
集
め
る
事
案
に
対
す
る
や
や
拙
速
と
も
思
え
る
立
法
も
多
く

見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
は
、
刑
事
法
学
者
と
民
事
法
学
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
法
解
釈
を
追
及
す
る
の
み
な
ら
ず
、
他
法
域
に
も
配
慮
し

た
解
釈
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
解
釈
論
や
立
法
論
の
分
野
に
お
い
て
両
者
の
交
流
が
不
可
欠
で
あ
り
、
よ
り
充
実
し
た
解
釈

学
の
発
展
の
た
め
に
、
互
い
の
領
域
に
踏
み
込
ん
だ
形
で
の
共
同
作
業
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

九
五
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（
１
）
拙
稿
「
自
救
行
為
に
つ
い
て
（
一
）〜（
三
・
完
）」
法
学
雑
誌
五
二
巻
一
〜
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）、
特
に
「
自
救
行
為
に
つ
い
て
（
三
・
完
）」
五
一
一
頁
以
下
、
近

時
同
じ
方
向
性
を
示
す
見
解
と
し
て
、
山
口
厚
＝
井
田
良
＝
佐
伯
仁
志
『
理
論
刑
法
学
の
最
前
線
Ⅱ
』（
岩
波
書
店
　
二
〇
〇
六
年
）
六
三
頁
以
下
（
井
田
良
執
筆
分
）

が
あ
る
。
井
田
説
に
対
し
て
は
、
山
口
、
佐
伯
の
コ
メ
ン
ト
も
含
め
て
後
日
別
稿
に
て
検
討
し
た
い
。

（
２
）
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
（
第
三
版
）』（
成
文
堂
　
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
二
頁
。

（
３
）
い
わ
ゆ
る
、「
違
法
の
相
対
性
説
」
を
と
っ
た
場
合
、
法
秩
序
間
の
矛
盾
は
許
容
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
違
法
の
相
対
性
説
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
の
財
産

犯
の
保
護
法
益
論
に
お
け
る
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
自
救
行
為
に
つ
い
て
（
三
・
完
）」
五
一
五
頁
以
下
。
な
お
、
我
が
国
に
お
け
る
違
法
の
相
対
性
説
の
代
表

的
論
者
で
あ
る
前
田
雅
英
も
、
完
全
に
民
法
か
ら
独
立
し
た
見
解
を
取
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
民
法
の
見
解
を
参
照
し
て
い
る
。
前
田
雅
英

『
刑
法
各
論
講
義
』（
東
京
大
学
出
版
会
　
二
〇
〇
七
年
）
三
〇
六
頁
以
下
な
ど
。

（
４
）
山
本
豊
＝
村
千
鶴
子
＝
角
田
真
理
子
＝
圓
山
茂
夫
『
消
費
者
契
約
紛
争
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
第
二
版
）』（
弘
文
堂
　
二
〇
〇
五
年
）
一
八
頁
。

（
５
）
山
本
他
・
前
掲
書
二
〇
頁
。

（
６
）
後
述
す
る
よ
う
に
、
民
法
上
、
送
付
さ
れ
た
物
に
関
し
て
無
償
寄
託
の
類
似
と
す
る
見
解
が
あ
る
こ
と
か
ら
委
託
物
横
領
罪
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
委
託
物
横
領
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
現
実
の
委
託
信
頼
関
係
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
横
領
の
罪
の
中
で
も
遺
失
物
横
領
罪
が
特
に
問
題
と
な
る
。

（
７
）
こ
れ
に
対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
理
解
に
よ
っ
て
は
正
当
防
衛
等
に
よ
る
正
当
化
が
考
え
ら
れ
る
。

（
８
）
竹
内
昭
夫
『
新
版
　
特
殊
販
売
規
制
法
』（
商
事
法
務
研
究
会
　
一
九
八
六
年
）
七
頁
。

（
９
）
本
答
申
及
び
、
関
連
諸
法
の
整
備
に
お
い
て
主
眼
と
さ
れ
た
の
は
訪
問
販
売
に
関
す
る
規
制
、
と
り
わ
け
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
制
度
な
ら
び
に
マ
ル
チ
商
法
に
関
す
る
規

制
で
あ
る
が
、
本
稿
に
は
直
接
関
連
し
な
い
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
10
）
竹
内
・
前
掲
（
注
８
）
二
六
〇
頁
。

（
11
）
（
旧
）
訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
一
八
条

販
売
業
者
は
、
売
買
契
約
の
申
込
み
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
申
込
み
を
し
た
者
及
び
売
買
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
購
入
者
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
申
込
者
等
」
と
い
う
。）
以
外
の
者
に
対
し
て
、
売
買
契
約
の
申
込
み
を
し
、
か
つ
、
そ
の
申
込
み
に
か
か
る
商
品
を
送
付
し
た
場
合
又
は
申
込
者
等
に
対
し
て

そ
の
売
買
契
約
に
か
か
る
商
品
以
外
の
商
品
に
つ
き
売
買
契
約
の
申
込
み
を
し
、
か
つ
、
そ
の
申
込
み
に
か
か
る
商
品
を
送
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
商
品
の
送
付

が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
が
、
そ
の
商
品
の
送
付
を
受
け
た
者
が
販
売
業
者
に
対
し
て
そ
の
商
品
の
引
取
り
の
請
求
を
し
た
場
合
に
お
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け
る
そ
の
請
求
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
）
ま
で
に
そ
の
商
品
の
送
付
を
受
け
た
者
が
そ
の
申
込
み
に
つ
き
承
諾
を
せ
ず
、
且
つ
、
販
売
業
者
が
そ
の
商

品
の
引
取
り
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
送
付
し
た
商
品
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二
　
前
項
の
規
定
は
、
そ
の
商
品
の
送
付
を
受
け
た
も
の
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
売
買
契
約
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
12
）
「
一
九
七
六
年
五
月
二
〇
日
　
第
七
七
回
国
会
参
議
院
商
工
委
員
議
事
録
」
第
六
号
三
一
頁
（
天
谷
直
弘
発
言
）

（
13
）
「
一
九
七
六
年
五
月
一
九
日
　
第
七
七
回
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
」
第
一
三
号
一
頁
（
佐
野
進
発
言
）、
審
議
内
容
に
つ
い
て
は
「
一
九
七
六
年
五
月
一
八
日

第
七
七
回
国
会
衆
議
院
商
工
会
議
録
」
第
一
二
号
三
〇
頁
以
下
（
佐
野
進
、
竹
内
直
一
、
竹
内
昭
夫
発
言
）。

（
14
）
経
済
産
業
省
商
務
情
報
政
策
局
消
費
経
済
部
消
費
経
済
政
策
課
編
『
平
成
一
六
年
版
　
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
解
説
』（
経
済
産
業
調
査
会
　
二
〇
〇
四
年
）

二
九
五
頁
。

（
15
）
「
一
九
七
六
年
五
月
一
八
日
　
第
七
七
回
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
会
議
録
」
第
一
二
号
三
八
頁
（
天
谷
直
弘
発
言
）。
法
制
定
に
関
わ
っ
た
竹
内
昭
夫
は
、
イ
ギ
リ

ス
法
の
ほ
か
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
民
法
も
参
照
し
て
い
る
。
竹
内
・
前
掲
（
注
８
）
七
七
頁
、
九
三
頁
。
外
国
法
に
つ
い
て
は
後
述
三
参
照
。

（
16
）
経
済
産
業
省
・
前
掲
（
注
14
）
二
九
五
頁
以
下
。

（
17
）
そ
の
他
の
改
正
等
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
・
前
掲
（
注
14
）
三
頁
以
下
参
照
。

（
18
）
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
消
費
生
活
相
談
デ
ー
タ
ベ
ー
スh

ttp
://d

a
ta

file
.k

o
k

u
s
e
n

.g
o
.jp

/

に
よ
る
。

（
19
）
竹
内
・
前
掲
（
注
８
）
九
三
頁
。

（
20
）
齋
藤
雅
弘
＝
池
本
誠
司
＝
石
戸
谷
豊
『
特
定
商
取
引
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
第
三
版
）』（
日
本
評
論
社
　
二
〇
〇
五
年
）
四
八
六
頁
（
池
本
執
筆
分
）。

（
21
）
竹
内
・
前
掲
（
注
８
）
九
七
頁
。

（
22
）
齋
藤
ほ
か
・
前
掲
（
注
20
）
四
八
七
頁
、
そ
の
場
合
の
立
証
責
任
は
事
業
者
が
負
う
。

（
23
）
竹
内
・
前
掲
（
注
８
）
九
七
頁
。

（
24
）
今
村
成
和
＝
丹
宗
昭
信
＝
実
方
謙
二
＝
厚
谷
襄
児
編
『
注
解
経
済
法
　
下
巻
』（
青
林
書
院
　
一
九
八
五
年
）
九
一
九
頁
（
飯
田
泰
雄
執
筆
分
）。

（
25
）
経
済
産
業
省
・
前
掲
（
注
14
）
二
九
七
頁
。

（
26
）
経
済
産
業
省
・
前
掲
（
注
14
）
二
九
七
頁
。

（
27
）
伊
藤
進
『
消
費
者
私
法
論
』（
信
山
社
出
版
　
一
九
九
八
年
）
八
三
頁
、
尾
島
茂
樹
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
一
考
察
」
ク
レ
ジ
ッ
ト
研
究
三
二
号

（
二
〇
〇
四
年
）
二
八
六
頁
以
下
。

九
七



特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
刑
法
上
の
問
題

九
八

（
28
）
中
野
正
俊
『
増
補
・
改
訂
　
割
賦
・
訪
問
・
通
信
販
売
の
法
律
知
識
』（
三
一
書
房
　
一
九
八
六
年
）
一
八
三
頁
。
な
お
同
書
一
八
六
頁
は
、
本
来
な
ら
ば
一
方
的
に

送
付
さ
れ
た
物
の
保
管
義
務
は
生
じ
な
い
と
す
る
。

（
29
）
経
済
産
業
省
・
前
掲
（
注
14
）
二
九
四
頁
。

（
30
）
竹
内
・
前
掲
（
注
８
）
九
二
頁
、
今
村
ほ
か
・
前
掲
（
注
24
）
九
一
八
頁
、
齋
藤
ほ
か
・
前
掲
（
注
14
）
四
八
六
頁
、
山
本
ほ
か
・
前
掲
（
注
４
）
一
一
九
頁
、
若
原

紀
代
子
『
民
法
と
消
費
者
法
の
交
錯
』（
成
文
堂
　
一
九
九
九
年
）
一
九
〇
頁
、
山
口
康
夫
＝
渋
谷
絢
子
『
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
相
談
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
新
日
本
法
規
出
版

二
〇
〇
五
年
）
二
七
七
頁
。
た
だ
し
、
尾
島
・
前
掲
（
注
27
）
二
八
四
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
特
定
商
取
引
法
五
九
条
が
保
管
義
務
を
根
拠
付
け
る
か
の
よ
う
な
見
解
は

取
り
が
た
い
。
消
費
者
を
保
護
す
る
た
め
の
本
条
が
、
消
費
者
に
民
法
に
も
規
定
さ
れ
な
い
不
利
益
な
保
管
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
と
は
解
し
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
保

管
義
務
に
つ
い
て
は
民
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
31
）
山
本
ほ
か
・
前
掲
（
注
４
）
一
九
頁
、
梶
村
太
市
＝
石
田
賢
一
編
『
特
定
商
取
引
法
』（
青
林
書
院
　
二
〇
〇
六
年
）
五
七
九
頁
（
西
川
政
治
執
筆
分
）。

（
32
）
経
済
産
業
省
・
前
掲
（
注
14
）
二
九
四
頁
。

（
33
）
齋
藤
ほ
か
・
前
掲
（
注
14
）
四
八
六
頁
。

（
34
）
竹
内
・
前
掲
（
注
８
）
九
三
頁
。

（
35
）
な
お
、
竹
内
昭
夫
＝
内
田
貞
夫
＝
小
島
武
司
＝
野
々
内
隆
＝
柳
館
栄
＝
吉
岡
博
之
「
座
談
会
　
特
殊
販
売
の
実
態
と
法
規
制
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
五
号
（
一
九
七
七
年
）

二
六
頁
（
内
田
発
言
部
分
）
に
保
管
義
務
に
関
す
る
発
言
が
あ
る
。

（
36
）
竹
内
ほ
か
・
前
掲
　
二
七
頁
（
竹
内
発
言
部
分
）。

（
37
）
伊
藤
・
前
掲
（
注
27
）
八
三
頁
。

（
38
）
尾
島
・
前
掲
（
注
27
）
二
八
七
頁
。

（
39
）
経
済
産
業
省
・
前
掲
（
注
14
）
二
九
五
頁
。

（
40
）
今
村
ほ
か
・
前
掲
（
注
24
）
九
一
八
頁
、
中
野
・
前
掲
（
注
23
）
一
八
四
頁
も
同
様
で
あ
る
。

（
41
）
最
高
裁
昭
和
四
五
年
一
〇
月
二
一
日
判
決
（
民
集
二
四
巻
一
一
号
一
五
六
〇
頁
以
下
）。

（
42
）
尾
島
・
前
掲
（
注
27
）
二
八
九
頁
。

（
43
）
竹
内
ほ
か
・
前
掲
（
注
35
）
二
七
頁
（
内
田
発
言
）。

（
44
）
経
済
産
業
省
・
前
掲
（
注
14
）
二
九
六
頁
。
同
旨
、
梶
村
太
市
＝
深
澤
利
一
＝
石
田
賢
一
編
『
訪
問
販
売
法
』（
青
林
書
院
　
一
九
九
二
年
）
三
三
二
頁
（
宮
崎
富
士



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
九
巻
　
　
第
四
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（
二
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〇
七
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二
月
）

見
執
筆
分
）。

（
45
）
竹
内
・
前
掲
（
注
８
）
七
七
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
46
）
尾
島
・
前
掲
（
注
27
）
二
九
四
頁
の
和
訳
を
参
考
に
し
た
。

（
47
）
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
民
法
の
規
定
は
実
際
に
は
も
っ
と
長
い
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
竹
内
・
前
掲
（
注
８
）
七
七
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
48
）
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
旧
一
条
は
、
商
行
為
と
し
て
、
公
序
良
俗
違
反
の
目
的
で
不
正
競
争
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
差
止
め
と
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
。vgl.

S
tep

h
an

L
oren

z,
D

ie
U

m
setzu

n
g

d
er

F
ern

absatzrich
tlin

ie,
Ju

S
2000,

H
eft
9,

S
.
841,

B
en

jam
in

T
ach

au
,

Ist
d

as

S
trafrech

t
stren

ger
als

d
as

Z
ivilrech

t?,2005,S
.19ff.

（
49
）

R
ich

tlin
ie
97/7

d
es

E
u

rop
äisch

en
P

arlam
en

tes
u

n
d

d
es

R
ates

vom
20.
5.
1997

ü
b

er
d

en
V

erb
rau

ch
ersch

u
tz

b
ei

V
ertragsab

sch
lü

ssen
im

F
ern

absatz,N
JW
1998,S

.212,L
oren

z,a.a.O
.,S

.833ff.,T
ach

au
,a.a.O

.,S
.80f.

、
な
お
、
岡
林
信
幸
「
通
信
販
売
に
お
け
る
契
約
締
結
の
際
の
消
費
者
保
護
に

関
す
る
指
針
」
名
城
法
学
四
八
巻
三
号
（
一
九
九
九
年
）
一
八
九
頁
以
下
に
そ
の
和
訳
が
あ
る
。

（
50
）
岡
林
・
前
掲
　
一
九
四
頁
。

（
51
）

G
esetz

ü
ber

F
ern

absatzverträge
u

n
d

an
d

ere
F

ragen
d

es
V

erbrau
ch

errech
ts

sow
ie

zu
r

U
m

stellu
n

g
von

V
orsch

riften
au

f
E

u
ro,

B
G

B
l.2000

T
eil

1
N

r.28,S
.897ff.

（
52
）
Ｅ
Ｕ
指
令
と
ド
イ
ツ
国
内
法
の
関
係
に
つ
い
て
はA

n
ja

S
ch

w
abe

「
通
信
販
売
契
約
の
締
結
―
Ｅ
Ｕ
指
令
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
消
費
者
保
護
法
の
改
正
│
」
入
稲
福
智
訳

平
成
法
政
研
究
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
七
八
頁
以
下
参
照
。

（
53
）

L
oren

z,
a.a.O

.,
S

.833ff.,
D

ork
O

lzen
,

S
tau

d
in

gers
K

om
m

en
tar

zu
m

B
G

B
,

B
d

.2,14
A

flg.,
§241a

R
n

.2,

そ
の
他
の
Ｅ
Ｕ
指
令
や
通
信
販
売
に
関
す
る
法

律
の
民
法
典
の
統
合
に
つ
い
て
は
、
右
近
潤
一
「
撤
回
概
念
明
確
化
の
た
め
の
覚
書
」
同
志
社
法
学
五
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
六
五
頁
以
下
、
谷
本
圭
子
「
Ｅ
Ｕ

通
信
取
引
指
令
と
ド
イ
ツ
で
の
対
応
」
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
叢
書
第
一
二
輯
（
二
〇
〇
〇
年
）
九
七
頁
以
下
、
入
稲
・
前
掲
（
注
52
）
二
八
〇
頁
以
下
参

照
。

（
54
）
訳
は
半
田
吉
信
『
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
概
説
』（
信
山
社
　
二
〇
〇
三
年
）
四
四
二
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
55
）

L
orenz,a.a.O

.,S.840f.,O
lzen,a.a.O

.,S.23ff.,T
achau,a.a.O

.,S.96ff.,G
ünter

C
hristian

Schw
arz,§241a

B
G

B
als

Störfallfür
die

Z
ivilrechtsdogm

atik,

N
JW
2001,H

eft20,S
.1449ff.

（
56
）

S
ch

w
arz,a.a.O

.,S
.1454.

九
九



特
定
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引
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五
九
条
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刑
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上
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題

一
〇
〇

（
57
）

W
ern

er
F

lu
m

e,V
om

B
eru

f
u

n
serer

Z
eit

fü
r

G
esetzgebu

n
g,D

ie
Ä

n
d

eru
n

gen
d

es
B

G
B

d
u

rch
d

as
F

ern
absatzgesetz,Z

IP
2000,S

.1427,1428.

（
58
）
入
稲
・
前
掲
（
注
52
）
二
八
〇
頁
。

（
59
）

L
oren

z,a.a.O
.,S

.841,O
lzen

,a.a.O
.,R

n
.11.

（
60
）

L
oren

z,a.a.O
.,S

.841.

（
61
）

O
lzen

,a.a.O
.,R

n
.14,35ff.,S

ch
w

arz,a.a.O
.,S

.1450f.

（
62
）

S
ch

w
arz,a.a.O

.,S
.1454,1456,O

lzen
,a.a.O

.,R
n

.14,18.

（
63
）

B
T

-D
ru

cksach
e
14/2920,S

.14.,O
lzen

,a.a.O
.,R

n
.16ff.

（
64
）

S
ch

w
arz,a.a.O

.,S
.1450f.,1454.

（
65
）

B
T

-D
ru

cksach
e
14/3195,S

.32.

（
66
）

O
lzen

,a.a.O
.,R

n
.13.

（
67
）

B
T

-D
ru

cksach
e
14/2658,S

.193,vgl.S
tep

h
an

L
oren

z,§241a
B

G
B

u
n

d
d

as
B

reich
eru

n
gsrech

t,F
estsch

rift
fü

r
W

ern
er

L
oren

z
zu

m
80.G

ebu
rstag,

S
.193.

（
68
）

S
ch

w
arz,

a.a.O
.,

S
.1449,1453f.,

T
h

om
as

R
iem

,
D

as
G

esetz
ü

berfern
absatzverträge

u
n

d
an

d
ere

F
ragen

d
es

V
erbrau

ch
errech

ts,
JU

R
A
2000,

S
.505.

（
69
）

R
alp

h
M

atzky,
§241a

B
G

B
-ein

n
eu

er
R

ech
tfertigu

n
gsgru

n
d

im
S

trafrech
t?,

N
S

tZ
2002,

H
eft
9,

S
.458ff.,

H
arro

O
tto,

K
on

sequ
en

z
au

s
§241a

B
G

B
fü

r
d

as
S

trafrech
t,JU

R
A
2004,H

eft6,S
.389ff.,W

olfgan
g

M
itsch

,E
in

zieh
u

n
g

u
n

d
§241a

B
G

B
,N

S
tZ
2005,H

eft10,S
.534ff.,T

ach
au

,a.a.O
.

（
70
）

M
atzky,a.a.O

.,S
.460.,vgl.T

ash
cau

,a.a.O
.,S

.141ff.

（
71
）

M
atzky,a.a.O

.,S
.460.

（
72
）

O
tto,a.a.O

.,S
.389,vgl.,O

tto,G
ru

n
d

ku
rs

S
trafrech

t,B
.T

.,7.A
u

fl.,2005,§40R
n

.14

（
73
）

O
tto,a.a.O

.,S
.389,vgl.,M

atzky,a.a.O
.,S

.460.

（
74
）

M
atzky,a.a.O

.,S
.461.

（
75
）

M
atzky,a.a.O

.,S
.461,vgl.T

asch
au

,a.a.O
.,S

.163ff.

（
76
）

M
atzky,a.a.O

.,S
.462.
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（
77
）

M
atzky,a.a.O

.,S
.462.

（
78
）

T
asch

au
,a.a.O

.,S
.187.

（
79
）

T
asch

au
,a.a.O

.,S
.186.

（
80
）

T
asch

au
,a.a.O

.,S
.59ff.

（
81
）

M
atzky,a.a.O

.,S
.462.

（
82
）

T
asch

au
,a.a.O

.,S
.187ff.vgl.S

.121ff.

（
83
）

T
asch

au
,a.a.O

.,S
.193ff.

（
84
）

T
asch

au
,a.a.O

.,S
.190f.

（
85
）

T
asch

au
,a.a.O

.,S
.198.

（
86
）

S
.L

oren
z,F

S
f.W

.L
oren

z.,S
.193

（
87
）

O
lzen

,a.a.O
.,R

n
.62.

（
88
）

T
asch

au
,a.a.O

.,S
.123ff.

（
89
）

M
atzky,a.a.O

.,S
.462.

（
90
）

M
atzky,a.a.O

.,S
.462f.

（
91
）

M
atzky,a.a.O

.,S
.463.

（
92
）

T
asch

au
,a.a.O

.,S
.184.

（
93
）

T
asch

au
,a.a.O

.,S
.185.

（
94
）

T
asch

au
,a.a.O

.,S
.185f.

（
95
）

T
asch

au
,a.a.O

.,S
.201f.

（
96
）
関
俊
彦
「
金
融
手
形
小
切
手
法
（
新
版
）」（
商
事
法
務
　
二
〇
〇
三
年
）
九
四
頁
以
下
、
田
邉
光
「
最
新
手
形
小
切
手
法
（
四
訂
版
）」（
中
央
経
済
社
　
二
〇
〇
〇
年
）

一
三
三
頁
以
下
、
田
邉
宏
康
「
手
形
小
切
手
法
講
義
」（
成
文
堂
　
二
〇
〇
五
年
）
一
四
七
頁
以
下
な
ど
多
数
。
な
お
、
手
形
法
一
六
条
二
項
に
つ
い
て
は
、
無
権
利
者

か
ら
の
取
得
に
限
ら
れ
る
の
か
、
権
利
者
で
は
あ
る
が
権
利
移
転
行
為
上
の
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
説
を

採
っ
た
と
し
て
も
、
販
売
業
者
が
制
限
能
力
者
で
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
代
理
権
の
問
題
や
意
思
表
示
の
問
題
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
条
と
特
定
商
取

一
〇
一



特
定
商
取
引
法
五
九
条
の
刑
法
上
の
問
題

一
〇
二

引
法
五
九
条
で
内
容
面
に
お
け
る
類
似
性
を
認
め
る
に
は
困
難
が
あ
る
。

（
97
）
伊
藤
・
前
掲
（
注
27
）
八
三
頁
。

（
98
）
尾
島
・
前
掲
（
注
27
）
二
八
七
頁
。

（
99
）
請
求
権
が
否
定
さ
れ
る
の
で
反
射
的
効
果
と
し
て
所
有
権
を
取
得
す
る
と
だ
け
述
べ
る
論
者
も
い
る
が
、
不
法
原
因
給
付
に
関
す
る
判
例
を
参
考
と
し
て
い
る
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

（
100
）
谷
口
知
平
『
不
法
原
因
給
付
の
研
究
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
　
一
九
七
九
年
）、
加
藤
雅
信
『
新
民
法
体
系
Ⅴ
　
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』（
有
斐
閣
　
二

〇
〇
二
年
）
一
〇
六
頁
、
近
江
幸
治
『
民
法
講
義
Ⅳ
　
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』（
成
文
堂
　
二
〇
〇
四
年
）
八
一
頁
。

（
101
）
前
掲
（
注
13
）・
衆
議
院
商
工
会
議
録
第
一
二
号
三
〇
頁
以
下
（
佐
野
進
、
竹
内
直
一
、
堺
次
男
発
言
）、
ま
た
、「
一
定
期
間
経
過
後
は
そ
の
返
還
請
求
も
で
き
な
く

な
る
と
い
う
不
利
益
を
覚
悟
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
一
方
的
条
件
付
の
商
品
送
付
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
条
の
目
的
で
あ
る
」
と
も
述
べ
る
。

竹
内
・
前
掲
（
注
８
）
九
三
頁
。

（
102
）
加
藤
雅
信
『
新
民
法
体
系
Ⅱ
　
物
権
法
』（
有
斐
閣
　
二
〇
〇
三
年
）
二
六
九
頁
以
下
、
近
江
幸
治
『
民
法
講
義
Ⅱ
　
物
権
法
（
第
二
版
）』（
成
文
堂
　
二
〇
〇
三
年
）

二
〇
五
頁
以
下
。

（
103
）
梶
村
ほ
か
・
前
掲
（
注
44
）
も
、「
販
売
業
者
が
商
品
の
返
還
を
請
求
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
消
費
者
の
所
有
権
取
得
原
因
と
す
る
こ
と
は
現
行
法
制
上
疑
問
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
っ
て
、
消
費
者
が
自
由
な
処
分
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
所
有
権
を
取
得
す
る
の
と
実
質
的
な
差
異
が
な
い
」
と
述
べ
る
。
確
か
に
、
処
分
権
を
有
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
民
法
上
、「
形
式
的
な
」
所
有
権
の
所
在
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
と
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
再
三
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
刑
法
上
は
、

ま
さ
に
「
形
式
的
な
」
所
有
権
の
所
在
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
刑
法
上
は
、
形
式
的
な
所
有
権
で
は
な
く
、
実
質
的
な
所
有
権
を
保
護
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
説

が
出
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
思
考
そ
の
も
の
が
「
刑
法
上
の
」
所
有
権
概
念
を
作
り
出
す
見
解
へ
と
連
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
所
有
権
保
護

の
実
質
は
そ
の
使
用
・
収
益
・
処
分
権
限
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
形
式
的
所
有
権
が
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
刑
法
学
が
独
自
に
保
護
に
値
す
る
（
実
質
的
）
所
有
権
概
念
を
作
り
出
す
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
民
法
解
釈
に
お
い
て
も
ま
た
刑
法
解
釈
に
留
意

し
た
所
有
権
理
解
を
求
め
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
104
）
浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
』（
成
文
堂
　
二
〇
〇
五
年
）
一
八
八
頁
も
、「
他
の
法
令
で
許
容
さ
れ
て
い
る
行
為
が
、
実
質
的
違
法
性
の
観
点
か
ら
、
真
に
刑
法
上
も
違
法

性
を
阻
却
す
る
の
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
個
別
的
に
検
討
を
要
す
る
」
と
し
、「
法
令
に
規
定
が
あ
る
限
り
『
罰
し
な
い
』
と
い
う
結
論
は
同
じ
で
あ
っ
て

も
、
刑
法
上
の
解
釈
と
し
て
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
で
は
な
く
、
可
罰
的
違
法
性
阻
却
事
由
あ
る
い
は
、（
可
罰
的
）
責
任
阻
却
事
由
と
解
す
べ
き
場
合
も
あ
る
か
ら
で



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
九
巻
　
　
第
四
号
（
二
〇
〇
七
年
　
二
月
）

あ
る
」
と
す
る
。
な
お
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
　
一
九
九
七
年
）
三
九
〇
頁
は
、
刑
法
三
五
条
に
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
事
由
も
含
ま

れ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
他
法
域
に
お
け
る
許
容
が
、
刑
法
三
五
条
を
通
し
て
、
刑
法
体
系
内
の
各
レ
ベ
ル
で
検
討
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
場
合
に
限

っ
て
（
そ
う
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
点
は
お
い
て
お
く
と
し
て
も
）
理
解
で
き
る
。

（
105
）
も
っ
と
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
各
法
を
そ
の
目
的
に
従
っ
て
解
釈
し
た
場
合
に
矛
盾
す
る
結
果
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
民
法
そ
の
他
の
法

が
許
容
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
刑
法
が
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
り
え
な
い
。

（
106
）
松
宮
・
前
掲
（
注
２
）
一
〇
六
頁
。

（
107
）
松
宮
・
前
掲
（
注
２
）
一
〇
三
頁
、
山
口
厚
『
刑
法
総
論
（
補
訂
版
）』（
有
斐
閣
　
二
〇
〇
五
年
）
九
八
頁
。

（
108
）
山
口
厚
『
刑
法
各
論
（
補
訂
版
）』（
有
斐
閣
　
二
〇
〇
五
年
）
二
八
三
頁
。

（
109
）
送
付
行
為
そ
の
物
を
不
正
な
行
為
と
み
る
余
地
も
あ
る
が
、
そ
う
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
期
間
経
過
以
前
に
販
売
業
者
が
そ
の
所
有
権
に
基
づ
く
請
求
を
行
う
こ
と
に

つ
い
て
何
ら
か
の
制
限
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

（
110
）
こ
の
点
に
関
す
る
議
論
と
し
て
拙
稿
「
自
救
行
為
に
つ
い
て
（
二
）」
二
七
二
頁
以
下
。

（
111
）
ド
イ
ツ
民
法
八
五
九
条
の
占
有
自
救
に
関
し
て
は
拙
稿
「
自
救
行
為
に
つ
い
て
（
一
）」
五
一
頁
以
下
、「
自
救
行
為
に
つ
い
て
（
二
）」
二
八
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
112
）

T
asch

au
,a.a.O
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（
113
）
尾
島
・
前
掲
（
注
27
）
二
八
七
頁
。

（
114
）
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
各
論
』（
弘
文
堂
　
一
九
七
六
年
）
二
頁
以
下
。

一
〇
三


