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一
　
詐
害
行
為
と
い
う
も
の
は
、
民
法
早
い
か
な
る
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
そ
れ
が
不
法
行
為
と
し
て
の
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
。
か
か
る
結
論
に
対
す
る
反
対
論
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
債
権
の
非
排
他
性
・
相
対
性
を
理

由
と
し
て
、
詐
害
行
為
に
よ
っ
て
た
と
え
債
権
の
十
分
な
る
満
足
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
不
法
行
為
と
す
る
こ
と
は

で
き
ぬ
、
と
い
う
議
論
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
債
務
過
重
と
な
っ
た
債
務
者
は
、
自
己
の
財
産
に
対
す
る
処
分
権
を
失
う
も
の
で
も

な
く
、
第
三
者
も
か
か
る
債
務
者
と
の
取
引
行
為
を
否
定
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
債
務
者
が
不
動
産
を
廉
価
売
却
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
債
権
者
が
債
権
の
十
分
な
満
足
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

少
く
と
も
近
代
法
に
お
け
る
債
権
の
原
理
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
衡
平
観
念
に
も
と
づ
い
て
、
特
に
債
務
者
及
び
第
三
者
の

詐
害
の
意
思
と
、
債
権
者
の
被
っ
た
損
害
と
を
要
件
と
し
て
、
債
権
者
に
取
消
権
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
債
権

者
の
受
け
た
損
害
と
い
う
こ
と
は
、
債
権
の
非
排
他
性
・
相
対
性
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
詐
害
行
為
が
弁
済
期
到
来
前
の
債
務
の
弁
済
で
あ
る
場
合
を
み
る
と
、
債
権
の
非
排
他
性
・
相
対
性
、
ひ
い
て
は
債
権
者
平
等
の
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原
則
が
、
破
産
外
に
お
い
て
は
主
張
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
債
権
者
の
被
っ
た
損
害
は
、
期
限
の
利
益
の
放
棄
の
み
で

説　
　
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
場
合
に
も
、
詐
害
行
為
取
消
の
範
囲
は
、
少
く
と
も
債
権
者
の
債
権
額
の
限
度
に
お
い
て
取
消
し
う
る
の

論　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
へ

　
　
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
債
権
者
の
受
け
た
損
害
以
上
の
救
済
を
債
権
者
に
許
す
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
法
が
特
に
認
め
た

　
　
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
債
権
の
非
排
他
性
、
ひ
い
て
は
債
権
者
平
等
の
原
則
が
破
産
外
に
お
い
て
は
主
張
で
き
な
い
と
い
う
法
則

　
　
が
、
こ
の
場
合
例
外
と
し
て
破
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
弁
済
期
到
来
後
の
債
務
の
弁
済
も
、
詐
害
行
為
と
な
る
で
あ
ろ

　
　
う
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
判
例
学
説
の
態
度
と
矛
盾
す
る
。
以
上
の
ご
と
き
二
つ
の
場
合
の
損
害
を
み
て
も
、
そ
の
各
々
に
矛
盾
す
る

　
　
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
判
例
学
説
も
詐
害
行
為
に
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
二
つ
の
債
権
者
取
消
権
成
立
の
．
要
件

　
　
と
は
別
に
、
期
限
到
来
後
の
債
務
の
弁
済
は
、
債
務
者
の
義
務
の
履
行
で
あ
り
、
期
限
到
来
前
の
債
務
の
弁
済
は
、
債
務
者
の
義
務
の

　
　
遂
行
で
は
な
い
、
と
の
理
由
に
よ
っ
て
、
詐
害
行
為
の
成
否
の
判
定
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
債
務
者
は
、
必
ず
債
務
の
到

　
　
来
し
た
順
に
、
そ
の
債
務
の
弁
済
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
判
例
学
説
が
叩
箸
行
為
の
成
否
に
関

　
　
し
て
、
債
務
者
の
義
務
違
反
と
い
う
よ
う
な
、
規
絶
的
評
価
の
要
素
を
要
求
し
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
近
代
法
に
お
け
る
債

　
　
権
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
債
務
者
が
債
務
超
過
と
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
の
な
し
た
法
律
行
為
が
取
消
さ
れ
る
理
由
は
な
い
の
で

　
　
あ
る
。
か
か
る
近
代
法
の
債
権
の
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詐
害
行
為
が
取
消
さ
れ
る
光
陰
は
、
債
務
者
及
び
第
三
者
の
主
観
的
要
素

　
　
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
に
対
す
る
債
務
者
の
単
な
る
認
識
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
に
、
債
権
者
を
害
し
よ
う
と

　
　
す
る
債
務
者
の
心
心
的
状
態
な
い
し
意
図
（
一
づ
什
一
同
P
什
一
〇
昌
　
飢
①
　
雛
娼
幽
『
Φ
）
で
あ
る
こ
と
に
も
と
ず
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
以
下
、
民
法
第
四
二
四
条
の
母
法
た
る
仏
法
の
学
説
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
二
　
債
務
の
弁
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
二
）

　
　
　
㈲
　
弁
済
期
到
来
後
の
債
務
の
弁
済
は
一
般
に
詐
害
行
為
に
な
ら
ず
、
と
す
る
の
が
判
例
学
説
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
・
蕃
院
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（
三
）

　
　
判
決
は
傍
論
で
は
あ
る
が
、
債
務
過
多
の
債
務
者
が
多
数
の
債
権
者
よ
り
請
求
を
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
債
権
者
と
土
ハ
謀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
し
て
全
財
産
を
換
価
し
、
全
部
を
一
債
権
者
に
弁
済
す
る
と
き
は
、
詐
害
行
為
に
な
る
と
論
じ
、
東
京
高
裁
の
判
決
に
お
い
て
も
、
債

　
　
務
者
が
債
務
超
過
の
状
態
に
あ
る
と
き
唯
一
の
資
産
た
る
債
権
を
あ
る
債
権
者
が
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
目
的
で
譲
受
け
る
こ

　
　
と
は
、
あ
る
債
権
者
だ
け
が
優
先
し
て
、
通
常
行
わ
れ
る
債
務
の
弁
済
と
は
異
な
る
特
異
の
方
法
に
よ
っ
て
弁
済
を
受
け
る
結
果
と
な

　
　
り
、
詐
害
行
為
に
な
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
判
例
は
、
原
則
と
し
て
期
限
の
来
た
債
務
の
弁
済
は
債
務
者
の
当
然
の
義
務
を
履
行
す
る

　
　
こ
と
で
あ
っ
て
、
結
果
的
に
は
他
の
債
務
者
を
害
す
る
事
態
が
発
生
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
弁
済
行
為
を
詐
害
行
為
で
あ
る
と
す
る
こ

　
　
と
は
で
き
ぬ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
期
限
の
来
た
債
務
の
弁
も
、
①
債
務
者
と
受
益
者
と
が
共
同
謀
議
で
他
の
債
権
者
を
害
す
る
目

　
　
的
で
な
さ
れ
た
場
合
、
㈹
そ
の
他
、
通
常
の
弁
済
方
法
で
な
い
弁
済
方
式
で
弁
済
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
詐
害
行
為
に
な
る
と
し
て
い

　
　
る
。
前
者
は
、
．
明
ら
か
に
、
詐
害
の
意
思
は
、
単
な
る
支
払
不
能
ま
た
は
損
害
の
認
識
で
足
る
、
と
す
る
従
来
の
判
例
の
態
度
と
は
異

　
　
な
る
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
認
識
以
上
の
高
度
の
心
理
状
態
が
債
務
者
及
び
第
三
者
に
存
在
す
る
必
要
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
後
者

　
　
も
、
決
し
て
前
者
と
異
質
な
も
の
で
は
な
い
。
債
務
の
弁
済
が
た
と
え
他
の
特
異
な
方
法
で
な
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
、
こ
れ

　
　
を
詐
害
行
為
と
非
難
す
る
に
は
当
ら
ぬ
。
債
務
超
過
の
債
務
者
が
か
か
る
特
異
な
方
法
で
債
務
の
弁
済
を
な
す
と
き
は
、
往
々
に
し
て

　
　
債
務
者
と
弁
済
受
領
者
た
る
第
三
者
と
の
間
に
、
前
記
の
ご
と
き
通
謀
的
詐
害
の
意
思
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
よ

　
　
う
な
通
謀
的
詐
害
の
意
思
を
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
故
、
債
務
の
弁
済
が
特
異
な
方
法
で
な
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
弁
済
行
為

　
　
の
背
後
に
は
か
か
る
通
謀
的
詐
害
の
意
思
が
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
定
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
右
の
ご
と
く
み
て
く
れ
ば
、
債
務
者
及
び
受
益
者
の
主
観
的
要
素
が
当
事
者
の
行
為
に
意
味
を
付
与
し
、
本
来
債
務
者
の
正
当
な
義

，
説

　
　
務
の
遂
行
た
る
債
務
の
弁
済
行
為
を
し
て
詐
害
行
為
に
ま
で
高
め
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
期
限
到
来
後
の
債
務
の
弁
済
に

論　
　
否
定
的
価
値
評
価
を
与
え
う
る
唯
一
の
も
の
は
、
結
局
債
務
者
及
び
第
三
者
の
主
観
的
要
素
以
外
に
は
存
在
し
な
い
。
判
例
が
詐
害
行
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説

為
を
認
定
す
る
に
当
っ
て
、
特
に
行
為
当
時
の
事
情
を
考
慮
す
る
の
は
、
い
つ
に
か
か
る
通
謀
的
詐
害
の
意
思
の
推
定
に
向
け
ら
れ
て

い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
切
　
履
行
期
到
来
前
の
弁
済
は
、
判
例
学
説
と
も
に
、
詐
害
行
為
に
な
る
も
の
と
し
て
い
る
。
弁
済
行
為
が
詐
害
行
為
に
な
る
か
否

か
を
、
そ
の
必
要
性
及
び
義
務
と
い
っ
た
点
に
求
め
る
な
ら
ば
、
一
応
期
限
前
の
弁
済
は
義
務
違
反
と
し
て
詐
害
行
為
に
な
る
よ
う
だ

が
、
債
務
者
に
お
い
て
債
務
は
必
ず
履
行
期
の
到
来
し
た
債
務
の
順
に
弁
済
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
義
務
は
存
在
し
な
い
と
思

う
。
　
ま
た
、
現
存
の
財
産
は
未
来
の
財
産
よ
り
も
価
値
が
大
き
い
か
ら
、
履
行
期
後
の
弁
済
は
債
務
者
の
財
産
を
減
少
せ
し
め
な
い

が
、
履
行
期
前
の
弁
済
は
債
務
者
の
財
産
を
減
少
せ
し
め
る
か
ら
不
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
詐
害
行
為
と
な
る
の
は
期
限
の
放
棄
の
み

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
中
間
利
息
」
の
限
度
で
取
消
さ
れ
る
に
つ
ぎ
ぬ
。
私
は
、
履
行
期
後
の
弁
済
が
詐
害
行
為
に
な
る
場
合
が
あ

る
と
同
様
、
履
行
期
前
の
弁
済
に
つ
い
て
も
、
詐
害
行
為
と
な
る
可
能
性
が
非
常
に
大
で
あ
る
と
言
い
た
い
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。
　
破
産
し
か
か
っ
た
債
務
者
が
大
体
専
行
期
前
に
債
務
の
弁
済
を
な
す
こ
と
は
、
　
通
常
の
場
合
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
弁
済
の
遅
滞
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
の
は
近
親
者
の
債
権
で
あ
っ
た
り
、
第
三
者
の
債
権
で
あ

っ
て
も
後
日
何
ら
か
の
形
で
利
益
の
返
還
が
債
務
者
に
な
さ
れ
る
よ
う
第
三
者
と
謀
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
れ
故
、
債
務
超
過

の
債
務
者
が
履
行
期
前
に
自
己
の
支
払
不
能
を
知
っ
て
な
し
た
債
務
の
弁
済
は
、
多
分
に
共
同
謀
議
の
詐
害
の
意
思
の
存
在
が
推
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
原
告
債
権
者
は
、
債
務
者
が
自
己
の
支
払
不
能
を
知
り
、
耳
つ
第
三
者
も
そ
れ
も
知
っ
て
い
る
こ

と
を
立
証
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
立
証
の
軽
減
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
履
行
期
後
の
弁
済
は
あ
ら
か
じ
め
か
か
る
詐
害
の

意
図
を
排
除
す
る
が
、
た
だ
履
行
期
前
の
弁
済
は
そ
れ
を
排
除
し
な
い
。

　
代
物
弁
済
の
場
合
で
も
、
同
様
で
あ
る
。
代
物
弁
済
物
の
価
格
の
高
下
は
、
か
か
る
詐
害
の
意
図
の
推
定
に
お
い
て
重
大
な
る
標
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

に
な
る
に
す
ぎ
ぬ
。
通
説
判
例
は
、
代
物
弁
済
の
価
格
が
不
当
に
安
い
場
合
に
の
み
詐
害
行
為
と
し
て
い
る
が
、
詐
害
行
為
を
債
権
者
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の
受
け
た
損
害
と
い
う
面
か
ら
す
れ
ば
正
当
な
価
格
と
の
差
の
み
で
あ
り
、
こ
の
限
度
に
お
い
て
だ
け
し
か
、
取
消
し
え
な
い
こ
と
に

　
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

　
　
　
◎
　
多
数
の
債
権
者
の
一
入
に
担
保
の
設
定
を
許
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
判
例
学
説
と
も
積
極
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
期

　
　
限
到
来
前
の
債
務
の
弁
済
と
同
一
視
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
議
論
は
、
期
限
国
勢
前
の
債
務
の
弁
済
と
同
一
で
あ
る
。

　
　
　
三
　
不
動
産
の
売
却
に
つ
い
て
は
、
債
務
超
過
の
債
務
者
が
そ
の
財
産
を
相
当
な
価
格
以
下
で
売
却
し
た
場
合
に
詐
害
行
為
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

　
　
を
み
る
こ
と
は
、
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
相
当
な
価
格
で
売
却
さ
れ
た
場
合
に
は
、
学
説
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
判
例
は
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
対
的
積
極
説
に
傾
い
て
い
る
。
不
動
産
を
金
銭
に
変
え
る
行
為
は
そ
の
一
般
担
保
力
を
薄
弱
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る

　
　
売
買
は
一
応
詐
害
行
為
と
推
定
せ
ら
れ
、
債
務
者
が
、
履
行
期
の
来
た
債
務
の
弁
済
、
公
租
公
課
の
支
払
、
そ
の
他
必
要
な
費
用
に
そ

　
　
の
代
金
を
使
用
し
た
こ
と
を
立
証
し
な
い
以
上
は
、
詐
害
行
為
が
存
在
す
る
と
、
判
例
は
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
一
般
に
売
買
の
ご
と
き
法
律
行
為
は
、
交
換
と
同
じ
く
債
務
者
の
財
産
を
増
加
減
少
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
　
た
だ
、
売
買
に

　
　
は
、
債
務
者
の
詐
害
の
意
図
を
含
み
う
る
法
律
行
為
と
し
て
、
詐
害
行
為
に
な
り
う
る
可
能
性
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
判
例
が
売

　
　
買
代
金
の
使
用
の
行
方
を
詮
索
す
る
の
は
、
い
わ
ば
債
務
者
の
詐
害
の
意
図
の
探
求
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
か
ら
、
昭
和
五
年
三

　
　
月
三
日
大
審
院
第
一
民
事
部
の
判
決
に
、
次
の
よ
う
な
事
件
が
現
わ
れ
て
い
る
。
漁
業
を
営
む
甲
は
、
造
船
業
者
乙
（
被
上
告
人
）
に

　
　
｝
隻
の
漁
船
を
作
ら
せ
た
が
、
造
船
代
金
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
出
漁
し
て
う
べ
き
利
益
金
を
も
っ
て
、
毎
月
乙
に
造
船
代
金
を
支
払

　
　
う
こ
と
に
し
て
、
漁
船
の
引
渡
を
受
け
た
。
甲
は
出
漁
資
金
も
な
か
っ
た
の
で
、
や
む
な
く
丙
（
上
告
人
）
か
ら
資
金
の
融
通
を
受
け

　
　
る
た
め
、
漁
船
を
売
渡
抵
当
と
し
て
丙
に
譲
渡
し
た
。
ネ
幸
に
し
て
不
漁
が
続
き
、
乙
に
債
務
の
支
払
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
乙
は

，
説

　
　
売
渡
担
保
が
詐
害
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
取
消
を
求
め
た
。
原
審
は
、
売
渡
担
保
が
乙
を
害
す
る
事
実
並
び
に
甲
及
び
丙
の
悪
意

論　
　
を
認
め
て
取
消
の
請
求
を
許
し
た
が
、
大
審
院
は
、
原
判
決
を
破
殿
差
戻
し
た
。
判
例
は
、
　
「
甲
ハ
漁
船
ヲ
担
保
二
供
ス
ル
ノ
外
出
漁
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ノ
途
ナ
ク
又
ソ
ノ
債
務
ヲ
弁
済
ス
ヘ
キ
方
法
ヲ
有
畑
ザ
リ
シ
モ
ノ
ト
認
ム
ヘ
キ
ハ
当
然
ニ
シ
テ
コ
ノ
資
金
ヲ
調
達
ス
ル
ハ
臆
…
テ
漁
船
建

説　
　
造
ノ
目
的
ヲ
遂
行
ス
ル
所
以
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

論　
　
四
　
以
上
我
国
の
判
例
の
態
度
を
二
、
三
の
行
為
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
し
て
き
た
が
、
学
説
で
は
肯
定
否
定
に
分
れ
る
所
に
も
、

　
　
判
例
は
詐
害
行
為
の
存
在
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
特
に
、
仏
の
判
例
に
お
い
て
も
、
詐
害
行
為
の
存
否
に

　
　
閣
す
る
見
解
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
我
国
判
例
と
同
一
で
あ
り
、
詐
害
行
為
の
態
様
に
従
っ
て
、
詐
害
の
意
思
の
解
釈
を
非
常
に
厳
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
一
〇
）

　
　
に
解
し
た
り
、
ゆ
る
や
か
に
解
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
学
説
は
詐
害
行
為
に
な
る
か
否
か
に
つ

　
　
い
て
、
行
為
自
体
を
抽
象
的
に
取
り
出
し
て
こ
れ
を
検
討
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
前
に
掲
げ
た
諸
種
の
行
為
に
つ
い
て
見
て
も
行
為
自

　
　
体
か
ら
は
そ
の
詐
害
行
為
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
詐
害
行
為
を
も
っ
ぱ
ら
債
権
者
の
被
っ
た
損
害
と
い

　
　
う
面
か
ら
設
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
弁
済
、
代
物
弁
済
、
担
保
の
設
定
、
不
動
産
の
売
却
等
、
特
に
そ
れ
ら
が
財
産
を
マ
イ
ナ
ス
の
方

　
　
向
に
向
っ
て
減
少
せ
し
め
た
限
度
、
例
え
ば
、
不
動
産
の
廉
価
売
却
で
あ
れ
ば
、
適
正
価
格
と
の
差
額
の
限
度
に
お
い
て
の
み
、
詐
害

　
　
行
為
の
成
立
が
認
め
ら
れ
う
る
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
詐
害
行
為
の
範
囲
を
非
常
に
狭
ば
め
、
か
っ
詐
害
行
為
取
消
の
範
囲
を
も
狭
ば
め

　
　
　
　
　
　
　
（
＝
）

　
　
る
も
の
で
あ
る
。
詐
害
行
為
は
通
説
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
素
朴
な
赤
裸
々
な
法
律
行
為
で
は
な
い
。
常
に
行
為
者
の
主
観
と
の
結
び

　
　
つ
き
に
よ
っ
て
評
価
せ
ら
れ
る
主
観
客
観
の
全
体
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
債
務
者
及
び
第
三
者
の
主
観
的
要
素
は
、
単
な
る
債
権
者

　
　
取
消
権
の
成
立
要
件
の
一
つ
乏
し
て
の
地
位
に
止
ま
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
同
時
に
、
規
範
的
評
価
機
能
と
し
て
の
作
用
を
も
合

　
　
せ
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
思
う
。
本
来
有
効
な
法
律
行
為
の
効
力
が
否
定
せ
ら
れ
る
に
は
、
そ
こ
に
規
範
的
価
値
評
価
な
く
し
て
は

　
　
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
債
務
者
及
び
第
三
者
の
主
観
的
要
素
を
規
範
的
評
価
機
能
と
い
う
面
で
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
つ
で
、
始
め

　
　
て
判
例
の
態
度
を
統
一
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
様
な
規
範
的
評
価
機
能
を
有
す
る
債
務
者
及
び
第

　
　
三
者
の
主
観
的
要
素
は
、
害
す
る
意
思
の
合
意
（
一
導
帥
O
∩
O
噌
山
◎
、
一
昌
⇔
一
コ
け
一
〇
コ
　
住
Φ
　
コ
ロ
ー
嬬
⑦
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
詐
害
行
為
の
違
法
性
は
、
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か
か
る
詐
害
の
意
思
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
乏
断
じ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
故
に
、
債
務
者
及
び
第
三
者
の
詐
害
の
意
思
を
決
定
せ

　
　
ん
が
た
め
に
は
、
法
律
行
為
の
態
様
、
処
分
財
産
の
資
産
内
に
占
め
る
重
要
性
、
債
務
者
の
資
産
状
態
や
そ
の
行
為
の
目
的
、
侵
害
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
一
）

　
為
の
な
さ
れ
た
前
後
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
前
述
の
ご
と
き
詐
害
の
意
思
の
立
証
は
非
常
に
困

　
難
で
あ
る
故
、
債
務
者
の
財
産
の
マ
イ
ナ
ス
方
向
え
の
減
少
f
－
廉
価
売
却
、
無
償
譲
渡
、
無
償
債
務
の
引
受
一
の
場
合
に
は
、
か

　
　
か
る
意
思
の
事
実
上
の
推
定
が
な
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
単
な
る
支
払
不
能
の
認
識
で
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
立
証
の
面
で
軽
減
せ
ら

　
　
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
害
す
る
意
思
は
そ
の
行
為
の
背
後
に
常
に
推
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
償
行
為
に
つ
い
て
は
詐
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
じ

　
　
の
意
思
を
不
必
要
と
し
て
い
る
立
法
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
無
過
失
賠
償
責
任
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
の
説
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

　
債
務
過
重
の
債
務
者
が
無
償
で
他
人
に
財
産
を
譲
渡
す
る
と
き
に
は
、
十
分
詐
害
の
意
園
あ
り
と
し
て
そ
の
立
証
を
免
除
し
た
も
の
で

　
　
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
要
す
る
に
日
仏
判
例
を
通
じ
て
詐
害
行
為
に
流
れ
る
も
の
は
、
債
務
者
及
び
第
三
者
の
主
観
的
要
素
か
ら
生
ず
る
違
法
性
で
あ
る
と

　
　
い
え
よ
う
。
か
か
る
意
図
が
詐
害
行
為
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
に
よ
っ
推
定
せ
ら
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
挙
証
責
任
の
転
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ゆ
　

　
　
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
債
権
者
取
消
権
の
成
立
要
件
と
し
て
従
来
掲
げ
ら
れ
て
き
た
「
支
払
不
能
を
知

　
　
っ
て
い
る
こ
と
」
　
「
債
権
の
十
分
な
満
足
が
え
ら
れ
ぬ
こ
と
」
を
十
分
満
足
し
て
も
、
な
お
詐
害
行
為
不
成
立
の
場
合
が
あ
る
。
債
権

　
　
者
取
消
権
の
第
三
の
要
件
と
し
て
、
詐
害
行
為
の
違
法
性
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
（
一
）
　
仏
に
お
い
て
は
詐
害
行
為
が
不
法
行
為
の
一
種
で
あ
る
こ
と
は
通
説
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
詳
細
は
、
　
》
o
｝
δ
び
‘
日
自
。
昌
⇔
讐
お
傷
①
・

　
　
　
　
　
一
．
9
0
江
。
μ
O
ρ
。
豊
凶
①
骨
昌
①
”
閑
①
〈
・
什
同
一
ヨ
．
お
α
9
℃
．
c
。
胡
Φ
什
ψ
参
照
。
こ
の
説
を
と
る
学
者
は
、
　
℃
冨
三
9
①
け
因
言
。
湾
（
日
〈
巴
な
℃
吋
¢
。
ρ
什
■

説　
　
　
　
N
＝
8
卦
＝
。
⑩
・
。
N
）
・
＝
言
（
O
o
日
B
①
9
巴
お
島
8
巴
4
ρ
N
”
一
。
。
Φ
野
昌
。
D
ミ
）
・
〉
・
び
な
。
け
閑
日
ロ
（
O
。
鑑
『
ρ
げ
阜
．
お
O
N
・
吻
ω
お
）
・

論　
　
　
　
　
旨
。
鴇
冑
9
。
昌
自
（
O
o
霞
ω
自
。
α
「
○
一
什
。
耀
く
鵠
℃
o
玖
什
竃
律
p
。
b
鴫
鉱
ω
思
“
P
お
ω
P
、
β
。
刈
0
ω
①
け
ω
・
）
等
多
数
。
ロ
ー
マ
法
に
奮
い
て
も
、
債
権
者
取
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壬△．

il田1 説

●

　
　
消
権
は
不
法
行
為
に
対
す
る
救
済
手
段
と
し
て
存
在
し
て
い
た
（
O
す
錠
9
亡
き
⊆
巴
餅
八
二
。
口
け
鉱
層
。
ユ
①
紆
。
詳
憎
。
§
巴
コ
ニ
の
N
避
℃
・
昌
。

　
　
ゴ
0
司
。
㎡
ω
●
）
。
松
坂
「
》
o
鉱
○
℃
9
巳
冨
づ
帥
の
史
的
変
遷
と
債
務
者
の
受
働
的
適
格
と
に
就
て
」
民
商
一
八
巻
一
〇
頁
以
下
、
井
上
「
詐
害
行
為

　
　
に
対
す
る
救
済
制
度
の
変
遷
」
論
叢
二
〇
巻
八
三
六
頁
以
下
参
照
。
　
我
国
で
不
法
行
為
説
を
と
る
学
者
は
、
岡
村
。
債
権
総
論
＝
六
頁
、
小

　
　
池
・
債
権
法
総
論
一
五
六
頁
。
最
近
で
は
、
山
中
「
．
詐
害
行
為
取
消
権
の
本
質
」
　
（
中
村
宗
雄
教
授
還
暦
論
文
集
五
一
九
頁
以
下
参
照
）
。
　
山
中

　
　
博
士
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
権
利
侵
害
」
を
他
人
の
法
益
の
侵
害
と
い
う
広
い
意
味
に
解
釈
さ
れ
、
詐
害
行
為
に
よ
り
債
権
の
十
分
な
満
足
が

　
　
う
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
十
分
「
権
利
侵
害
」
と
構
成
し
う
る
と
主
張
せ
ら
れ
る
。
こ
の
理
論
に
対
す
る
当
否
は
別
に
し
て
、
私
は

　
　
詐
害
の
意
思
を
債
務
者
と
第
三
者
と
の
間
に
計
ら
れ
た
詐
害
の
意
図
、
と
い
う
よ
う
に
程
度
の
高
い
故
意
、
悪
質
な
意
図
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
、
詐
害
行
為
が
一
種
の
「
公
序
良
俗
違
反
」
と
し
て
の
不
法
行
為
の
本
質
を
有
す
る
も
の
あ
る
、
と
理
解
し
た
い
。

（
二
）
　
大
審
明
治
四
〇
。
三
・
一
一
民
録
一
三
集
二
五
三
頁
、
同
大
正
五
・
一
一
。
二
二
五
二
二
二
集
二
二
八
一
頁
、
そ
の
他
多
数
。
同
旨
学
説
、
我

　
　
妻
・
民
法
講
義
班
一
〇
六
頁
。
仁
井
田
「
債
権
者
取
消
権
を
論
ず
」
法
協
三
一
巻
七
七
貫
。
鳩
山
・
日
本
債
権
法
二
〇
九
頁
。
反
対
学
説
、
勝
本

　
　
。
債
権
総
論
中
巻
㈹
三
七
六
頁
。
石
坂
「
債
権
者
取
消
権
論
」
改
纂
民
法
研
究
下
巻
七
三
三
頁
。
仏
に
お
い
て
も
同
旨
（
U
①
臼
。
σ
q
嘗
9
↓
舜
凶
ま

　
　
ユ
①
ω
o
び
＝
σ
q
9
凶
。
房
。
昌
ひ
q
曾
酔
同
一
憎
幹
ト
お
N
ト
昌
。
一
〇
①
α
…
謀
9
巳
Ω
虫
干
①
℃
2
け
”
o
℃
．
9
什
‘
ロ
。
①
斜
。
。
）
。

（
三
）
　
大
審
大
正
五
・
一
一
・
二
二
民
録
二
二
集
二
二
八
一
頁
。

（
四
）
　
東
京
高
裁
昭
和
二
六
。
一
〇
・
二
三
下
級
裁
民
集
二
巻
一
二
三
八
頁
。

（
五
）
　
こ
の
問
題
を
直
接
取
扱
っ
た
判
例
は
見
当
ら
ぬ
。
多
分
債
務
過
重
の
債
務
者
が
現
金
で
債
務
の
支
払
を
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
不
動
産

　
　
の
売
却
、
抵
当
権
の
設
定
、
債
権
譲
渡
と
い
っ
た
形
式
を
踏
む
場
合
が
多
く
、
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
当
事
者
以
外
に
判
明
す
る
機
会
が
ほ
と
ん

　
　
ど
な
い
の
で
は
な
か
ろ
か
。
判
例
の
立
場
一
期
限
到
来
後
の
債
務
の
弁
済
は
債
務
者
の
義
務
の
履
行
と
す
る
立
場
－
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
詐

　
　
害
行
為
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
学
説
も
、
当
然
詐
害
行
為
に
な
る
も
の
と
し
て
い
る
（
勝
本
・
前
掲
書
三
七
四
頁
。
詳
細
は
板
木
「
詐
害
行

　
　
為
の
若
干
の
問
題
」
法
と
経
済
五
巻
一
七
六
頁
以
下
参
照
。
　
仏
で
も
同
旨
（
O
o
】
言
曾
O
長
喜
母
簿
”
0
9
貫
ω
仙
一
仙
ヨ
。
昌
富
貯
①
住
①
脅
。
寓

24　（3070）　33＄
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蹄
9
昌
嶋
巴
ρ
幹
P
一
8
ω
．
旨
。
＃
お
甲
U
①
ヨ
。
α
q
β
Φ
》
o
娼
．
9
梓
；
昌
。
お
①
㎝
甲
コ
節
巳
9
2
閑
骨
①
答
〕
o
ワ
。
一
f
昌
。
畏
。
。
）
。

（
六
）
　
大
審
大
正
一
四
・
四
・
二
〇
民
集
四
巻
一
四
九
頁
。
勝
本
博
．
士
は
、
価
格
の
高
下
は
必
ず
し
も
詐
害
行
為
成
立
の
理
由
に
は
な
ら
ぬ
と
さ
れ
、

　
　
適
正
な
価
格
に
よ
惹
代
物
弁
済
で
詐
害
行
為
の
成
立
を
認
め
ら
れ
る
（
勝
本
・
前
掲
書
三
八
三
頁
）
。
仏
の
判
例
通
説
も
同
旨
（
O
Φ
ヨ
。
ひ
q
口
ρ
。
7

　
　
0
一
け
・
－
昌
。
一
8
吋
旧
霞
〇
三
〇
一
虫
幻
言
Φ
暮
”
○
℃
．
o
一
け
こ
旨
。
①
お
）
Q

（
七
）
　
大
審
明
治
四
〇
・
九
・
二
一
民
録
一
三
集
八
七
七
頁
。
　
同
大
正
八
・
五
。
五
民
録
二
五
集
八
四
四
頁
。
　
同
旨
学
説
、
勝
本
。
前
掲
書
三
八
○

　
　
頁
、
鳩
山
。
前
掲
書
二
一
〇
頁
、
小
池
、
中
島
そ
の
他
多
数
。
反
対
説
、
我
妻
。
前
掲
書
一
〇
六
頁
。

（
八
）
　
否
定
説
、
我
妻
・
前
掲
七
一
〇
六
頁
。
肯
定
説
、
新
井
・
判
例
民
事
法
昭
和
三
年
九
三
事
件
評
釈
。
不
動
産
が
適
正
な
価
格
で
売
ら
れ
る
場
合

　
　
に
は
、
共
同
担
保
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
債
務
過
多
の
債
務
者
が
不
動
産
を
売
る
と
い
っ
た
通
常
行
わ
れ
な
い
法
律
行
為
を
す
る
に

　
　
は
、
そ
こ
に
は
何
か
適
確
な
目
的
が
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
正
当
な
目
的
な
く
不
動
産
を
売
却
す
る
に
は
、
多
分
財
産
隠
匿
に
よ
り
債
権
者
の

　
　
執
行
を
免
か
れ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
学
説
が
こ
の
場
合
に
だ
け
特
に
計
算
的
損
害
が
な
い
と
し
て
、
詐
害
行
為
に

　
　
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
の
は
、
利
解
し
が
た
い
。

（
九
）
　
大
審
明
治
三
九
・
二
。
五
詳
録
一
二
集
＝
三
二
頁
、
同
明
治
四
四
・
一
〇
・
三
民
録
一
七
集
五
三
八
頁
。

（
一
〇
）
　
〉
巳
蔓
9
園
二
〇
は
詐
害
行
為
を
有
償
行
為
（
冨
ω
⇔
9
⑦
ω
膨
聾
器
o
p
曾
Φ
口
卸
）
と
無
償
行
為
（
δ
ω
鋤
9
①
ω
膨
葺
お
σ
q
三
寸
凶
け
）
と
に

　
　
区
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
害
す
る
意
思
が
必
要
で
あ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
が
行
為
の
時
に
、
彼
が
債
権
者
に
被
．
ら
せ
よ
う
と

　
　
し
た
損
害
に
つ
い
て
有
し
て
い
た
単
な
る
認
識
で
足
る
と
し
て
い
る
（
㌧
r
二
σ
戦
団
　
①
け
　
幻
①
＝
》
　
O
O
●
　
O
凶
¢
》
　
℃
。
　
N
N
心
一
　
］
P
O
け
〇
　
一
C
O
）
。
た
と
え
ば
、
第
三

　
　
者
の
詐
害
の
意
愚
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
次
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
（
U
①
ヨ
。
ひ
Q
賃
9
0
P
9
け
二
二
。
δ
茸
）
。
即
ち
ω
債
務
者
の
支
払
不
能
を

　
　
知
っ
て
い
る
こ
と
（
8
ロ
旨
巴
ω
ω
鋤
昌
o
o
α
、
言
紛
。
貯
効
ぴ
罠
泳
山
ロ
鼠
げ
旨
①
ロ
N
）
、
圖
債
務
者
の
詐
害
の
意
思
を
知
っ
て
い
る
こ
と
（
o
o
口
づ
巴
ω
ω
鋤
コ
。
①

　
　
血
①
冨
跨
四
＆
①
）
、
㈲
債
務
者
の
詐
害
の
意
思
に
協
力
す
る
こ
と
（
o
o
昌
8
ξ
。
・
飾
冨
砕
鋤
上
口
Φ
）
、
四
共
謀
詐
害
の
意
思
（
二
巴
巳
①
0
8
0
興
8
）
。

（
一
一
）
　
板
木
。
前
掲
論
文
法
と
経
済
五
巻
一
七
六
頁
以
下
参
照
。
教
授
は
、
特
に
詐
害
行
為
の
不
当
性
と
い
う
面
か
ら
、
債
務
者
の
財
産
を
マ
イ
ナ

24　（3●71）　3139
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ス
の
方
向
に
向
っ
て
減
少
せ
し
め
る
以
外
は
詐
害
行
為
の
成
立
を
認
め
ら
れ
な
い
、

（
一
二
）
　
山
中
・
前
掲
書
五
四
〇
頁
以
下
参
照
。

　
　
　
U
o
ヨ
。
σ
q
＝
ρ
o
戸
9
け
¢
昌
。
二
呂
9
ω
◎

（
一
三
）
　
山
中
・
前
掲
書
五
二
七
頁
。

（一

l
）
　
H
o
ω
ω
臼
塁
9
0
や
。
団
£
昌
。
①
。
。
⑩
参
照
。

と
さ
れ
る
。

24　（3●72）　34Q

二
　
債
権
者
取
消
権
の
法
的
性
格

　
一
　
詐
害
行
為
を
不
法
行
為
の
一
種
で
あ
る
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
債
権
者
取
消
権
は
、
ま
さ
に
か
か
る
不
法
行
為
に
対
す
る
賠
償

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

請
求
権
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
詐
害
行
為
が
法
律
行
為
の
形
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
特
殊
性
が
、
民
法
の
原
則
で
あ
る
金
銭

賠
償
と
い
う
方
式
を
と
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
法
律
行
為
自
体
の
取
消
な
い
し
は
原
状
回
復
と
い
っ
た
方
式
を
採
用
さ
せ
た
と
み
な
け
れ

　
　
　
（
二
）

ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
い
う
取
消
が
い
わ
ゆ
る
固
有
の
意
味
で
い
う
取
消
で
あ
る
に
せ
よ
、
法
律
行
為
が
一
応
取
消
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　

て
、
形
式
的
に
は
ま
さ
に
原
状
回
復
が
な
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
（
取
消
権
説
な
い
し
形
成
訴
訟
説
）
。
　
し
か
し
詐
害
行
為
と
い
う
法
律

行
為
に
よ
っ
て
事
実
上
の
変
動
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
i
た
と
え
ば
詐
害
行
為
が
有
体
動
産
の
売
却
で
、
か
つ
そ
の
履
行
が
な
さ
れ

て
い
る
と
き
一
に
は
、
　
か
か
る
形
式
的
原
状
回
復
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
　
取
戻
（
債
権
説
な
い
し
給
付
訴
訟
説
及
び
折
衷

　
　
　

説
）
が
主
張
ぜ
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
詐
害
行
為
の
態
様
は
、
ω
不
動
産
の
売
却
、
②
会
社
の
設
立
、
国
債
務
の
免
除
等
、
千
差
万
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

で
あ
る
。
㈲
に
は
取
戻
が
妥
当
し
、
②
に
は
取
消
取
戻
、
㈹
に
は
取
消
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
債
権
者
取
消
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

の
法
的
性
格
を
一
元
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
学
説
は
、
青
い
鳥
を
求
め
た
チ
ル
チ
ル
・
ミ
チ
ル
と
同
視
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
私
は
、

判
例
、
学
説
の
い
う
取
戻
し
と
い
う
こ
と
が
、
債
権
者
取
消
権
制
度
の
目
的
か
ら
し
て
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
か
を
検
討
し
、
か
り
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に
そ
の
意
義
な
し
と
す
れ
ば
、
債
権
者
取
消
権
を
か
な
り
一
元
的
に
説
明
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
考
え
る
。

　
二
　
取
戻
説
（
給
付
訴
訟
説
及
び
折
衷
説
）
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
実
質
上
の
原
状
回
復
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
が
果
し
て

ど
れ
だ
け
の
意
味
を
有
す
る
の
か
、
判
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
取
消
権
は
、
　
「
他
ノ
債
権
者
卜
共
生
弁
済
ヲ

受
ク
ル
カ
為
メ
ニ
受
益
者
又
ハ
転
得
者
二
対
シ
ソ
ノ
受
ケ
タ
ル
利
益
又
ハ
財
産
ヲ
自
己
二
直
接
支
払
又
ハ
引
渡
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
請
求

　
　
モ
　

シ
得
」
る
と
し
、
　
「
債
権
者
ハ
之
ヲ
債
務
老
ノ
財
産
二
叉
シ
タ
ル
モ
ノ
ー
、
－
看
倣
シ
テ
直
チ
ニ
自
己
ノ
債
権
ノ
弁
済
二
言
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
（
八
）

ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
判
例
が
、
債
権
者
取
消
権
の
行
使
に
よ
っ
て
自
己
の
金
銭
債
権
の
満
足
を
一
度
に
う
る
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
原
状
回
復
以
上
の
回
復
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
詐
害
行
為
が
な
か
っ
た
な
ら
受
え
な
か
っ

た
だ
ろ
う
以
上
の
利
益
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。
債
権
者
取
消
権
の
判
決
の
既
判
力
は
、
被
保
全
債
権
自
体
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
り
、
そ
の
判
決
自
体
に
よ
っ
て
有
体
物
の
換
価
執
行
を
許
し
た
り
、
ま
た
返
還
せ
ら
れ
た
利
得
を
直
ち
に
自
己
の
債
権
の
弁
済
に
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
、
債
権
者
取
消
権
制
度
を
強
制
執
行
制
度
に
ま
で
高
め
る
も
の
で
あ
る
。
他

方
、
前
掲
の
判
例
が
、
債
権
者
が
取
戻
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
債
務
者
に
対
す
る
債
権
の
債
務
名
義
に
よ
る
執
行
を
な
さ
ん
が
九
め

に
、
自
己
の
手
中
に
取
戻
す
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
、
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
、
判
例
は
、
債
権
者
噛

取
消
権
の
効
果
に
つ
い
て
相
対
的
無
効
説
を
固
守
し
て
お
り
、
取
消
権
の
行
使
に
よ
っ
て
受
益
者
、
転
得
者
の
手
中
か
ら
物
を
取
戻
し

て
も
、
そ
れ
は
債
務
者
の
所
有
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
債
権
者
の
手
中
に
取
戻
し
た
物
に
対
し
て
債
務
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

に
対
す
る
債
務
名
義
に
よ
る
執
行
を
な
さ
ん
と
す
る
も
、
不
可
能
で
あ
る
。
事
実
、
判
例
も
、
そ
れ
を
認
め
て
い
る
。
結
局
、
判
例
の
　
卸

相
対
的
無
効
説
か
ら
は
取
戻
し
と
い
う
こ
と
は
譲
味
で
あ
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
殉

　
こ
の
不
合
理
を
救
済
す
る
た
め
、
絶
対
無
効
説
が
主
張
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
取
消
の
効
果
が
債
務
者
に
及
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
債
務
G

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4
’

者
に
対
す
る
債
務
名
義
に
よ
る
執
行
が
可
能
と
な
る
。
絶
対
無
効
説
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
、
取
戻
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
執
行
換
価



壬ム．
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を
、
債
務
者
に
対
す
る
債
務
名
義
に
よ
り
可
能
な
ら
し
め
る
点
は
、
正
し
い
け
れ
ど
も
、
取
消
の
効
果
を
債
務
者
に
も
帰
せ
し
め
る
こ

と
は
、
判
例
が
永
年
に
わ
た
っ
て
固
守
し
て
き
た
、
債
権
者
取
消
権
に
よ
る
原
状
回
復
を
そ
の
必
要
な
範
囲
に
限
定
し
よ
う
・
と
し
た
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
…
）

力
を
全
く
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
債
権
者
取
消
権
は
、
こ
の
権
利
の
行
使
に
よ
り
債
務
者
自
身
を
何
ら
利
せ
し
む
る
も
の
で

は
な
い
。
詐
害
行
為
に
よ
っ
て
譲
渡
せ
ら
れ
た
財
産
が
債
務
者
の
所
有
に
帰
せ
し
め
れ
ば
、
再
び
詐
害
行
為
に
よ
っ
て
財
産
を
譲
渡
す

る
可
能
性
が
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
債
務
者
の
受
働
者
適
格
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
仏
に
お
い
て

も
、
債
務
者
を
債
権
者
取
消
権
の
被
告
と
し
て
訴
え
る
必
要
は
な
い
と
す
る
の
が
通
説
判
例
で
あ
り
、
た
と
え
被
告
と
し
て
も
違
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ニ
ニ
）

訴
と
な
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
債
務
者
を
取
消
権
の
被
告
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
学
説
か
ら
も
、
取
消
の
効

力
の
相
対
性
が
主
張
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
＞
o
獣
。
℃
9
・
巳
二
半
p
。
は
、
債
権
者
の
利
益
の
た
め
に
導
入
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
債
務
者
と
第
三
者
と
の
関
係
、
即
ち
債
権
者
の
利
益
の
見
地
か
ら
は
全
く
無
頓
着
な
関
係
に
、
何
等
変
更
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
え
る
も
の
で
は
な
い
と
。
要
す
る
に
、
右
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
取
消
の
効
果
が
債
務
者
と
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
生
じ
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
判
決
の
既
判
力
自
体
に
も
と
ず
く
も
の
で
は
な
く
、
債
権
者
取
消
権
の
目
的
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
9

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
取
消
の
効
果
を
債
務
者
に
及
ぼ
す
こ
と
は
、
債
権
者
取
消
権
の
史
的
性
格
及
び
目
的
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
債

権
者
取
消
権
に
よ
る
原
状
回
復
と
い
う
こ
と
は
、
債
務
者
の
詐
害
行
為
を
取
消
し
て
、
債
務
者
の
た
め
に
財
産
保
全
を
す
る
。
換
言
す

れ
ば
債
権
者
が
債
務
者
財
産
の
管
理
人
と
し
て
立
働
く
こ
と
に
つ
き
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
に
、
債
務
者
に
対
す
る
債
権
を
も

っ
て
、
詐
害
的
に
譲
渡
せ
ら
れ
た
財
産
に
対
し
、
強
制
執
行
を
な
し
う
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
道
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
詐
害
行

為
を
な
す
よ
う
な
悪
質
な
債
務
者
に
対
し
て
、
終
日
詐
害
行
為
を
行
わ
な
い
か
注
意
し
、
詐
害
行
為
を
す
れ
は
そ
の
物
を
債
務
者
の
財

産
中
に
取
戻
し
、
債
権
の
履
行
期
の
到
来
す
る
の
を
首
を
長
く
し
て
待
つ
こ
と
は
、
債
権
者
に
と
っ
て
は
実
際
た
ま
ら
な
い
こ
と
な
の

で
あ
る
。
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債
権
者
取
消
権
の
目
的
は
、
こ
の
制
度
が
、
は
じ
め
は
執
行
制
度
、
つ
い
で
破
産
上
の
強
制
執
行
制
度
と
共
に
発
展
し
て
き
た
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
考
え
合
は
す
と
、
単
な
る
債
務
者
の
財
産
保
全
に
つ
き
る
の
で
は
な
く
、
詐
害
行
為
を
な
し
た
債
務
者
に
対
す
る
債
権
に
よ
る
執
行
を

　
　
可
能
な
ら
し
め
て
や
る
と
い
っ
た
、
よ
り
積
極
的
な
使
命
を
有
す
る
制
度
な
の
で
あ
る
。
債
権
者
取
消
権
は
、
そ
れ
故
、
簡
易
破
産
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
ハ
）

　
　
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
独
民
法
に
お
い
て
は
、
ω
債
権
者
の
債
権
が
履
行
期
に
あ
る
こ
と
、
働
債
権
者
の
債
権
に
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

　
　
務
名
義
が
存
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
債
権
者
取
消
権
が
債
務
者
に
対
す
る
強
制
執
行
を
前
提
と
し
て
行

　
　
使
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
三
　
取
戻
と
い
う
こ
と
は
へ
判
例
の
固
．
発
す
る
相
対
的
無
効
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
換
価
執
行
と
い
う
面
で
難
点
が
あ
り
、
だ
か

　
　
ら
と
い
っ
て
、
絶
対
無
効
説
か
ら
主
張
さ
れ
る
が
ご
と
く
、
債
務
者
の
も
と
に
財
産
の
返
還
を
な
す
こ
と
は
、
制
度
自
体
の
目
的
に
も

　
　
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
意
思
表
示
の
暇
疵
に
も
と
ず
か
ぬ
法
律
行
為
を
取
消
す
こ
と
は
、
法
律
関
係
を
複
雑
に
す
る
ば
か
り
か
、

　
　
詐
害
行
為
の
原
状
回
復
を
必
要
以
上
に
拡
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
債
権
者
取
消
権
制
度
の
歴
史
的
背
景
、
　
ま
た
そ
れ
が
は
た
す
制
度
の
目
的
及
び
「
取
消
の
効
果
は
総
債
権
者
の
利
益
の
た
め
に
生

　
　
ず
」
と
い
う
規
定
を
考
慮
し
て
、
私
は
、
債
権
者
取
消
権
の
法
的
性
格
を
次
の
ご
と
く
結
論
し
た
い
。

　
　
　
㈲
　
債
権
者
取
消
権
は
、
不
法
行
為
と
し
て
の
本
質
を
有
す
る
詐
害
行
為
の
、
効
果
と
し
て
生
ず
る
原
状
回
復
請
求
権
を
本
体
と
す

　
　
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
見
解
は
、
債
権
者
取
消
権
の
被
告
が
必
ず
し
も
債
務
者
の
直
接
の
相
手
方
た
る
受
益
者
の
み
な
ら
ず
、
詐
害

　
　
の
意
思
を
有
す
る
転
得
者
に
及
ぶ
理
由
を
、
十
分
説
明
し
う
る
。
債
権
者
取
消
権
が
単
に
法
律
行
為
自
暴
の
取
消
を
目
的
と
す
る
な
ら

　
　
ば
、
債
務
者
の
直
接
相
手
方
た
る
受
益
者
間
の
法
律
行
為
の
み
の
取
消
し
か
な
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
転
得
者
が
債
権
者
取
消
権
の

説　
　
受
働
者
適
格
を
有
す
る
こ
と
は
、
彼
が
共
同
不
法
行
為
者
と
ん
て
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

論　
　
　
向
　
取
消
の
意
味
は
、
債
権
者
取
消
権
の
制
度
か
ら
す
る
目
的
論
的
考
察
に
よ
っ
て
、
民
法
第
＝
＝
条
の
効
果
を
有
す
る
取
消
し
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で
も
な
く
、
さ
ら
に
判
例
通
説
の
論
ず
る
が
ご
と
く
、
相
対
的
、
関
係
的
無
効
で
も
な
く
、
　
「
対
抗
し
得
ず
」
と
の
・
効
果
を
生
ず
と
の

意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
取
消
の
効
果
に
よ
っ
て
、
債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
て
有
す
る
債
権
の
債
務
名
義
に
よ
り
、
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
）

債
務
者
の
手
中
に
あ
る
物
に
対
し
て
執
行
し
得
る
。
た
と
え
ば
、
詐
害
行
為
が
制
限
物
権
の
設
定
で
あ
れ
ば
、
債
権
者
は
か
か
る
制
限

物
権
の
負
担
な
き
も
の
と
し
て
執
行
し
う
る
し
、
債
務
の
免
除
で
あ
れ
ば
、
そ
の
債
権
を
差
押
え
う
る
。
債
権
者
取
消
権
に
よ
る
原
状

回
復
は
、
こ
の
よ
う
に
特
殊
な
法
的
効
果
の
発
生
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
取
消
の
意
味
を
民
法
本
来
の
取
消
と
は

異
っ
た
意
味
に
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
非
難
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
判
例
に
お
い
て
す
ら
、
債
権
者
取
消
権
の
制

度
の
目
的
か
ら
合
筆
的
・
調
和
的
に
取
消
の
意
味
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
取
消
を
対
抗
し
得
ず
と
の
意
味
に
解
す
る
の
は
、

決
し
て
不
当
な
態
度
と
は
い
え
な
い
。
取
消
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
最
小
限
に
限
定
す
る
の
は
、
判
例
が
つ
と
め
て
詐
害
行
為
の
当
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

者
間
の
法
律
関
係
を
な
る
べ
く
そ
の
ま
ま
に
保
存
し
て
お
こ
う
と
す
る
態
度
と
あ
い
ま
っ
て
、
全
く
正
当
な
解
釈
と
思
う
。

　
勧
　
詐
害
行
為
を
な
し
た
債
務
者
は
、
自
己
の
一
般
債
権
者
の
共
同
担
保
権
を
殿
損
ま
た
は
減
少
し
た
も
の
と
し
て
、
期
限
の
利
益

を
喪
失
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
（
茶
三
靴
）
．
債
権
叢
消
権
制
度
が
破
産
法
を
補
う
も
の
と
し
て
発
達
し
、
簡
易
破
産
と
し
て
の

性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
詐
害
行
為
を
な
す
債
務
者
は
ま
さ
に
破
産
一
歩
前
ま
で
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
大
げ
さ
な
破

産
と
い
う
制
度
を
用
い
な
く
て
も
　
　
実
際
判
例
に
表
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
も
、
詐
害
行
為
の
目
的
物
は
そ
の
債
務
者
に
と
っ
て
唯

一
の
財
産
で
あ
り
、
か
つ
多
数
の
債
権
者
が
存
在
し
、
破
産
に
よ
っ
て
も
実
際
の
効
果
は
あ
ま
り
上
ら
ず
、
債
権
者
の
方
で
債
務
者
の

資
力
回
復
を
待
つ
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
が
多
い
一
、
債
権
者
取
消
権
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
按
分
比
例
的
満
足
を
得
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

る
こ
と
は
、
民
法
第
四
二
五
条
の
規
定
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
の
制
度
の
目
的
か
ら
し
て
妥
当
な
結
論
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
㈲
　
詐
害
行
為
者
間
の
後
日
の
決
済
は
、
土
開
演
不
法
行
為
者
の
不
真
正
連
帯
債
務
関
係
で
解
決
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
利
得
の
限
度

に
お
い
て
責
任
を
負
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
学
説
判
例
は
、
追
奪
担
保
か
第
三
者
の
弁
済
と
し
て
解
決
す
る
態
度
で
あ
る
が
、
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追
奪
担
保
責
任
は
取
引
の
安
全
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
詐
害
行
為
の
当
事
者
の
ご
と
き
悪
意
の
者
を
救
済
す
る
制
度
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

　
　
仮
に
追
奪
担
保
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
取
引
の
前
者
に
対
し
て
で
あ
り
、
後
者
に
対
し
て
は
求
償
の
余
地
は
な
い
。
か
な
り
の
資
産

　
　
を
有
す
る
悪
意
の
後
者
が
、
た
ま
た
ま
訴
権
か
ら
の
が
れ
た
が
た
め
に
全
く
責
任
を
負
わ
ぬ
と
す
る
の
は
、
不
合
理
で
あ
る
。
特
に
、

　
　
前
者
が
無
資
力
の
場
合
は
そ
う
で
あ
る
。
第
三
者
の
弁
済
に
し
て
も
、
受
益
者
転
得
者
が
債
権
者
に
財
産
、
利
得
を
返
還
す
る
の
は
、

　
　
債
務
者
の
た
め
に
そ
の
債
務
を
支
払
っ
て
や
る
の
で
は
な
く
、
債
権
者
取
消
権
の
追
及
を
の
が
れ
ん
が
た
め
に
利
得
を
返
還
す
る
の
で

　
　
あ
り
、
結
果
的
に
債
権
者
が
そ
れ
を
自
己
の
債
権
の
弁
済
に
充
当
し
て
も
、
第
三
者
の
弁
済
と
み
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
仮
に
第
三
者
の

　
　
弁
済
と
し
て
債
務
者
に
求
償
権
を
有
す
る
と
い
っ
て
も
、
実
効
は
ほ
と
ん
ど
な
い
に
等
し
い
。

　
　
　
㈲
　
最
後
に
、
物
が
善
意
の
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
て
、
債
権
者
が
受
益
者
に
対
し
て
利
得
の
請
求
の
み
を
な
す
場
合
は
、
債
権
者
取

　
　
消
権
は
取
戻
即
ち
給
付
の
訴
で
あ
る
と
結
論
す
る
の
が
妥
当
の
よ
う
に
思
え
る
。
債
権
者
取
消
権
の
本
来
的
姿
は
、
詐
害
的
に
譲
渡
せ

　
　
ら
れ
た
物
自
体
か
ら
債
権
の
満
足
を
得
る
に
あ
り
、
利
得
の
請
求
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
場
合
を
、
訴
の
形
式
と

　
　
し
て
別
々
に
考
え
う
る
余
地
は
多
分
に
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
ご
と
く
利
得
の
返
還
が
債
権
者
に
な
さ
れ
る
と
、
詐
害
行
為
が
発
生

　
　
し
な
か
っ
た
ら
債
務
名
義
に
よ
る
執
行
換
価
の
手
段
を
踏
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
債
権
者
を
利
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
利
得

　
　
の
返
還
を
目
的
と
す
る
債
権
者
取
消
権
の
訴
も
、
一
種
の
形
成
の
訴
で
あ
る
と
結
論
ず
け
、
そ
の
判
決
に
よ
り
、
債
権
者
は
、
債
務
者

　
　
に
対
す
る
債
務
名
義
に
よ
り
受
益
者
の
一
般
財
産
へ
執
行
し
う
る
も
の
と
解
す
る
。
か
か
る
結
論
に
よ
っ
て
も
受
益
者
は
債
権
者
に
利

　
　
得
の
返
還
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
己
の
一
般
財
産
に
対
す
る
執
行
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
実
際
に
は
さ
ほ
ど
受
益
者

　
　
に
不
利
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。

説　
　
　
（
一
）
　
仏
に
お
い
て
も
債
権
者
取
消
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
賠
償
請
求
権
説
、
取
消
権
説
、
折
衷
説
が
存
在
す
る
（
O
o
一
冨
9
0
Ω
。
豆
寅
ロ
戸

論　
　
　
　
o
℃
・
9
侍
」
づ
。
a
O
旧
コ
鋤
巳
。
一
①
け
菊
6
①
芦
。
”
●
o
圃
£
づ
。
Φ
①
『
旧
U
①
日
。
α
q
ロ
P
o
や
●
9
什
こ
づ
。
ニ
ゴ
旧
＝
ロ
P
o
O
．
9
f
昌
。
D
ミ
）
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0

三論

（
二
）
　
仏
法
に
お
い
て
は
、
我
国
の
ご
と
く
損
害
賠
償
の
方
法
と
し
て
金
銭
賠
償
を
原
則
と
し
な
い
故
、
原
状
回
復
と
い
う
こ
と
は
何
の
抵
抗
な
し
に

　
　
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
目
）
①
ヨ
O
α
q
q
Φ
矯
壁
上
・
　
5
。
鉢
C
o
9
Φ
辟
ω
の
）
。
山
中
・
前
掲
書
五
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
三
）
　
取
消
権
説
（
形
成
訴
訟
説
）
の
一
般
に
非
難
さ
れ
る
点
は
、
債
権
者
代
位
権
を
利
用
し
な
け
れ
ば
実
際
の
効
果
が
上
ら
ぬ
点
、
及
び
、
訴
の
提

　
　
起
が
な
さ
れ
て
も
仮
差
押
、
仮
処
分
が
で
き
ぬ
点
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
加
藤
・
破
産
法
研
究
第
四
巻
一
＝
二
頁
以
下
参
照
）
。
　
こ
の
説
、
中

　
　
島
・
民
法
研
究
二
巻
八
二
頁
以
下
。
仁
井
田
・
前
掲
論
文
法
協
三
一
巻
一
二
七
頁
。

（
四
）
　
債
権
説
（
給
付
訴
訟
説
）
を
取
る
学
者
は
、
維
本
（
民
事
訴
訟
論
文
集
四
四
七
頁
以
下
）
加
藤
（
前
掲
書
二
七
九
頁
以
下
）
。
　
こ
の
説
の
難
点

　
　
は
、
詐
害
行
為
の
回
復
が
取
消
の
み
で
十
分
な
場
合
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
取
戻
の
前
提
に
一
応
取
消
と
い
う
こ

　
　
と
が
裁
判
外
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
　
受
益
者
及
び
転
得
者
の
一
般
債
権
者
の
債
権
と
競
合
す
る
不
合
理
が
生
ず
る
。
　
そ
れ

　
　
故
、
加
藤
博
士
は
給
付
訴
権
の
古
希
と
し
て
、
否
認
を
裁
判
外
に
お
い
て
行
使
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
判
例
は
折
衷
説
を
と
っ
て
い
る
が
、
詐
害

　
　
行
為
の
態
様
に
よ
り
、
形
成
訴
訟
（
取
消
）
、
形
成
給
付
合
体
訴
訟
（
取
消
、
取
戻
）
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
大
審
大
正
六
。
三
。
＝
＝

　
　
民
録
二
三
集
六
一
〇
頁
、
同
大
正
八
・
四
・
一
一
民
録
二
五
集
八
〇
九
頁
。
　
同
旨
学
説
、
我
妻
・
前
掲
四
一
〇
二
頁
、
勝
本
。
前
掲
書
三
〇
九

　
　
頁
、
鳩
山
・
前
掲
書
二
〇
〇
頁
。

（
五
）
　
山
中
・
前
掲
書
五
三
二
頁
以
下
参
．
照
。

（
六
）
　
O
o
嵩
昌
o
d
O
蝉
且
碧
空
に
よ
れ
ば
、
》
o
江
。
昌
b
9
自
ζ
o
昌
昌
Φ
は
幾
世
紀
に
わ
た
っ
て
債
権
者
の
権
利
と
善
意
の
第
三
者
の
権
利
と
の
調
和
に
よ

　
　
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
元
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
無
駄
な
努
力
で
あ
る
と
す
る
（
0
9
5
山
け
O
碧
詳
碧
ρ
0
9
。
許

　
　
昌
。
＆
O
）
。

（
七
）
　
大
審
大
正
一
〇
・
六
。
一
八
民
録
二
七
集
一
一
七
〇
頁
。

（
八
）
　
前
註
所
掲
判
例
。

（
九
）
　
こ
の
点
を
特
に
強
調
す
る
の
が
板
木
教
授
で
あ
る
（
法
と
経
済
一
一
巻
八
頁
）
。
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ii｝田　説

（
一
〇
）
　
大
，
審
大
正
八
・
四
。
一
一
民
録
二
五
集
八
○
八
頁
。

（
一
一
）
　
板
木
教
授
が
こ
の
説
を
主
張
せ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
教
授
の
絶
対
無
効
は
訴
の
被
告
と
な
っ
た
相
手
方
を
限
．
界
と
し
、
そ
れ
以
後
の
転
得
者

　
　
に
対
し
て
は
そ
の
効
果
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
る
（
板
木
・
前
掲
論
文
法
と
経
済
＝
巻
四
九
一
頁
以
下
v
特
に
五
一
三
頁
以
下
参
照
）
。

（
一
二
）
　
大
審
明
治
四
四
。
三
・
二
四
民
録
一
七
集
一
一
七
頁
。

（
一
三
）
　
U
①
日
。
ぴ
q
自
Φ
も
、
厳
格
に
い
え
ば
、
〉
。
二
〇
昌
冨
巳
δ
p
づ
①
を
損
害
賠
償
訴
権
（
d
昌
Φ
碧
江
8
Φ
昌
獄
℃
帥
錯
銘
。
昌
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
債

　
　
権
者
は
債
務
者
と
第
三
者
を
共
同
被
告
と
す
る
必
要
な
く
、
第
三
者
の
み
を
被
告
と
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
は
用
心
の
た
め
債
務
者
と
第

　
　
三
者
を
共
同
被
告
と
な
す
べ
し
と
す
る
。
尤
も
、
彼
も
、
碧
二
〇
昌
忠
巳
凶
Φ
旨
昌
①
が
現
代
に
お
い
て
は
主
と
し
て
第
三
者
に
対
し
提
起
せ
ら
れ
る

　
　
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
O
①
ヨ
。
σ
q
¢
9
8
・
9
け
」
昌
。
お
。
。
⑩
①
け
8
け
Φ
D
）
。
松
坂
・
前
掲
論
文
民
商
一
八
巻
四
五
九
頁
以
下
参
照
。

（
一
四
）
　
松
坂
・
前
掲
論
文
民
商
一
八
巻
四
八
一
頁
以
下
。

（
一
五
）
　
O
一
冨
巳
・
o
P
鼻
ご
℃
・
ゴ
O
圃
①
け
ω
∴
　
船
田
・
羅
馬
法
第
三
巻
五
五
九
頁
以
下
参
照
。

（
＝
ハ
）
　
山
中
・
前
掲
書
五
四
三
頁
以
下
参
照
。

（
一
七
）
　
例
外
と
し
て
債
務
名
義
な
し
の
債
権
者
取
消
権
を
認
め
て
い
る
が
、
債
権
者
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
を
う
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
。

　
　
一
八
七
九
年
七
月
二
一
日
法
の
第
二
条
。
第
四
条
・
第
一
〇
条
、
一
八
九
八
年
五
月
一
七
日
修
正
（
一
）
O
目
P
O
σ
Q
＝
Φ
》
O
O
・
O
一
け
・
》
づ
。
一
一
切
①
）
。

（
一
八
）
　
仏
に
お
け
る
通
俗
判
例
の
立
場
で
あ
る
（
℃
富
昆
⊆
卑
幻
首
霧
ρ
o
や
・
o
霊
“
昌
。
⑩
2
）

（
一
九
）
　
以
上
の
結
論
か
ら
す
れ
ば
、
債
権
者
取
消
権
は
原
状
回
復
を
目
的
と
す
る
請
求
権
で
は
あ
る
が
、
有
体
物
、
金
銭
等
の
返
還
を
請
求
す
る
給

　
　
付
の
訴
で
は
な
く
、
一
種
特
殊
な
法
的
効
果
の
発
生
を
目
的
と
す
る
形
成
の
訴
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
取
消
権
が
特
殊
な
法
的
効
果

　
　
の
発
生
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
仮
差
押
。
仮
処
分
の
申
請
を
な
し
う
る
も
の
と
思
う
。

（
二
〇
）
　
訴
を
提
起
し
な
か
っ
た
他
の
一
般
債
権
者
は
、
民
法
第
四
二
五
条
に
よ
り
、
債
務
者
に
対
す
る
債
務
名
義
で
、
第
三
者
の
手
中
に
あ
る
財
産

　
　
に
対
し
て
強
制
執
行
し
う
る
も
の
と
解
す
る
。
も
ち
ろ
ん
債
権
者
取
消
権
に
も
と
ず
く
判
決
の
既
判
力
は
当
事
者
以
外
に
は
及
ば
ぬ
が
、
取
消
の
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4△隠

両冊 説

　
　
効
果
は
他
の
債
権
者
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

（
二
一
）
　
受
益
者
が
善
意
で
転
得
者
が
悪
意
の
場
合
に
は
、
判
例
は
、
悪
意
の
転
得
者
に
対
し
て
財
産
の
返
還
を
請
求
し
う
る
と
す
る
が
、
受
益
者
は

　
　
追
奪
担
保
の
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
恐
れ
が
あ
る
だ
ろ
う
（
板
木
・
前
掲
論
文
法
と
経
済
一
一
巻
五
〇
九
頁
以
下
参
照
）
。
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