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八
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三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
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二

よ
る
違
法
・
不
当
な
公
金
の
支
出
、
財
産
の
取
得
・
管
理
・
処
分
、
契
約
の
締
結
・
履
行
、
債
務
そ
の
他
の
義
務
の
負
担
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
、
又
は
違
法
・
不
当
に
公
金
の
賦
課
・
徴
収
、
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
証
す
る
書
面
を

添
え
、
監
査
委
員
に
対
し
、
監
査
を
求
め
、
当
該
長
等
に
対
し
て
、
必
要
な
措
置
（
当
該
行
為
を
防
止
・
是
正
し
、
当
該
怠
る
事
実
を
改
め
、

又
は
当
該
行
為
・
怠
る
事
実
に
よ
っ
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
被
っ
た
損
害
を
補
塡
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
地
方
公
共
団
体
の
監
査
委
員
は
、
監
査
を
行
い
、
当
該
請
求
に
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
、

そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
請
求
人
に
通
知
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
や
長
等
に
対
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
勧
告
の
内
容
を
請
求
人
に
通
知
し
、

か
つ
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
二
四
二
条
五
項
）。

さ
ら
に
、
当
該
住
民
は
、
そ
の
措
置
に
不
服
が
あ
る
場
合
等
に
は
、
同
法
二
四
二
条
の
二
に
よ
り
、
裁
判
所
に
対
し
、
住
民
訴
訟
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
住
民
は
住
民
監
査
請
求
を
し
な
い

限
り
、
こ
れ
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
（
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
）。

住
民
が
監
査
請
求
を
行
っ
た
後
に
、
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
①
監
査
委
員
の
監
査
の
結
果
又
は
勧
告
に
不
服
が

あ
る
場
合
、
②
監
査
委
員
の
勧
告
を
受
け
た
議
会
、
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
又
は
職
員
の
措
置
に
不
服
が
あ
る
場
合
、
③
監
査
委
員
が
住

民
監
査
請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
六
〇
日
を
経
過
し
て
も
監
査
又
は
勧
告
を
行
わ
な
い
場
合
、
④
監
査
委
員
の
勧
告
を
受
け
た
議
会
、
長
そ

の
他
の
執
行
機
関
又
は
職
員
が
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
で
あ
る
（
同
法
二
四
二
条
の
二
第
二
項
）。

住
民
監
査
請
求
は
、
住
民
訴
訟
に
先
立
っ
て
ま
ず
地
方
公
共
団
体
の
内
部
に
お
い
て
自
主
的
解
決
を
図
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
こ
れ

）
九
三
二
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

三

に
対
し
、
住
民
訴
訟
は
、
監
査
結
果
の
当
否
を
争
う
た
め
の
訴
訟
で
は
な
く
、
執
行
機
関
又
は
職
員
の
違
法
な
財
務
会
計
行
為
（
財
務
会

計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
）
を
対
象
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
の
違
法
な
財
務
行
政
の
防
止
・
是
正
又
は
損
失
・
損
害
の
回
復
を
目
的
と

す
る
制
度
で
あ
る

（
１
）

。

住
民
訴
訟
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
例

（
２
）

で
は
、「
地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
の
定
め
る
住
民
訴
訟
は
、
普
通
地
方
公
共
団

体
の
執
行
機
関
又
は
職
員
に
よ
る
同
法
二
四
二
条
一
項
所
定
の
財
務
会
計
上
の
違
法
な
行
為
又
は
怠
る
事
実
が
究
極
的
に
は
当
該
地
方
公

共
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
住
民
全
体
の
利
益
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ

く
住
民
参
政
の
一
環
と
し
て
、
住
民
に
対
し
そ
の
予
防
又
は
是
正
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
機
能
を
与
え
、
も
つ
て
地
方
財
務
行
政
の
適
正

な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
執
行
機
関
又
は
職
員
の
右
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
適
否
な
い

し
そ
の
是
正
の
要
否
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
の
判
断
と
住
民
の
判
断
と
が
相
反
し
対
立
す
る
場
合
に
、
住
民
が
自
ら
の
手
に
よ
り
違
法

の
防
止
又
は
是
正
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
、
制
度
の
本
来
の
意
義
が
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

住
民
訴
訟
制
度
に
お
い
て
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
を
前
置
し
た
と
い
え
る
た
め

に
は
、
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
請
求
の
対
象
と
住
民
訴
訟
に
お
け
る
請
求
の
対
象
と
が
同
一
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
同
一
性
が

な
け
れ
ば
、
そ
の
住
民
訴
訟
は
住
民
監
査
請
求
を
前
置
し
て
い
な
い
不
適
法
な
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
る
。
請
求
の
対
象
が
同
一
で
な
け

れ
ば
、
住
民
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
充
足
し
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る

（
３
）

。

こ
の
よ
う
に
、
住
民
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
該
財
務
会
計
上
の
行
為
等
が
違
法
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
本
案
の
審
理
の
ほ
か
に
、
住
民

監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
か
否
か
と
い
っ
た
手
続
的
な
問
題
（
本
案
前
の
問
題
）
が
争
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い

（
４
）

。

住
民
訴
訟
に
お
い
て
は
、
住
民
監
査
請
求
を
前
置
し
た
か
否
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
住
民
監
査
請
求
前
置
に
つ
い
て
は
、
住

）
九
三
二
（
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四

民
監
査
請
求
の
対
象
と
住
民
訴
訟
の
対
象
と
は
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
こ
の
対
象
の
同
一
性
の
有

無
は
、
住
民
訴
訟
提
起
の
要
件
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
問
題
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る

（
５
）

。

第
一
に
、
法
律
の
規
定
に
由
来
す
る
事
情
が
あ
る
。
地
方
自
治
法
上
、
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
は
、
住
民
は
「
当
該
行
為
を
防
止
し
、

若
し
く
は
是
正
し
、
若
し
く
は
当
該
怠
る
事
実
を
改
め
、
又
は
当
該
行
為
若
し
く
は
怠
る
事
実
に
よ
つ
て
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の

被
っ
た
損
害
を
補
塡
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
」
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
二
四
二
条
一
項
）、
必
ず
し
も
請
求

類
型
が
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
住
民
訴
訟
の
類
型
を
定
め
る
二
四
二
条
の
二
第
一
項
各
号
と
の
間
に
は
、
相
当
な
開

き
が
あ
る
。

第
二
に
、
住
民
監
査
請
求
の
内
容
の
実
態
に
由
来
す
る
事
情
が
あ
る
。
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
は
、
財
務
会
計
行
為
の
違
法
性
を
指

摘
す
る
こ
と
に
重
点
が
あ
っ
て
、
差
止
め
、
怠
る
事
実
の
解
消
、
損
害
補
塡
の
た
め
の
措
置
な
ど
を
求
め
る
場
合
も
、
包
括
的
に
な
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
実
態
の
背
景
と
し
て
、
住
民
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
務
会
計
行
為
を
外
部
か
ら
み
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
た

め
、
監
査
結
果
が
出
る
ま
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
財
務
会
計
行
為
の
是
正
等
を
求
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
絞
り
込
め
な
い
こ
と
が
あ

る
。第

三
に
、
時
間
的
経
過
に
伴
う
事
態
の
変
化
に
由
来
す
る
事
情
が
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
財
務
会
計
行
為
の
差
止
め
を
求
め
た
が
、
住

民
訴
訟
の
提
起
の
時
点
に
お
い
て
は
、
す
で
に
進
行
し
て
、
も
は
や
差
止
め
は
で
き
な
い
事
態
に
至
っ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

そ
こ
で
、
住
民
訴
訟
の
請
求
に
関
し
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
し
た
事
項
と
の
同
一
性
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
が
問
題
と
な

る
。
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
に
お
け
る
請
求
対
象
の
同
一
性
の
問
題

（
６
）

は
、
住
民
が
監
査
請
求
で
主
張
し
な
か
っ
た
こ
と
を
住
民
訴
訟

）
九
三
九
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

五

で
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
論
点
と
な
る

（
７
）

。

し
た
が
っ
て
、
以
下
、
本
稿
は
、
ま
ず
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
存
在
理
由
を
み
た
う
え
で
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
に
お

け
る
請
求
対
象
の
同
一
性
の
有
無
の
問
題
に
つ
い
て
、
物
的
側
面
（
請
求
内
容
の
対
象
）
の
同
一
性
と
人
的
側
面
（
請
求
の
相
手
方
）
の
同

一
性
の
問
題
に
分
け
て
、
多
数
の
判
例
・
学
説
を
中
心
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
１
）	

伴
義
聖
・
山
口
雅
樹
『
新
版	

実
務
住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
三
〇
年
）
九
九
頁
参
照
。

（
２
）	

最
判
昭
和
五
三
年
三
月
三
〇
日
民
集
三
二
巻
二
号
四
八
五
頁
。

ま
た
、
最
高
裁
判
例
で
は
、
住
民
監
査
請
求
の
意
義
に
つ
い
て
、
住
民
監
査
請
求
が
普
通
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
腐
敗
防
止
を
図
り
、
住
民
全

体
の
利
益
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
や
職
員
の
違
法
・
不
当
な
財
務
会
計
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
、
そ
の
予
防
・

是
正
等
の
措
置
を
監
査
委
員
に
請
求
す
る
機
能
を
住
民
に
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
住
民
訴
訟
の
前
置
手
続
と
し
て
、
ま
ず
当
該
地
方
公
共
団
体
の
監

査
委
員
に
対
し
、
住
民
の
請
求
に
係
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
の
機
会
を
与
え
、
当
該
行
為
又
は
当
該
怠
る
事
実
の
違

法
・
不
当
を
当
該
地
方
公
共
団
体
の
自
治
的
、
内
部
的
処
理
に
よ
っ
て
予
防
・
是
正
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
（
最
判
昭
和
五
〇
年
五
月
二
七

日
判
例
時
報
七
八
〇
号
三
六
頁
、
最
判
昭
和
六
一
年
二
月
二
七
日
民
集
四
〇
巻
一
号
八
八
頁
、
最
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号

一
二
二
頁
、
最
判
平
成
二
年
六
月
五
日
民
集
四
四
巻
四
号
七
一
九
頁
、
最
判
平
成
五
年
九
月
七
日
民
集
四
七
巻
七
号
四
七
五
五
頁
、
最
判
平
成
一
〇

年
一
二
月
一
八
日
民
集
五
二
巻
九
号
二
〇
三
九
頁
参
照
）。

住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
住
民
の
関
心
も
高
く
、
そ
の
利
用
件
数
も
増
加
の
傾
向
に
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
司
法
的
救
済
が
得
ら
れ
る
た
め
、

住
民
自
治
を
実
現
す
る
具
体
的
手
段
と
し
て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
制
度
と
い
え
る
。

（
３
）	

伴
・
山
口
・
前
掲
書
九
九
頁
参
照
。

（
４
）	

木
ノ
下
一
郎
「
判
例
解
説
」
地
方
財
務
五
三
四
号
一
六
五
頁
参
照
。

）
九
三
三
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

五

で
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
論
点
と
な
る

（
７
）

。

し
た
が
っ
て
、
以
下
、
本
稿
は
、
ま
ず
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
存
在
理
由
を
み
た
う
え
で
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
に
お

け
る
請
求
対
象
の
同
一
性
の
有
無
の
問
題
に
つ
い
て
、
物
的
側
面
（
請
求
内
容
の
対
象
）
の
同
一
性
と
人
的
側
面
（
請
求
の
相
手
方
）
の
同

一
性
の
問
題
に
分
け
て
、
多
数
の
判
例
・
学
説
を
中
心
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
１
）	

伴
義
聖
・
山
口
雅
樹
『
新
版	

実
務
住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
三
〇
年
）
九
九
頁
参
照
。

（
２
）	

最
判
昭
和
五
三
年
三
月
三
〇
日
民
集
三
二
巻
二
号
四
八
五
頁
。

ま
た
、
最
高
裁
判
例
で
は
、
住
民
監
査
請
求
の
意
義
に
つ
い
て
、
住
民
監
査
請
求
が
普
通
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
腐
敗
防
止
を
図
り
、
住
民
全

体
の
利
益
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
や
職
員
の
違
法
・
不
当
な
財
務
会
計
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
、
そ
の
予
防
・

是
正
等
の
措
置
を
監
査
委
員
に
請
求
す
る
機
能
を
住
民
に
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
住
民
訴
訟
の
前
置
手
続
と
し
て
、
ま
ず
当
該
地
方
公
共
団
体
の
監

査
委
員
に
対
し
、
住
民
の
請
求
に
係
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
の
機
会
を
与
え
、
当
該
行
為
又
は
当
該
怠
る
事
実
の
違

法
・
不
当
を
当
該
地
方
公
共
団
体
の
自
治
的
、
内
部
的
処
理
に
よ
っ
て
予
防
・
是
正
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
（
最
判
昭
和
五
〇
年
五
月
二
七

日
判
例
時
報
七
八
〇
号
三
六
頁
、
最
判
昭
和
六
一
年
二
月
二
七
日
民
集
四
〇
巻
一
号
八
八
頁
、
最
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号

一
二
二
頁
、
最
判
平
成
二
年
六
月
五
日
民
集
四
四
巻
四
号
七
一
九
頁
、
最
判
平
成
五
年
九
月
七
日
民
集
四
七
巻
七
号
四
七
五
五
頁
、
最
判
平
成
一
〇

年
一
二
月
一
八
日
民
集
五
二
巻
九
号
二
〇
三
九
頁
参
照
）。

住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
住
民
の
関
心
も
高
く
、
そ
の
利
用
件
数
も
増
加
の
傾
向
に
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
司
法
的
救
済
が
得
ら
れ
る
た
め
、

住
民
自
治
を
実
現
す
る
具
体
的
手
段
と
し
て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
制
度
と
い
え
る
。

（
３
）	

伴
・
山
口
・
前
掲
書
九
九
頁
参
照
。

（
４
）	

木
ノ
下
一
郎
「
判
例
解
説
」
地
方
財
務
五
三
四
号
一
六
五
頁
参
照
。

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

六

な
お
、
住
民
監
査
請
求
を
行
わ
ず
に
提
起
さ
れ
た
住
民
訴
訟
は
、
訴
訟
要
件
を
欠
く
不
適
法
な
訴
え
と
な
る
が
、
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
に
適
法

な
住
民
監
査
請
求
を
行
い
、
か
つ
監
査
結
果
の
通
知
が
な
さ
れ
れ
ば
、
住
民
監
査
請
求
不
経
由
の
瑕
疵
は
治
癒
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
寺

田
友
子
「
住
民
訴
訟
関
係
」
仲
江
利
政
編
『
住
民
訴
訟
の
実
務
と
判
例
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
六
三
年
）
一
七
四
頁
、
関
哲
夫
『
住
民
訴
訟
論

〔
新
版
〕』（
勁
草
書
房
、
平
成
九
年
）
二
八
〇
─
二
八
一
頁
、
細
川
俊
彦
「
住
民
訴
訟
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
」
金
沢
法
学
四
四

巻
二
号
五
〇
頁
、
静
岡
地
判
昭
和
三
〇
年
五
月
一
三
日
行
裁
例
集
六
巻
五
号
一
二
四
二
頁
、
千
葉
地
判
昭
和
三
八
年
三
月
二
九
日
行
裁
例
集
一
四
巻

三
号
六
四
五
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
五
六
年
一
一
月
二
六
日
行
裁
例
集
三
二
巻
一
一
号
二
〇
九
五
頁
、
京
都
地
判
昭
和
五
八
年
六
月
二
四
日
行
裁
例
集

三
四
巻
六
号
一
〇
三
三
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
五
八
年
一
一
月
二
五
日
行
裁
例
集
三
四
巻
一
一
号
一
九
九
九
頁
、
さ
い
た
ま
地
判
平
成
一
三
年
一
〇
月

一
五
日
判
例
地
方
自
治
二
三
〇
号
四
六
頁
参
照
）。

（
５
）	

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
碓
井
光
明
『
要
説
住
民
訴
訟
と
自
治
体
財
務
〔
改
訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、
平
成
一
四
年
）
七
一
頁
参
照
。

（
６
）	

本
稿
で
考
察
す
る
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
に
お
け
る
請
求
対
象
の
同
一
性
の
問
題
と
類
似
し
た
も
の
に
、
住
民
監
査
請
求
を
行
う
際
に
、

そ
の
対
象
を
ど
の
程
度
特
定
す
れ
ば
足
り
る
の
か
と
い
う
特
定
性
の
問
題
と
住
民
監
査
請
求
内
部
に
お
け
る
繰
り
返
し
の
可
否
の
問
題
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
西
原
雄
二
「
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
対
象
の
特
定
の
程
度
」
日
本
法
学
七
四
巻
二
号
六
〇
七
頁
以
下
、
同
「
再
度
の

住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
」
日
本
法
学
八
四
巻
三
号
一
〇
一
頁
以
下
参
照
。

（
７
）	

阿
部
泰
隆
「
判
例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
⑤
』」
判
例
評
論
四
二
七
号
一
九
頁
参
照
。

例
え
ば
、
名
古
屋
高
判
平
成
五
月
一
一
日
二
九
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
四
一
号
一
五
〇
頁
で
は
、「
地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
は
、
監
査

請
求
前
置
主
義
を
規
定
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
右
は
抗
告
訴
訟
に
お
け
る
審
査
請
求
前
置
と
は
全
く
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
同
法

二
四
二
条
の
二
第
一
項
の
住
民
訴
訟
は
、
住
民
が
そ
の
所
在
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
財
務
に
つ
い
て
の
違
法
不
当
の
是
正
を
求
め
る
た
め
に
、

自
己
の
法
律
上
の
利
益
に
か
か
わ
ら
な
い
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
と
い
う
資
格
で
、
特
に
同
法
に
よ
っ
て
出
訴
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る
民
衆
訴
訟
の
一
種
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
法
二
四
二
条
が
定
め
る
監
査
委
員
に
対
す
る
監
査
請
求
は
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
財
務
会
計
行
為

の
違
法
不
当
を
ま
ず
当
該
自
治
体
の
自
治
的
、
内
部
的
処
理
に
よ
っ
て
予
防
、
是
正
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
前
記
二
四
二
条
の
二

第
一
項
一
号
な
い
し
四
号
は
、
右
監
査
請
求
に
対
す
る
監
査
委
員
の
監
査
の
結
果
等
に
不
服
が
あ
る
住
民
に
対
し
、
裁
判
の
道
を
開
い
て
い
る
も
の

）
九
三
二
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

七

で
あ
る
。
か
か
る
法
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
充
足
し
た
と
い
う
た
め
に
は
、
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
と
が
必
ず
し

も
完
全
に
一
致
す
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
対
象
事
項
の
同
一
性
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

二
　
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
存
在
理
由

地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
専
門
的
機
関
で
あ
る
監
査
委
員
に
対
し
て
住
民
監
査
請
求
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
１
）

。
こ
れ
は
「
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
監
査
請
求
前
置
主
義
は
、
昭
和
二
三
年
の

地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
住
民
監
査
請
求
及
び
住
民
訴
訟
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
際
に
、
そ
の
中
に
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
後
、
昭
和
三
八
年
の
同
法
改
正
に
お
い
て
も
存
置
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
を
採
用
し
た
理
由

（
２
）

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
昭
和
三
八
年
の
同
法
改
正
前
に
お
い
て
は
、「
監
査
請
求
前
置
主
義
を
と
つ
た
理
由
は
、
本
来
こ
こ
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て

い
る
違
法
不
当
行
為
は
、
行
政
権
の
内
部
に
お
け
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
、
行
政
的
措
置
に
よ
つ
て
解
決
を
図
る
べ
き
で
あ
り
、
行

政
的
手
段
に
よ
つ
て
解
決
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
限
り
、
司
法
的
措
置
を
求
む
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、

訴
願
前
置
主
義
の
存
在
理
由
と
類
似
性
を
有
す
る
。
而
し
て
、
監
査
前
置
と
し
た
の
は
、
当
該
行
為
は
そ
の
大
半
が
財
務
計
理
上
の
問
題

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
面
の
専
門
で
あ
り
、
か
つ
公
正
な
る
見
地
に
た
つ
て
判
断
を
な
し
う
る
監
査
委
員
を
し
て
そ
の
任
に
当
ら
し
め
る

の
を
適
当
と
し
た
た
め

（
３
）

」
で
あ
る
。

次
に
、
昭
和
三
八
年
の
同
法
改
正
後
に
お
い
て
、
そ
の
立
案
に
際
し
て
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
監
査
請
求
前
置
制
度
の
導
入
に
際
し

）
九
三
二
（
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任
に
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。

次
に
、
昭
和
三
八
年
の
同
法
改
正
後
に
お
い
て
、
そ
の
立
案
に
際
し
て
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
監
査
請
求
前
置
制
度
の
導
入
に
際
し

）
九
三
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

八

て
は
異
論
も
あ
っ
た
が
、「
か
よ
う
な
手
続
を
と
く
に
要
求
し
た
の
は
、
地
方
公
共
団
体
の
内
部
に
地
方
公
共
団
体
の
事
務
全
般
に
わ
た

つ
て
当
否
の
監
査
を
行
な
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
監
査
委
員
と
い
う
機
関
が
設
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
職
員
の
違
法
・
不
当
な
行
為
に
よ

つ
て
住
民
全
体
の
利
益
が
害
さ
れ
る
よ
う
な
事
実
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
ま
ず
こ
の
機
関
に
監
査
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

で
き
う
れ
ば
、
事
件
を
自
主
的
に
解
決
さ
せ
る
ほ
う
が
地
方
自
治
の
本
旨
か
ら
い
つ
て
も
、
ま
た
、
裁
判
所
の
負
担
を
軽
減
す
る
意
味
か

ら
い
つ
て
も
好
ま
し
い
と
考
え
た
た
め

（
４
）

」
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
方
で
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
に
対
し
て
は
、
住
民
の
正
当
な
出
訴
権
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
結
果
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
こ

と
、
監
査
委
員
は
前
審
機
関
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
能
力
に
乏
し
い
こ
と
、
監
査
委
員
が
勧
告
を
行
っ
て
も
、
関
係
機
関
が

何
ら
の
措
置
も
講
じ
な
い
場
合
に
は
監
査
委
員
と
し
て
は
、
と
る
べ
き
手
段
が
な
い
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
批
判
的
な
見
方
も
あ
る

（
５
）

。

今
日
で
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
所
説
を
踏
ま
え
て
、
①
違
法
・
不
当
な
財
務
会
計
上
の

行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
財
務
会
計
事
務
の
専
門
的
・
技
術
的
な
性
格
か
ら
、
専
門
的
知
識
を
有
す
る
監
査
委
員
の
判
断
を
受

け
る
方
が
適
切
な
場
合
が
多
い
た
め
、
②
財
務
会
計
行
為
等
の
当
否
は
、
ま
ず
当
該
地
方
公
共
団
体
内
部
の
問
題
と
し
て
、
自
主
的
・
主

体
的
な
解
決
を
図
る
こ
と
が
地
方
自
治
の
本
旨
（
憲
法
九
二
条
）
に
沿
う
た
め
、
③
住
民
監
査
請
求
手
続
の
方
が
、
住
民
訴
訟
手
続
と
比

較
し
て
簡
易
か
つ
迅
速
に
処
理
で
き
る
た
め
、
④
裁
判
所
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
た
め
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
に
つ
い
て
は
、
住
民
訴
訟
の
提
起
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
監
査
委
員
の
監
査
を
経
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
事
案
に
係
る
事
実
関
係
の
解
明
、
具
体
的
法
律
関
係
の
究
明
及
び
可
能
な
解
決
策
の
探
求
を
予
め
行
い
、
そ
の
こ
と
が
住
民

訴
訟
に
お
け
る
住
民
の
訴
訟
活
動
、
さ
ら
に
は
裁
判
所
に
よ
る
審
理
判
断
に
つ
い
て
そ
の
本
来
の
あ
り
方
の
実
現
を
容
易
に
し
、
住
民
訴

訟
の
機
能
を
制
度
上
予
定
さ
れ
た
よ
う
に
発
揮
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る

（
６
）

。

）
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（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
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九

（
１
）	

も
っ
と
も
、
甲
府
地
判
平
成
五
年
三
月
三
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
四
三
号
一
五
五
頁
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
（
特
別
地
方
公
共
団
体
で
あ
る

一
部
事
務
組
合
）
に
監
査
委
員
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、
監
査
委
員
が
置
か
れ
て
い
な
い
以
上
、
監
査
委
員
に
対
し
て
住
民
監
査

請
求
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
当
該
一
部
事
務
組
合
に
対
し
て
住
民
監
査
請
求
す
る
こ
と
も
実
効
的
な
監
査
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
以
上
、
無
用
で
あ
る
と
し
、
住
民
監
査
請
求
を
行
わ
な
く
と
も
、
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
て
い
る
。

（
２
）	

住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
存
在
理
由
（
意
義
・
趣
旨
）
に
つ
い
て
は
、
久
世
公
堯
「
違
法
不
当
行
為
等
の
監
査
請
求
及
び
納
税
者
訴
訟

（
二
）」
地
方
財
務
二
二
号
二
六
頁
、
成
田
頼
明
「
住
民
訴
訟
（
納
税
者
訴
訟
）」
田
中
二
郎
・
原
龍
之
助
・
柳
瀬
良
幹
編
『
行
政
法
講
座
第
三
巻

　

行
政
救
済
』（
有
斐
閣
、
昭
和
四
〇
年
）
二
〇
八
─
二
〇
九
頁
、
同
「
監
査
請
求
及
び
納
税
者
訴
訟
に
つ
い
て
（
二
）」
自
治
研
究
三
三
巻
四
号
四
四

頁
、
三
好
達
「
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
」
鈴
木
忠
一
・
三
ヶ
月
章
監
修
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
第
九
巻

　
行
政
訴
訟
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
、
昭
和

五
八
年
）
三
一
六
頁
、
佐
藤
英
善
『
住
民
訴
訟
』（
学
陽
書
房
、
昭
和
六
一
年
）
四
四
頁
、
山
代
義
雄
「
住
民
訴
訟
と
住
民
監
査
請
求
の
関
係
」
民

商
法
雑
誌
九
二
巻
五
号
七
一
─
七
二
頁
、
同
「
住
民
訴
訟
の
シ
ス
テ
ム
」
仲
江
利
政
編
『
住
民
訴
訟
の
実
務
と
判
例
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
六
三

年
）
一
七
頁
、
園
部
逸
夫
「
住
民
訴
訟
の
訴
訟
法
上
の
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
一
号
三
〇
─
三
一
頁
、
成
田
頼
明
「
住
民
訴
訟

─
制
度
の
回

顧
と
展
望
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
一
号
一
九
頁
、
加
藤
幸
嗣
「
監
査
請
求
前
置
主
義
」
園
部
逸
夫
監
修
・
編
『
実
務
・
自
治
体
財
務
の
焦
点
第
四
巻

　

住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
元
年
）
七
一
─
七
三
頁
、
海
老
沢
俊
郎
「
住
民
監
査
請
求
」
園
部
逸
夫
編
『
実
務
地
方
自
治
法
講
座
第
四
巻

　

住
民
訴
訟
・
自
治
体
争
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
二
年
）
二
〇
─
二
一
頁
、
古
閑
裕
二
「
住
民
監
査
請
求
の
特
定
性
と
同
一
性
」
判
例
タ
イ
ム
ズ

八
二
六
号
五
八
─
五
九
頁
、
石
井
昇
「
住
民
監
査
請
求
期
間
の
制
限
と
『
正
当
な
理
由
』」
甲
南
法
学
三
二
巻
三
・
四
号
一
九
頁
、
伴
義
聖
・
大
塚

康
男
『
実
務
住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
九
年
）
一
三
頁
、
関
哲
夫
『
住
民
訴
訟
論
〔
新
版
〕』（
勁
草
書
房
、
平
成
九
年
）
二
八
〇
頁
、
高

橋
太
郎
『
情
報
公
開
・
住
民
監
査
請
求
の
実
務
』（
新
日
本
法
規
、
平
成
一
〇
年
）
二
六
〇
─
二
六
一
頁
、
團
藤
丈
士
「
監
査
請
求
期
間
と
『
正
当

な
理
由
』」
大

敏
編
『
現
代
裁
判
法
大
系
第
二
八
巻

　
住
民
訴
訟
』（
新
日
本
法
規
、
平
成
一
一
年
）
六
六
頁
、
伊
東
健
次
「
住
民
訴
訟
に
お
け
る

住
民
監
査
請
求
の
重
要
性
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
五
巻
八
号
三
八
頁
、
碓
井
光
明
『
要
説
住
民
訴
訟
と
自
治
体
財
務
〔
改
訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、
平
成

一
四
年
）
三
七
─
三
八
頁
、
秋
田
仁
志
「
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
の
手
続
」
秋
田
仁
志
・
井
上
元
編
『
住
民
訴
訟
の
上
手
な
対
処
法
〔
改
訂
増

補
版
〕』（
民
事
法
研
究
会
、
平
成
一
五
年
）
三
〇
頁
、
廣
田
達
人
「
住
民
請
求
監
査
法
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
日
本
財
政
法
学
会
編
『
財
政
法
講

）
九
三
二
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

九

（
１
）	

も
っ
と
も
、
甲
府
地
判
平
成
五
年
三
月
三
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
四
三
号
一
五
五
頁
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
（
特
別
地
方
公
共
団
体
で
あ
る

一
部
事
務
組
合
）
に
監
査
委
員
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、
監
査
委
員
が
置
か
れ
て
い
な
い
以
上
、
監
査
委
員
に
対
し
て
住
民
監
査

請
求
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
当
該
一
部
事
務
組
合
に
対
し
て
住
民
監
査
請
求
す
る
こ
と
も
実
効
的
な
監
査
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
以
上
、
無
用
で
あ
る
と
し
、
住
民
監
査
請
求
を
行
わ
な
く
と
も
、
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
て
い
る
。

（
２
）	

住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
存
在
理
由
（
意
義
・
趣
旨
）
に
つ
い
て
は
、
久
世
公
堯
「
違
法
不
当
行
為
等
の
監
査
請
求
及
び
納
税
者
訴
訟

（
二
）」
地
方
財
務
二
二
号
二
六
頁
、
成
田
頼
明
「
住
民
訴
訟
（
納
税
者
訴
訟
）」
田
中
二
郎
・
原
龍
之
助
・
柳
瀬
良
幹
編
『
行
政
法
講
座
第
三
巻

　

行
政
救
済
』（
有
斐
閣
、
昭
和
四
〇
年
）
二
〇
八
─
二
〇
九
頁
、
同
「
監
査
請
求
及
び
納
税
者
訴
訟
に
つ
い
て
（
二
）」
自
治
研
究
三
三
巻
四
号
四
四

頁
、
三
好
達
「
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
」
鈴
木
忠
一
・
三
ヶ
月
章
監
修
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
第
九
巻

　
行
政
訴
訟
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
、
昭
和

五
八
年
）
三
一
六
頁
、
佐
藤
英
善
『
住
民
訴
訟
』（
学
陽
書
房
、
昭
和
六
一
年
）
四
四
頁
、
山
代
義
雄
「
住
民
訴
訟
と
住
民
監
査
請
求
の
関
係
」
民

商
法
雑
誌
九
二
巻
五
号
七
一
─
七
二
頁
、
同
「
住
民
訴
訟
の
シ
ス
テ
ム
」
仲
江
利
政
編
『
住
民
訴
訟
の
実
務
と
判
例
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
六
三

年
）
一
七
頁
、
園
部
逸
夫
「
住
民
訴
訟
の
訴
訟
法
上
の
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
一
号
三
〇
─
三
一
頁
、
成
田
頼
明
「
住
民
訴
訟

─
制
度
の
回

顧
と
展
望
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
一
号
一
九
頁
、
加
藤
幸
嗣
「
監
査
請
求
前
置
主
義
」
園
部
逸
夫
監
修
・
編
『
実
務
・
自
治
体
財
務
の
焦
点
第
四
巻

　

住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
元
年
）
七
一
─
七
三
頁
、
海
老
沢
俊
郎
「
住
民
監
査
請
求
」
園
部
逸
夫
編
『
実
務
地
方
自
治
法
講
座
第
四
巻

　

住
民
訴
訟
・
自
治
体
争
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
二
年
）
二
〇
─
二
一
頁
、
古
閑
裕
二
「
住
民
監
査
請
求
の
特
定
性
と
同
一
性
」
判
例
タ
イ
ム
ズ

八
二
六
号
五
八
─
五
九
頁
、
石
井
昇
「
住
民
監
査
請
求
期
間
の
制
限
と
『
正
当
な
理
由
』」
甲
南
法
学
三
二
巻
三
・
四
号
一
九
頁
、
伴
義
聖
・
大
塚

康
男
『
実
務
住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
九
年
）
一
三
頁
、
関
哲
夫
『
住
民
訴
訟
論
〔
新
版
〕』（
勁
草
書
房
、
平
成
九
年
）
二
八
〇
頁
、
高

橋
太
郎
『
情
報
公
開
・
住
民
監
査
請
求
の
実
務
』（
新
日
本
法
規
、
平
成
一
〇
年
）
二
六
〇
─
二
六
一
頁
、
團
藤
丈
士
「
監
査
請
求
期
間
と
『
正
当

な
理
由
』」
大

敏
編
『
現
代
裁
判
法
大
系
第
二
八
巻

　
住
民
訴
訟
』（
新
日
本
法
規
、
平
成
一
一
年
）
六
六
頁
、
伊
東
健
次
「
住
民
訴
訟
に
お
け
る

住
民
監
査
請
求
の
重
要
性
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
五
巻
八
号
三
八
頁
、
碓
井
光
明
『
要
説
住
民
訴
訟
と
自
治
体
財
務
〔
改
訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、
平
成

一
四
年
）
三
七
─
三
八
頁
、
秋
田
仁
志
「
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
の
手
続
」
秋
田
仁
志
・
井
上
元
編
『
住
民
訴
訟
の
上
手
な
対
処
法
〔
改
訂
増

補
版
〕』（
民
事
法
研
究
会
、
平
成
一
五
年
）
三
〇
頁
、
廣
田
達
人
「
住
民
請
求
監
査
法
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
日
本
財
政
法
学
会
編
『
財
政
法
講

）
九
三
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
〇

座
第
三
巻

　
地
方
財
政
の
変
貌
と
法
』（
勁
草
書
房
、
平
成
一
七
年
）
二
一
一
頁
、
大

敏
「
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
対
象
の
特
定
」
大

敏
編

『
新
版
裁
判
住
民
訴
訟
法
』（
三
協
法
規
、
平
成
一
七
年
）
二
二
一
頁
、
大

敏
「
適
法
な
監
査
請
求
の
不
適
法
却
下
と
出
訴
期
間
の
起
算
日
」
大

・
前
掲
『
新
版
裁
判
住
民
訴
訟
法
』
二
六
四
─
二
六
五
頁
、
寺
田
友
子
『
住
民
訴
訟
判
例
の
研
究
』（
成
文
堂
、
平
成
二
四
年
）
二
頁
、
山
本
隆
司

「
特
殊
問
題

　
住
民
訴
訟
」
南
博
方
・
高
橋
滋
・
市
村
陽
典
・
山
本
隆
司
編
『
条
解
行
政
事
件
訴
訟
法
〔
第
四
版
〕』（
弘
文
堂
、
平
成
二
六
年
）

一
八
三
頁
、
松
本
英
昭
『
新
版

　
逐
条
地
方
自
治
法
〔
第
九
次
改
訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、
平
成
二
九
年
）
一
〇
五
七
頁
、
伴
義
聖
・
山
口
雅
樹
『
新

版	

実
務
住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
三
〇
年
）
九
六
頁
、
井
上
元
『
住
民
訴
訟
の
上
手
な
活
用
法

─
監
査
請
求
か
ら
訴
訟
ま
で
の
理
論
と

実
務
Ｑ
＆
Ａ
〔
第
二
版
〕』（
民
事
法
研
究
会
、
平
成
三
一
年
）
一
八
頁
参
照
。

（
３
）	

久
世
・
前
掲
「
違
法
不
当
行
為
等
の
監
査
請
求
及
び
納
税
者
訴
訟
（
二
）」
二
六
頁
。

（
４
）	

成
田
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
（
納
税
者
訴
訟
）」
二
〇
八
─
二
〇
九
頁
。

（
５
）	

成
田
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
（
納
税
者
訴
訟
）」
二
〇
九
頁
、
廣
田
・
前
掲
「
住
民
請
求
監
査
法
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
二
一
五
頁
、
大

・

前
掲
「
適
法
な
監
査
請
求
の
不
適
法
却
下
と
出
訴
期
間
の
起
算
日
」
二
六
五
頁
参
照
。

（
６
）	

加
藤
・
前
掲
「
監
査
請
求
前
置
主
義
」
七
五
頁
参
照
。

三
　
物
的
側
面
の
同
一
性

住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
は
「
同
条
第
一
項
の
請
求

に
係
る
違
法
な
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
き
、
訴
え
を
も
つ
て
…
…
」
と
定
め
、
文
理
上
は
同
一
性
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
ど
の
程
度

の
厳
格
な
同
一
性
が
要
求
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
最
高
裁
判
決
と
し
て
、
最
高
裁
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日

判
決

（
１
）（

以
下
、「
最
判
昭
和
六
二
年
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。

）
九
三
二
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
一

本
件
事
案
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
潟
県
西
川
町
の
町
長
Ｙ₁
は
、
有
限
会
社
Ｙ₂
に
対
し
、
町
有
地
を
随
意
契

約
に
よ
り
売
却
し
、
そ
の
旨
の
所
有
権
移
転
登
記
を
行
っ
た
。
同
町
の
住
民
Ｘ
ら
は
、
昭
和
五
四
年
四
月
二
〇
日
、
町
有
地
の
売
却
価
格

が
時
価
に
比
し
て
著
し
く
低
廉
で
あ
っ
て
、
同
町
の
財
政
運
営
上
多
大
な
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
是
正
を
求
め
る

旨
の
第
一
回
目
の
住
民
監
査
請
求
を
行
っ
た
が
、
同
年
六
月
一
六
日
、
同
請
求
に
は
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
。
Ⅹ
ら
は
、
同
年

一
一
月
二
〇
日
、
町
有
地
を
随
意
契
約
に
よ
り
売
却
し
た
の
は
違
法
で
あ
る
等
の
主
張
を
追
加
し
て
、
再
度
、
第
二
回
目
の
住
民
監
査
請

求
を
行
っ
た
が
、
昭
和
五
五
年
一
月
一
七
日
、
同
請
求
に
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
。
Ｘ
ら
は
、
同
年
一
月
三
〇
日
、
第
二
回
監

査
請
求
の
監
査
結
果
を
不
服
と
し
て
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
（
平
成
一
四
年
法
律
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
に
基
づ

き
、
同
町
に
代
位
し
て
、
Ｙ₁
に
対
し
、
Ⅹ
ら
の
主
張
す
る
適
正
時
価
と
売
却
価
格
と
の
差
額
九
三
二
二
万
余
円
の
損
害
を
賠
償
す
る
よ
う

求
め
る
と
と
も
に
、
Ｙ₂
に
対
し
、
同
額
の
不
当
利
得
の
返
還
を
求
め
る
住
民
訴
訟
を
提
起
し
た
。

本
件
に
お
け
る
争
点
は
、
①
再
度
の
監
査
請
求
の
可
否
、
②
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
（
財
務
会
計
上
の
行
為
を
不
当
・

違
法
と
す
る
監
査
請
求
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
当
該
財
務
会
計
上
の
行
為
が
違
法
、
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
実
体
法
上
の
請
求
権
の
行
使

を
怠
る
事
実
を
理
由
と
す
る
監
査
請
求
を
そ
の
対
象
と
し
て
含
む
）、
③
怠
る
事
実
の
監
査
請
求
期
間
の
三
点
で
あ
っ
た
。

第
一
審
判
決

（
２
）

及
び
第
二
審
判
決

（
３
）

は
、
Ⅹ
ら
の
訴
え
を
不
適
法
な
も
の
と
し
て
却
下
し
た
。

最
判
昭
和
六
二
年
は
、
②
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
、「
住
民
監
査
請
求
の
制
度
は
、
住
民
訴
訟
の
前
置
手

続
と
し
て
、
ま
ず
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
監
査
委
員
に
住
民
の
請
求
に
係
る
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
の
機
会
を
与
え
、

当
該
行
為
又
は
当
該
怠
る
事
実
の
違
法
、
不
当
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
自
治
的
、
内
部
的
処
理
に
よ
つ
て
予
防
、
是
正
さ
せ
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
は
、『
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
前
条
第
一

）
九
三
二
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
一

本
件
事
案
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
潟
県
西
川
町
の
町
長
Ｙ₁
は
、
有
限
会
社
Ｙ₂
に
対
し
、
町
有
地
を
随
意
契

約
に
よ
り
売
却
し
、
そ
の
旨
の
所
有
権
移
転
登
記
を
行
っ
た
。
同
町
の
住
民
Ｘ
ら
は
、
昭
和
五
四
年
四
月
二
〇
日
、
町
有
地
の
売
却
価
格

が
時
価
に
比
し
て
著
し
く
低
廉
で
あ
っ
て
、
同
町
の
財
政
運
営
上
多
大
な
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
是
正
を
求
め
る

旨
の
第
一
回
目
の
住
民
監
査
請
求
を
行
っ
た
が
、
同
年
六
月
一
六
日
、
同
請
求
に
は
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
。
Ⅹ
ら
は
、
同
年

一
一
月
二
〇
日
、
町
有
地
を
随
意
契
約
に
よ
り
売
却
し
た
の
は
違
法
で
あ
る
等
の
主
張
を
追
加
し
て
、
再
度
、
第
二
回
目
の
住
民
監
査
請

求
を
行
っ
た
が
、
昭
和
五
五
年
一
月
一
七
日
、
同
請
求
に
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
。
Ｘ
ら
は
、
同
年
一
月
三
〇
日
、
第
二
回
監

査
請
求
の
監
査
結
果
を
不
服
と
し
て
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
（
平
成
一
四
年
法
律
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
に
基
づ

き
、
同
町
に
代
位
し
て
、
Ｙ₁
に
対
し
、
Ⅹ
ら
の
主
張
す
る
適
正
時
価
と
売
却
価
格
と
の
差
額
九
三
二
二
万
余
円
の
損
害
を
賠
償
す
る
よ
う

求
め
る
と
と
も
に
、
Ｙ₂
に
対
し
、
同
額
の
不
当
利
得
の
返
還
を
求
め
る
住
民
訴
訟
を
提
起
し
た
。

本
件
に
お
け
る
争
点
は
、
①
再
度
の
監
査
請
求
の
可
否
、
②
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
（
財
務
会
計
上
の
行
為
を
不
当
・

違
法
と
す
る
監
査
請
求
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
当
該
財
務
会
計
上
の
行
為
が
違
法
、
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
実
体
法
上
の
請
求
権
の
行
使

を
怠
る
事
実
を
理
由
と
す
る
監
査
請
求
を
そ
の
対
象
と
し
て
含
む
）、
③
怠
る
事
実
の
監
査
請
求
期
間
の
三
点
で
あ
っ
た
。

第
一
審
判
決

（
２
）

及
び
第
二
審
判
決

（
３
）

は
、
Ⅹ
ら
の
訴
え
を
不
適
法
な
も
の
と
し
て
却
下
し
た
。

最
判
昭
和
六
二
年
は
、
②
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
、「
住
民
監
査
請
求
の
制
度
は
、
住
民
訴
訟
の
前
置
手

続
と
し
て
、
ま
ず
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
監
査
委
員
に
住
民
の
請
求
に
係
る
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
の
機
会
を
与
え
、

当
該
行
為
又
は
当
該
怠
る
事
実
の
違
法
、
不
当
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
自
治
的
、
内
部
的
処
理
に
よ
つ
て
予
防
、
是
正
さ
せ
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
は
、『
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
前
条
第
一

）
九
三
二
（
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一
二

項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
…
…
裁
判
所
に
対
し
、
同
条
第
一
項
の
請
求
に
係
る
違
法
な
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ

き
、
訴
え
を
も
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。』
と
規
定
し
、
住
民
訴
訟
は
監
査
請
求
の
対
象
と
し
た
違
法
な

行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
こ
れ
を
提
起
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
当
該
行
為
又
は
当
該
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査

請
求
を
経
た
以
上
、
訴
訟
に
お
い
て
監
査
請
求
の
理
由
と
し
て
主
張
し
た
事
由
以
外
の
違
法
事
由
を
主
張
す
る
こ
と
は
何
ら
禁
止
さ
れ
て

い
な
い
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
」
と
判
示
し
た
。

財
務
会
計
上
の
行
為
の
違
法
・
不
当
を
理
由
と
す
る
住
民
監
査
請
求
と
、
怠
る
事
実
の
相
手
方
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
等
の
住
民
訴

訟
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
最
判
昭
和
六
二
年
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
財
務
会
計
職

員
の
財
務
会
計
上
の
行
為
を
違
法
・
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
是
正
を
求
め
る
監
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
特
段
の
事
情
が
認
め
ら

れ
な
い
限
り
、
同
監
査
請
求
は
当
該
行
為
が
違
法
、
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
実
体
法
上
の
請
求
権
を
当
該
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
行
使
し
な
い
こ
と
が
違
法
・
不
当
で
あ
る
と
い
う
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
に
つ
い
て
の
監
査
請
求
も
、
そ
の
対
象
と
し
て

含
む
と
判
示
し
た
。
最
判
昭
和
六
二
年
に
よ
る
と
、
当
該
職
員
の
財
務
会
計
上
の
行
為
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
違
法
・
不
当
を
指
摘
し
て

住
民
監
査
請
求
を
行
い
、
こ
の
監
査
請
求
に
基
づ
い
て
、
財
務
会
計
上
の
行
為
が
違
法
、
無
効
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
地
方
公
共
団
体
が

取
得
す
る
こ
と
に
な
る
損
害
賠
償
請
求
権
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
行
使
し
て
い
な
い
こ
と
が
財
産
管
理
を
怠
る
事
実
で
あ
る
と
し
て
、

そ
の
相
手
方
に
損
害
賠
償
及
び
不
当
利
得
返
還
の
請
求
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
も
、
住
民
監
査
請
求
前
置
の

要
件
を
満
た
す
こ
と
に
な
る

（
４
）

。

こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
住
民
訴
訟
段
階
で
の
主
張
が
異
な
っ
て
い
て
も
住
民
監
査
請
求
と
の
同
一
性
を
有
す
る
と
い
う
判
断
に
基
づ

く
も
の
や
、
住
民
訴
訟
は
監
査
結
果
そ
の
も
の
の
当
否
を
争
う
も
の
で
は
な
く
、
財
務
会
計
上
の
違
法
状
態
を
除
去
し
、
損
害
を
回
復
さ

）
九
二
二
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
三

せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
と
同
一
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
の
判
断
が
前
提
と
な
っ
て
い
る

（
５
）

。

し
た
が
っ
て
、
当
該
財
務
会
計
行
為
又
は
当
該
怠
る
事
実
に
つ
い
て
住
民
監
査
請
求
を
経
た
以
上
、
住
民
監
査
請
求
で
主
張
し
た
違
法

事
由
と
異
な
る
違
法
事
由
を
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

次
に
、
最
高
裁
平
成
一
〇
年
七
月
三
日
判
決

（
６
）（

以
下
、「
最
判
平
成
一
〇
年
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。
本
件
は
、
福
井
県
吉
田
郡
松
岡
町
の
住

民
で
あ
る
原
告
が
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
き
、
土
地
区
画
整
理
事
業
計
画
上
の
道
路
予
定
地
と
そ
の
代
替
用

地
で
あ
っ
た
町
有
地
（
以
下
、「
本
件
土
地
」
と
い
う
。）
と
の
交
換
契
約
が
同
町
の
公
有
財
産
の
交
換
等
に
関
す
る
条
例
に
反
す
る
違
法
な

も
の
で
あ
る
と
し
て
、
本
件
土
地
の
一
部
転
得
者
Ｙ₁
及
び
抵
当
権
者
Ｙ₂
を
被
告
と
し
て
、
所
有
権
一
部
移
転
仮
登
記
及
び
抵
当
権
設
定
登

記
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
る
住
民
訴
訟
で
あ
る
。

本
件
事
案
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
町
と
Ｚ
と
は
、
昭
和
六
一
年
五
月
六
日
に
、
町
所
有
の
本
件
土
地
と
Ｚ
所
有
の
前
記
道

路
予
定
地
と
を
交
換
す
る
旨
の
契
約
を
締
結
し
、
Ｚ
は
本
件
土
地
に
つ
き
所
有
権
移
転
登
記
を
経
由
し
た
上
、
同
士
地
上
に
建
物
を
建
築

し
て
同
土
地
を
占
有
し
て
い
る
。
Ｙ₁
は
、
本
件
土
地
に
つ
き
、
昭
和
六
一
年
五
月
一
三
日
受
付
の
所
有
権
一
部
移
転
仮
登
記
を
経
由
し
、

Ｙ₂
は
、
同
土
地
に
つ
き
、
昭
和
六
一
年
八
月
一
二
日
受
付
の
抵
当
権
設
定
登
記
を
経
由
し
た
。
原
告
は
、
昭
和
六
二
年
三
月
一
〇
日
、
松

岡
町
監
査
委
員
に
対
し
、
本
件
交
換
契
約
が
前
記
条
例
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
本
件
土
地
の
返
還
及
び
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
登

記
手
続
等
を
求
め
る
旨
の
住
民
監
査
要
求
を
し
た
が
、
監
査
委
員
が
同
請
求
か
ら
六
〇
日
を
経
過
し
て
も
こ
れ
に
対
す
る
判
断
の
結
果
を

通
知
し
な
か
っ
た
た
め
、
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
く
住
民
訴
訟
を
提
起
し
た
。

第
一
審
判
決

（
７
）

で
は
、
原
告
は
、
①
Ｚ
に
対
す
る
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
登
記
手
続
及
び
建
物
収
去
土
地
明
渡
し
、
②
Ｙ₁
に
対
す
る
前
記

所
有
権
一
部
移
転
仮
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
、
③
Ｙ₂
に
対
す
る
前
記
抵
当
権
設
定
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
そ
れ
ぞ
れ
求
め
て
い
た
が
、

）
九
二
二
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
三

せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
と
同
一
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
の
判
断
が
前
提
と
な
っ
て
い
る

（
５
）

。

し
た
が
っ
て
、
当
該
財
務
会
計
行
為
又
は
当
該
怠
る
事
実
に
つ
い
て
住
民
監
査
請
求
を
経
た
以
上
、
住
民
監
査
請
求
で
主
張
し
た
違
法

事
由
と
異
な
る
違
法
事
由
を
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

次
に
、
最
高
裁
平
成
一
〇
年
七
月
三
日
判
決

（
６
）（

以
下
、「
最
判
平
成
一
〇
年
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。
本
件
は
、
福
井
県
吉
田
郡
松
岡
町
の
住

民
で
あ
る
原
告
が
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
き
、
土
地
区
画
整
理
事
業
計
画
上
の
道
路
予
定
地
と
そ
の
代
替
用

地
で
あ
っ
た
町
有
地
（
以
下
、「
本
件
土
地
」
と
い
う
。）
と
の
交
換
契
約
が
同
町
の
公
有
財
産
の
交
換
等
に
関
す
る
条
例
に
反
す
る
違
法
な

も
の
で
あ
る
と
し
て
、
本
件
土
地
の
一
部
転
得
者
Ｙ₁
及
び
抵
当
権
者
Ｙ₂
を
被
告
と
し
て
、
所
有
権
一
部
移
転
仮
登
記
及
び
抵
当
権
設
定
登

記
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
る
住
民
訴
訟
で
あ
る
。

本
件
事
案
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
町
と
Ｚ
と
は
、
昭
和
六
一
年
五
月
六
日
に
、
町
所
有
の
本
件
土
地
と
Ｚ
所
有
の
前
記
道

路
予
定
地
と
を
交
換
す
る
旨
の
契
約
を
締
結
し
、
Ｚ
は
本
件
土
地
に
つ
き
所
有
権
移
転
登
記
を
経
由
し
た
上
、
同
士
地
上
に
建
物
を
建
築

し
て
同
土
地
を
占
有
し
て
い
る
。
Ｙ₁
は
、
本
件
土
地
に
つ
き
、
昭
和
六
一
年
五
月
一
三
日
受
付
の
所
有
権
一
部
移
転
仮
登
記
を
経
由
し
、

Ｙ₂
は
、
同
土
地
に
つ
き
、
昭
和
六
一
年
八
月
一
二
日
受
付
の
抵
当
権
設
定
登
記
を
経
由
し
た
。
原
告
は
、
昭
和
六
二
年
三
月
一
〇
日
、
松

岡
町
監
査
委
員
に
対
し
、
本
件
交
換
契
約
が
前
記
条
例
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
本
件
土
地
の
返
還
及
び
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
登

記
手
続
等
を
求
め
る
旨
の
住
民
監
査
要
求
を
し
た
が
、
監
査
委
員
が
同
請
求
か
ら
六
〇
日
を
経
過
し
て
も
こ
れ
に
対
す
る
判
断
の
結
果
を

通
知
し
な
か
っ
た
た
め
、
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
く
住
民
訴
訟
を
提
起
し
た
。

第
一
審
判
決

（
７
）

で
は
、
原
告
は
、
①
Ｚ
に
対
す
る
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
登
記
手
続
及
び
建
物
収
去
土
地
明
渡
し
、
②
Ｙ₁
に
対
す
る
前
記

所
有
権
一
部
移
転
仮
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
、
③
Ｙ₂
に
対
す
る
前
記
抵
当
権
設
定
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
そ
れ
ぞ
れ
求
め
て
い
た
が
、

）
九
二
二
（
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一
四

こ
れ
ら
を
い
ず
れ
も
認
容
し
た
。

第
二
審
判
決

（
８
）

で
は
、
被
控
訴
人
の
Ｙ₁
ら
に
対
す
る
訴
え
が
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
き
職
権
で
調
査
し
た

上
、
本
件
監
査
請
求
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
措
置
内
容
は
、
Ｚ
に
対
し
て
本
件
土
地
の
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
、
こ
れ

を
町
に
返
還
さ
せ
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
が
で
き
な
い
場
合
に
Ｚ
及
び
町
長
に
損
害
賠
償
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
前
記
②
及
び
③

は
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
被
控
訴
人
ら
の
Ｙ₁
及
び
Ｙ₂
に
対
す
る
訴
え
は
、
法
の
定
め
る
監
査
請
求
を
経
て
お
ら
ず
、

監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
欠
く
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
い
ず
れ
に
対
す
る
訴
え
も
却
下
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
最
判
平
成
一
〇
年
は
、「
住
民
訴
訟
に
つ
き
、
監
査
請
求
の
前
置
を
要
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
地
方
自
治
法

二
四
二
条
の
二
第
一
項
は
、
住
民
訴
訟
は
監
査
請
求
の
対
象
と
し
た
同
法
二
四
二
条
一
項
所
定
の
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に

つ
い
て
こ
れ
を
提
起
す
べ
き
も
の
と
定
め
て
い
る
が
、
同
項
に
は
、
住
民
が
、
監
査
請
求
に
お
い
て
求
め
た
具
体
的
措
置
の
相
手
方
と
同

一
の
者
を
相
手
方
と
し
て
右
措
置
と
同
一
の
請
求
内
容
に
よ
る
住
民
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
住
民
は
、
監
査
請
求
を
す
る
際
、
監
査
の
対
象
で
あ
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
を
特
定
し
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず

べ
き
こ
と
を
請
求
す
れ
ば
足
り
、
措
置
の
内
容
及
び
相
手
方
を
具
体
的
に
明
示
す
る
こ
と
は
必
須
で
は
な
く
、
仮
に
、
執
る
べ
き
措
置
内

容
等
が
具
体
的
に
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
監
査
委
員
は
、
監
査
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
明
示
さ
れ
た
措
置
内
容

に
拘
束
さ
れ
ず
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
判
断
す
る
た
め
に
監
査
請
求
書

に
記
載
さ
れ
た
具
体
的
な
措
置
の
内
容
及
び
相
手
方
を
吟
味
す
る
必
要
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
住
民
訴
訟

に
お
い
て
は
、
そ
の
対
象
と
す
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
請
求
を
経
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
監
査
請

求
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
具
体
的
措
置
の
相
手
方
と
は
異
な
る
者
を
相
手
方
と
し
て
右
措
置
の
内
容
と
異
な
る
請
求
を
す
る
こ
と
も
、
許

）
九
二
九
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
五

さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
原
審
の
確
定
し
た
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
本
件
監
査
請
求

に
お
い
て
は
財
務
会
計
上
の
行
為
と
し
て
河
合
弘
和
に
よ
る
本
件
契
約
の
締
結
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
本
件
訴
え
に
お
い
て
も
そ
の
点
に

何
ら
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
請
求
の
内
容
及
び
そ
の
相
手
方
が
監
査
請
求
に
お
け
る
も
の
と
異
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
本
件
訴

え
が
監
査
請
求
前
置
の
要
件
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
訴
え
は
適
法
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

住
民
訴
訟
に
お
い
て
は
、
そ
の
対
象
と
す
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
請
求
を
経
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
限

り
、
監
査
請
求
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
具
体
的
措
置
の
相
手
方
と
は
異
な
る
者
を
相
手
方
と
し
て
同
措
置
の
内
容
と
異
な
る
請
求
を
す
る

こ
と
も
、
許
さ
れ
る
と
し
た
。

住
民
訴
訟
で
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
住
民
監
査
請
求
を
経
な
い
住
民
訴
訟
は
不
適
法
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
両
者
間
に
対
象
の
同
一
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
従
前
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
完
全
な
一
致
が
必
要
で
あ
る
と
形
式
的

に
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
裁
判
例
上
も
、
あ
る
程
度
緩
や
か
な
判
断
が
下
さ
れ
て
き
た
。
本
件
に
お
い
て
は
、
住
民
監
査
請

求
で
は
、
本
件
交
換
契
約
締
結
の
違
法
を
理
由
に
契
約
の
直
接
の
相
手
方
に
対
す
る
原
状
回
復
請
求
と
行
為
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求

を
求
め
て
い
た
の
に
対
し
、
住
民
訴
訟
で
は
、
所
有
権
に
基
づ
く
第
三
者
に
対
す
る
妨
害
排
除
請
求
に
変
更
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
請
求

権
の
構
成
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
は
、
①
対
象
と
な
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
、
②
求

め
る
措
置
の
内
容
、
③
措
置
の
相
手
方
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

（
９
）

。
本
件
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
各
要
素
を
比
較
し
て
、
同
一
性
の
有
無
を

検
討
す
る
と
、
異
な
る
の
は
、
②
求
め
る
措
置
の
内
容
と
③
措
置
の
相
手
方
だ
け
で
あ
っ
て
、
①
対
象
と
な
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は

怠
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
内
容
も
行
為
者
も
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
法
二
四
二
条
一
項
が
「
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ

）
九
二
三
（
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は
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監
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経
て
い
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と
認
め
ら
れ
る
限

り
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監
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請
求
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
具
体
的
措
置
の
相
手
方
と
は
異
な
る
者
を
相
手
方
と
し
て
同
措
置
の
内
容
と
異
な
る
請
求
を
す
る

こ
と
も
、
許
さ
れ
る
と
し
た
。

住
民
訴
訟
で
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
住
民
監
査
請
求
を
経
な
い
住
民
訴
訟
は
不
適
法
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
両
者
間
に
対
象
の
同
一
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
従
前
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
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い
て
は
、
両
者
の
完
全
な
一
致
が
必
要
で
あ
る
と
形
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的

に
考
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わ
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で
は
な
く
、
裁
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も
、
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度
緩
や
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な
判
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が
下
さ
れ
て
き
た
。
本
件
に
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は
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請
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で
は
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本
件
交
換
契
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締
結
の
違
法
を
理
由
に
契
約
の
直
接
の
相
手
方
に
対
す
る
原
状
回
復
請
求
と
行
為
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求

を
求
め
て
い
た
の
に
対
し
、
住
民
訴
訟
で
は
、
所
有
権
に
基
づ
く
第
三
者
に
対
す
る
妨
害
排
除
請
求
に
変
更
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
請
求

権
の
構
成
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
は
、
①
対
象
と
な
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
、
②
求

め
る
措
置
の
内
容
、
③
措
置
の
相
手
方
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

（
９
）

。
本
件
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
各
要
素
を
比
較
し
て
、
同
一
性
の
有
無
を

検
討
す
る
と
、
異
な
る
の
は
、
②
求
め
る
措
置
の
内
容
と
③
措
置
の
相
手
方
だ
け
で
あ
っ
て
、
①
対
象
と
な
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は

怠
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
内
容
も
行
為
者
も
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
法
二
四
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条
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が
「
必
要
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を
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き
こ
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一
六

と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
だ
け
規
定
し
て
い
る
こ
と
や
、
監
査
の
結
果
に
よ
る
是
正
方
法
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
、
請
求
内

容
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
求
め
る
措
置
の
内
容
を
重
視
す
る
の
は
相
当
で
は
な
く
、
求
め
る
措
置
の
内
容
と
住
民
訴
訟

の
請
求
内
容
は
異
な
っ
て
い
て
も
差
し
支
え
な
い
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
内
容

及
び
行
為
者
が
同
一
で
あ
る
限
り
は
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
と
の
対
象
の
同
一
性
は
、
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

（
１0
）

。

こ
う
し
て
、
最
判
平
成
一
〇
年
は
、「
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
」
が
同
一
で
あ
る
限
り
、
監
査
請
求
に
お
い
て
求
め
た
具

体
的
措
置
の
内
容
及
び
相
手
方
を
問
わ
ず
に
、
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
判
断
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

住
民
監
査
請
求
は
、
監
査
委
員
の
監
査
の
端
緒
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
対
象
と
す
る
「
財

務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
」
が
同
一
で
あ
る
限
り
、
住
民
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
監
査
請
求
書
に
記

載
さ
れ
た
具
体
的
な
措
置
の
内
容
及
び
相
手
方
を
吟
味
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
１１
）

。

最
判
平
成
一
〇
年
の
意
義
は
、
住
民
訴
訟
に
お
け
る
住
民
監
査
請
求
の
前
置
の
要
件
を
充
た
す
に
は
、
違
法
と
主
張
さ
れ
る
財
務
会
計

行
為
又
は
怠
る
事
実
が
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
に
お
い
て
同
一
で
あ
れ
ば
足
り
、
求
め
た
措
置
や
相
手
方
が
同
一
で
あ
る
必
要
は
な

い
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
に
あ
る

（
１２
）

。

最
判
平
成
一
〇
年
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
の
要
件
の
充
足
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
措
置
の
相
手
方
、
内
容
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ

と
を
明
言
し
た
も
の
で
、
最
判
昭
和
六
二
年
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
評
価
で
き
る

（
１３
）

。
こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
財
務
会
計
上
の

行
為
又
は
怠
る
事
実
の
同
一
性
に
つ
い
て
、
比
較
的
緩
や
か
に
解
釈
し
て
い
る
と
い
え
る
。

下
級
審
判
決
に
お
い
て
も
、
請
求
対
象
の
同
一
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
緩
や
か
に
解
し
た
例
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
公
金
の
支
出
が
な
さ
れ
る
前
に
当
該
支
出
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
そ
の
差
止
め
を
求
め
る
住
民
監
査
請
求
を
行
っ
た
が
、
こ

）
九
二
二
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
七

れ
が
棄
却
さ
れ
た
後
に
、
当
該
支
出
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
当
該
支
出
に
つ
い
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
経
る
こ
と
な
く
、

当
該
支
出
の
違
法
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
提
起
し
た
事
案
に
お
い
て
、
住
民
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
充
足
す
る
と
し
た
判

決
（
１４
）

、
住
民
監
査
請
求
（
道
路
建
設
が
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
市
長
に
道
路
の
原
状
回
復
請
求
）
と
住
民
訴
訟
（
市
長
個
人
に
道
路
建
設
の
た
め

の
請
負
契
約
及
び
公
金
支
出
の
違
法
性
を
合
む
と
し
て
、
建
設
工
事
請
負
契
約
に
基
づ
く
公
金
支
出
の
損
害
賠
償
請
求
）
は
、
監
査
の
理
由
と
し
て
主

張
さ
れ
た
事
由
と
、
住
民
訴
訟
で
主
張
さ
れ
た
事
由
と
の
間
に
、
少
な
く
と
も
実
質
的
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
判
決

（
１５
）

、
長
に
対
し

て
違
法
な
公
金
支
出
の
差
止
め
を
求
め
た
住
民
監
査
請
求
と
そ
の
支
出
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
代
位
請
求
す
る
住
民
訴
訟
の
対
象
と
の
同

一
性
を
認
め
た
判
決

（
１６
）

な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
年
度
の
固
定
資
産
税
の
徴
収
を
怠
る
事
実
に
つ
い
て
住
民
監
査
請
求
を
行
っ
た
う
え
で
住
民
訴
訟
を
提
起
し
た

が
、
訴
訟
提
起
後
に
発
生
し
た
平
成
二
年
度
、
三
年
度
第
一
期
分
の
固
定
資
産
税
の
徴
収
を
怠
る
事
実
の
違
法
確
認
の
訴
え
を
追
加
的
に

提
起
す
る
こ
と
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
充
足
し
な
い
と
し
た
判
決

（
１７
）

も
あ
る
。

ま
た
、「
求
め
る
措
置
」
と
は
異
な
る
事
項
を
請
求
内
容
と
す
る
住
民
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
請
求
対
象
の
同
一
性
は
ど
の
よ
う

に
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
、「
求
め
る
措
置
」
と
い
う
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
に
か
か
っ
て
く
る

（
１8
）

。
す
な
わ

ち
、「
求
め
る
措
置
」
が
、
同
一
性
の
判
断
に
際
し
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
同
格
の
評
価
を
受
け
る
性
質
の
も
の
で
あ
れ
ば
、「
求
め

る
措
置
」
と
住
民
訴
訟
の
請
求
の
異
同
は
、
対
象
の
同
一
性
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
り
、
両
者
に
実
質
的
同
一
性
が
認
め
ら

れ
な
い
場
合
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
欠
く
こ
と
と
な
る
。「
求
め
る
措
置
」
と
住
民
訴
訟
に
お
け
る
請
求
と
に
不
一
致
が

あ
っ
て
も
、
同
一
性
は
失
わ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
は
、
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
は
他
の
事
項
か
ら
区
別
し
て

）
九
二
二
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
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の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
七
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棄
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さ
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、
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支
出
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さ
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、
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す
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損
害
賠
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請
求
を
提
起
し
た
事
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て
、
住
民
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
充
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す
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し
た
判

決
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１４
）

、
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請
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損
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さ
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１５
）
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損
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同

一
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１６
）
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収
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追
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。
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日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
八

特
定
認
識
で
き
る
よ
う
に
個
別
的
、
具
体
的
に
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
に
対
し
、
求
め
る
措
置
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
特
定
は
要
求
さ

れ
ず
、「
必
要
な
措
置
を
取
る
こ
と
を
求
め
る
」
程
度
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
場
合
の
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
監
査
委
員
は
必
要
な
措
置
を

勧
告
す
る
際
に
も
、
住
民
の
求
め
た
措
置
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
の

違
法
の
態
様
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
是
正
・
回
復
の
た
め
に
取
る
べ
き
措
置
は
法
理
論
的
に
決
ま
っ
て
く
る
こ
と
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
求
め
る
措
置
と
住
民
訴
訟
の
請
求
形
式
が
異
な
っ
て
も
同
一
性
を
失
わ
な
い
と
し
た
事
例
は
多
い

（
１9
）

。

さ
ら
に
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
上
の
行
為
若
し
く
は
怠
る
事
実
か
ら
派
生
し
、
又
は
こ
れ
を
前
提
と
し
て
後
続

す
る
こ
と
が
当
然
に
予
測
さ
れ
る
行
為
若
し
く
は
怠
る
事
実
を
住
民
訴
訟
の
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
充

足
す
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
財
務
会
計
上
の
行
為
が
違
法
・
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
差
止
め
の
措
置

を
求
め
て
住
民
監
査
請
求
を
行
い
、
同
監
査
請
求
に
基
づ
い
て
差
止
請
求
の
住
民
訴
訟
（
一
号
請
求
）
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
訴
訟

係
属
中
に
、
差
止
め
の
対
象
と
し
た
財
務
会
計
上
の
行
為
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
原
告
は
、
新
た
に
住
民
監
査
請
求
す
る
こ
と
な

く
、
当
該
財
務
会
計
上
の
行
為
に
よ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
、
当
該
職
員
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
を
求
め
る
四

号
請
求
に
追
加
的
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
て
い
る

（
２0
）

。

近
年
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
請
求
対
象
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
京
都
地
裁
平
成
二
八
年
二
月
四
日
判
決

（
２１
）

で
は
、
京
都
市
の
住
民
で
あ
る
原
告
ら
は
、
京
都
市
議
会
議
員
で
あ
っ
た
本
件
各
議

員
及
び
各
議
員
の
一
部
が
所
属
し
て
い
た
本
件
各
会
派
が
政
務
調
査
費
を
違
法
に
支
出
し
た
と
し
て
、
被
告
（
京
都
市
長
）
に
対
し
、
地

方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
き
、
違
法
に
支
出
さ
れ
た
額
に
相
当
す
る
金
員
の
支
払
を
本
件
各
議
員
及
び
各
会
派
に
請

）
九
二
二
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
九

求
す
る
こ
と
を
求
め
た
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
、「
当
該
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
請
求
を
経
た
以
上
、
訴
訟
に
お
い
て
監
査
請
求
の
理
由

と
し
て
主
張
し
た
事
由
以
外
の
違
法
事
由
を
主
張
す
る
こ
と
は
何
ら
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
（
最
高
裁
判
所
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日

第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
参
照
）、
本
件
監
査
請
求
で
原
告
ら
が
対
象
と
し
て
い
た
の
は
、
被
告
が
本
件
各
支
出
に
係

る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
行
使
を
怠
っ
て
い
る
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
を
本
件
訴
訟
に
お
い
て
も
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本

件
訴
訟
に
お
い
て
本
件
監
査
請
求
の
理
由
と
し
て
主
張
し
た
事
由
以
外
の
違
法
事
由
を
主
張
す
る
こ
と
は
何
ら
禁
止
さ
れ
な
い
。
…
…
原

告
ら
は
適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
経
た
も
の
と
し
て
、
本
件
訴
訟
を
提
起
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
訴
訟
は
適
法
で
あ
る
」
と
判
示

す
る
。

東
京
地
裁
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
判
決

（
２２
）

で
は
、
東
京
都
の
住
民
ら
が
東
京
都
に
よ
る
株
式
会
社
新
銀
行
東
京
（「
新
銀
行
東
京
」）
へ

の
出
資
金
が
回
収
不
能
に
な
っ
た
と
し
て
、
計
画
を
推
進
し
た
元
知
事
と
旧
経
営
陣
ら
に
対
し
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
よ
う
求
め
た
住

民
訴
訟
に
お
い
て
、
本
案
前
の
争
点
と
し
て
、
本
件
住
民
監
査
請
求
と
本
件
訴
え
と
の
対
象
の
同
一
性
に
関
し
、「
本
件
住
民
監
査
請
求

は
、
東
京
都
が
、
石
原
、
補
助
参
加
人
ら
及
び
『
そ
の
他
の
取
締
役
及
び
執
行
役
（
か
つ
て
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
者
も
含
む
。）』
の
共
同
不

法
行
為
に
よ
り
、
①
新
銀
行
東
京
に
対
し
て
当
初
に
出
資
し
た
一
〇
〇
〇
億
円
の
う
ち
八
五
五
億
円
に
相
当
す
る
損
害
を
受
け
、
ま
た
、

②
新
銀
行
東
京
に
対
し
て
追
加
の
出
資
を
し
た
四
〇
〇
億
円
に
相
当
す
る
損
害
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
損
害
に
係
る
損

害
賠
償
請
求
を
怠
る
事
実
が
あ
る
と
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
訴
え
は
、
①
本
件
相
手
方
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
東
京
都
に

対
す
る
不
法
行
為
を
し
、
そ
れ
ら
が
共
同
不
法
行
為
に
当
た
る
と
し
、
こ
れ
ら
に
よ
り
、
東
京
都
に
対
し
、
新
銀
行
東
京
に
対
す
る
当
初

の
出
資
の
額
で
あ
る
一
〇
〇
〇
億
円
の
う
ち
八
五
五
億
円
及
び
追
加
の
出
資
の
額
で
あ
る
四
〇
〇
億
円
に
相
当
す
る
合
計
一
二
五
五
億
円

の
損
害
を
与
え
、
ま
た
、
②
石
原
が
、
東
京
都
に
対
す
る
不
法
行
為
を
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
東
京
都
が
四
〇
〇
億
円
の
追
加
の
出
資
を
し

）
九
二
二
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
九

求
す
る
こ
と
を
求
め
た
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
、「
当
該
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
請
求
を
経
た
以
上
、
訴
訟
に
お
い
て
監
査
請
求
の
理
由

と
し
て
主
張
し
た
事
由
以
外
の
違
法
事
由
を
主
張
す
る
こ
と
は
何
ら
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
（
最
高
裁
判
所
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日

第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
参
照
）、
本
件
監
査
請
求
で
原
告
ら
が
対
象
と
し
て
い
た
の
は
、
被
告
が
本
件
各
支
出
に
係

る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
行
使
を
怠
っ
て
い
る
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
を
本
件
訴
訟
に
お
い
て
も
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本

件
訴
訟
に
お
い
て
本
件
監
査
請
求
の
理
由
と
し
て
主
張
し
た
事
由
以
外
の
違
法
事
由
を
主
張
す
る
こ
と
は
何
ら
禁
止
さ
れ
な
い
。
…
…
原

告
ら
は
適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
経
た
も
の
と
し
て
、
本
件
訴
訟
を
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。
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を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
損
害
に
係
る
損

害
賠
償
請
求
を
怠
る
事
実
が
あ
る
と
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
訴
え
は
、
①
本
件
相
手
方
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
東
京
都
に

対
す
る
不
法
行
為
を
し
、
そ
れ
ら
が
共
同
不
法
行
為
に
当
た
る
と
し
、
こ
れ
ら
に
よ
り
、
東
京
都
に
対
し
、
新
銀
行
東
京
に
対
す
る
当
初

の
出
資
の
額
で
あ
る
一
〇
〇
〇
億
円
の
う
ち
八
五
五
億
円
及
び
追
加
の
出
資
の
額
で
あ
る
四
〇
〇
億
円
に
相
当
す
る
合
計
一
二
五
五
億
円

の
損
害
を
与
え
、
ま
た
、
②
石
原
が
、
東
京
都
に
対
す
る
不
法
行
為
を
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
東
京
都
が
四
〇
〇
億
円
の
追
加
の
出
資
を
し

）
九
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

二
〇

て
、
東
京
都
に
対
し
、
同
額
の
損
害
を
与
え
た
と
し
て
、
被
告
に
対
し
、
本
件
相
手
方
ら
に
上
記
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求

権
に
係
る
金
員
の
支
払
の
請
求
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
住
民
監
査
請
求
及
び
本
件
訴
え
は
い

ず
れ
も
、
東
京
都
の
『
財
産
』
た
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
っ
た
こ
と
を
請
求
の
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
原
告
ら
は
、
本

件
住
民
監
査
請
求
及
び
本
件
訴
え
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
新
銀
行
東
京
に
対
す
る
当
初
の
出
資
の
額
で
あ
る
一
〇
〇
〇
億
円
の
う
ち

八
五
五
億
円
及
び
追
加
の
出
資
の
額
で
あ
る
四
〇
〇
億
円
に
相
当
す
る
合
計
一
二
五
五
億
円
の
損
害
が
東
京
都
に
生
じ
た
と
し
、
こ
の
損

害
を
生
じ
さ
せ
た
本
件
相
手
方
ら
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
東
京
都
の
職
員
と
し
て
の
注
意
義
務
と
新
銀
行
東
京
の
役
員
等
と
し
て
の
注

意
義
務
が
一
体
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
主
張
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
住
民
監
査
請
求
及
び
本
件
訴
え

に
お
け
る
怠
る
事
実
に
係
る
管
理
の
対
象
と
な
る
『
財
産
』
は
、
い
ず
れ
も
、
東
京
都
の
有
す
る
他
の
財
産
と
区
別
し
て
認
識
し
得
る
程

度
に
特
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
特
定
さ
れ
た
範
囲
で
社
会
的
な
同
一
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」

と
判
示
す
る
。

大
阪
地
裁
平
成
二
九
年
五
月
一
九
日
判
決

（
２３
）

で
は
、
市
の
住
民
ら
が
、
本
件
各
財
務
会
計
職
員
が
補
助
参
加
人
と
意
を
通
じ
補
助
参
加
人

に
不
当
な
利
益
を
与
え
る
目
的
で
違
法
に
本
件
請
負
契
約
を
締
結
し
、
本
件
支
出
命
令
及
び
本
件
支
出
を
行
い
、
又
は
こ
れ
ら
に
関
与
し

た
と
主
張
し
、
共
同
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
が
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
に
当
た
る
と
し
て
本
件
各

財
務
会
計
職
員
及
び
補
助
参
加
人
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
又
は
賠
償
命
令
を
す
る
よ
う
求
め
る
住
民
訴
訟
に
お
い
て
、
本
件
監
査
請
求
の

対
象
と
本
件
訴
え
の
対
象
の
同
一
性
に
関
し
て
、「
本
件
監
査
請
求
書
の
記
載
内
容
か
ら
す
る
と
、
本
件
監
査
請
求
は
、
本
件
請
負
契
約

の
締
結
及
び
こ
れ
に
関
与
す
る
行
為
を
対
象
と
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
件
監
査
請
求
書
に
は
本
件
支
出
命
令
及
び
本
件
支

出
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
本
件
請
負
契
約
の
締
結
と
本
件
支
出
命
令
及
び
本
件
支
出
は
公
金
の
支
出
を
構
成
す
る
一
連
の
行
為

）
九
二
二
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
一

で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
違
法
も
本
件
請
負
契
約
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
た
請
負
代
金
の
返
還
を
請
求
す
る
根
拠
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、

支
出
負
担
行
為
の
是
正
又
は
こ
れ
に
よ
る
損
害
の
填
補
は
、
同
時
に
支
出
負
担
行
為
を
前
提
と
す
る
支
出
命
令
及
び
支
出
の
是
正
又
は
こ

れ
に
よ
る
損
害
の
填
補
と
重
な
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
監
査
請
求
は
、
本
件
請
負
契
約
の
締
結
及
び
こ
れ
に
関
与
す
る
行
為

の
み
な
ら
ず
、
本
件
支
出
命
令
、
本
件
支
出
及
び
こ
れ
ら
に
関
与
す
る
行
為
を
も
対
象
に
含
む
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
…
…

本
件
監
査
請
求
は
、
本
件
各
財
務
会
計
行
為
及
び
こ
れ
に
関
与
す
る
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
よ
う
求
め
る
趣

旨
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
く
訴
訟
は
、
地
方
公
共
団
体
が
損
害
賠
償
請
求
権
又
は
不
当
利
得
返
還

請
求
権
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
行
使
し
な
い
場
合
に
そ
の
行
使
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
監
査
請
求
は
同
号
に
基
づ

く
訴
訟
を
予
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
監
査
請
求
は
、
吹
田
市
が
本
件
各
財
務
会
計
行
為
及
び
こ
れ
に
関

与
し
た
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
行
使
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も

監
査
を
求
め
る
趣
旨
を
含
む
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
監
査
請
求
は
、
本
件
各
財
務
会
計
行
為
及
び
こ
れ

ら
に
関
与
す
る
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
を
そ
の
対
象
に
含
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
監
査
請
求
及
び
本
件
訴
え
は
、
い
ず
れ
も
本
件
各
財
務
会
計
行
為
及
び
こ
れ
ら
に
関
与
す
る
行
為
が

違
法
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
本
件
監
査

請
求
の
対
象
と
本
件
訴
え
の
対
象
は
同
一
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
示
す
る
。

物
的
側
面
の
同
一
性
を
肯
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
最
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
、
最
判
平
成
一
〇
年

七
月
三
日
判
例
時
報
一
六
五
二
号
六
五
頁
、
名
古
屋
高
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
二
日
行
裁
例
集
二
〇
巻
一
二
号
一
七
二
六
頁
、
静
岡
地

判
昭
和
五
一
年
四
月
一
日
行
裁
例
集
二
七
巻
四
号
四
八
九
頁
、
岡
山
地
判
昭
和
五
二
年
一
二
月
二
七
日
行
裁
例
集
二
八
巻
一
二
号

）
九
二
二
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
一

で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
違
法
も
本
件
請
負
契
約
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
た
請
負
代
金
の
返
還
を
請
求
す
る
根
拠
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、

支
出
負
担
行
為
の
是
正
又
は
こ
れ
に
よ
る
損
害
の
填
補
は
、
同
時
に
支
出
負
担
行
為
を
前
提
と
す
る
支
出
命
令
及
び
支
出
の
是
正
又
は
こ

れ
に
よ
る
損
害
の
填
補
と
重
な
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
監
査
請
求
は
、
本
件
請
負
契
約
の
締
結
及
び
こ
れ
に
関
与
す
る
行
為

の
み
な
ら
ず
、
本
件
支
出
命
令
、
本
件
支
出
及
び
こ
れ
ら
に
関
与
す
る
行
為
を
も
対
象
に
含
む
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
…
…

本
件
監
査
請
求
は
、
本
件
各
財
務
会
計
行
為
及
び
こ
れ
に
関
与
す
る
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
よ
う
求
め
る
趣

旨
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
く
訴
訟
は
、
地
方
公
共
団
体
が
損
害
賠
償
請
求
権
又
は
不
当
利
得
返
還

請
求
権
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
行
使
し
な
い
場
合
に
そ
の
行
使
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
監
査
請
求
は
同
号
に
基
づ

く
訴
訟
を
予
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
監
査
請
求
は
、
吹
田
市
が
本
件
各
財
務
会
計
行
為
及
び
こ
れ
に
関

与
し
た
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
行
使
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も

監
査
を
求
め
る
趣
旨
を
含
む
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
監
査
請
求
は
、
本
件
各
財
務
会
計
行
為
及
び
こ
れ

ら
に
関
与
す
る
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
を
そ
の
対
象
に
含
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
監
査
請
求
及
び
本
件
訴
え
は
、
い
ず
れ
も
本
件
各
財
務
会
計
行
為
及
び
こ
れ
ら
に
関
与
す
る
行
為
が

違
法
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
本
件
監
査

請
求
の
対
象
と
本
件
訴
え
の
対
象
は
同
一
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
示
す
る
。

物
的
側
面
の
同
一
性
を
肯
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
最
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
、
最
判
平
成
一
〇
年

七
月
三
日
判
例
時
報
一
六
五
二
号
六
五
頁
、
名
古
屋
高
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
二
日
行
裁
例
集
二
〇
巻
一
二
号
一
七
二
六
頁
、
静
岡
地

判
昭
和
五
一
年
四
月
一
日
行
裁
例
集
二
七
巻
四
号
四
八
九
頁
、
岡
山
地
判
昭
和
五
二
年
一
二
月
二
七
日
行
裁
例
集
二
八
巻
一
二
号

）
九
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

二
二

一
三
八
〇
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
三
年
五
月
三
一
日
行
裁
例
集
二
九
巻
五
号
一
一
一
一
頁
、
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
二
日
行
裁

例
集
三
一
巻
一
二
号
二
六
一
五
頁
、
広
島
高
判
昭
和
五
六
年
一
月
二
〇
日
行
裁
例
集
三
二
巻
一
号
一
頁
、
東
京
高
判
昭
和
五
七
年
二
月

二
五
日
判
例
時
報
一
〇
三
八
号
二
七
四
頁
、
浦
和
地
判
昭
和
六
一
年
六
月
九
日
判
例
時
報
一
二
二
一
号
一
九
頁
、
東
京
地
判
平
成
元
年
六

月
二
三
日
行
裁
例
集
四
〇
巻
六
号
六
〇
三
頁
、
東
京
高
判
平
成
二
年
一
月
二
九
日
判
例
時
報
一
三
五
一
号
四
七
頁
、
高
松
地
判
平
成
三
年

七
月
一
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
七
七
号
一
二
四
頁
、
水
戸
地
判
平
成
三
年
一
一
月
一
二
日
判
例
時
報
一
四
四
九
号
八
六
頁
、
大
阪
高
判
平

成
四
年
一
二
月
二
五
日
判
例
地
方
自
治
一
一
四
号
三
五
頁
、
東
京
高
判
平
成
五
年
九
月
二
八
日
行
裁
例
集
四
四
巻
八
・
九
号
八
二
六
頁
、

京
都
地
判
平
成
二
八
年
二
月
四
日
（
判
例
集
未
搭
載
）
判
例
秘
書L

L
I/D

B

・L
0７１５00５４

、
東
京
地
判
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
（
判
例

集
未
搭
載
）
判
例
秘
書L

L
I/D

B
・L

0７１３0７２１

、
大
阪
地
判
平
成
二
九
年
五
月
一
九
日
判
例
時
報
二
三
六
四
号
一
九
頁
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
物
的
側
面
の
同
一
性
を
否
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
山
口
地
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
五
日
行
裁
例
集
二
〇
巻
一
二

号
一
七
六
二
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
五
年
一
〇
月
九
日
行
裁
例
集
三
一
巻
一
〇
号
二
〇
六
九
頁
、
東
京
地
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
五
日
判

例
タ
イ
ム
ズ
六
五
五
号
一
一
九
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
六
三
年
六
月
二
四
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
九
号
一
六
五
頁
、
大
阪
高
判
平
成
二
年
四

月
二
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
三
一
号
一
三
三
頁
、
和
歌
山
地
判
平
成
三
年
九
月
一
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
七
三
号
一
三
七
頁
、
名
古
屋
高

判
平
成
一
一
年
一
月
二
八
日
判
例
地
方
自
治
二
〇
七
号
五
三
頁
が
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
対
象
の
同
一
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
緩
や
か
に
と
ら
え
る
判
例
・
学
説
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
厳
格

な
同
一
性
を
要
求
し
な
い
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、
財
務
会
計
の
管
理
運
営
は
通
常
、
継
続
性
が
あ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、

住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
行
為
又
は
事
実
か
ら
派
生
な
い
し
連
続
す
る
行
為
・
事
実
に
つ
い
て
も
、
住
民
訴
訟
で
争
え
る
よ
う
に

し
な
い
と
、
住
民
監
査
請
求
期
間
と
の
関
係
で
不
当
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
住
民
訴
訟
の
趣
旨
は
、
監
査

）
九
二
二
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
三

の
結
果
を
争
う
も
の
で
は
な
く
、
財
務
会
計
運
営
の
違
法
な
状
態
の
是
正
に
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
損
害
発
生
防
止
と
損
害
の
回
復
を

図
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
と
の
同
一
性
を
厳
格
に
解
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
２４
）

。

（
１
）	

最
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
参
照
。

本
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
木
佐
茂
男
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
三
四
五
号
三
四
頁
以
下
、
野
村
善
史
「
実
務
演
習

　
同
一
人
に
よ
る
同

一
の
監
査
請
求
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
二
六
巻
九
号
六
二
頁
以
下
、
北
崎
秀
一
「
地
方
自
治
関
係
判
例
紹
介
」
地
方
自
治
四
七
九
号
一
一
三
頁
以
下
、

田
中
舘
照
橘
「
判
例
評
釈
」
法
令
解
説
資
料
総
覧
六
六
号
一
二
八
頁
以
下
、
石
川
善
則
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
九
号
七
四
頁
、
西
鳥
羽
和

明
「
判
例
解
説
」
判
例
地
方
自
治
四
〇
号
二
九
頁
以
下
、
鈴
木
庸
夫
「
判
例
解
説
」『
昭
和
六
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時

増
刊
六
七
七
号
三
二
〇
頁
以
下
、
石
川
善
則
「
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
四
二
巻
六
号
一
三
九
頁
、
石
川
善
則
「
判
例
解
説
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判

所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
六
二
年
度
』（
法
曹
会
、
平
成
二
年
）
六
八
頁
以
下
、
阿
部
泰
隆
「
判
例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
⑤
』」
判
例
評
論
四
二
七

号
一
九
頁
以
下
、
金
子
昇
平
「
判
例
解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
八
号
一
五
六
頁
以
下
、
正
木
宏
長
「
判
例

解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
〔
第
四
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
五
号
（
平
成
二
五
年
）
一
五
七
頁
以
下
、
岡
森
識
晃
「
判
例
解
説
」『
行
政
判

例
百
選
〔
第
七
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
五
号
（
平
成
二
九
年
）
二
六
二
頁
以
下
参
照
。

（
２
）	

新
潟
地
判
昭
和
五
六
年
六
月
二
九
日
行
裁
例
集
三
二
巻
九
号
一
五
三
五
頁
参
照
。

第
一
審
判
決
で
は
、
第
二
回
監
査
請
求
は
第
一
回
監
査
請
求
と
同
一
の
行
為
を
監
査
対
象
と
す
る
不
適
法
な
も
の
で
あ
り
、
本
件
訴
え
は
、
同
法

二
四
二
条
の
二
第
二
項
一
号
に
基
づ
き
、
第
一
回
監
査
請
求
の
監
査
結
果
が
Ｘ
ら
に
通
知
さ
れ
た
日
で
あ
る
昭
和
五
四
年
六
月
一
六
日
か
ら
三
〇
日

以
内
に
提
起
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
同
出
訴
期
間
を
経
過
し
た
昭
和
五
五
年
一
月
三
〇
日
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
Ⅹ
ら
の
訴
え
を
不
適
法

な
も
の
と
し
て
却
下
し
た
。

（
３
）	

東
京
高
判
昭
和
五
七
年
八
月
三
一
日
行
裁
例
集
三
三
巻
八
号
一
七
六
三
頁
参
照
。

第
二
審
判
決
で
は
、
第
一
回
監
査
請
求
、
第
二
回
監
査
請
求
は
同
一
内
容
で
あ
っ
て
、
本
件
訴
え
は
、
一
事
不
再
議
の
原
則
の
適
用
及
び
同
法

）
九
二
二
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
三

の
結
果
を
争
う
も
の
で
は
な
く
、
財
務
会
計
運
営
の
違
法
な
状
態
の
是
正
に
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
損
害
発
生
防
止
と
損
害
の
回
復
を

図
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
と
の
同
一
性
を
厳
格
に
解
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
２４
）

。

（
１
）	

最
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
参
照
。

本
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
木
佐
茂
男
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
三
四
五
号
三
四
頁
以
下
、
野
村
善
史
「
実
務
演
習

　
同
一
人
に
よ
る
同

一
の
監
査
請
求
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
二
六
巻
九
号
六
二
頁
以
下
、
北
崎
秀
一
「
地
方
自
治
関
係
判
例
紹
介
」
地
方
自
治
四
七
九
号
一
一
三
頁
以
下
、

田
中
舘
照
橘
「
判
例
評
釈
」
法
令
解
説
資
料
総
覧
六
六
号
一
二
八
頁
以
下
、
石
川
善
則
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
九
号
七
四
頁
、
西
鳥
羽
和

明
「
判
例
解
説
」
判
例
地
方
自
治
四
〇
号
二
九
頁
以
下
、
鈴
木
庸
夫
「
判
例
解
説
」『
昭
和
六
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時

増
刊
六
七
七
号
三
二
〇
頁
以
下
、
石
川
善
則
「
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
四
二
巻
六
号
一
三
九
頁
、
石
川
善
則
「
判
例
解
説
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判

所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
六
二
年
度
』（
法
曹
会
、
平
成
二
年
）
六
八
頁
以
下
、
阿
部
泰
隆
「
判
例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
⑤
』」
判
例
評
論
四
二
七

号
一
九
頁
以
下
、
金
子
昇
平
「
判
例
解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
八
号
一
五
六
頁
以
下
、
正
木
宏
長
「
判
例

解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
〔
第
四
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
五
号
（
平
成
二
五
年
）
一
五
七
頁
以
下
、
岡
森
識
晃
「
判
例
解
説
」『
行
政
判

例
百
選
〔
第
七
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
五
号
（
平
成
二
九
年
）
二
六
二
頁
以
下
参
照
。

（
２
）	

新
潟
地
判
昭
和
五
六
年
六
月
二
九
日
行
裁
例
集
三
二
巻
九
号
一
五
三
五
頁
参
照
。

第
一
審
判
決
で
は
、
第
二
回
監
査
請
求
は
第
一
回
監
査
請
求
と
同
一
の
行
為
を
監
査
対
象
と
す
る
不
適
法
な
も
の
で
あ
り
、
本
件
訴
え
は
、
同
法

二
四
二
条
の
二
第
二
項
一
号
に
基
づ
き
、
第
一
回
監
査
請
求
の
監
査
結
果
が
Ｘ
ら
に
通
知
さ
れ
た
日
で
あ
る
昭
和
五
四
年
六
月
一
六
日
か
ら
三
〇
日

以
内
に
提
起
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
同
出
訴
期
間
を
経
過
し
た
昭
和
五
五
年
一
月
三
〇
日
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
Ⅹ
ら
の
訴
え
を
不
適
法

な
も
の
と
し
て
却
下
し
た
。

（
３
）	

東
京
高
判
昭
和
五
七
年
八
月
三
一
日
行
裁
例
集
三
三
巻
八
号
一
七
六
三
頁
参
照
。

第
二
審
判
決
で
は
、
第
一
回
監
査
請
求
、
第
二
回
監
査
請
求
は
同
一
内
容
で
あ
っ
て
、
本
件
訴
え
は
、
一
事
不
再
議
の
原
則
の
適
用
及
び
同
法

）
九
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

二
四

二
四
二
条
二
項
所
定
の
出
訴
期
間
の
徒
過
に
よ
り
不
適
法
で
あ
る
と
し
た
。

（
４
）	

石
津
廣
司
「
訴
訟
要
件
」
小
早
川
光
郎
・
青
栁
馨
編
『
論
点
体
系

　
判
例
行
政
法
第
三
巻
』（
第
一
法
規
、
平
成
二
八
年
）
一
三
二
頁
参
照
。

（
５
）	
鈴
木
庸
夫
「
判
例
解
説
」『
昭
和
六
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
六
七
七
号
三
二
一
頁
参
照
。

（
６
）	
最
判
平
成
一
〇
年
七
月
三
日
判
例
時
報
一
六
五
二
号
六
五
頁
参
照
。

本
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
木
ノ
下
一
郎
「
判
例
解
説
」
地
方
財
務
五
三
四
号
一
六
五
頁
以
下
、
太
田
幸
夫
「
判
例
解
説
」『
平
成
一
〇
年
度

主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
一
〇
〇
五
号
二
八
六
頁
以
下
、
山
之
内
紀
行
「
判
例
解
説
」
行
政
判
例
研
究
会
編
『
平
成
一
〇
年

行
政
関
係
判
例
解
説
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
一
二
年
）
二
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
７
）	

福
井
地
裁
平
成
四
年
一
月
一
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
四
一
号
一
五
二
頁
参
照
。

（
8
）	

名
古
屋
高
判
平
成
五
年
一
一
月
二
九
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
四
一
号
一
五
〇
頁
参
照
。

本
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
石
原
直
樹
「
判
例
解
説
」『
平
成
六
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
八
八
二
号
三
一
〇
頁
以

下
参
照
。

（
9
）	

こ
の
点
に
関
し
て
、
古
閑
裕
二
「
住
民
監
査
請
求
の
特
定
性
と
同
一
性
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
二
六
号
六
三
頁
は
、
住
民
監
査
請
求
で
は
、
①
対

象
と
な
る
行
為
者
（
長
、
委
員
会
、
委
員
、
職
員
等
）、
②
監
査
対
象
（
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
）、
③
違
法
事
由
、
④
求
め
る
措
置
が

要
素
と
な
っ
て
い
る
と
し
、
対
象
の
同
一
性
の
問
題
は
、
前
記
事
項
に
つ
い
て
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
と
で
ど
の
よ
う
な
齟
齬
が
あ
る
か
を

認
定
し
、
そ
の
齟
齬
が
あ
っ
て
も
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
実
質
的
に
み
て
同
一
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
べ
き
あ
る
と

す
る
。

（
１0
）	

最
判
平
成
一
〇
年
七
月
三
日
判
例
時
報
一
六
五
二
号
六
五
頁
、
三
好
達
「
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
」
鈴
木
忠
一
・
三
ヶ
月
章
監
修
『
新
・
実
務
民

事
訴
訟
講
座
第
九
巻

　
行
政
訴
訟
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
、
昭
和
五
八
年
）
三
一
九
頁
参
照
。

ち
な
み
に
、
横
浜
地
判
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
判
例
地
方
自
治
三
三
三
号
一
四
頁
で
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
の
有
無
に
つ
い
て
、「
地
方
自

治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
監
査
請
求
に
係
る
違
法
な
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
住
民
訴
訟
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
か
ら
、
こ
の
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
充
足
し
た
と
い
う
た
め
に
は
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会

）
九
二
九
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
五

計
行
為
と
住
民
訴
訟
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
行
為
と
の
間
に
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
住
民
訴
訟
は
、
普
通
地
方
公

共
団
体
の
執
行
機
関
又
は
職
員
に
よ
る
同
法
二
四
二
条
一
項
所
定
の
財
務
会
計
行
為
に
つ
い
て
、
住
民
に
対
し
そ
の
予
防
又
は
是
正
を
裁
判
所
に
請

求
す
る
権
能
を
与
え
、
も
っ
て
地
方
財
務
行
政
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
っ
て
、
監
査
委
員
の
監
査
の
結
果
そ
の

も
の
の
当
否
を
争
う
た
め
の
訴
訟
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
住
民
訴
訟
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
行
為
と
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会

計
行
為
は
必
ず
し
も
完
全
に
一
致
す
る
必
要
は
な
く
、
財
務
会
計
行
為
に
係
る
社
会
的
経
済
的
行
為
又
は
事
実
が
実
質
的
に
同
じ
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
れ
ば
、
同
一
性
を
肯
定
し
て
も
よ
い
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
本
件
に
つ
い
て
、「
住
民
訴
訟
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
行
為
と

監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
行
為
と
は
実
質
的
に
同
一
で
あ
る
」
と
判
示
す
る
。

（
１１
）	

司
法
研
修
所
編
『
改
訂
行
政
事
件
訴
訟
の
一
般
的
問
題
に
関
す
る
実
務
的
研
究
』（
法
曹
会
、
平
成
一
二
年
）
三
五
六
─
三
五
七
頁
、
水
谷
里

枝
子
「
住
民
訴
訟
の
提
起
と
そ
の
後
の
手
続
」
大

敏
編
『
現
代
裁
判
法
大
系
第
二
八
巻

　
住
民
訴
訟
』（
新
日
本
法
規
、
平
成
一
一
年
）
九
二
頁

以
下
、
碓
井
・
前
掲
書
七
五
頁
、
松
本
英
昭
・
前
掲
書
一
〇
五
九
頁
参
照
。

（
１２
）	

太
田
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
八
七
頁
参
照
。

（
１３
）	

細
川
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
」
五
六
頁
参
照
。

（
１４
）	

東
京
地
判
昭
和
五
三
年
五
月
三
一
日
行
裁
例
集
二
九
巻
五
号
一
一
一
一
頁
、
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
二
日
行
裁
例
集
三
一
巻
一
二
号

二
六
一
五
頁
参
照
。

（
１５
）	

東
京
高
判
昭
和
五
七
年
二
月
二
五
日
行
裁
例
集
三
三
巻
一
・
二
号
二
〇
一
頁
参
照
。

（
１６
）	

高
松
地
判
平
成
三
年
七
月
一
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
七
七
号
一
二
四
頁
参
照
。

住
民
訴
訟
の
一
号
請
求
な
い
し
四
号
請
求
の
間
で
、
請
求
の
類
型
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
財
務
会
計
行
為
に
係
る
事
実
に
同
一
性
が
あ
れ
ば
可
能

で
あ
る
。
公
金
の
支
出
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
長
に
対
し
一
号
請
求
（
差
止
請
求
）
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
後
に
支
出
さ
れ
た
の
で
、
長
に
対
す

る
四
号
請
求
（
損
害
賠
償
請
求
）
に
変
更
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
が
、
一
号
請
求
の
提
起
前
に
な
さ
れ
た
住
民
監
査
請
求
に
対
す
る
監
査

委
員
の
判
断
は
、
四
号
請
求
に
変
更
さ
れ
た
と
し
て
も
変
わ
ら
な
い
た
め
、
四
号
請
求
に
訴
え
を
変
更
す
る
に
先
立
ち
、
新
た
な
住
民
監
査
請
求
を

求
め
る
こ
と
は
無
益
で
、
不
要
な
こ
と
で
あ
る
（
細
川
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
」
五
七
頁
参
照
）。

）
九
二
三
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
五

計
行
為
と
住
民
訴
訟
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
行
為
と
の
間
に
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
住
民
訴
訟
は
、
普
通
地
方
公

共
団
体
の
執
行
機
関
又
は
職
員
に
よ
る
同
法
二
四
二
条
一
項
所
定
の
財
務
会
計
行
為
に
つ
い
て
、
住
民
に
対
し
そ
の
予
防
又
は
是
正
を
裁
判
所
に
請

求
す
る
権
能
を
与
え
、
も
っ
て
地
方
財
務
行
政
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
っ
て
、
監
査
委
員
の
監
査
の
結
果
そ
の

も
の
の
当
否
を
争
う
た
め
の
訴
訟
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
住
民
訴
訟
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
行
為
と
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会

計
行
為
は
必
ず
し
も
完
全
に
一
致
す
る
必
要
は
な
く
、
財
務
会
計
行
為
に
係
る
社
会
的
経
済
的
行
為
又
は
事
実
が
実
質
的
に
同
じ
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
れ
ば
、
同
一
性
を
肯
定
し
て
も
よ
い
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
本
件
に
つ
い
て
、「
住
民
訴
訟
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
行
為
と

監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
行
為
と
は
実
質
的
に
同
一
で
あ
る
」
と
判
示
す
る
。

（
１１
）	

司
法
研
修
所
編
『
改
訂
行
政
事
件
訴
訟
の
一
般
的
問
題
に
関
す
る
実
務
的
研
究
』（
法
曹
会
、
平
成
一
二
年
）
三
五
六
─
三
五
七
頁
、
水
谷
里

枝
子
「
住
民
訴
訟
の
提
起
と
そ
の
後
の
手
続
」
大

敏
編
『
現
代
裁
判
法
大
系
第
二
八
巻

　
住
民
訴
訟
』（
新
日
本
法
規
、
平
成
一
一
年
）
九
二
頁

以
下
、
碓
井
・
前
掲
書
七
五
頁
、
松
本
英
昭
・
前
掲
書
一
〇
五
九
頁
参
照
。

（
１２
）	

太
田
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
八
七
頁
参
照
。

（
１３
）	

細
川
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
」
五
六
頁
参
照
。

（
１４
）	

東
京
地
判
昭
和
五
三
年
五
月
三
一
日
行
裁
例
集
二
九
巻
五
号
一
一
一
一
頁
、
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
二
日
行
裁
例
集
三
一
巻
一
二
号

二
六
一
五
頁
参
照
。

（
１５
）	

東
京
高
判
昭
和
五
七
年
二
月
二
五
日
行
裁
例
集
三
三
巻
一
・
二
号
二
〇
一
頁
参
照
。

（
１６
）	

高
松
地
判
平
成
三
年
七
月
一
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
七
七
号
一
二
四
頁
参
照
。

住
民
訴
訟
の
一
号
請
求
な
い
し
四
号
請
求
の
間
で
、
請
求
の
類
型
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
財
務
会
計
行
為
に
係
る
事
実
に
同
一
性
が
あ
れ
ば
可
能

で
あ
る
。
公
金
の
支
出
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
長
に
対
し
一
号
請
求
（
差
止
請
求
）
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
後
に
支
出
さ
れ
た
の
で
、
長
に
対
す

る
四
号
請
求
（
損
害
賠
償
請
求
）
に
変
更
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
が
、
一
号
請
求
の
提
起
前
に
な
さ
れ
た
住
民
監
査
請
求
に
対
す
る
監
査

委
員
の
判
断
は
、
四
号
請
求
に
変
更
さ
れ
た
と
し
て
も
変
わ
ら
な
い
た
め
、
四
号
請
求
に
訴
え
を
変
更
す
る
に
先
立
ち
、
新
た
な
住
民
監
査
請
求
を

求
め
る
こ
と
は
無
益
で
、
不
要
な
こ
と
で
あ
る
（
細
川
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
」
五
七
頁
参
照
）。

）
九
二
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

二
六

（
１７
）	

名
古
屋
高
判
平
成
一
一
年
一
月
二
八
日
判
例
地
方
自
治
二
〇
七
号
五
三
頁
参
照
。

本
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
白
井
皓
喜
・
秋
山
祐
司
「
は
ん
れ
い
最
前
線
」
判
例
地
方
自
治
二
一
一
号
五
頁
以
下
参
照
。

（
１8
）	
木
ノ
下
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
六
九
頁
参
照
。

（
１9
）	
例
え
ば
、
名
古
屋
高
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
二
日
行
裁
例
集
二
〇
巻
一
二
号
一
七
二
六
頁
、
広
島
地
判
昭
和
四
五
年
五
月
二
七
日
行
裁
例
集

二
一
巻
五
号
八
四
二
頁
、
岡
山
地
判
昭
和
五
二
年
一
二
月
二
七
日
行
裁
例
集
二
八
巻
一
二
号
一
三
八
〇
頁
、
広
島
高
判
昭
和
五
六
年
一
月
二
〇
日
行

裁
例
集
三
二
巻
一
号
一
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
三
年
五
月
三
一
日
行
裁
例
集
二
九
巻
五
号
一
一
一
一
頁
、
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
二
日
行

裁
例
集
三
一
巻
一
二
号
二
六
一
五
頁
、
浦
和
地
判
昭
和
六
一
年
六
月
九
日
判
例
時
報
一
二
二
一
号
一
九
頁
、
東
京
高
判
平
成
二
年
一
月
二
九
日
判
例

タ
イ
ム
ズ
七
三
三
号
五
二
頁
参
照
。

ま
た
、
学
説
上
、「
求
め
る
措
置
」
の
部
分
に
着
目
し
て
同
一
性
の
有
無
を
論
じ
た
も
の
は
少
な
い
が
、
例
え
ば
、
三
好
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
の

諸
問
題
」
三
二
〇
頁
は
、「
行
為
又
は
事
実
に
つ
き
監
査
請
求
で
求
め
た
措
置
と
住
民
訴
訟
に
お
け
る
請
求
が
異
な
っ
て
も
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
２0
）	

例
え
ば
、
東
京
地
判
平
成
元
年
六
月
二
三
日
行
裁
例
集
四
〇
巻
六
号
六
〇
三
頁
、
神
戸
地
判
平
成
三
年
二
月
二
五
日
行
裁
例
集
四
二
巻
二
号

二
六
七
頁
、
高
松
地
判
平
成
三
年
七
月
一
六
日
行
裁
例
集
四
二
巻
六
・
七
号
一
一
二
三
頁
、
東
京
高
判
平
成
五
年
九
月
二
八
日
行
裁
例
集
四
四
巻

八
・
九
号
八
二
六
頁
、
東
京
地
判
平
成
九
年
九
月
二
四
日
判
例
地
方
自
治
一
七
六
号
二
二
頁
、
横
浜
地
判
平
成
一
三
年
一
月
一
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ

一
〇
九
四
号
一
三
九
頁
、
横
浜
地
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
七
八
号
一
〇
〇
頁
参
照
。

（
２１
）	

京
都
地
判
平
成
二
八
年
二
月
四
日
（
判
例
集
未
搭
載
）
判
例
秘
書L

L
I/D

B

・L
0７１５00５４

参
照
。

（
２２
）	

東
京
地
判
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
（
判
例
集
未
搭
載
）
判
例
秘
書L

L
I/D

B

・L
0７１３0７２１

参
照
。

（
２３
）	

大
阪
地
判
平
成
二
九
年
五
月
一
九
日
判
例
時
報
二
三
六
四
号
一
九
頁
参
照
。

（
２４
）	

大
和
勇
美
「
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
」
鈴
木
忠
一
・
三
ヶ
月
章
監
修
『
実
務
民
事
訴
訟
講
座
第
九
巻

　
行
政
訴
訟
Ⅱ
・
労
働
訴
訟
』（
日
本
評
論

社
、
昭
和
四
五
年
）
四
八
頁
、
佐
藤
・
前
掲
書
九
三
頁
、
小
幡
純
子
「
時
の
判
例
」
法
学
教
室
二
七
三
号
一
一
一
頁
参
照
。

た
だ
し
、
三
好
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
」
三
二
〇
頁
は
、「
行
為
者
な
い
し
怠
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
者
が
異
な
れ
ば
、
行
為
又
は
事
実
は

同
一
性
を
欠
く
」
と
す
る
。

）
九
二
二
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
七

四
　
人
的
側
面
の
同
一
性

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
と
な
る
当
該
職
員
な
い
し
相
手
方
の
同
一
性
に
つ
い
て
、
肯
定
説
（
緩
和
説
）
と
否
定
説
（
厳
格

説
）
と
の
対
立
が
あ
る

（
１
）

。
問
題
は
、
住
民
訴
訟
に
お
い
て
は
、
住
民
監
査
請
求
で
求
め
ら
れ
た
具
体
的
措
置
の
相
手
方
と
異
な
る
者
を
相

手
方
と
し
て
、
同
措
置
の
内
容
と
異
な
る
請
求
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

人
的
側
面
と
し
て
の
同
一
性
を
肯
定
し
た
下
級
審
判
決
と
し
て
、
例
え
ば
、
荒
川
区
長
、
助
役
の
土
地
取
得
契
約
に
つ
い
て
住
民
監
査

請
求
を
行
い
、
住
民
訴
訟
の
被
告
に
総
務
部
長
、
財
政
課
長
を
追
加
し
た
こ
と
に
つ
き
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
し
た

判
決

（
２
）

、「
財
務
会
計
上
の
行
為
に
関
与
し
た
職
員
が
複
数
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
の
性
質
、
目
的
等
に
照
ら
し
同
一
部
局
員

又
は
担
当
者
で
あ
る
こ
れ
ら
の
職
員
を
一
体
と
み
て
、
そ
の
違
法
性
又
は
不
当
性
を
判
断
す
る
の
を
相
当
と
す
る
と
き
は
、
必
ず
し
も
、

全
職
員
を
個
別
的
具
体
的
に
摘
示
し
な
く
て
も
よ
い
」
と
の
理
由
か
ら
、
監
査
結
果
に
よ
り
判
明
し
た
職
員
を
、
住
民
訴
訟
で
被
告
と
し

た
こ
と
に
つ
き
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
に
反
し
な
い
と
し
た
判
決

（
３
）

、
住
民
監
査
請
求
の
段
階
で
、
措
置
の
相
手
方
と
し
て
明
示
さ
れ

な
か
っ
た
市
長
個
人
に
対
し
て
住
民
訴
訟
を
提
起
し
た
事
案
で
、
請
求
対
象
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
た
判
決

（
４
）

、
執
行
機
関
で
あ
る
長
に
対

し
公
金
の
支
出
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
そ
の
差
止
め
を
求
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
結
局
支
出
さ
れ
た
の
で
、
長
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
の

請
求
（
旧
四
号
代
位
請
求
）
に
変
更
す
る
場
合
も
、
そ
の
支
出
は
、
当
該
監
査
請
求
の
対
象
か
ら
派
生
し
又
は
後
続
す
る
こ
と
が
当
然
予
想

さ
れ
る
行
為
で
あ
る
た
め
、
被
告
の
変
更
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
新
た
な
住
民
監
査
請
求
を
経
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
と
し
た
判

決
（
５
）

な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
人
的
側
面
と
し
て
の
同
一
性
を
否
定
し
た
判
決
と
し
て
、
例
え
ば
、
市
長
の
違
法
な
支
出
命
令
に
従
い
公
金
を
支
出

）
九
二
二
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
七

四
　
人
的
側
面
の
同
一
性

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
と
な
る
当
該
職
員
な
い
し
相
手
方
の
同
一
性
に
つ
い
て
、
肯
定
説
（
緩
和
説
）
と
否
定
説
（
厳
格

説
）
と
の
対
立
が
あ
る

（
１
）

。
問
題
は
、
住
民
訴
訟
に
お
い
て
は
、
住
民
監
査
請
求
で
求
め
ら
れ
た
具
体
的
措
置
の
相
手
方
と
異
な
る
者
を
相

手
方
と
し
て
、
同
措
置
の
内
容
と
異
な
る
請
求
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

人
的
側
面
と
し
て
の
同
一
性
を
肯
定
し
た
下
級
審
判
決
と
し
て
、
例
え
ば
、
荒
川
区
長
、
助
役
の
土
地
取
得
契
約
に
つ
い
て
住
民
監
査

請
求
を
行
い
、
住
民
訴
訟
の
被
告
に
総
務
部
長
、
財
政
課
長
を
追
加
し
た
こ
と
に
つ
き
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
し
た

判
決

（
２
）

、「
財
務
会
計
上
の
行
為
に
関
与
し
た
職
員
が
複
数
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
の
性
質
、
目
的
等
に
照
ら
し
同
一
部
局
員

又
は
担
当
者
で
あ
る
こ
れ
ら
の
職
員
を
一
体
と
み
て
、
そ
の
違
法
性
又
は
不
当
性
を
判
断
す
る
の
を
相
当
と
す
る
と
き
は
、
必
ず
し
も
、

全
職
員
を
個
別
的
具
体
的
に
摘
示
し
な
く
て
も
よ
い
」
と
の
理
由
か
ら
、
監
査
結
果
に
よ
り
判
明
し
た
職
員
を
、
住
民
訴
訟
で
被
告
と
し

た
こ
と
に
つ
き
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
に
反
し
な
い
と
し
た
判
決

（
３
）

、
住
民
監
査
請
求
の
段
階
で
、
措
置
の
相
手
方
と
し
て
明
示
さ
れ

な
か
っ
た
市
長
個
人
に
対
し
て
住
民
訴
訟
を
提
起
し
た
事
案
で
、
請
求
対
象
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
た
判
決

（
４
）

、
執
行
機
関
で
あ
る
長
に
対

し
公
金
の
支
出
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
そ
の
差
止
め
を
求
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
結
局
支
出
さ
れ
た
の
で
、
長
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
の

請
求
（
旧
四
号
代
位
請
求
）
に
変
更
す
る
場
合
も
、
そ
の
支
出
は
、
当
該
監
査
請
求
の
対
象
か
ら
派
生
し
又
は
後
続
す
る
こ
と
が
当
然
予
想

さ
れ
る
行
為
で
あ
る
た
め
、
被
告
の
変
更
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
新
た
な
住
民
監
査
請
求
を
経
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
と
し
た
判

決
（
５
）

な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
人
的
側
面
と
し
て
の
同
一
性
を
否
定
し
た
判
決
と
し
て
、
例
え
ば
、
市
長
の
違
法
な
支
出
命
令
に
従
い
公
金
を
支
出

）
九
二
二
（
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〇
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二
八

し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
市
長
等
へ
の
住
民
監
査
請
求
を
経
て
い
る
場
合
で
も
、
市
収
入
役
に
対
し
損
害
賠
償
を
求
め
る
住
民
訴
訟
は
、

収
入
役
の
職
責
は
市
長
・
助
役
と
は
異
な
る
た
め
、
収
入
役
に
対
す
る
住
民
監
査
請
求
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
住
民
監

査
請
求
前
置
の
要
件
を
欠
く
と
し
た
判
決

（
６
）

、
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
関

係
す
る
機
関
又
は
職
員
は
、
具
体
的
に
特
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
う
え
で
、
住
民
監
査
請
求
書
に
は
町
長
は
、
監

査
委
員
が
監
査
の
後
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
相
手
方
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
住
民
監
査

請
求
の
対
象
と
な
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
関
係
す
る
機
関
又
は
職
員
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
町
長
に

つ
い
て
は
住
民
監
査
請
求
が
な
い
と
し
た
判
決

（
７
）

な
ど
が
あ
る
。

人
的
側
面
の
同
一
性
に
つ
い
て
、
前
記
の
最
判
平
成
一
〇
年
は
、
住
民
訴
訟
に
お
い
て
は
、
そ
の
対
象
と
す
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又

は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
住
民
監
査
請
求
を
経
て
い
れ
ば
、
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
具
体
的
措
置
の
相
手
方
と
は
異
な
る
者

を
相
手
方
と
し
て
、
同
措
置
内
容
と
異
な
る
請
求
を
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条

一
項
が
「
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
だ
け
定
め
、
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
求
め
た
具
体
的
措
置

の
相
手
方
と
同
一
の
者
を
相
手
方
と
し
、
そ
の
措
置
を
求
め
る
請
求
内
容
の
住
民
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
は
な

い
こ
と
、
住
民
監
査
請
求
を
す
る
際
、
措
置
の
内
容
及
び
相
手
方
を
具
体
的
に
明
示
す
る
こ
と
は
必
須
で
は
な
く
、
仮
に
こ
れ
が
明
示
さ

れ
て
い
る
場
合
で
も
、
監
査
委
員
は
こ
の
請
求
内
容
に
拘
束
さ
れ
ず
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

最
判
平
成
一
〇
年
で
は
、
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
①
対
象
で
あ
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
特
定
で

あ
り
、
求
め
る
措
置
の
内
容
や
相
手
方
を
明
示
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
、
②
仮
に
求
め
る
措
置
の
内
容
や
相
手
方
が
明
示
さ
れ
て
い

）
九
二
二
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
九

て
も
、
監
査
委
員
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
、
③
住
民
監
査
請
求
書
に
記
載
さ
れ
た
求
め
る
措
置
の
内
容
や
相
手
方
は
、
住
民
監
査
請
求

前
置
の
要
件
（
本
件
の
場
合
は
、
請
求
対
象
の
同
一
性
）
を
判
断
す
る
た
め
に
吟
味
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
判
平
成
一
〇
年
に
よ
り
、
住
民
訴
訟
に
お
け
る
住
民
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
満
た
す
に
は
、
財
務
会
計
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
対

象
が
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
に
お
い
て
同
一
で
あ
れ
ば
足
り
、
求
め
た
措
置
と
住
民
訴
訟
の
請
求
の
内
容
が
同
一
で
あ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
相
手
方
が
同
一
人
で
あ
る
必
要
は
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

四
号
請
求
の
被
告
は
、
平
成
一
四
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
っ
て
、
損
害
賠
償
等
の
請
求
や
賠
償
命
令
を
行
う
権
限
を
有
す
る
「
執

行
機
関
又
は
職
員
」
と
さ
れ
（
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
）、
多
く
の
場
合
、
長
が
被
告
と
な
る
こ
と
か
ら
、
被
告
を
誤
っ
て
住
民
訴

訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た

（
８
）

。

人
的
側
面
の
同
一
性
を
肯
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
最
判
平
成
一
〇
年
七
月
三
日
判
例
時
報
一
六
五
二
号
六
五
頁
、
広
島
地
判
昭
和

四
五
年
五
月
二
七
日
行
裁
例
集
二
一
巻
五
号
四
八
二
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
三
年
五
月
三
一
日
行
裁
例
集
二
九
巻
五
号
一
一
一
一
頁
、
東

京
高
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
二
日
行
裁
例
集
三
一
巻
一
二
号
二
六
一
五
頁
、
広
島
地
判
昭
和
五
七
年
六
月
三
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
七
四

号
一
九
〇
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
七
年
七
月
一
四
日
行
裁
例
集
三
三
巻
七
号
一
五
〇
二
頁
、
広
島
地
判
昭
和
五
九
年
七
月
一
九
日
判
例
地

方
自
治
八
号
一
一
頁
、
東
京
地
判
平
成
元
年
六
月
二
三
日
行
裁
例
集
四
〇
巻
六
号
六
〇
三
頁
、
神
戸
地
判
平
成
三
年
二
月
二
五
日
判
例
タ

イ
ム
ズ
七
六
七
号
一
〇
四
頁
、
高
松
地
判
平
成
三
年
七
月
一
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
七
七
号
一
二
四
頁
、
京
都
地
判
平
成
四
年
一
一
月
四

日
判
例
地
方
自
治
一
〇
六
号
三
一
頁
、
東
京
高
判
平
成
五
年
九
月
二
八
日
行
裁
例
集
四
四
巻
八
・
九
号
八
二
六
頁
、
東
京
地
判
平
成
九
年

九
月
二
四
日
判
例
地
方
自
治
一
七
六
号
二
二
頁
、
横
浜
地
判
平
成
一
一
年
三
月
二
四
日
判
例
地
方
自
治
二
〇
〇
号
三
六
頁
、
横
浜
地
判
平

成
一
三
年
一
月
一
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
九
四
号
一
三
九
頁
、
大
阪
地
判
平
成
二
三
年
二
月
二
日
判
例
地
方
自
治
三
五
四
号
三
五
頁
、

）
九
二
二
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
九

て
も
、
監
査
委
員
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
、
③
住
民
監
査
請
求
書
に
記
載
さ
れ
た
求
め
る
措
置
の
内
容
や
相
手
方
は
、
住
民
監
査
請
求

前
置
の
要
件
（
本
件
の
場
合
は
、
請
求
対
象
の
同
一
性
）
を
判
断
す
る
た
め
に
吟
味
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
判
平
成
一
〇
年
に
よ
り
、
住
民
訴
訟
に
お
け
る
住
民
監
査
請
求
前
置
の
要
件
を
満
た
す
に
は
、
財
務
会
計
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
対

象
が
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
に
お
い
て
同
一
で
あ
れ
ば
足
り
、
求
め
た
措
置
と
住
民
訴
訟
の
請
求
の
内
容
が
同
一
で
あ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
相
手
方
が
同
一
人
で
あ
る
必
要
は
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

四
号
請
求
の
被
告
は
、
平
成
一
四
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
っ
て
、
損
害
賠
償
等
の
請
求
や
賠
償
命
令
を
行
う
権
限
を
有
す
る
「
執

行
機
関
又
は
職
員
」
と
さ
れ
（
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
）、
多
く
の
場
合
、
長
が
被
告
と
な
る
こ
と
か
ら
、
被
告
を
誤
っ
て
住
民
訴

訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た

（
８
）

。

人
的
側
面
の
同
一
性
を
肯
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
最
判
平
成
一
〇
年
七
月
三
日
判
例
時
報
一
六
五
二
号
六
五
頁
、
広
島
地
判
昭
和

四
五
年
五
月
二
七
日
行
裁
例
集
二
一
巻
五
号
四
八
二
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
三
年
五
月
三
一
日
行
裁
例
集
二
九
巻
五
号
一
一
一
一
頁
、
東

京
高
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
二
日
行
裁
例
集
三
一
巻
一
二
号
二
六
一
五
頁
、
広
島
地
判
昭
和
五
七
年
六
月
三
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
七
四

号
一
九
〇
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
七
年
七
月
一
四
日
行
裁
例
集
三
三
巻
七
号
一
五
〇
二
頁
、
広
島
地
判
昭
和
五
九
年
七
月
一
九
日
判
例
地

方
自
治
八
号
一
一
頁
、
東
京
地
判
平
成
元
年
六
月
二
三
日
行
裁
例
集
四
〇
巻
六
号
六
〇
三
頁
、
神
戸
地
判
平
成
三
年
二
月
二
五
日
判
例
タ

イ
ム
ズ
七
六
七
号
一
〇
四
頁
、
高
松
地
判
平
成
三
年
七
月
一
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
七
七
号
一
二
四
頁
、
京
都
地
判
平
成
四
年
一
一
月
四

日
判
例
地
方
自
治
一
〇
六
号
三
一
頁
、
東
京
高
判
平
成
五
年
九
月
二
八
日
行
裁
例
集
四
四
巻
八
・
九
号
八
二
六
頁
、
東
京
地
判
平
成
九
年

九
月
二
四
日
判
例
地
方
自
治
一
七
六
号
二
二
頁
、
横
浜
地
判
平
成
一
一
年
三
月
二
四
日
判
例
地
方
自
治
二
〇
〇
号
三
六
頁
、
横
浜
地
判
平

成
一
三
年
一
月
一
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
九
四
号
一
三
九
頁
、
大
阪
地
判
平
成
二
三
年
二
月
二
日
判
例
地
方
自
治
三
五
四
号
三
五
頁
、

）
九
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

三
〇

大
阪
地
判
平
成
二
三
年
三
月
四
日
判
例
地
方
自
治
三
五
一
号
八
四
頁
、
広
島
地
判
平
成
二
四
年
三
月
二
一
日
判
例
地
方
自
治
三
七
七
号

三
二
頁
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
人
的
側
面
の
同
一
性
を
否
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
千
葉
地
判
昭
和
五
七
年
三
月
二
六
日
行
裁
例
集
三
三
巻
三
号

六
〇
〇
頁
、
広
島
高
判
昭
和
五
八
年
一
〇
月
一
一
日
行
裁
例
集
三
四
巻
一
〇
号
一
七
五
七
頁
、
広
島
高
判
平
成
二
年
五
月
二
三
日
判
例
地

方
自
治
七
七
号
一
八
頁
が
あ
る
。

住
民
監
査
請
求
の
対
象
者
と
住
民
訴
訟
の
被
告
と
が
異
な
る
場
合
、
あ
る
い
は
訴
訟
段
階
で
新
た
に
追
加
す
る
場
合
も
、
実
質
的
な
同

一
性
の
有
無
か
ら
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
違
法
・
不
当
な
財
務
会
計
行
為
を
自

主
的
・
自
律
的
に
解
決
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
り
、
財
務
会
計
行
為
に
関
与
し
た
個
々
の
職
員
に
つ
い
て
手
続
上
の
権
利
を

保
障
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る

（
９
）

。

住
民
監
査
請
求
の
段
階
に
お
い
て
、
住
民
が
当
該
財
務
会
計
行
為
の
相
手
方
ま
で
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
住
民
が
特
定
の
財

務
会
計
行
為
に
つ
き
監
査
請
求
を
す
る
意
図
は
、
当
該
行
為
に
関
与
し
た
職
員
が
一
人
で
あ
る
か
、
複
数
で
あ
る
か
に
は
関
係
な
い
。
複

数
で
あ
る
場
合
は
、
通
常
は
こ
れ
ら
の
職
員
全
体
を
一
体
と
し
て
、
違
法
性
・
不
当
性
を
追
及
す
る
こ
と
に
あ
る
。
住
民
監
査
請
求
後
に

違
法
行
為
に
関
わ
っ
た
職
員
が
判
明
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
職
員
を
新
た
に
被
告
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
住
民
監
査
請
求
を
経
た
も

の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る

（
１0
）

。

（
１
）	

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
細
川
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
」
五
九
頁
以
下
参
照
。

否
定
説
（
厳
格
説
）
は
、
人
的
側
面
と
し
て
の
同
一
性
を
厳
格
に
解
し
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
住
民
訴
訟

）
九
二
二
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

三
一

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
説
に
立
つ
学
説
と
し
て
、
三
好
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
」
三
二
〇
頁
、
長
野

士
郎
『
逐
条
地
方
自
治
法
〔
第
一
二
次
訂
新
版
〕）』（
学
陽
書
房
、
平
成
七
年
）
八
八
八
頁
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
肯
定
説
（
緩
和
説
）
に
立

つ
学
説
と
し
て
、
大
和
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
」
四
八
頁
、
山
代
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
と
住
民
監
査
請
求
の
関
係
」
八
九
頁
、
佐
藤
・
前
掲

書
九
三
─
九
四
頁
、
寺
田
友
子
「
四
号
請
求
の
被
告
適
格
」
民
商
法
雑
誌
九
五
巻
六
号
八
六
三
頁
以
下
、
関
・
前
掲
書
二
九
八
頁
、
阿
部
泰
隆
「
判

例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
⑥
』」
判
例
評
論
四
二
八
号
二
九
頁
が
あ
る
。

住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
趣
旨
が
、
被
告
と
さ
れ
る
者
の
手
続
上
の
権
利
の
保
護
に
あ
る
と
す
れ
ば
厳
格
説
に
、
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
自

主
的
・
自
律
的
な
是
正
に
あ
る
と
す
れ
ば
緩
和
説
に
立
つ
こ
と
と
な
る
。

（
２
）	

東
京
地
判
昭
和
五
七
年
七
月
一
四
日
行
裁
例
集
三
三
巻
七
号
一
五
〇
二
頁
参
照
。

（
３
）	

京
都
地
判
平
成
四
年
一
一
月
四
日
判
例
地
方
自
治
一
〇
六
号
三
一
頁
参
照
。

（
４
）	

横
浜
地
判
平
成
一
一
年
三
月
二
四
日
判
例
地
方
自
治
二
〇
〇
号
三
六
頁
参
照
。

（
５
）	

東
京
地
判
平
成
元
年
六
月
二
三
日
行
裁
例
集
四
〇
巻
六
号
六
〇
三
頁
、
東
京
高
判
平
成
五
年
九
月
二
八
日
行
裁
例
集
四
四
巻
八
・
九
号
八
二
六

頁
参
照
。

（
６
）	

千
葉
地
判
昭
和
五
七
年
三
月
二
六
日
行
裁
例
集
三
三
巻
三
号
六
〇
〇
頁
参
照
。

（
７
）	

広
島
高
判
平
成
二
年
五
月
二
三
日
判
例
地
方
自
治
七
七
号
一
八
頁
参
照
。

（
8
）	

出
口
か
お
り
「
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
」
大
島
義
則
編
『
実
務
解
説	

行
政
訴
訟
』（
勁
草
書
房
、
令
和
二
年
）
三
六
七
頁
参
照
。

（
9
）	

木
ノ
下
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
七
〇
─
一
七
一
頁
、
水
谷
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
の
提
起
と
そ
の
後
の
手
続
」
九
四
頁
、
細
川
・
前
掲
「
住
民

訴
訟
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
」
五
九
頁
参
照
。

人
的
側
面
の
同
一
性
の
問
題
に
お
い
て
、
た
ま
た
ま
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
一
部
職
員
で
あ
っ
て
も
、
住
民
訴
訟
の
段
階
で
被

告
と
さ
れ
た
と
し
て
も
、
当
該
職
員
に
は
予
想
し
得
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
不
意
打
ち
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
住
民
監
査
請

求
制
度
は
、
当
該
職
員
ら
に
手
続
上
の
権
利
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
く
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
行
為
そ
の
も
の
の
適
法

性
・
妥
当
性
に
つ
き
、
地
方
公
共
団
体
に
自
主
的
統
制
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
民
監
査
請
求
の
相
手
方
と

）
九
二
二
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

三
一

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
説
に
立
つ
学
説
と
し
て
、
三
好
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
」
三
二
〇
頁
、
長
野

士
郎
『
逐
条
地
方
自
治
法
〔
第
一
二
次
訂
新
版
〕）』（
学
陽
書
房
、
平
成
七
年
）
八
八
八
頁
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
肯
定
説
（
緩
和
説
）
に
立

つ
学
説
と
し
て
、
大
和
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
」
四
八
頁
、
山
代
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
と
住
民
監
査
請
求
の
関
係
」
八
九
頁
、
佐
藤
・
前
掲

書
九
三
─
九
四
頁
、
寺
田
友
子
「
四
号
請
求
の
被
告
適
格
」
民
商
法
雑
誌
九
五
巻
六
号
八
六
三
頁
以
下
、
関
・
前
掲
書
二
九
八
頁
、
阿
部
泰
隆
「
判

例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
⑥
』」
判
例
評
論
四
二
八
号
二
九
頁
が
あ
る
。

住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
趣
旨
が
、
被
告
と
さ
れ
る
者
の
手
続
上
の
権
利
の
保
護
に
あ
る
と
す
れ
ば
厳
格
説
に
、
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
自

主
的
・
自
律
的
な
是
正
に
あ
る
と
す
れ
ば
緩
和
説
に
立
つ
こ
と
と
な
る
。

（
２
）	

東
京
地
判
昭
和
五
七
年
七
月
一
四
日
行
裁
例
集
三
三
巻
七
号
一
五
〇
二
頁
参
照
。

（
３
）	

京
都
地
判
平
成
四
年
一
一
月
四
日
判
例
地
方
自
治
一
〇
六
号
三
一
頁
参
照
。

（
４
）	

横
浜
地
判
平
成
一
一
年
三
月
二
四
日
判
例
地
方
自
治
二
〇
〇
号
三
六
頁
参
照
。

（
５
）	

東
京
地
判
平
成
元
年
六
月
二
三
日
行
裁
例
集
四
〇
巻
六
号
六
〇
三
頁
、
東
京
高
判
平
成
五
年
九
月
二
八
日
行
裁
例
集
四
四
巻
八
・
九
号
八
二
六

頁
参
照
。

（
６
）	

千
葉
地
判
昭
和
五
七
年
三
月
二
六
日
行
裁
例
集
三
三
巻
三
号
六
〇
〇
頁
参
照
。

（
７
）	

広
島
高
判
平
成
二
年
五
月
二
三
日
判
例
地
方
自
治
七
七
号
一
八
頁
参
照
。

（
8
）	

出
口
か
お
り
「
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
」
大
島
義
則
編
『
実
務
解
説	

行
政
訴
訟
』（
勁
草
書
房
、
令
和
二
年
）
三
六
七
頁
参
照
。

（
9
）	

木
ノ
下
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
七
〇
─
一
七
一
頁
、
水
谷
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
の
提
起
と
そ
の
後
の
手
続
」
九
四
頁
、
細
川
・
前
掲
「
住
民

訴
訟
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
」
五
九
頁
参
照
。

人
的
側
面
の
同
一
性
の
問
題
に
お
い
て
、
た
ま
た
ま
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
一
部
職
員
で
あ
っ
て
も
、
住
民
訴
訟
の
段
階
で
被

告
と
さ
れ
た
と
し
て
も
、
当
該
職
員
に
は
予
想
し
得
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
不
意
打
ち
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
住
民
監
査
請

求
制
度
は
、
当
該
職
員
ら
に
手
続
上
の
権
利
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
く
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
行
為
そ
の
も
の
の
適
法

性
・
妥
当
性
に
つ
き
、
地
方
公
共
団
体
に
自
主
的
統
制
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
民
監
査
請
求
の
相
手
方
と

）
九
二
二
（



日
本
法
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　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

三
二

さ
れ
た
者
と
住
民
訴
訟
の
被
告
は
必
ず
し
も
同
一
人
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
点
、
違
法
・
不
当
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
、
住
民
監
査
請
求
前

置
の
制
度
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
違
法
・
不
当
と
さ
れ
る
行
為
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
は
、
両
者
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

（
１0
）	
阿
部
・
前
掲
「
判
例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
⑥
』」
二
九
頁
参
照
。

財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
住
民
監
査
請
求
を
経
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
求
め
た
具
体
的
措

置
の
相
手
方
と
は
異
な
る
者
を
相
手
方
と
し
て
同
措
置
の
内
容
と
異
な
る
請
求
を
す
る
住
民
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、
住
民
監
査
請
求
前
置
の
要
件
に
欠

け
る
こ
と
は
な
い
。
求
め
る
措
置
の
相
手
方
に
つ
い
て
も
、
措
置
内
容
に
よ
っ
て
変
化
し
得
る
た
め
、
措
置
内
容
の
場
合
と
同
様
、
住
民
監
査
請
求

と
住
民
訴
訟
と
の
間
で
相
手
方
の
一
致
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

五
　
結
び
に
代
え
て

住
民
訴
訟
制
度
に
お
い
て
は
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
し
た
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
と
住
民
訴
訟
に
お
い
て
審
理
の
対

象
と
な
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
と
の
間
に
同
一
性
が
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
あ
ま
り
厳
格
に

要
求
す
る
こ
と
は
、
住
民
の
出
訴
権
を
不
当
に
制
約
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
存
在
理
由
（
趣
旨
）
と
も

相
容
れ
な
い
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
妥
当
で
は
な
い

（
１
）

。
ま
た
、
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
は
、
訴
訟
に
お
け
る
よ
う
な
請
求
の
趣

旨
、
原
因
を
明
確
に
摘
示
す
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
し
、
住
民
訴
訟
に
お
い
て
、
住
民
が
監
査
請
求
に
お
い
て
求
め
た
具
体
的
措

置
の
相
手
方
と
同
一
の
者
を
相
手
方
と
し
て
右
措
置
と
同
一
の
請
求
内
容
に
よ
る
住
民
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
規
定
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
前
記
最
判
平
成
一
〇
年
は
、「
住
民
訴
訟
に
お
い
て
は
、
そ
の
対
象
と
す
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又

は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
請
求
を
経
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
監
査
請
求
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
具
体
的
措
置
の
相
手
方
と
は
異

）
九
二
二
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

三
三

な
る
者
を
相
手
方
と
し
て
右
措
置
の
内
容
と
異
な
る
請
求
を
す
る
こ
と
も
、
許
さ
れ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
請
求
対
象
の
同
一
性
を
厳
格
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
住
民
に
与
え
ら
れ
た
住
民
訴
訟
提
起
の
権
利
を
事

実
上
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
裁
判
例
の
大
勢
は
、
対
象
の
同
一
性
に
関
す
る
要
件
を
緩
や
か
に
解
釈
し
て
い
る
。
学
説
も
、
厳
格

に
解
す
る
立
場
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
く
の
裁
判
例
と
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る

（
２
）

。

こ
の
よ
う
に
、
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
の
制
度
趣
旨
の
解
釈
を
通
し
て
、
請
求
の
内
容
や
対
象
の
同
一
性
を
比
較
的
広
く
認
め
よ

う
と
い
う
の
が
学
説
・
判
例
の
傾
向
と
い
え
る

（
３
）

。

住
民
訴
訟
は
、
住
民
監
査
請
求
を
経
て
提
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
両
者
の
請
求
の
対
象
は
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
何
が
同
一
で
あ
る
の
か
が
問
題
で
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
存
在
理
由
、
住
民
監
査
請
求
後
の
事
態
の
変
化
、
住
民
に
何

度
も
監
査
請
求
を
さ
せ
る
必
要
性
と
負
担
、
裁
判
所
の
負
担
な
ど
を
十
分
に
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
す

る
と
、
両
者
の
請
求
対
象
の
同
一
性
は
必
ず
し
も
厳
格
に
一
致
す
る
必
要
は
な
い
。
両
者
が
形
式
的
に
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
実
質
的
な

同
一
性
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る

（
４
）

。

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
、「
監
査
請
求
自
体
が
簡
易
な
制
度
で
、
監
査
の
対
象
を
特
定
で
き
る
程

度
の
端
緒
が
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
し
、
監
査
委
員
は
職
権
で
調
査
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
原
告
住
民
が
訴
訟
を
見
通
し
て
、
監

査
請
求
の
段
階
で
対
象
を
き
ち
ん
と
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
い

（
５
）

」
と
い
え
る
。

住
民
訴
訟
は
、
監
査
結
果
の
当
否
を
争
う
た
め
の
訴
訟
で
は
な
く
、
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
又
は
職
員
の
違
法
な
財
務
会
計
行
為

（
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
）
を
対
象
に
し
て
、
違
法
な
財
務
行
政
の
防
止
・
是
正
又
は
損
失
・
損
害
の
回
復
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
ま
た
、
住
民
監
査
請
求
は
、
住
民
訴
訟
に
先
立
っ
て
ま
ず
地
方
公
共
団
体
の
内
部
に
お
い
て
自
主
的
解
決
を
図
る
た
め
の
制
度

）
九
二
二
（
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三
三

な
る
者
を
相
手
方
と
し
て
右
措
置
の
内
容
と
異
な
る
請
求
を
す
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こ
と
も
、
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れ
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し
て
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求
と
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求
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の
同
一
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を
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住
民
訴
訟
提
起
の
権
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を
事

実
上
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
裁
判
例
の
大
勢
は
、
対
象
の
同
一
性
に
関
す
る
要
件
を
緩
や
か
に
解
釈
し
て
い
る
。
学
説
も
、
厳
格

に
解
す
る
立
場
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
く
の
裁
判
例
と
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る

（
２
）

。

こ
の
よ
う
に
、
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
の
制
度
趣
旨
の
解
釈
を
通
し
て
、
請
求
の
内
容
や
対
象
の
同
一
性
を
比
較
的
広
く
認
め
よ

う
と
い
う
の
が
学
説
・
判
例
の
傾
向
と
い
え
る

（
３
）

。

住
民
訴
訟
は
、
住
民
監
査
請
求
を
経
て
提
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
両
者
の
請
求
の
対
象
は
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
何
が
同
一
で
あ
る
の
か
が
問
題
で
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
存
在
理
由
、
住
民
監
査
請
求
後
の
事
態
の
変
化
、
住
民
に
何

度
も
監
査
請
求
を
さ
せ
る
必
要
性
と
負
担
、
裁
判
所
の
負
担
な
ど
を
十
分
に
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
す

る
と
、
両
者
の
請
求
対
象
の
同
一
性
は
必
ず
し
も
厳
格
に
一
致
す
る
必
要
は
な
い
。
両
者
が
形
式
的
に
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
実
質
的
な

同
一
性
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る

（
４
）

。

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
、「
監
査
請
求
自
体
が
簡
易
な
制
度
で
、
監
査
の
対
象
を
特
定
で
き
る
程

度
の
端
緒
が
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
し
、
監
査
委
員
は
職
権
で
調
査
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
原
告
住
民
が
訴
訟
を
見
通
し
て
、
監

査
請
求
の
段
階
で
対
象
を
き
ち
ん
と
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
い

（
５
）

」
と
い
え
る
。

住
民
訴
訟
は
、
監
査
結
果
の
当
否
を
争
う
た
め
の
訴
訟
で
は
な
く
、
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
又
は
職
員
の
違
法
な
財
務
会
計
行
為

（
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
）
を
対
象
に
し
て
、
違
法
な
財
務
行
政
の
防
止
・
是
正
又
は
損
失
・
損
害
の
回
復
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
ま
た
、
住
民
監
査
請
求
は
、
住
民
訴
訟
に
先
立
っ
て
ま
ず
地
方
公
共
団
体
の
内
部
に
お
い
て
自
主
的
解
決
を
図
る
た
め
の
制
度

）
九
二
二
（
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八
十
六
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第
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（
二
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二
〇
年
十
二
月
）

三
四

で
あ
る

（
６
）

。
請
求
対
象
の
同
一
性
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
前
提
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る

（
７
）

。

以
上
こ
と
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
が
地
方
公
共
団
体
の
財
務
行
政
の
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
の
住
民
参
政
の
一
環
と
い

う
位
置
付
け
か
ら
す
れ
ば
、
請
求
対
象
の
同
一
性
も
含
め
、
そ
の
要
件
に
つ
い
て
厳
格
な
解
釈
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る

（
８
）

。

（
１
）	

小
田
靖
子
「
住
民
訴
訟
と
住
民
監
査
制
度
」
大

敏
編
『
現
代
裁
判
法
大
系
第
二
八
号

　
住
民
訴
訟
』（
新
日
本
法
規
、
平
成
一
一
年
）
一
八

頁
参
照
。

（
２
）	

木
ノ
下
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
六
八
頁
参
照
。

（
３
）	

海
老
沢
・
前
掲
「
住
民
監
査
請
求
」
四
三
頁
参
照
。

（
４
）	

阿
部
・
前
掲
「
総
合
判
例
研
究
『
住
民
訴
訟
⑥
』」
二
四
頁
参
照
。

地
方
公
共
団
体
の
財
務
会
計
活
動
の
実
態
は
、
住
民
か
ら
み
て
一
般
に
か
な
り
不
透
明
で
あ
る
た
め
、「
住
民
監
査
請
求
の
段
階
に
お
け
る
非
違

内
容
の
摘
示
や
取
ら
れ
る
べ
き
措
置
内
容
の
提
示
に
厳
密
さ
や
法
律
的
整
序
を
要
求
す
る
こ
と
に
は
、
こ
と
の
性
質
上
無
理
が
あ
る
」（
関
・
前
掲

書
二
九
七
頁
）
と
い
え
る
。

さ
ら
に
ま
た
、「
監
査
請
求
の
段
階
で
は
訴
訟
類
型
の
よ
う
な
も
の
は
決
め
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
監
査
請
求
前
置
は
不
服
申
立
て
前
置
と

は
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
監
査
請
求
は
、
訴
訟
と
の
同
一
性
と
い
っ
て
も
、
訴
訟
物
論
争
の
よ
う
な
議
論
を
す
る
必
要
は
な
く
、
専
門
家
の

監
査
委
員
が
監
査
請
求
で
ス
ク
リ
ー
ン
に
か
け
、
調
査
す
る
機
会
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
だ
け
を
問
題
と
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
訴
訟
と
の

実
質
的
な
同
一
性
が
保
た
れ
れ
ば
、
監
査
請
求
前
置
を
満
た
し
た
と
い
う
べ
き
」（
阿
部
・
前
掲
「
総
合
判
例
研
究
『
住
民
訴
訟
⑥
』」
二
五
頁
）
で

あ
る
。

（
５
）	

阿
部
泰
隆
『
住
民
訴
訟
の
理
論
と
実
務

─
改
革
の
提
案

─
』（
信
山
社
、
平
成
二
七
年
）
六
頁
。

阿
部
・
前
掲
書
四
二
頁
以
下
に
お
い
て
は
、
住
民
訴
訟
制
度
抜
本
的
改
革
の
考
え
方
を
条
文
の
形
で
、
具
体
的
に
提
案
し
て
い
る
。

）
九
二
九
（

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

三
五

「
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
法
（
条
文
案
）」
と
し
て
、
第
三
条
第
一
項
で
は
、
監
査
請
求
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
若
し
く
は
委
員
会
若
し
く
は
委
員
又
は
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員
若
し
く

は
議
員
に
つ
い
て
、
次
の
財
務
会
計
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
違
法
又
は
不
当
を
理
由
と
し
て
、
監
査
委
員
に
監
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
　
公
金
の
支
出

②
　
財
産
の
取
得
、
管
理
若
し
く
は
処
分

③	

　
契
約
の
締
結
若
し
く
は
履
行
若
し
く
は
債
務
そ
の
他
の
義
務
の
負
担
（
当
該
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
相
当
の
確
実
さ
を
も
っ
て
予
測
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。）

④
　
公
金
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
又
は
そ
の
怠
る
事
実

⑤
　
財
産
の
管
理
又
は
そ
の
怠
る
事
実

⑥
　
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
若
し
く
は
不
当
利
得
返
還
請
求
、
損
害
防
止
措
置
を
怠
る
事
実

⑦
　
そ
の
他
、
こ
れ
に
類
す
る
財
務
会
計
上
の
行
為
（
財
務
会
計
行
為
の
原
因
と
な
る
予
算
調
整
行
為
を
含
む
）
又
は
怠
る
事
実
」

第
七
条
第
一
項
で
は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
何
人
も
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
請
求
を
す
る
こ
と
な
く
、
裁
判
所
に

対
し
、
第
三
条
第
一
項
の
請
求
に
係
る
違
法
な
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
き
、
当
該
行
為
が
な
さ
れ
て
か
ら
一
年
以
内
に
（
た
だ
し
、
不
当
利
得
返

還
請
求
、
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
は
、
当
該
行
為
が
な
さ
れ
て
か
ら
五
年
以
内
に
）、
又
は
怠
る
事
実
が
終
結
し
て
か
ら
一
年
以
内
に
、
本
法
の

規
定
に
よ
り
訴
訟
（
以
下
、
住
民
訴
訟
と
い
う
）
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。

こ
れ
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
住
民
監
査
請
求
で
は
認
め
ら
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
少
な
い
こ
と
を
前
提
に
、

住
民
監
査
請
求
を
行
う
か
否
か
を
、
住
民
の
自
由
に
任
せ
る
選
択
主
義
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
阿
部
・
前
掲
書
四
六
頁
参
照
）。

（
６
）	

住
民
訴
訟
に
前
置
さ
れ
る
住
民
監
査
請
求
制
度
の
意
義
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
二
つ
の
見
解
が
あ
る
。
第
一
説
は
、
住
民
監
査
請
求
は
、
住
民
訴
訟
の
前
審
で
あ
っ
て
、
取
消
訴
訟
に
お
け
る
不
服
申
立
前
置
主
義

と
同
様
な
制
度
と
考
え
て
、
そ
の
対
象
は
住
民
訴
訟
と
同
一
と
厳
格
に
解
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
説
は
、
住
民
監
査
請
求
に

は
住
民
訴
訟
と
異
な
る
独
自
の
存
在
理
由
が
あ
っ
て
、
住
民
監
査
請
求
は
、
監
査
の
端
緒
の
一
つ
で
あ
る
と
解
し
て
、
両
者
の
対
象
は
異
な
っ
て
よ

）
九
二
三
（



住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
対
象
の
同
一
性
に
つ
い
て
（
西
原
）

三
五

「
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
法
（
条
文
案
）」
と
し
て
、
第
三
条
第
一
項
で
は
、
監
査
請
求
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
若
し
く
は
委
員
会
若
し
く
は
委
員
又
は
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員
若
し
く

は
議
員
に
つ
い
て
、
次
の
財
務
会
計
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
違
法
又
は
不
当
を
理
由
と
し
て
、
監
査
委
員
に
監
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
　
公
金
の
支
出

②
　
財
産
の
取
得
、
管
理
若
し
く
は
処
分

③	

　
契
約
の
締
結
若
し
く
は
履
行
若
し
く
は
債
務
そ
の
他
の
義
務
の
負
担
（
当
該
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
相
当
の
確
実
さ
を
も
っ
て
予
測
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。）

④
　
公
金
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
又
は
そ
の
怠
る
事
実

⑤
　
財
産
の
管
理
又
は
そ
の
怠
る
事
実

⑥
　
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
若
し
く
は
不
当
利
得
返
還
請
求
、
損
害
防
止
措
置
を
怠
る
事
実

⑦
　
そ
の
他
、
こ
れ
に
類
す
る
財
務
会
計
上
の
行
為
（
財
務
会
計
行
為
の
原
因
と
な
る
予
算
調
整
行
為
を
含
む
）
又
は
怠
る
事
実
」

第
七
条
第
一
項
で
は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
何
人
も
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
請
求
を
す
る
こ
と
な
く
、
裁
判
所
に

対
し
、
第
三
条
第
一
項
の
請
求
に
係
る
違
法
な
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
き
、
当
該
行
為
が
な
さ
れ
て
か
ら
一
年
以
内
に
（
た
だ
し
、
不
当
利
得
返

還
請
求
、
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
は
、
当
該
行
為
が
な
さ
れ
て
か
ら
五
年
以
内
に
）、
又
は
怠
る
事
実
が
終
結
し
て
か
ら
一
年
以
内
に
、
本
法
の

規
定
に
よ
り
訴
訟
（
以
下
、
住
民
訴
訟
と
い
う
）
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。

こ
れ
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
住
民
監
査
請
求
で
は
認
め
ら
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
少
な
い
こ
と
を
前
提
に
、

住
民
監
査
請
求
を
行
う
か
否
か
を
、
住
民
の
自
由
に
任
せ
る
選
択
主
義
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
阿
部
・
前
掲
書
四
六
頁
参
照
）。

（
６
）	

住
民
訴
訟
に
前
置
さ
れ
る
住
民
監
査
請
求
制
度
の
意
義
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
二
つ
の
見
解
が
あ
る
。
第
一
説
は
、
住
民
監
査
請
求
は
、
住
民
訴
訟
の
前
審
で
あ
っ
て
、
取
消
訴
訟
に
お
け
る
不
服
申
立
前
置
主
義

と
同
様
な
制
度
と
考
え
て
、
そ
の
対
象
は
住
民
訴
訟
と
同
一
と
厳
格
に
解
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
説
は
、
住
民
監
査
請
求
に

は
住
民
訴
訟
と
異
な
る
独
自
の
存
在
理
由
が
あ
っ
て
、
住
民
監
査
請
求
は
、
監
査
の
端
緒
の
一
つ
で
あ
る
と
解
し
て
、
両
者
の
対
象
は
異
な
っ
て
よ

）
九
二
三
（
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三
六

い
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
説
に
立
つ
か
に
よ
っ
て
、
住
民
訴
訟
に
お
い
て
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
か
否
か

の
判
断
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
（
寺
田
友
子
『
住
民
訴
訟
判
例
の
研
究
』（
成
文
堂
、
平
成
二
四
年
）
二
頁
参
照
）。

加
え
て
、
加
藤
幸
嗣
「
監
査
請
求
前
置
主
義
」
園
部
逸
夫
監
修
・
編
『
住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
元
年
）
七
九
頁
は
、
監
査
委
員
の
行

う
監
査
は
、
住
民
訴
訟
に
お
い
て
、
一
定
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
こ
と
が
制
度
上
予
定
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
点
は
、
住
民
が
監
査
請
求
を
行
っ
た

か
、
あ
る
い
は
行
う
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
う
点
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
十
分
な
監
査
が
行
わ
れ
た
か
、
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
あ

る
。
同
様
に
、
園
部
逸
夫
「
住
民
訴
訟
の
訴
訟
法
上
の
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
一
号
三
〇
─
三
一
頁
は
、「
過
誤
財
務
の
予
防
と
是
正
に
つ
い

て
は
、
第
一
次
的
に
は
監
査
委
員
も
含
め
て
地
方
公
共
団
体
当
局
の
責
任
で
あ
り
、
住
民
監
査
請
求
は
、
監
査
の
端
緒
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る

べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
大
事
な
の
は
、
監
査
請
求
で
は
な
い
。
監
査
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
７
）	

伴
・
山
口
・
前
掲
書
九
九
頁
参
照
。

（
8
）	

前
田
雅
子
「
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
」
芝
池
義
一
・
小
早
川
光
郎
・
宇
賀
克
也
編
『
行
政
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕』（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
、

平
成
一
六
年
）
二
一
〇
頁
、
細
川
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
」
五
八
頁
、
碓
井
・
前
掲
書
六
三
頁
、
野
田
崇

「
判
例
紹
介
」
民
商
法
雑
誌
一
三
九
号
四
・
五
号
一
一
七
頁
、
吉
野
夏
己
『
紛
争
類
型
別

　
行
政
救
済
法
〔
第
三
版
〕』（
成
文
堂
、
平
成
二
四
年
）

四
八
九
頁
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅲ
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
、
平
成
二
四
年
）
二
一
七
頁
参
照
。

住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
が
、
住
民
に
よ
る
財
政
腐
敗
防
止
の
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
利
用
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
よ
う

な
解
釈
は
妥
当
で
な
い
。
訴
訟
要
件
の
解
釈
の
う
え
で
、
住
民
訴
訟
の
制
度
趣
旨
を
斟
酌
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
（
古
閑
・
前
掲
「
住
民
監
査
請

求
の
特
定
性
と
同
一
性
」
六
五
頁
参
照
）。

ま
た
、
住
民
訴
訟
制
度
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
く
住
民
参
政
の
一
環
と
し
て
の
制
度
で
あ
る
か
ら
、
制
定
法
に
明
文
の
根
拠
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
解
釈
に
よ
っ
て
訴
え
の
適
法
要
件
を
創
設
す
る
こ
と
は
、
最
小
限
の
範
囲
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
り
、「
制
度
全
体
の
健
全
な
運
用

を
妨
げ
る
解
釈
や
明
文
の
根
拠
に
基
づ
か
な
い
で
住
民
訴
訟
の
途
を
閉
ざ
す
解
釈
が
多
発
す
る
こ
と
は
、
国
民
の
法
律
実
務
家
や
法
一
般
に
対
す
る

不
信
を
招
き
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
」（
藤
山
雅
行
「
基
本
行
為
に
対
す
る
住
民
訴
訟
と
派
生
行
為
に
対
す
る
住
民
訴
訟
の
関
係
」
大

・
前
掲

『
現
代
裁
判
法
大
系
第
二
八
巻

　
住
民
訴
訟
』
一
四
三
頁
）
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
九
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

三
七

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論

長
谷
川
　
　
貞
　
　
之

（
目
次
）

一
　
は
じ
め
に

二
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
歴
史
と
沿
革

　
１

　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
登
場
以
前
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

　
２

　
ニ
ッ
ク
・
ス
ザ
ボ
と
現
代
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

　
３

　
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
展
開

　
　
⑴

　
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

　
　
⑵

　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

論
　
説

）
五
六
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

三
七

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論

長
谷
川
　
　
貞
　
　
之

（
目
次
）

一
　
は
じ
め
に

二
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
歴
史
と
沿
革

　
１

　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
登
場
以
前
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

　
２

　
ニ
ッ
ク
・
ス
ザ
ボ
と
現
代
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

　
３

　
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
展
開

　
　
⑴

　
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

　
　
⑵

　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

論
　
説

）
五
六
二
（
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三
八

　
　
⑶

　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
現
代
的
展
開

　
　
⑷

　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
契
約
的
要
素

三
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
伝
統
的
契
約
理
論

　
１

　
伝
統
的
契
約
理
論
の
動
揺

　
２

　
伝
統
的
契
約
理
論
が
抱
え
る
問
題
点

　
３

　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
─
コ
ー
ド
は
法
か
？

四
　
同
意
理
論
に
よ
る
契
約
理
論
の
再
構
成
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

　
１

　
多
角
的
発
想
に
基
づ
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

　

　
２

　
思
考
形
式
と
し
て
の
同
意
理
論

　
３

　
伝
統
的
な
意
思
主
義
と
同
意
理
論

　
４

　
同
意
理
論
に
よ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
契
約
理
論
の
再
構
成

五
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
紛
争
解
決
機
能

　
１

　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
の
最
適
化

　
２

　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
契
約
の
不
適
合
責
任

　
３

　
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
介
し
た
契
約
の
効
力

　
４

　
履
行
障
害
と
損
害
賠
償
、
原
状
回
復

　
　
　
　
─
契
約
上
の
連
帯
か
ら
デ
ジ
タ
ル
連
帯
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

六
　
結

　
語

）
五
六
六
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

三
九

一
　
は
じ
め
に

今
日
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
は
目
覚
ま
し
く
、
人
間
の
生
活
の
あ
り
方
を
大
き
く
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
現
代
は
契
約
社
会
と
い

わ
れ
る
が
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
顕
著
な
発
展
に
よ
り
、
契
約
の
捉
え
方
、
理
解
の
仕
方
も
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
。
当
事
者
が
自
ら
の
意

思
に
基
づ
い
て
契
約
を
締
結
し
、
契
約
上
の
義
務
を
履
行
す
る
の
で
は
な
く
、
各
種
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ

ム
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
、
人
工
知
能
な
ど
を
介
し
て
、
ま
た
は
、
こ
れ
ら
に
よ
り
、
契
約
を
締
結
し
、
契
約
を
実
行
す
る
こ
と
が
一
般
的
に

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
契
約
は
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
」（S

m
art C

ontract

）
と
呼
ば
れ
て
い
る

（
１
）

。
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
通
常
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
、
見
知
ら
ぬ
者
同
士
を
Ｐ
２
Ｐ
（P

eer-to-

P
eer:

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
そ
の
ユ
ー
ザ
ー
同
士
が
対
等
な
関
係
で
通
信
す
る
方
式
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
結
び
つ
け
、
契
約
の

締
結
お
よ
び
履
行
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
と
い
っ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
よ
り
自
動
的
に
行
う
も
の
で
あ
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
い
う
「
ス
マ
ー
ト
」
と
は
、
情
報
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
や
モ
ノ
な
ど
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
接
続
さ
れ
て
い
る
状
態
を
い
い
、「
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
」
と
は
、
法
的
な
拘
束
力
を
も
つ
当
事
者
間
の
合
意
、
す
な
わ
ち
、
契
約
を
意

味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
人
に
よ
っ
て
異
な
り
、
議
論
が
か
み
合
わ
な
い
こ

と
が
多
い
。
一
般
的
に
は
、
自
動
化
さ
れ
た
契
約
を
実
行
す
る
仕
組
み
の
こ
と
を
指
し
て
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
っ
て
い
る
が
、

あ
ま
り
実
感
は
わ
か
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る

（
２
）

。

一
般
的
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
展

開
さ
れ
る
。
最
近
で
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
搭
載
さ
れ
る
こ
と
も
多
く

（
３
）

、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
基

）
五
六
二
（
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三
九

一
　
は
じ
め
に
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あ
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。
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介
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コ
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art C

ontract
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１
）
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介
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２
Ｐ
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P
eer:
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。
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テ
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葉
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四
〇

盤
と
す
る
分
散
型
元
帳
技
術
（D

ecentralized L
edger T

echnology: D
L

T

）
を
用
い
た
記
録
保
存
な
ど
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る

（
４
）

。
ま
た
、

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（Internet of T

hings: IoT

）
と
組
み
合
わ
さ
り

（
５
）

、
機
械
思
考
に
よ
る
契
約
の
締
結

と
実
行
が
広
く
社
会
に
浸
透
し
て
き
て
い
る

（
６
）

。

今
日
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
各
種
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
と
の
相
互
接
続
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
依
存
す
る
企
業
が

増
え
る
に
つ
れ
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
の
明
確
化
と
規
律
の
必
要
性
が
問
わ
れ

（
７
）

、
ま
た
、
そ
の
法
的
紛
争
の

解
決
に
も
新
た
な
視
点
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

（
８
）

。
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
と
の
指
摘
も
あ

る
（
９
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
含
む
契
約
の
デ
ジ
タ
ル
化
は
、
伝
統
的
な
契
約
を
取
り
巻
く
法
律
関
係
な
い
し
社
会
環
境
を
大
き
く
変

え
る
も
の
で
あ
る
。
今
ま
さ
に
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
」
が
到
来
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
契
約
が
多
方
面
で
行
わ

れ
、
普
及
す
る
な
ら
ば
、
規
制
や
契
約
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
も
今
ま
で
と
は
違
う
捉
え
方
を
す
る
必
要
が
出
て
く
る
の
は
当
然
で
あ

ろ
う
。

契
約
の
不
履
行
や
不
正
の
リ
ス
ク
が
限
り
な
く
排
除
さ
れ
た
世
界
で
は
、
信
頼
の
あ
る
仲
介
機
関
の
仲
介
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
即
時

に
契
約
上
の
義
務
が
実
行
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
事
者
の
合
意
な
い
し
約
束
の
相
互
交
換
を
契
約
成
立
の
た
め
の
基
本
的
要
件
と
す

る
伝
統
的
な
契
約
理
論
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る
も
の
で
あ
る

（
10
）

。
一
部
の
論
者
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
契
約
で
は
な
い
と
い
う
。

な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
か
、
ま
た
は
意
図
す
る
こ
と
な
く
法
的
義
務
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
を
指
摘
す
る

（
11
）

。

ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
単
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
ソ
フ
ト
で
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、

契
約
上
の
合
意
が
な
い
限
り
法
的
拘
束
力
は
な
い
と
考
え
る
者
も
い
る

（
12
）

。
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
契
約
の
も
つ

社
会
的
機
能
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
者
も
い
る

（
13
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
契
約
の
締
結
と
実
行
が
自
動
化
さ
れ
た

）
五
六
二
（
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契
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論
（
長
谷
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四
一

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
契
約
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
、
契
約
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

指
示
に
よ
り
契
約
が
実
行
さ
れ
る
な
ど
、
合
意
の
重
要
性
は
著
し
く
減
少
し
、
当
事
者
の
意
思
な
い
し
約
束
の
相
互
交
換
を
取
り
上
げ
て

議
論
す
る
実
益
が
問
わ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る

（
14
）

。
こ
の
た
め
、
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
お
い
て
は
、
こ
こ
数
年
来
、
合
意
の
概
念
が

一
つ
の
争
点
と
し
て
議
論
の
的
と
さ
れ
て
き
た

（
15
）

。

一
方
、
契
約
を
自
動
的
に
執
行
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
え
ど
も
、
当
事
者
間
で
合
意
し
、
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
条
件
の
解
釈

が
事
後
的
に
問
題
と
な
っ
た
り
、
予
期
し
な
い
コ
ー
ド
の
破
損
や
コ
ー
ド
間
の
不
整
合
な
ど
、
シ
ス
テ
ム
に
バ
グ
が
生
じ
た
り
す
る
な
ど

し
て
、
当
事
者
間
に
紛
争
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
不
法
侵
入
（
ハ
ッ
キ
ン
グ
）
か
ら
契
約
の

執
行
が
で
き
な
い
こ
と
も
起
こ
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
裁
判
所
が
当
事
者
の
真
の
合
意
内
容
を
発
見
し
、
そ
れ
を
承
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
の
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
め
ぐ
る
契
約
の
効
力
、
契
約
上
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
ど
の

よ
う
に
考
え
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
社
会
で
の
注
目
度
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
法
律
上
も
主
要
な
論
点
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
、
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

（
16
）

。
し
か
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
不
透
明
な
点

も
少
な
く
な
い

（
17
）

。
こ
の
点
、
い
ち
早
く
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
め
ぐ
る
契
約
上
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
論
じ
て
き
た
の
が
、
ア
メ
リ
カ

を
中
心
と
す
る
伝
統
的
契
約
法
で
あ
る

（
18
）

。
契
約
の
執
行
を
自
動
的
に
行
う
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
形
で
当
事
者

間
の
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
合
意
内
容
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
に
よ
り
記
述
さ
れ
、

合
意
内
容
の
記
録
と
内
容
に
従
っ
た
執
行
は
一
体
的
に
処
理
さ
れ
る
。
こ
の
契
約
の
自
動
執
行
と
い
う
特
徴
は
、
前
述
の
よ
う
な
契
約
の

不
適
合
責
任
の
問
題
が
生
じ
た
場
合
の
対
応
に
つ
き
、
裁
判
所
な
ど
の
第
三
者
に
よ
る
法
の
介
入
を
認
め
る
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
意
思

）
五
六
二
（
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四
二

の
自
律
と
私
的
自
治
の
原
則
を
標
榜
す
る
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
多
く
の
疑
問
を
投
げ
か
け
、
そ
の
理
論
的
基
礎
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る

こ
と
に
な
っ
た

（
19
）

。
近
時
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
実
装
し
た
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
活
用
し
た
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
の
契
約
関
係
が
明
確
で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
が
原
因
で
問
題
が

生
じ
た
場
合
の
責
任
の
所
在
や
あ
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
が
活
発
で
あ
る
。

本
稿
は
、
現
代
社
会
で
注
目
さ
れ
て
い
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
や
法
的
性
質
を
分
析
し
な
が
ら
、
契
約
法

的
側
面
か
ら
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
問
題
点
を
課
題
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
こ

れ
を
明
確
に
定
義
す
る
す
る
も
の
は
な
く
、
二
つ
の
意
味
が
混
在
し
て
い
る

（
20
）

。
一
つ
は
、
契
約
を
保
存
し
、
そ
の
有
効
性
を
担
保
し
、
契

約
を
執
行
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
い
し
コ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
コ
ー
ド
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

も
う
一
つ
は
、
法
的
な
意
味
で
の
契
約
を
補
完
ま
た
は
代
替
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
コ
ー
ド
を
実
装
す
る
技
術
な
い
し
そ
の
応
用

で
あ
る
。
こ
れ
を
「
ス
マ
ー
ト
リ
ー
ガ
ル
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
後
者
の
ス
マ
ー
ト
コ

ン
ト
ラ
ク
ト
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
台
頭
の
背
景
な
い
し
沿
革
に
つ
い
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
類
似
す
る
自
動

販
売
機
と
対
比
し
な
が
ら
、
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
現
代
版
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
取
り
上
げ
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に

す
る
（
二
）。
次
に
、
契
約
の
締
結
な
い
し
実
行
を
自
動
化
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
、
技
術
的
側
面
、
契
約
的
側
面
、

お
よ
び
、
経
済
的
側
面
を
分
析
し
た
う
え
で
、
契
約
的
側
面
か
ら
、
従
来
の
伝
統
的
契
約
理
論
と
対
比
し
な
が
ら
、
契
約
法
の
世
界
に
今

何
が
起
き
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
（
三
）。
そ
の
際
、
多
角
的
発
想
に
基
づ
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
、
思
考
形
式
と
し

て
の
同
意
理
論
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
、
同
意

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

四
三

理
論
に
基
づ
く
契
約
法
理
の
再
構
成
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
（
四
）。
そ
し
て
、
最
後
に
、
こ
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
新
し

い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
し
て
、
既
存
の
法
的
枠
組
み
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込
む
の
か
、
自
主
的
管
理
に
委
ね
る
の
が
妥
当
か
ど
う
か
を
論

じ
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
紛
争
処
理
機
能
の
重
要
性
を
解
く
こ
と
に
し
た
い
（
五
）。

こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
関
す
る
研
究
は
、
技
術
的
側
面
や
経
済
的
側
面
の
検
討
に
力
点
が
置
か
れ

き
た

（
21
）

。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
諸
外
国
で
は
、
契
約
的
側
面
か
ら
の
研
究
も
豊
富
で
あ
る

（
22
）

。
本
稿
も
こ
れ
ら
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ

が
多
い
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
投
げ
か
け
る
契
約
上
の
問
題
は
、
一
種
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
で
あ
り
、
私
法
秩
序
に
対
し
て
変
革

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
律
的
側
面
を
解
明
す
る
に
は
、
単
に
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
の

で
は
な
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
全
体
の
構
造
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
基
本
的
仕
組
み
な
ど
を
踏
ま
え
て
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う

（
23
）

。
時
代
の
転
換
期
と
で
も
い
う
べ
き
こ
の

時
期
に
お
い
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
問
題
を
掘
り
下
げ
こ
れ
を
論
ず
る
本
稿
の
先
駆
的
な
意
義
は
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

二
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
歴
史
と
沿
革

１
　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
登
場
以
前
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

従
来
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
や
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
っ
た
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
未
来
の
超
ハ
イ
テ

ク
社
会
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
家
（cyberpunks

） 

や
暗
号
愛
好
家
（cryptography enthusiasts

） 

が
興
味
を
も
つ
分
野
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

）
五
二
二
（
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四
四

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
が
登
場
す
る
以
前
に
も
、
自
動
販
売
機
な
ど
を
中
心
に
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
わ
れ
る
も
の
は
存
在
し
た
。

古
く
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
属
州
で
あ
っ
た
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
に
お
い
て
、
自
動
販
売
機
の
事
例
が
見
ら
れ
る
。
当
時
、
エ
ジ
プ
ト
の
寺

院
で
は
、
硬
貨
ド
ラ
ク
マ
が
五
枚
投
入
さ
れ
る
と
、
そ
の
重
み
で
レ
バ
ー
が
上
に
動
い
て
バ
ル
ブ
を
開
き
、
傾
い
た
鍋
に
少
量
の
聖
水
が

自
動
的
に
落
ち
て
く
る
装
置
が
開
発
さ
れ
て
い
た

（
24
）

。
現
代
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
図
書
の
出
版
販
売
な

ど
に
お
い
て
も
自
動
販
売
機
の
実
例
が
見
ら
れ
る

（
25
）

。

自
動
販
売
機
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
間
に
原
則
的
な
違
い
が
な
い
と
す
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
起
源
は
、
相
当
に

古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

２
　
ニ
ッ
ク
・
ス
ザ
ボ
と
現
代
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

今
日
い
う
と
こ
ろ
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
き
る
契
約
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
法
律
学
者
で
暗
号
学
者
の
ニ
ッ

ク
・
ス
ザ
ボ
（N

ick S
zabo

）
が
一
九
九
七
年
に
発
表
し
た
論
文
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
ア
イ
デ
ア
（T

he Idea of S
m

art 

C
ontracts

）」
の
中
に
登
場
し
、
そ
の
後
広
ま
っ
て
行
っ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

（
26
）

。
ス
ザ
ボ
に
よ
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
は
、「
デ
ジ
タ
ル
形
式
（digital form

）
で
指
定
さ
れ
た
一
連
の
約
束
（a set of prom

ises

）
で
構
成
さ
れ
、
当
事
者
が
こ
れ
ら

の
約
束
に
基
づ
い
て
実
行
す
る
手
順
（protocols

）
を
含
む
」
も
の
で
あ
る

（
27
）

。

ス
ザ
ボ
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
一
例
と
し
て
自
動
販
売
機
（vending m

achine

）
を
取
り
上
げ
、
特
定
の
条
件
に
合
致
す
る

と
契
約
が
締
結
さ
れ
、
自
動
的
に
実
行
さ
れ
る
契
約
を
説
明
し
た
。
自
動
販
売
機
は
、
表
示
金
額
の
お
金
を
投
入
し
て
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば

商
品
が
出
て
く
る
機
械
の
仕
組
み
で
あ
る
が
、
商
品
の
売
買
契
約
を
自
動
化
し
て
い
る
。
自
動
販
売
機
で
は
、
①
飲
み
物
の
代
金
を
販
売

）
五
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

四
五

機
に
投
入
し
、
購
入
し
た
い
飲
み
物
の
ボ
タ
ン
を
押
す
、
②
自
動
販
売
機
が
対
応
し
た
飲
み
物
を
出
力
す
る
と
い
う
契
約
を
実
行
す
る
、

③
購
入
者
は
購
入
し
た
飲
み
物
を
確
認
す
る
と
い
う
三
つ
の
段
階
を
経
る
こ
と
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
契
約
が
自
動
的
に
実
行
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
動
販
売
機
お
い
て
は
、
商
品
の
内
容
や
投
入
す
る
金
額
は
誰
が
見
て
も
同
じ
で
あ
り
、
時
と
場
所
で
解
釈
が
異
な
る
余

地
は
な
い
。
万
が
一
、
お
金
を
入
れ
て
商
品
が
出
て
こ
な
い
な
ど
の
不
具
合
が
あ
っ
て
も
、
返
金
ボ
タ
ン
で
お
金
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
契
約
不
履
行
の
リ
ス
ク
も
抑
え
ら
れ
る
。

現
代
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
仕
組
み
は
、
自
動
販
売
機
の
よ
う
に
利
用
者
が
硬
貨
を
投
入
し
、
飲
み
物
の
ボ
タ
ン
を
選
択
し
た

瞬
間
に
売
買
契
約
が
成
立
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
似
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
契
約
内
容
の
実
行
の
み
な
ら
ず
、
契
約
締
結
の
自
動
化
を
も
含

み
得
る
点
で
、
さ
ら
に
進
化
し
た
も
の
で
あ
る

（
28
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
契
約
当
事
者
と
し
て
の
人
の
意
思
は
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
に
入
る
最
初
の
段
階
で
の
み
要
求
さ
れ
る
だ
け
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
一
方
的
な
オ
フ
ァ
ー
を
前
提
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
交
渉
な
く
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
用
い
て
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
契
約
の
締
結
そ
の
も
の
を
人
工
知
能
な
ど
の

い
わ
ゆ
る
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（Intelligent A

gent

）
に
委
ね
、
当
事
者
の
交
渉
や
意
思
の
疎
通
、
契
約
締
結
を
も
自
動
化
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る

（
29
）

。

３
　
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

⑴
　
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
現
代
社
会
に
お
い
て
活
用
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
や
そ
れ
に
伴
う
流
通
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
改
革
、
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
Ｉ
ｏ
Ｔ
）
化
な
ど
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る

（
30
）

。
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二
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五

機
に
投
入
し
、
購
入
し
た
い
飲
み
物
の
ボ
タ
ン
を
押
す
、
②
自
動
販
売
機
が
対
応
し
た
飲
み
物
を
出
力
す
る
と
い
う
契
約
を
実
行
す
る
、

③
購
入
者
は
購
入
し
た
飲
み
物
を
確
認
す
る
と
い
う
三
つ
の
段
階
を
経
る
こ
と
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
契
約
が
自
動
的
に
実
行
さ
れ
る
。

こ
の
よ
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に
、
自
動
販
売
機
お
い
て
は
、
商
品
の
内
容
や
投
入
す
る
金
額
は
誰
が
見
て
も
同
じ
で
あ
り
、
時
と
場
所
で
解
釈
が
異
な
る
余

地
は
な
い
。
万
が
一
、
お
金
を
入
れ
て
商
品
が
出
て
こ
な
い
な
ど
の
不
具
合
が
あ
っ
て
も
、
返
金
ボ
タ
ン
で
お
金
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
契
約
不
履
行
の
リ
ス
ク
も
抑
え
ら
れ
る
。

現
代
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
仕
組
み
は
、
自
動
販
売
機
の
よ
う
に
利
用
者
が
硬
貨
を
投
入
し
、
飲
み
物
の
ボ
タ
ン
を
選
択
し
た

瞬
間
に
売
買
契
約
が
成
立
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
似
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
契
約
内
容
の
実
行
の
み
な
ら
ず
、
契
約
締
結
の
自
動
化
を
も
含

み
得
る
点
で
、
さ
ら
に
進
化
し
た
も
の
で
あ
る

（
28
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
契
約
当
事
者
と
し
て
の
人
の
意
思
は
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
に
入
る
最
初
の
段
階
で
の
み
要
求
さ
れ
る
だ
け
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
一
方
的
な
オ
フ
ァ
ー
を
前
提
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
交
渉
な
く
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
用
い
て
行
わ
れ
る
。
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て
、
当
事
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契
約
の
締
結
そ
の
も
の
を
人
工
知
能
な
ど
の

い
わ
ゆ
る
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（Intelligent A

gent
）
に
委
ね
、
当
事
者
の
交
渉
や
意
思
の
疎
通
、
契
約
締
結
を
も
自
動
化
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る

（
29
）

。

３
　
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

⑴
　
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
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お
い
て
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て
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る
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に
は
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の
普
及
や
そ
れ
に
伴
う
流
通
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
改
革
、
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
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ｏ
Ｔ
）
化
な
ど
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大
き
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作
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四
六

モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
前
述
し
た
よ
う
に“Internet of T

hings ”

と
呼
ば
れ
、
そ
の
頭
文
字
を
と
っ
て
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
略
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
用
い
た
の
は
、
先
駆
的
な
セ
ン
シ
ン
グ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
実
証
研
究
を
行
う
米
国A

uto-

ID
 C

enter
の
共
同
設
立
者
で
あ
る
ケ
ビ
ン
・
ア
シ
ュ
ト
ン
（K

evin A
shton

）
で
、
一
九
九
九
年
の
こ
と
で
あ
る

（
31
）

。
ア
シ
ュ
ト
ン
が
予
測

し
た
の
は
、
い
ず
れ
は
人
の
操
作
を
介
さ
ず
に
セ
ン
サ
ー
な
ど
を
搭
載
し
た
機
器
（
モ
ノ
）
が
直
接
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
り
、
モ

ノ
同
士
が
様
々
な
物
事
を
や
り
取
り
す
る
こ
と
で
、
人
に
と
っ
て
快
適
な
環
境
や
状
態
、
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
げ
て
人
が
操
作
す
る
と
い
う
前
提
の
ビ

ジ
ネ
ス
で
は
な
く
、
人
が
介
在
し
な
い
機
器
（
モ
ノ
）
の
情
報
だ
け
か
ら
発
生
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
の
可
能
性
で
あ
っ
た
。

Ｉ
ｏ
Ｔ
は
、
モ
ノ
に
搭
載
さ
れ
た
セ
ン
サ
ー
か
ら
回
り
の
状
況
や
動
き
な
ど
の
情
報
を
取
得
し
、
テ
レ
ビ
や
エ
ア
コ
ン
、
時
計
な
ど
、

身
の
回
り
の
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
る
仕
組
み
で
あ
る
。
セ
ン
サ
ー
に
は
、
モ
ノ
の
有
無
や
形
状
な
ど
を
読
み
取

る
セ
ン
サ
ー
か
ら
、
重
量
や
圧
力
を
検
出
セ
ン
サ
ー
、
速
度
・
音
声
・
新
堂
・
熱
・
光
・
電
圧
・
匂
い
や
味
覚
な
ど
を
読
み
取
る
セ
ン

サ
ー
な
ど
、
数
多
く
の
種
類
が
あ
る
。
セ
ン
サ
ー
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
情
報
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
サ
ー
バ
ー
や
ク
ラ
ウ
ド

に
送
信
さ
れ
、
活
用
で
き
る
形
に
し
て
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
、
デ
ー
タ
と
し
て
共
有
さ
れ
る
。

Ｉ
ｏ
Ｔ
で
使
わ
れ
る
主
な
通
信
手
段
と
し
て
は
、
直
接
通
信
方
式
と
デ
バ
イ
ス
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
方
式
の
二
種
類
が
あ
る

（
32
）

。
前
者
は
、
デ

バ
イ
ス
そ
の
も
の
を
直
接
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
方
式
で
あ
り
、
後
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
経
由
し
て
、
ク
ラ
ウ
ド

サ
ー
バ
ー
と
通
信
す
る
方
式
で
あ
る
。
モ
ノ
そ
の
も
の
に
通
信
機
器
を
搭
載
す
る
よ
り
も
、
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
を
経
由
す
る
方
が
コ
ス
ト
や

消
費
電
力
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
複
数
の
Ｉ
ｏ
Ｔ
デ
バ
イ
ス
に
効
率
的
に
接
続
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
分
析
さ
れ
て
、
可
視
化
さ
れ
た
り
、
ま
た
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
予
測
を
行
っ
た
り

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

四
七

す
る
が
、
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
を
介
し
て
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
膨
大
と
な
る

た
め
、
そ
の
保
存
方
法
（
ス
ト
レ
ー
ジ
）
に
も
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
る
。
Ｉ
ｏ
Ｔ
で
は
、
通
常
の
フ
ァ
イ
ル
単
位
で
は
な
く
、
オ
ブ
ジ
ェ

ク
ト
と
い
う
単
位
で
情
報
デ
ー
タ
を
管
理
す
る
方
法
が
採
ら
れ
る
。
従
来
の
フ
ァ
イ
ル
ス
ト
レ
ー
ジ
は
、
フ
ォ
ル
ダ
を
使
い
、
入
れ
子
状

の
階
層
を
利
用
し
た
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
構
造
で
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
ス
ト
レ
ー
ジ
で
は
、

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
自
体
に
Ｉ
Ｄ
と
い
う
個
別
識
別
子
が
与
え
ら
れ
、
Ｉ
Ｄ
を
使
っ
て
デ
ー
タ
を
呼
び
出
す
方
式
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、

格
納
場
所
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
管
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
各
種
の
財
や
機
器
、
サ
ー
ビ
ス
を
対
象
に
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
化
が
様
々
な
分
野
で
広
ま
っ
て
い
る

（
33
）

。
モ
ノ
同
士
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

つ
な
が
る
こ
と
で
、
モ
ノ
を
遠
隔
か
ら
操
作
し
た
り
、
モ
ノ
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
人
が
介
在
し

な
く
て
も
モ
ノ
同
士
が
対
話
し
、
情
報
を
や
り
取
り
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
モ
ノ
を
つ
な
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト

は
、
コ
ス
ト
の
削
減
や
効
率
化
に
限
定
さ
れ
な
い
。
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
は
単
に
モ
ノ
を
つ
な
ぐ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
通
じ

て
イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
な
価
値
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
に
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
本
質
が
あ
る

（
34
）

。

今
日
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
世
界
中
の
様
々
な
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
り
、
あ
ら
ゆ
る
モ

ノ
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
オ
フ
ラ
イ
ン
の
リ
ア
ル
な
店
舗
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
店
舗
で
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
取
引
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
的
要
因
を
背
景
に
取
引
や
契
約
を
自
動
化
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
役
割
な
い
し
機
能
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

⑵
　
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

今
日
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
結
び
付
け
ら
れ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。

）
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二
二
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や
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因
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に
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を
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も
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で
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で
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四
八

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
実
装
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
中
核
技
術
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
技

術
で
あ
り

（
35
）

、
複
数
の
取
引
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
を
チ
ェ
ー
ン
の
よ
う
に
直
列
に
連
結
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る

（
36
）

。
ビ
ッ
ト
コ

イ
ン
に
始
ま
る
仮
想
通
貨
は
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
、
自
動
化
に
よ
る
コ
ス
ト
削
減
、
不
正
の
防
止
、
透
明
性
の
向
上
な
ど
を
主

た
る
目
的
と
し
、
法
定
通
貨
の
へ
の
応
用
を
想
定
と
し
て
構
築
さ
れ
た

（
37
）

。
仮
想
通
貨
の
取
引
に
お
い
て
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
取

引
内
容
を
台
帳
に
記
載
し
、
そ
の
台
帳
に
対
し
て
誰
も
恣
意
的
に
操
作
や
詐
欺
を
行
え
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
分
散
型
の
台
帳
技
術
が

必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
し
て
今
日
知
ら
れ
る
台
帳
技
術
が
よ
り
広
範
な

用
途
を
も
っ
た
強
力
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
者
は
、
当
時
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
も
い
わ
れ

る
（
38
）

。ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
用
い
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
中
核
と
な
る
管
理
者
を
も
た
な
い
自
律
分
散
的
な
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
上
で
展
開
さ
れ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
の
合
意
（
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
）
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る

（
39
）

。
こ
の
場
合
、
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
構
成
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
格
納
さ
れ
、
Ｐ
２
Ｐ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
の
各

ノ
ー
ド
（node

）
に
お
い
て
合
意
形
成
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
は
、
不
正
や
改
ざ
ん
が
行
わ
れ
に
く
く
透
明
性
が
高

い
と
か
、
仲
介
者
が
不
要
な
た
め
コ
ス
ト
削
減
が
期
待
で
き
る
な
ど
の
強
み
が
あ
る
。
こ
の
特
性
を
利
用
し
、
契
約
内
容
を
あ
ら
か
じ
め

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
て
お
き
、
定
め
ら
れ
た
契
約
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
自
動
的
に
取
引
が
行
わ
れ
る
仕
組
み
を

作
り
出
す
こ
と
も
可
能
が
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
、
直
前
の
ブ
ロ
ッ
ク
（
親
ブ
ロ
ッ
ク
）
に
記
録
さ
れ
た

取
引
デ
ー
タ
が
保
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
が
一
本
の
チ
ェ
ー
ン
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
合
意
形
成
は
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
各
ノ
ー
ド
が
同
じ
デ
ー
タ
に
合
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、
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（
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マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

四
九

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
で
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
の
各
ノ
ー
ド
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
送
金
な
ど
の
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
取
引
履
歴
が

正
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
、
そ
の
結
果
を
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
確
認
し
て
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト

ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
40
）

。

も
っ
と
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
合
意
形
成
で
は
、
中
央
の
管
理
シ
ス
テ
ム
が
存
在
せ
ず
、
参
加
者
の
中
に
故
障
し
た
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
や
悪
意
を
も
っ
た
個
人
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
、
果
た
し
て
全
体
と
し
て
正
し
い
合
意
を
形
成

で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

（
41
）

。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
こ
の
問
題
を
確
率
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
展
開
に
新
た
な
道
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た

（
42
）

。
一
般
的
に
、
裏
切
り
者

の
将
軍
が
Ｎ
人
の
と
き
、
誠
実
な
将
軍
が
２
Ｎ
＋
１
人
以
上
で
あ
れ
ば
、
誠
実
な
将
軍
同
士
の
判
断
で
一
致
し
た
行
動
を
と
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ビ
ザ
ン
チ
ン
将
軍
問
題
を
解
決
し
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
正
常
に
稼
働
す
る
シ
ス
テ
ム
は
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐

性
（B

yzantine F
ault T

olerance: B
F

T

）
を
も
つ
と
い
わ
れ
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
お
よ
び
こ
れ
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

で
は
こ
れ
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る

（
43
）

。
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
で
は
、
不
特
定
多
数
の
参
加
者
が
強
調
し
て
一
つ
の
シ

ス
テ
ム
を
実
行
さ
せ
て
行
く
た
め
に
、
新
し
く
ブ
ロ
ッ
ク
を
生
成
し
た
参
加
者
に
報
酬
と
し
て
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
の
仮
想
通
貨
を
与
え

る
な
ど
、
シ
ス
テ
ム
に
貢
献
す
る
行
為
に
対
し
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
設
計
が
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
契
約
と
考
え
る
に
し
て
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
合
意
形
成
は
か
な
り
複
雑
化
し
た
様

相
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
利
用
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
を
始
め
と
す
る
仮
想
通
貨
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
よ
う
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
集
権
的
な
特
定
の
台
帳
管
理
主
体
に

）
五
二
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検
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を
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全
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確
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し
て
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト

ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
40
）

。

も
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、
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ロ
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ク
チ
ェ
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中
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管
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テ
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参
加
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の
中
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障
し
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コ
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ピ
ュ
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タ
や
悪
意
を
も
っ
た
個
人
が
紛
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込
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で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
、
果
た
し
て
全
体
と
し
て
正
し
い
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意
を
形
成

で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
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て
き
た
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ブ
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ン
は
、
こ
の
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題
を
確
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的
な
コ
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セ
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サ
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ア
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に
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解
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る
こ
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に
成
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し
、
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の
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に
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な
道
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
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般
的
に
、
裏
切
り
者

の
将
軍
が
Ｎ
人
の
と
き
、
誠
実
な
将
軍
が
２
Ｎ
＋
１
人
以
上
で
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ば
、
誠
実
な
将
軍
同
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の
判
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で
一
致
し
た
行
動
を
と
る
こ
と
が
知
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て
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こ
の
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将
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を
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を
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で
は
こ
れ
を
備
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て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
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る

（
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ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
で
は
、
不
特
定
多
数
の
参
加
者
が
強
調
し
て
一
つ
の
シ

ス
テ
ム
を
実
行
さ
せ
て
行
く
た
め
に
、
新
し
く
ブ
ロ
ッ
ク
を
生
成
し
た
参
加
者
に
報
酬
と
し
て
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
の
仮
想
通
貨
を
与
え

る
な
ど
、
シ
ス
テ
ム
に
貢
献
す
る
行
為
に
対
し
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
設
計
が
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ブ
ロ
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ク
チ
ェ
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ン

を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
契
約
と
考
え
る
に
し
て
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
合
意
形
成
は
か
な
り
複
雑
化
し
た
様

相
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
利
用
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
を
始
め
と
す
る
仮
想
通
貨
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。
ブ
ロ
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ク
チ
ェ
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ン
の
よ
う
な
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を
用
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る
こ
と
に
よ
っ
て
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中
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特
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台
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五
〇

代
わ
り
、
複
数
の
主
体
に
よ
る
分
散
型
の
台
帳
管
理
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
前
述
の
「
分
散
型
台
帳
技
術
」（D

L
T

）

で
あ
る

（
44
）

。
分
散
型
台
帳
技
術
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
も
つ
耐
改
ざ
ん
性
を
保
っ
た
ま
ま
、
合
意
形
成
を
特
定
の
ノ
ー
ド
に
行
わ

せ
た
り
省
い
た
り
す
る
こ
と
で
、
高
速
に
動
作
す
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
記
録
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

技
術
を
指
し
て
、
分
散
型
台
帳
技
術
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
意
味
や
用
途
の
違
い
を
考
え
る
と
、
両
者
は
分
け
て
考
え
る
方
が
間

違
い
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
る

（
45
）

。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
名
前
と
し
て
使
わ
れ
る
と
き
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
純
粋

な
分
散
型
の
Ｐ
２
Ｐ
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
多
数
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
デ
ー
タ
構
造
の
情
報
内
容
を
協
議
・
決
定
す
る
一
連
の
命
令
を

表
す
。
こ
の
デ
ー
タ
構
造
と
し
て
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
対
し
て
、
暗
号
化
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
も
あ
る
。

こ
の
組
み
合
わ
せ
を
用
い
る
こ
と
で
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
に
関
係
な
く
、
純
粋
な
分
散
型
の
Ｐ
２
Ｐ
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
完
全

性
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

（
46
）

。

通
常
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
取
引
の
依
頼
な
い
し
注
文
が
あ
る
と
、
中
央
の
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
送
信
さ
れ
、

タ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
の
注
文
を
受
け
付
け
、
そ
れ
を
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
に
記
載
す
る
。
往
々
に
し
て
異
な
る
依
頼
・

注
文
が
同
時
に
来
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
時
は
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
ど
ち
ら
の
要
求
を
正
と
す
る
か
を
決
め
て
、
こ
れ
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

に
反
映
す
る
こ
ろ
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
分
散
型
台
帳
技
術
で
は
、
分
散
し
て
台
帳
管
理
を
可
能
と
す
る
複
数
の
主
体
（
い
わ
ゆ
る

ノ
ー
ド
）
が
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
結
び
付
い
て
お
り
、
情
報
が
各
ノ
ー
ド
間
で
共
有
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
分
散
型
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
ノ
ー
ド
が
複
数
あ
り
、
各
ノ
ー
ド
は
同
じ
台
帳
を
も
っ
た
シ
ス
テ
ム
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
と
し
よ
う
。
各
ノ
ー
ド
を
結
び
付
け
る
の
が
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
分
散
台
帳
シ
ス
テ
ム
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介

し
て
各
ノ
ー
ド
間
で
台
帳
の
同
期
を
と
っ
て
い
る
。
新
規
に
取
引
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
個
々
の
ノ
ー
ド
を
通
じ
て
シ
ス
テ
ム
に
ア
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ク
セ
ス
し
、
参
加
者
か
ら
の
書
込
み
要
求
が
あ
る
と
、
こ
れ
が
各
ノ
ー
ド
間
で
共
有
さ
れ
る
。

各
ノ
ー
ド
で
は
、
個
々
に
検
証
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
証
さ
れ
る
と
、
そ
の
結
果
が
シ
ス
テ
ム
に
反
映
さ

れ
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
追
加
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
分
散
型
台
帳
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
各
ノ
ー
ド
で
作
成
し
た
情
報
の
集
合

（
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
）
の
正
当
性
を
検
証
・
合
意
し
、
そ
の
結
果
を
分
散
台
帳
に
追
加
・
反
映
す
る
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
が
と
ら
れ
る
。
こ
れ

が
、
分
散
型
台
帳
技
術
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
、
情
報
伝
達
の

タ
イ
ム
ラ
グ
や
未
到
達
と
い
っ
た
事
態
を
避
け
ら
れ
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
分
散
処
理
に
お
い
て
合
意
形
成
を
司
る
技
術
で
あ
る

（
47
）

。

分
散
型
台
帳
技
術
は
、
集
権
的
な
特
定
の
台
帳
管
理
の
主
体
に
代
わ
り
、
複
数
の
主
体
に
よ
る
分
散
し
た
台
帳
管
理
を
可
能
と
す
る
が
、

そ
の
基
盤
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
参
加
者
の
範
囲
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
作
成
主
体
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
検
証
・
承
認
主
体
、
用
い
ら
れ
る

コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
な
ど
を
様
々
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
分
散
型
台
帳
技
術
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
に
は
考

え
方
や
制
度
設
計
の
思
想
の
異
な
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
、
注
意
を
要
す
る
。
分
散
型
台
帳
技
術
を
代
表
す
る
イ
ー
サ
リ
ア
ム
で
は
、

分
散
台
帳
デ
ー
タ
は
ど
の
ノ
ー
ド
に
も
等
し
く
提
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ハ
イ
パ
ー
レ
ジ
ャ
ー
に
お
い
て
は
、
チ
ャ
ネ
ル
と
い

う
概
念
を
導
入
し
て
、
そ
こ
に
登
録
さ
れ
た
ノ
ー
ド
間
で
の
み
共
有
さ
れ
る
と
い
う
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

コ
ル
ダ
に
お
い
て
は
、
取
引
当
事
者
間
と
の
ノ
タ
リ
ー
と
呼
ば
れ
る
検
証
ノ
ー
ド
と
の
間
で
分
散
台
帳
が
共
有
さ
れ
、
す
べ
て
の
分
散
台

帳
デ
ー
タ
を
も
つ
ノ
ー
ド
は
存
在
し
な
い

（
48
）

。
従
っ
て
、
分
散
型
台
帳
技
術
を
実
装
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
異
な
れ
ば
合
意
形
成
に
至

る
プ
ロ
セ
ス
も
一
様
で
は
な
く
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
も
異
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
分
散
台
帳
シ
ス
テ
ム
で
は
、
同
じ
デ
ー
タ
を
共
有
し
て
い
る
の
で
、
相
互
検
証
に
よ
り
改
ざ
ん
防
止
が
で

き
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
実
装
し
た
分
散
台
帳
技
術
は
、
分
散
し
た
シ
ス
テ
ム
の
間
で
の
情
報
共
有
を
非

）
五
二
二
（
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検
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テ
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追
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台
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テ
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追
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五
二

常
に
高
い
耐
改
ざ
ん
性
と
と
も
に
実
現
す
る
技
術
で
あ
る
。
分
散
型
台
帳
技
術
が
も
つ
中
央
排
除
、
契
約
執
行
、
同
一
デ
ー
タ
の
共
同
作

業
、
デ
ー
タ
の
永
続
性
の
担
保
な
ど
の
特
性
は
、
多
く
の
産
業
に
採
用
さ
れ
、
そ
う
遠
く
な
い
将
来
に
仮
想
通
貨
の
元
祖
と
し
て
誕
生
し

た
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
凌
駕
す
る
形
で
、
様
々
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
繰
り
込
ま
れ
て
行
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
実
際
、
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
の
力
に
気
づ
き
、
莫
大
な
投
資
を
始
め
た
金
融
業
界
か
ら
す
で
に
そ
の
波
が
外
へ
と
波
及
し
、
金
融
取
引
以
外
の
分
野
で
も
ブ

ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
実
用
化
が
検
討
さ
れ
て
い
る

（
49
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
Ｐ
２
Ｐ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
デ
ー
タ
を
利
用
者
の
各
ノ
ー
ド
で
保
持
し
、

ノ
ー
ド
間
で
デ
ー
タ
を
や
り
取
り
す
る
た
め
に
様
々
な
実
装
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
が
、

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
あ
る
。
こ
の
数
年
以
内
に
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
普
及
と
と
も
に
、
人
の
手
を
介
さ
ず
契
約
が
自

動
で
執
行
さ
れ
、
不
履
行
や
不
正
の
リ
ス
ク
が
限
り
な
く
排
除
さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
が
到
来
す
る
と
も
い
わ
れ
て
い

る
（
50
）

。⑶
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
現
代
的
展
開

前
述
し
た
よ
う
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
搭
載
さ
れ
、
契
約
の
締
結
お
よ
び
履
行
を
自
動
化

を
図
る
仕
組
み
と
し
て
、
金
融
取
引
以
外
の
分
野
に
も
徐
々
に
そ
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
て
き
て
い
る
。
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
開
発
に
お
い
て
は
、

セ
ン
サ
ー
が
情
報
を
収
集
し
、
そ
れ
を
デ
ー
タ
と
し
て
解
析
し
た
う
え
で
、
利
用
者
に
還
元
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
今
後
は
、

デ
ー
タ
を
利
用
者
に
見
せ
る
た
け
で
な
く
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を

用
い
て
、
他
の
デ
バ
イ
ス
と
連
動
さ
せ
て
行
く
よ
う
な
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
増
加
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る

（
51
）

。
諸
外
国
で
は
、
Ｉ

ｏ
Ｔ
や
人
工
知
能
な
ど
の
技
術
を
使
っ
て
家
電
や
自
動
車
な
ど
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
り
、
効
率
的
な
社
会
や
都
市

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

五
三

を
構
築
す
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
ー
の
構
想
が
提
唱
さ
れ
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
イ
ン
フ
ラ
を
管
理
し
、
環
境
に
配

慮
し
つ
つ
経
済
発
展
を
目
指
す
社
会
の
構
築
に
向
け
た
実
験
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る

（
52
）

。

ま
た
、
最
近
で
は
、
こ
こ
数
年
来
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
浸
透
に
よ
り
、
モ
ノ
や
場
所
、
乗
り
物
、
サ
ー
ビ
ス
、
人

材
、
ス
キ
ル
な
ど
、
遊
休
資
産
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
必
要
な
人
と
マ
ッ
チ
ン
グ
し
、
共
有
・
交
換
す
る
新
し
い
経
済
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
「
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が
、
世
界
規
模
で
展
開
さ
れ
て
い
る

（
53
）

。
こ
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
も
、
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
装
備
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
時
術
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
分
散
型
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
サ
ー
ビ
ス

を
構
築
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る

（
54
）

。
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
の
相
性
は
、
抜
群
に
良
い
。
今
で
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
通
じ
て
駐
車
場
を
検
索
し
、
賃
貸
予
約
や
決
済
を
え
る
た
め
、
人
を
介
さ
ず
に
煩
雑
な
手
続
を
回

避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
55
）

。
こ
の
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
各
種
の
契
約
・
取
引
・
決

済
を
自
動
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

ま
た
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
は
、
ク
ラ
ウ
ド
と
い
っ
た
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
可
能
な
技
術
で
構
築
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
必
要
と

な
る
複
数
の
機
能
を
ま
と
め
て
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
し
て
提
供
す
る
の
が
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る

（
56
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

は
、
こ
の
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
装
備
さ
れ
、
契
約
の
自
動
化
を
促
進
さ
せ
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続

す
る
モ
ノ
や
情
報
デ
ー
タ
の
爆
発
的
な
増
大
は
、
共
有
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
保
存
や
管
理
・
分
析
、
利
用
な
ど
を
通
じ
て
、
既
存
の
産
業

に
対
す
る
変
革
や
新
た
な
付
加
価
値
を
も
た
ら
し
、
新
た
な
社
会
の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
も
の
が
あ
る

（
57
）

。

従
来
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
の
仮
想
通
貨
の
技
術
の
中
核
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
基
盤
と
し
て

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
、
自
動
送
金
や
送
金
記
録
の
保
存
を
図
る
分
散
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
金
融
取
引
を
中
心
に
活
用
さ
れ
て
き
た
。
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五
二
二
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ム
に
装
備
さ
れ
、
契
約
の
自
動
化
を
促
進
さ
せ
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続

す
る
モ
ノ
や
情
報
デ
ー
タ
の
爆
発
的
な
増
大
は
、
共
有
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
保
存
や
管
理
・
分
析
、
利
用
な
ど
を
通
じ
て
、
既
存
の
産
業

に
対
す
る
変
革
や
新
た
な
付
加
価
値
を
も
た
ら
し
、
新
た
な
社
会
の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
も
の
が
あ
る

（
57
）

。

従
来
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
の
仮
想
通
貨
の
技
術
の
中
核
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
基
盤
と
し
て

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
、
自
動
送
金
や
送
金
記
録
の
保
存
を
図
る
分
散
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
金
融
取
引
を
中
心
に
活
用
さ
れ
て
き
た
。

）
五
二
二
（
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五
四

一
般
に
、
取
引
で
は
、
相
手
方
の
不
履
行
リ
ス
ク
を
排
除
す
る
た
め
に
、
同
時
履
行
の
確
保
が
重
要
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
と
く
に
金
融

取
引
に
お
い
て
は
、
決
済
リ
ス
ク
の
管
理
の
た
め
に
証
券
と
資
金
の
同
時
決
済
（D

elivery V
ersusu paym

ent: 

Ｄ
Ｖ
Ｐ
）
や
通
貨
間
の
同

時
決
済
（P

aym
ent V

ersusu P
aym

ent: 

Ｐ
Ｖ
Ｐ
）
の
確
保
が
必
要
と
さ
れ
る
。
取
引
対
象
資
産
の
双
方
が
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
の
デ
ジ

タ
ル
資
産
で
あ
る
場
合
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
機
能
を
応
用
す
れ
ば
、
一
方
の
引
渡
し
を
他
方
の
反
対
給
付

の
条
件
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
Ｄ
Ｖ
Ｐ
や
Ｄ
Ｖ
Ｐ
を
容
易
に
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
決
済
リ
ス
ク
を
適
切
に
管
理
す
る

こ
と
が
で
き
る

（
58
）

。

最
近
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
金
融
取
引
以
外
の
分
野
で
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
基
盤
と
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
利

用
が
拡
大
し
て
い
る
。
分
散
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
自
律
的
に
実
施
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
組
み
込
ま

れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
、
見
知
ら
ぬ
者
同
士
を
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
結
び
つ
け
、
契
約
の
形

成
お
よ
び
履
行
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
り
自
動
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
契
約
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
し
て
お
き
、 

定
め
ら
れ
た
契
約
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
自
動
的
に
取
引
が
行
わ
れ
る
仕
組
み
、
そ
れ
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で

あ
る
。
今
日
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
も
、
我
々
の
日
常
生
活
に
広
く
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。
ス
マ
ー

ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
り
、
既
存
の
流
通
シ
ス
テ
ム
を
大
き
く
変
容
さ
せ
る
可
能
性
を

有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
59
）

。

こ
の
よ
う
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
契
約
の
締
結
や
履
行
が
自
動
的

に
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
広
義
で
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
た
各
種
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
デ
ジ

タ
ル
相
互
接
続
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
よ
る
分
属
型
取
引
デ
ー
タ
（
元
帳
）
の
記
録
保
存
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
現
在
、
多
く
の
企

）
五
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

五
五

業
が
こ
う
し
た
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
様
相
は
様
々
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク

ト
機
能
は
、
複
雑
な
取
引
条
件
を
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
自
動
的
に
取
引
を
執
行

し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
、
そ
の
実
装
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
論
を
先
鋭

化
さ
せ
る
契
機
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
60
）

。

⑷
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
契
約
的
要
素

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
人
間
の
関
与
を
極
力
排
除
し
、
あ
ら
か
じ
め
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
埋
め
込
ま
れ
た
条
件
に

従
っ
て
自
動
的
に
実
行
さ
れ
る
契
約
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
で
、「
Ａ
な
ら
ば
Ｘ
」
と
い
う
条
件
と
結

果
が
書
き
込
ま
れ
、
Ａ
が
成
就
し
た
と
き
は
、
自
動
的
に
Ｘ
と
い
う
処
理
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、「
Ａ
な
ら
ば
Ｘ
」
と
い
う
合
意
自

体
は
、
法
的
に
は
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
は
別
に
当
事
者
間
で
行
わ
れ
る
。
契
約
の
成
立
の
た
め
に
は
、
当
事
者
間
に
お
け
る
意
思

の
合
致
が
必
要
で
あ
る
が
、
一
部
の
要
式
契
約
に
お
い
て
書
面
の
作
成
が
要
求
さ
れ
る
以
外
、
口
頭
に
よ
る
意
思
の
合
致
が
あ
れ
ば
足
り

る
と
さ
れ
て
お
り
、
真
の
合
意
内
容
が
コ
ー
ド
の
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
に
拘
束
さ
れ
な
い
理
由
は
な
い
と
も

考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
人
が
条
項
を
読
む
と
い
っ
た
義
務
や
機
会
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
お
り
、
約
束
の
相
互
交

換
と
い
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
観
念
す
る
余
地
は
な
い

（
61
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
契
約
の
変
更
や
こ
れ
を
め
ぐ
る
解
釈
、
紛

争
解
決
の
た
め
の
裁
定
な
ど
は
、
事
実
上
排
除
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
契
約
が
も
つ
主
要
な
機
能
は
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
見
ら

れ
な
い

（
62
）

。
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
を
基
盤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
分
散
型
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
を
介
し
て
、
よ
り
複
雑
な
紛
争
を
処
理
す
る
こ
と
が
事
前
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
組
み
込
ま
れ

）
五
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

五
五

業
が
こ
う
し
た
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
様
相
は
様
々
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク

ト
機
能
は
、
複
雑
な
取
引
条
件
を
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
自
動
的
に
取
引
を
執
行

し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
、
そ
の
実
装
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
論
を
先
鋭

化
さ
せ
る
契
機
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
60
）

。

⑷
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
契
約
的
要
素

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
人
間
の
関
与
を
極
力
排
除
し
、
あ
ら
か
じ
め
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
埋
め
込
ま
れ
た
条
件
に

従
っ
て
自
動
的
に
実
行
さ
れ
る
契
約
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
で
、「
Ａ
な
ら
ば
Ｘ
」
と
い
う
条
件
と
結

果
が
書
き
込
ま
れ
、
Ａ
が
成
就
し
た
と
き
は
、
自
動
的
に
Ｘ
と
い
う
処
理
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、「
Ａ
な
ら
ば
Ｘ
」
と
い
う
合
意
自

体
は
、
法
的
に
は
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
は
別
に
当
事
者
間
で
行
わ
れ
る
。
契
約
の
成
立
の
た
め
に
は
、
当
事
者
間
に
お
け
る
意
思

の
合
致
が
必
要
で
あ
る
が
、
一
部
の
要
式
契
約
に
お
い
て
書
面
の
作
成
が
要
求
さ
れ
る
以
外
、
口
頭
に
よ
る
意
思
の
合
致
が
あ
れ
ば
足
り

る
と
さ
れ
て
お
り
、
真
の
合
意
内
容
が
コ
ー
ド
の
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
に
拘
束
さ
れ
な
い
理
由
は
な
い
と
も

考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
人
が
条
項
を
読
む
と
い
っ
た
義
務
や
機
会
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
お
り
、
約
束
の
相
互
交

換
と
い
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
観
念
す
る
余
地
は
な
い

（
61
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
契
約
の
変
更
や
こ
れ
を
め
ぐ
る
解
釈
、
紛

争
解
決
の
た
め
の
裁
定
な
ど
は
、
事
実
上
排
除
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
契
約
が
も
つ
主
要
な
機
能
は
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
見
ら

れ
な
い

（
62
）

。
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
を
基
盤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
分
散
型
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
を
介
し
て
、
よ
り
複
雑
な
紛
争
を
処
理
す
る
こ
と
が
事
前
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
組
み
込
ま
れ

）
五
二
二
（
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五
六

て
お
り

（
63
）

、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
使
用
し
た
契
約
の
自
動
実
行
に
そ
の
特
徴
が
あ
る

（
64
）

。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
プ
ロ
グ
ラ
ム

コ
ー
ド
は
、
人
の
意
思
表
示
に
代
わ
り
得
る
表
現
形
式
で
あ
る
が
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
相
手
方
の
同
意
や
約
束
を
前
提
と
す
る
も
の

で
は
な
い

（
65
）

。
こ
の
よ
う
な
契
約
の
基
本
的
要
件
を
欠
く
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
契
約
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
従
っ
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
名
称
を
用
い
る
に
し
て
も
、
ま
た
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
プ
ロ
グ

ラ
ム
コ
ー
ド
が
そ
れ
自
体
契
約
と
な
る
わ
け
で
は
な
い

（
66
）

。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
自
動
的
に
実
行
さ
れ
る
契
約
と
い
う
定
義
が
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
機
能
的
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
基
づ
き
動
作
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
お
よ
び
そ
の
実
行
環
境
を
意
味
す
る

（
67
）

。
そ
の
よ
う
な
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
は
、
情
報
伝
達
の
タ
イ
ム
ラ
グ
や
未
到
達
と
い
っ
た
事
態
を
避
け
ら
れ
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
処
理
に
お
い
て
、
情
報
の
集

合
の
正
当
性
を
検
証
・
合
意
し
、
そ
の
結
果
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
追
加
・
反
映
さ
せ
る
技
術
で
あ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
、
契
約
を

自
動
的
に
執
行
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る

（
68
）

。
そ
の
た
め
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
契
約
の
変
更
や
こ
れ
を
め
ぐ

る
解
釈
、
紛
争
解
決
の
た
め
の
裁
定
な
ど
は
不
可
能
で
あ
り
、
従
来
の
契
約
が
も
つ
主
要
な
機
能
が
ほ
と
ん
ど
排
除
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ

グ
ラ
ム
言
語
に
よ
り
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
指
示
は
、
事
後
的
に
変
更
し
た
り
、
改
ざ
ん
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
将
来
へ
の
高
い
拘
束

力
の
確
保
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴
で
も
あ
る
。

通
常
の
契
約
で
あ
れ
ば
、
解
釈
に
よ
る
契
約
の
補
充
が
行
わ
れ
た
り
、
事
情
変
更
の
原
則
や
公
序
良
俗
な
ど
の
法
理
に
よ
っ
て
契
約
内

容
が
変
更
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
無
効
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
事
後
的
に
再
交
渉
に
よ
る
契
約
内
容
の
改
訂
と
い
う
こ
と
も
、

通
常
の
契
約
で
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
契
約
を
自
動
的
に
執
行
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
、
そ
の
よ
う

な
通
常
の
契
約
が
も
つ
よ
う
な
機
能
は
な
い
。
法
的
な
契
約
は
、
別
途
、
当
事
者
間
に
お
い
て
締
結
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

五
七

そ
の
契
約
内
容
に
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
機
能
を
内
包
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
は
当
事
者
間
の
合
意
ま
た
は
法

律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
69
）

。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
実
装
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
分
散
台
帳
に
格
納
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
の
参
照
や
更
新

を
行
う
ほ
か
、
管
理
項
目
や
業
務
ロ
ジ
ッ
ク
を
構
築
・
付
加
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
は
多
く
の
場
合
、

ノ
ー
ド
間
で
共
有
・
実
行
さ
れ
る
た
め
、
業
務
ロ
ジ
ッ
ク
の
妥
当
性
が
検
証
可
能
な
透
明
性
の
高
い
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能

と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
検
証
は
、
あ
く
ま
で
も
コ
ー
ド
が
改
ざ
ん
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
ま
で
で
あ
り
、
コ
ー
ド
の
業
務
ロ
ジ
ッ
ク

そ
の
も
の
を
検
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ロ
ジ
ッ
ク
の
検
証
は
、
別
途
必
要
と
さ
れ
る

（
70
）

。

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
用
い
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
間
の
検
証
を
経
て
、
有
効
な
取
引
履

歴
と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
書
き
込
ま
れ
、
そ
れ
が
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
追
加
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

際
、
当
事
者
が
信
頼
を
寄
せ
る
の
は
、
相
手
方
の
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
の
約
束
や
、
そ
の
約
束
が
破
ら
れ
た
場
合
の
法
律
に
よ
る
強
制

的
実
現
で
は
な
く
、
見
知
ら
ぬ
者
同
士
を
結
び
付
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
り
、
契
約
の
締
結
か
ら
実
行
ま
で
を
定

め
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
ま
た
は
そ
れ
を
指
示
す
る
コ
ー
ド
な
い
し
そ
の
手
順
を
定
め
た
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
ブ
ロ
ッ

ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
自
律
分
散
型
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
各
ノ
ー
ド
に
よ
り
分
散
さ
れ
、
ラ
ン
ダ
ム
化
さ
れ
、
匿
名
化
さ
れ

て
い
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
の
各
ノ
ー
ド
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
送
金
な
ど
の
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
取
引
履
歴
が
正
当
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
検
証
し
、
そ
の
結
果
を
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
共
有
す
る
仕
組
で
あ
る
。
そ
れ
が
確
認
さ
れ
て
は
じ
め
て
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
が
承
認
さ
れ
る
。
作
業
の
証
明
（P

ow
er of W

ork: P
oW

）
は
、
そ
う
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
合

）
五
二
二
（
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日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

五
八

意
形
成
の
た
め
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
）
の
一
つ
で
あ
り
、
マ
イ
ニ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
計
算
を
行
っ
て
生
成

さ
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
が
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
他
の
ノ
ー
ド
よ
り
有
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
に
必
要
な
証
明
を
提
供
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
作
業
に
よ
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
で
は
、
通
貨
の
移
動
な
ど
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
で
の
処
理
が
行
わ
れ
る
と
と

も
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
容
や
取
引
履
歴
に
関
す
る
情
報
デ
ー
タ
に
不
正
が
な
い
か
ど
う
か
が
検
証
さ
れ
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
安
全
性
や

信
頼
性
が
担
保
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
有
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
伝
統

的
な
契
約
理
論
の
下
に
お
け
る
契
約
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
参
加
者
全
員
に
よ
る
合
意
形
成
と
い
う
仕
組
み
が
盛
り
込

ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
合
意
の
概
念
や
約
束
の
相
互

交
換
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
チ
ェ
ー
ン
化
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
の
追
加
が
あ
っ
て
初
め
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
形

成
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
71
）

。

た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
機
械
思
考
に
よ
り
契
約
の
形
成
と
執
行
を
自
動
的
に
行
う
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
も
、
当
事
者

間
で
契
約
内
容
を
合
意
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
し
て
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
条
件
の
解
釈
が
事
後
的
に
争
わ
れ
た
り
、
シ
ス
テ
ム
に

バ
グ
が
生
じ
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
当
事
者
間
に
利
害
対
立
や
紛
争
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ

ク
ト
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
契
約
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
通
常
の
契
約
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
契
約
と

捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
裁
判
所
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
上
の
合
意
内
容
を
契
約
内
容
と
し
て
承
認
す
る
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
ど
の

よ
う
な
法
的
効
果
が
認
め
る
べ
き
か
否
か
、
こ
の
点
の
解
明
が
重
要
な
争
点
と
な
る

（
72
）

。

）
五
二
六
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

五
九

三
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
伝
統
的
契
約
理
論

１
　
揺
れ
る
伝
統
的
契
約
理
論

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
浸
透
に
よ
り
、
契
約
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
は
大
き
く
変
化
し
、
意
思
主
義
に
立
脚
す
る
従
来
の
伝
統
的

な
契
約
理
論
が
大
き
く
揺
れ
て
い
る

（
73
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
目
の
前
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
契
約
法
で
は
、
こ
の
数
年
間
、
契
約
を
構
成

す
る
合
意
の
概
念
が
学
説
に
お
け
る
論
争
の
的
と
さ
れ
て
き
た

（
74
）

。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
も
っ
て
特
定
の
条
件
の
発
生
時
に
契
約
上
の
義
務
が
自
動

的
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
当
事
者
の
義
務
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
事
前
に
決
定
さ
れ
、
特
定
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
従
っ
て
実
行
さ
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
上
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
使
用
し
た
契
約
の
自
動
執
行
に
あ
り

（
75
）

、
当
事
者
の
一
方
が
履
行
す
べ
き
範
囲
は

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
で
定
め
ら
れ
る

（
76
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
の
は
「
デ
ジ
タ
ル
形
式

で
記
載
さ
れ
た
一
連
の
約
束
」（a set of prom

ises, specified in digital form

）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
77
）

。
論
者
の
中
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ

ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
よ
り
端
的
に
、「
デ
ジ
タ
ル
合
意
」（digital agreem

ent （
78
））、「

電
子
コ
ー
ド
に
よ
り
表
示
さ
れ

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（program

s represented by electronic code （
79
））、

あ
る
い
は
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
」（com

puter protocols （
80
））

と
呼
ぶ
者
が
い
る
。
た
だ
、
実
体
は
、
当
事
者
間
に
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い

う
名
称
は
ど
こ
か
不
幸
な
名
前
（unfortunate nam

e

）
を
背
負
わ
さ
れ
た
と
い
え
な
く
も
な
い

（
81
）

。
こ
の
点
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と

い
う
名
称
は
実
態
を
偽
る
も
の
で
あ
り
、
誤
称
（m

isnom
er

）
と
指
摘
す
る
者
も
い
る

（
82
）

。

）
五
二
二
（
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ピ
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」（a set of prom

ises, specified in digital form

）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
77
）

。
論
者
の
中
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ

ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
よ
り
端
的
に
、「
デ
ジ
タ
ル
合
意
」（digital agreem

ent （
78
））、「

電
子
コ
ー
ド
に
よ
り
表
示
さ
れ

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（program

s represented by electronic code （
79
））、

あ
る
い
は
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
」（com

puter protocols （
80
））

と
呼
ぶ
者
が
い
る
。
た
だ
、
実
体
は
、
当
事
者
間
に
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い

う
名
称
は
ど
こ
か
不
幸
な
名
前
（unfortunate nam

e

）
を
背
負
わ
さ
れ
た
と
い
え
な
く
も
な
い

（
81
）

。
こ
の
点
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と

い
う
名
称
は
実
態
を
偽
る
も
の
で
あ
り
、
誤
称
（m

isnom
er

）
と
指
摘
す
る
者
も
い
る

（
82
）

。

）
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二
（
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六
〇

こ
の
よ
う
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
語
は
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
な
い
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
お

り
、
一
義
的
な
意
味
を
も
つ
用
語
で
は
な
い
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
稼
働
さ
せ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
お

よ
び
そ
の
た
め
の
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
が
含
ま
れ
て
お
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
っ
て
特
定
の
条
件
の
発
生
時
（if-then

）
に
契

約
上
の
義
務
が
自
動
的
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
契
約
の
基

本
的
要
件
で
あ
る
当
事
者
間
の
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
を
前
提
と
す
る
わ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

コ
ー
ド
に
基
づ
き
実
行
さ
れ
る
契
約
上
の
義
務
の
履
行
を
表
示
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
必
然
的
に
契
約
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

伝
統
的
な
契
約
理
論
は
、
契
約
の
成
立
に
お
い
て
人
間
の
精
神
作
用
で
あ
る
意
思
的
関
与
を
必
要
と
し
、
当
事
者
の
一
方
の
申
込
と
そ

れ
に
対
す
る
相
手
方
の
承
諾
と
い
う
相
対
立
す
る
意
思
の
合
致
を
要
求
し
た
。
双
方
の
約
束
は
、
申
込
と
承
諾
の
形
を
と
っ
て
相
互
に
交

換
さ
れ
る
。
こ
れ
が
契
約
に
お
け
る
合
意
で
あ
り
、
合
意
は
契
約
成
立
の
た
め
の
基
本
的
な
要
件
の
一
つ
と
さ
れ
た
。
合
意
に
合
理
性
が

認
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
約
定
の
範
囲
内
で
当
事
者
間
に
法
的
拘
束
力
が
生
じ
、
契
約
が
成
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た

（
83
）

。
意
思
の
自
律
と

私
的
自
治
が
支
配
す
る
伝
統
的
な
契
約
理
論
の
下
に
お
い
て
、
合
意
は
契
約
の
成
立
に
と
っ
て
重
要
な
基
本
的
要
件
の
一
つ
で
あ
っ
た

（
84
）

。

さ
ら
に
、
契
約
に
は
社
会
的
規
範
の
遵
守
も
要
求
さ
れ
る

（
85
）

。
相
手
方
が
契
約
に
寄
せ
た
信
頼
が
重
視
さ
れ
、
契
約
上
の
義
務
に
違
反
し
た

場
合
に
は
、
損
害
賠
償
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
当
事
者
の
一
方
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
一
方
的
に
定
め
た

コ
ー
ド
を
も
っ
て
契
約
の
条
件
を
提
示
し
、
他
方
の
行
為
が
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
契
約
条
件
に
合
致
す
る
と
、
即
時
に
契
約
上
の
義
務
が
実

行
さ
れ
る
。
契
約
の
成
立
と
実
行
が
自
動
化
さ
れ
、
契
約
上
の
義
務
が
実
行
に
よ
っ
て
即
時
に
担
保
さ
れ
る
仕
組
み
が
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
の
特
徴
で
あ
る

（
86
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、「
相
互
に
関
連
す
る
一
方
的
な
契
約
」（interrelated unilateral 

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

六
一

contract

）
と
も
い
わ
れ
る

（
87
）

。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
つ
い
て
は
、
そ
れ
自
体
、
契
約
と
い
え
る
の
か
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を

ど
こ
ま
で
取
り
込
ん
で
理
論
構
成
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
ど
、
学
説
に
お
い
て
議
論
が
あ
り
、
見
解
が
分
か
れ
る

（
88
）

。
ス
マ
ー
ト
コ

ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
の
締
結
お
よ
び
執
行
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
は
、
人
の
意
思
表
示
に
代
わ
り
う
る
表

現
形
式
で
あ
る
が
、
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
契
約
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
対
す
る
相
手
方
の
同
意
と
い
う
相
互
関
係
（
申
込
と

承
諾
）
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い

（
89
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
り
契
約
が
実
行
さ
れ
て
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト

ラ
ク
ト
を
も
っ
て
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
実
行
を
指
示
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
が
契
約
と
な
り
得
る
わ
け
で
は
な
い

（
90
）

。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
機
能
的
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
基
づ
き
動
作
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
お
よ

び
そ
の
実
行
環
境
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
ど
の
よ
う
な
契
約
と
扱
え
ば
よ
い
の
か
。
自
動
的
に
契
約
を
実
行
す
る
と
い
う
定
義
が
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
あ
る
が
、
一
方
的
に
提
供
さ
れ
る
申
出
で
あ
っ
て
も
、
義
務
の
履
行
が
あ
れ
ば
、
申
出
人
に

契
約
上
の
責
任
が
生
ず
る
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

（
91
）

。
例
え
ば
、
あ
る
者
が
、「
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
橋
を
渡
っ
た
ら

一
〇
〇
ド
ル
を
差
し
上
げ
ま
す
」
と
か
、「
難
解
な
数
学
問
題
を
解
く
な
ど
す
れ
ば
デ
ジ
タ
ル
資
産
や
仮
想
通
貨
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
、
誰
か
あ
る
者
が
そ
の
課
題
を
実
際
に
履
行
す
れ
ば
、
申
出
人
に
は
契
約
上
の
義
務
を
履
行
す
る
責
任
が

生
じ
る
と
さ
れ
る

（
92
）

。

こ
の
点
、
学
説
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
法
的
介
入
の
た
め
の
端
緒
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

に
お
け
る
法
的
効
力
を
限
定
的
に
捉
え
る
者
も
い
る

（
93
）

。
ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
手
順
や
計
算
方
法
（
ア
ル

）
五
二
二
（
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六
一

contract

）
と
も
い
わ
れ
る

（
87
）

。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
つ
い
て
は
、
そ
れ
自
体
、
契
約
と
い
え
る
の
か
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を

ど
こ
ま
で
取
り
込
ん
で
理
論
構
成
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
ど
、
学
説
に
お
い
て
議
論
が
あ
り
、
見
解
が
分
か
れ
る

（
88
）

。
ス
マ
ー
ト
コ

ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
の
締
結
お
よ
び
執
行
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
は
、
人
の
意
思
表
示
に
代
わ
り
う
る
表

現
形
式
で
あ
る
が
、
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
契
約
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
対
す
る
相
手
方
の
同
意
と
い
う
相
互
関
係
（
申
込
と

承
諾
）
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い

（
89
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
り
契
約
が
実
行
さ
れ
て
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト

ラ
ク
ト
を
も
っ
て
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
実
行
を
指
示
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
が
契
約
と
な
り
得
る
わ
け
で
は
な
い

（
90
）

。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
機
能
的
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
基
づ
き
動
作
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
お
よ

び
そ
の
実
行
環
境
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
ど
の
よ
う
な
契
約
と
扱
え
ば
よ
い
の
か
。
自
動
的
に
契
約
を
実
行
す
る
と
い
う
定
義
が
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
あ
る
が
、
一
方
的
に
提
供
さ
れ
る
申
出
で
あ
っ
て
も
、
義
務
の
履
行
が
あ
れ
ば
、
申
出
人
に

契
約
上
の
責
任
が
生
ず
る
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

（
91
）

。
例
え
ば
、
あ
る
者
が
、「
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
橋
を
渡
っ
た
ら

一
〇
〇
ド
ル
を
差
し
上
げ
ま
す
」
と
か
、「
難
解
な
数
学
問
題
を
解
く
な
ど
す
れ
ば
デ
ジ
タ
ル
資
産
や
仮
想
通
貨
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
、
誰
か
あ
る
者
が
そ
の
課
題
を
実
際
に
履
行
す
れ
ば
、
申
出
人
に
は
契
約
上
の
義
務
を
履
行
す
る
責
任
が

生
じ
る
と
さ
れ
る

（
92
）

。

こ
の
点
、
学
説
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
法
的
介
入
の
た
め
の
端
緒
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

に
お
け
る
法
的
効
力
を
限
定
的
に
捉
え
る
者
も
い
る

（
93
）

。
ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
手
順
や
計
算
方
法
（
ア
ル

）
五
二
二
（
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六
二

ゴ
リ
ズ
ム
）
か
ら
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
分
類
し
、
そ
の
内
容
に
応
じ
た
法
的
効
力
を
認
め
る
こ
と
を
提
案
す
る
者
も
い
る

（
94
）

。
し
か

し
、
こ
れ
に
対
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
単
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
ル
ー
ル
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
契

約
上
の
合
意
が
な
い
限
り
法
的
拘
束
力
は
な
い
と
い
う
者
も
い
る

（
95
）

。
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
当
事
者
が
そ
れ
を
知
ら
な

い
か
ま
た
は
意
図
す
る
こ
と
な
く
法
的
義
務
を
負
う
と
い
う
点
で
、
こ
れ
を
契
約
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
者
も
い
る

（
96
）

。
こ
の
ほ

か
、
契
約
は
自
分
た
ち
の
社
会
的
関
係
を
管
理
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
そ
の
よ
う
な
契
約
が
も
つ
社
会

的
機
能
を
排
除
し
て
い
る
と
批
判
す
る
者
も
い
る

（
97
）

。

契
約
の
成
立
場
面
に
お
け
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
意
義
お
よ
び
評
価
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
は
揺
れ

て
お
り
、
一
定
の
見
解
な
い
し
方
向
性
を
見
出
さ
な
い
で
い
る
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
き
、
既
存
の
法
や
規
定
に
は
人
に
よ
る
取
引
や
契

約
に
対
す
る
の
と
同
様
に
適
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
見
解
も
あ
る

（
98
）

。
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
上
の
事
後
的
な
紛
争
の
解
決
自
体

を
、
裁
判
所
の
法
的
な
介
入
を
経
る
こ
と
な
く
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
で
行
い
、
当
事
者
は
そ
れ
に
従
う
と
い
う
仕
組
み
も
登
場
し
て
い

る
（
99
）

。
し
か
し
、
最
終
的
に
裁
判
所
が
介
入
で
き
な
い
領
域
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
問
題
は
な
い
の
か
ど
う
か
、
こ
の
よ
う
な
領
域

を
ど
こ
ま
で
認
め
る
べ
き
か
は
、
さ
ら
に
検
討
を
必
要
と
し
よ
う

（
100
）

。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
い
う
技
術
を
用
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
記
録
・
保
持
さ
れ
る
分
散
台

帳
に
つ
い
て
、
取
引
参
加
者
全
員
が
合
意
し
て
い
る
仕
組
み
が
取
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
合
意
が
一
種
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
な
っ
て
シ

ス
テ
ム
全
体
を
支
え
て
い
る
か
ら
、
そ
の
取
引
上
の
ル
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
合
意
に
根
拠
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る

（
101
）

。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
参
加
者
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
規
範
的
合
意
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
ず

（
102
）

、
合
意
を
根
拠
に
し
て
証
拠

以
上
の
法
的
効
果
を
分
散
型
台
帳
に
認
め
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
い
っ
た
見
解
も
あ
る

（
103
）

。

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

六
三

実
際
問
題
と
し
て
、
問
題
が
発
生
し
て
か
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
検
証
し
て
原
因
究
明
を
す
れ
ば
と
い
っ
た
考
え
方
も
あ
り
得
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
誤
っ
た
結
果
、
ま
た
は
、
そ
の
結
果
を
用
い
て
別
の
業
務
ロ
ジ
ッ
ク
が
実
行
さ
れ
た
結
果
の
連
鎖
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
修
正
し
て
行
く
の
か
と
い
う
対
応
は
必
要
と
な
る

（
104
）

。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
よ
う
に
、
分
散
台
帳
を
共
有
し
て

い
る
ノ
ー
ド
保
有
者
す
べ
て
が
関
与
し
な
け
れ
ば
実
行
で
き
な
い
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、
分
散
台
帳
上
の
過
去
の
記
録
自
体
の
修
正
が
可

能
か
ど
う
か
、
問
題
処
理
の
範
囲
は
一
挙
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る

（
105
）

。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
す
で
に
「T

he D
A

O
 A

ttack

事
件
」
と

し
て
顕
出
し
て
い
る

（
106
）

。

２
　
伝
統
的
契
約
理
論
が
抱
え
る
問
題
点

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
評
価
な
い
し
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
一
様
で
は
な
く
、
見
解

が
分
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
よ
う
な
新
た
な
契
約
形
態
の
出
現
を
目
の
前
に
し
て
、
合
意
の
重
要
性
は
著

し
く
低
下
し
、
約
束
の
相
互
交
換
を
取
り
上
げ
て
議
論
す
る
実
益
が
問
わ
れ
て
い
る

（
107
）

。
近
年
の
傾
向
と
し
て
も
、
合
意
の
概
念
に
言
及
す

る
判
例
の
急
激
な
減
少
を
指
摘
す
る
報
告
も
あ
る

（
108
）

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
契
約
を
申
込
と
承
諾
と
い
う
相
対
立
す
る
意
思
の
合
致
と
定
義

し
、
当
事
者
間
に
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
を
要
求
す
る
伝
統
的
な
契
約
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
そ
れ
自
体
、

必
然
的
に
契
約
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
浸
透
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
処
遇
に
つ
い
て
い
ま
だ
一
致
し
た
見
解
を
示
せ
な
い
で
い
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
向
け
ら
れ
る
批
判
の
大
部
分
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
そ
れ
自
体
約
束
の
交
相
互
換
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
点
、
お
よ
び
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
事
前
に
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
さ
れ
、
事
後
的
に
人
の
判
断
を
入
れ
た

）
五
二
二
（
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六
四

柔
軟
な
是
正
措
置
の
余
地
が
な
い
と
い
っ
た
点
に
あ
る

（
109
）

。
確
か
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
も
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
ア

ク
セ
ス
す
る
段
階
で
、
契
約
当
事
者
と
し
て
の
人
の
意
思
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
一
方
的
な
意
思
表
示
で
あ
り
、
合
意
と
か
約
束
の
相

互
交
換
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
一
方
的
な
条
件
提
示
や
そ
れ
に
対
す
る
申
込
を
前
提
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
人
が
契
約
の
個
々
の
条
項
を
読
む
と
い
っ
た
機
会
は
著
し
く
制
限

さ
れ
る

（
110
）

。

し
か
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
、
よ
り
複
雑
な
紛
争
を
処
理
す
る
こ
と
が
事
前
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
組
み
込
ま

れ
て
お
り
、
迅
速
な
紛
争
の
解
決
を
導
く
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る

（
111
）

。
こ
れ
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
紛
争
処
理
機
能
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
あ
っ
て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

参
加
者
の
各
ノ
ー
ド
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
送
金
な
ど
の
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
取
引
履
歴
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
、
有
効

な
取
引
履
歴
と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
書
き
込
ま
れ
、
そ
れ
が
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
追
加
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
生
の
問
題
を
確
率
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ

て
解
決
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
展
開
に
新
た
な
道
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー

ン
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
形
成
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
の
下
に
お
け
る
合
意
と
は
異
な
る
が
、

こ
れ
も
ま
た
契
約
的
側
面
を
構
成
し
て
お
り
、
こ
れ
を
過
小
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
、
そ
れ
自
体
、
契
約
当
事
者
間
に
お
け
る
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
が

な
い
と
か
、
事
後
的
に
人
の
判
断
を
入
れ
た
柔
軟
な
是
正
措
置
の
余
地
が
な
い
と
い
っ
た
形
式
的
理
由
だ
け
で
、
契
約
で
は
な
い
と
か
、

あ
る
い
は
、
契
約
の
拘
束
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
軽
率
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
む
し
ろ
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
第
三
者
の
仲
介

）
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五
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ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
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川
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六
五

な
く
し
て
取
引
を
効
率
化
し
、
促
進
す
る
点
に
主
眼
が
あ
り

（
112
）

、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
伝
統
的
な
契
約
理
論
と
必
ず
し
も
敵
対

す
る
関
係
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
問
題
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
な
い
し
本
質
を
踏
ま

え
て
、
ま
ず
、
誰
と
誰
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
契
約
が
成
立
し
て
い
る
の
か
、
当
事
者
は
何
に
合
意
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う

（
113
）

。
そ
の
う
え
で
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
契
約
で
あ
る
の
で
、
従
来
の
契
約
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
言
葉
の
解
釈
に
よ
る
誤
解
や
混
迷
は
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
当
事
者
間
で
合
意
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
し
て
コ
ー
ド
化

さ
れ
た
条
件
の
解
釈
が
事
後
的
に
問
題
と
な
っ
た
り
、
シ
ス
テ
ム
に
バ
グ
が
生
じ
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
事
後
的
に
紛
争
が
生
じ
る
こ
と

が
あ
る
。
ま
た
、
コ
ー
ド
の
破
綻
や
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
エ
ラ
ー
、
あ
る
い
は
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
法
侵
入
（
ハ
ッ
キ
ン
グ
）
に
よ
り
、
紛
争

に
発
展
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
の
場
面
は
限
ら
れ
て
い
る
が

（
114
）

、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
伝
統
的
な
契
約
理
論
と
敵
対
す
る
も
の

と
い
う
よ
り
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
伝
統
的
な
契
約
理
論
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
調
和
を
も
っ
て
解
釈
し
、
ま
た
運

用
し
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
検
討
を
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
分
析
に
お
い
て
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
種
類
と
構
造
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
質
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含

む
シ
ス
テ
ム
全
体
の
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
誰
と
誰
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
契
約
が
成
立
し
て
い
る
の
か
、
当
事
者
は
何
に
合
意
し
て
い

る
の
か
、
そ
の
点
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
う
え
で
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
っ
て
実
行

さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
裁
判
所
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
上
の
合
意
内
容
を
契
約
内
容
と
し
て
承
認
す

る
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
契
約
の
意
義
、
契
約
上
の
責
任
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
、
そ
の
点
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
115
）

。
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で
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れ
た
条
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解
釈
が
事
後
的
に
問
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と
な
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た
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、
シ
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テ
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に
バ
グ
が
生
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す
る
な
ど
し
て
、
事
後
的
に
紛
争
が
生
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る
こ
と

が
あ
る
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ま
た
、
コ
ー
ド
の
破
綻
や
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
エ
ラ
ー
、
あ
る
い
は
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
法
侵
入
（
ハ
ッ
キ
ン
グ
）
に
よ
り
、
紛
争

に
発
展
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
の
場
面
は
限
ら
れ
て
い
る
が

（
114
）

、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
伝
統
的
な
契
約
理
論
と
敵
対
す
る
も
の

と
い
う
よ
り
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
伝
統
的
な
契
約
理
論
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
調
和
を
も
っ
て
解
釈
し
、
ま
た
運

用
し
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
検
討
を
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
分
析
に
お
い
て
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
種
類
と
構
造
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
質
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含

む
シ
ス
テ
ム
全
体
の
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
誰
と
誰
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
契
約
が
成
立
し
て
い
る
の
か
、
当
事
者
は
何
に
合
意
し
て
い

る
の
か
、
そ
の
点
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
う
え
で
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
っ
て
実
行

さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
裁
判
所
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
上
の
合
意
内
容
を
契
約
内
容
と
し
て
承
認
す

る
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
契
約
の
意
義
、
契
約
上
の
責
任
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
、
そ
の
点
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
115
）

。
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六
六

３
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
─
コ
ー
ド
は
法
か
？

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
契
約
で
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
も
っ
て
特
定
の
条
件

の
発
生
時
に
契
約
上
の
義
務
が
自
動
的
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
当
事
者
の
義
務

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
事
前
に
決
定
さ
れ
、
特
定
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
従
っ
て
実
行
さ
れ
る
。
そ
の

特
徴
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
を
使
用
し
た
契
約
の
自
動
実
行
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、

利
用
者
が
他
の
選
択
肢
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
事
実
上
、
利
用
者
が
拘
束
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
も
生
じ
て
い
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
と
こ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
社
会
の
変
容
に
よ
っ
て
、
時
代
は
再
び
大
き
な
変
革
期
に
突
入
し
つ
つ
あ

る
。
ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ッ
シ
ン
グ
教
授
は
、
一
九
九
五
年
に
『
コ
ー
ド
（
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
）』
と
い
う
書
籍
を
出
版
し
、
そ
の
中
で
、
技
術
的
な

コ
ー
ド
が
ル
ー
ル
を
作
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た

（
116
）

。「
コ
ー
ド
が
法
に
代
わ
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
こ
の
問
題
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
で

あ
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
教
授
が
こ
れ
を
最
初
に
提
起
し
た
と
き
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
っ
て
法
が
潜
脱
さ
れ
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
あ
っ
た
。
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
法
の
ル
ー
ル
が
塗
り
替
え
ら
れ
、
法
が
擁
護
し
て
い
る
権
利
や
価
値
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
、

レ
ッ
シ
ン
グ
教
授
は
強
い
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る

（
117
）

。
法
律
で
は
な
く
、
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
相
互
の
意
思
を
確
保
す
る
こ
と

は
、
法
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
掛
け
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
教
授
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
が

（
118
）

、
法
律
の
規
定
よ
り
も

コ
ー
ド
が
法
と
し
て
優
先
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
人
は
ど
こ
ま
で
コ
ー
ド
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
提
起
で
も
あ
る

（
119
）

。

今
日
、
コ
ー
ド
が
法
に
代
わ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
よ
り
積
極
的
な
意
味
が
与
え
ら
れ
、
契
約
当
事
者
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
場

合
に
、
法
で
は
な
く
コ
ー
ド
と
い
う
技
術
的
な
対
応
に
よ
っ
て
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

（
120
）

。
こ
う
し
た
何
ら
か

の
行
為
主
体
を
制
限
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
可
能
と
す
る
技
術
的
構
造
は
、「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
（architekture

）」
と
呼
ば
れ
、
サ
イ
バ
ー

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

六
七

型
社
会
の
構
築
に
あ
た
り
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
行
為
主
体
の
制
限
原
理
と
し
て
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る

（
121
）

。
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

開
発
に
伴
い
、
法
律
学
の
分
野
で
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
含
む
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
作
り
出
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
や
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
を
規
律
す
る
必
要
性
が
高
ま
り
を
見
せ
、「
暗
号
法
（L

ex C
ryprographia

）」
と

い
っ
た
学
問
分
野
が
現
れ
る
な
ど
、
い
く
つ
か
の
動
き
が
現
れ
て
い
る

（
122
）

。
論
者
の
中
に
は
、
将
来
、
こ
の
よ
う
な
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
を

対
象
と
し
た
暗
号
法
が
伝
統
的
な
契
約
法
な
い
し
契
約
理
論
に
取
っ
て
代
わ
り
、
そ
の
中
心
的
な
地
位
を
占
め
る
と
指
摘
す
る
者
も
い
る

（
123
）

。

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
を
背
景
に
、
人
が
人
工
知
能
な
ど
を
代
理
人
と
し
て
用
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
契
約
の
締
結
な
ど
を
行
っ
た
場
合
、

人
は
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
ア
メ
リ
カ
の
法
律
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方

を
認
め
る
も
の
も
あ
る

（
124
）

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
行
為
を
通
じ
た
合
意
の
擬
制
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
人

工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
は
単
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
も
の
か
ら
人
の
指
示
を
受
け
な
く
て
も
自
律
的
に
も

の
を
考
え
行
動
し
て
行
く
も
の
（
い
わ
ゆ
る
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）
ま
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
一
様
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
人
工
エ
ー

ジ
ェ
ン
ト
は
人
の
よ
う
な
判
断
や
意
思
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
本
人
に
対
す
る
受
託
者
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

な
ど
を
理
由
に
、
学
説
は
批
判
的
で
あ
る

（
125
）

。

ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
め
ぐ
っ
て
は
、
当
事
者
間
に
生
じ
た
事
後
的
な
紛
争
の
解
決
を
、
裁
判
所
の

法
的
な
介
入
を
経
る
こ
と
な
く
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
で
行
い
、
当
事
者
は
そ
れ
に
従
う
と
い
う
仕
組
み
も
登
場
し
て
い
る
。
し
か
し
、

最
終
的
に
裁
判
所
が
介
入
で
き
な
い
領
域
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
べ
き
か
は
、
さ
ら
に
検
討
を
必
要

と
し
よ
う
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
契
約
の
当
事
者
は
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
契
約
を
当
然
に
承
認
し
た
と
い
え
る

）
五
二
二
（
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六
八

の
か
ど
う
か
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
契
約
の
成
立
・
実
行
に
お
け
る
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
な
ど
と
見
な
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
な
ど
、
検
討
す

べ
き
課
題
は
多
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
や
課
題
に
つ
い
て
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
技
術
的
な
特

性
を
知
り
、
こ
れ
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
基
盤
と
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
複
雑

な
取
引
条
件
を
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
自
動
的
に
取
引
を
執
行
し
て
し
ま
う
と
い

う
点
で
、
そ
の
実
装
の
い
か
に
よ
っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
論
を
先
鋭
化
さ
せ
る
契
機
を
有

し
て
い
る

（
126
）

。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
革
を
い
ち
早
く
察
知
し
、
法
律
学
者
や
弁
護
士
、
立
法
機
関
な
ど
が
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を

活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
多
く
の
関
心
と
期
待
を
寄
せ
、
従
来
の
契
約
法
理
と
の
関
係
や
理
論
的
な
問
題
点
の
把
握
、
分
散

型
台
帳
に
基
づ
く
取
引
の
管
理
や
そ
の
た
め
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
な
ど
に
つ
い
て
、
検
討
の
必
要
性
を
指
摘
し

て
お
り

（
127
）

、
ま
た
、
実
際
、
そ
の
よ
う
な
検
討
が
始
め
ら
れ
て
い
る

（
128
）

。

ア
メ
リ
カ
の
州
で
は
、
現
在
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
利
用
と
こ
れ
に
関
連
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
実
用
可
能
性
に
つ

い
て
、
新
た
な
規
律
を
策
定
し
、
立
法
の
制
定
を
目
指
す
動
き
が
広
が
っ
て
い
る

（
129
）

。
ア
メ
リ
カ
州
議
会
全
国
会
議
（
Ｎ
Ｃ
Ｓ
Ｌ
）
の
調
査

に
よ
る
と
、
二
〇
一
九
年
三
月
三
日
現
在
、
ア
メ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
州
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
使
用
に
関
す
る
五
四
の
法

案
が
提
案
さ
れ
て
い
る
と
い
う

（
130
）

。
ま
た
、
別
の
調
査
で
は
、
各
州
に
お
い
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
関
す
る
一
三
三
の
法
案
が
検

討
さ
れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る

（
131
）

。
も
っ
と
も
、
こ
の
う
ち
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
関
す
る
立
法
提
案
が
法
律
に
結
実
し
た
も

の
は
、
今
の
と
こ
ろ
数
例
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い

（
132
）

。
一
部
の
州
で
は
、
法
律
の
制
定
を
議
論
し
、
立
法
の
準
備
を
し
て
い
る
段
階
に
あ
る

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る

（
133
）

。
立
法
府
に
お
け
る
規
制
は
、
実
務
で
の
取
組
み
が
先
行
し
、
法
律
の
議
論
が
そ
れ
を
後
追
い
し
て
い
る
感
じ

）
五
二
六
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

六
九

で
あ
る

（
134
）

。

四
　
同
意
理
論
に
基
づ
く
契
約
理
論
の
再
構
成
と
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

１
　
多
角
的
発
想
に
基
づ
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

近
年
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
著
し
い
発
展
と
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
化
は
、
経
済
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
あ
ら
ゆ

る
財
を
人
に
結
び
付
け
、
あ
ら
ゆ
る
接
続
点
（
企
業
や
家
庭
や
乗
り
物
な
ど
）
に
絶
え
ず
刻
々
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

を
可
能
と
し
た
。
多
く
の
人
が
Ｐ
２
Ｐ
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
与
し
、
あ
ら
ゆ
る
財
や
情
報
が
統
一
性
あ
る
稼
働
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み

込
ま
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
た
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
。
今
日
、
資
本
主
義
の
世
界
で
は
、
共
用
型
経

済
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
る

（
135
）

。

ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
り
、
多
く
の
契
約
や
取
引
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
コ
ー
ド
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
形
成
、
検
証
、
お
よ
び
実
施
さ
れ
る
エ
ン
コ
ー
ド
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
契
約
が
出
現

し
た
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
実
行
す
る
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
構
築
す
る
た
め
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
基
盤
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
不
特
定
多
数
の
参
加
者
に
よ
る
合
意
形
成

の
問
題
を
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
展
開
に
新
た
な
道
を
開
く

こ
と
に
な
っ
た
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
は
、
単
に
科
学
技
術
を
進
歩
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
具
体
的
な
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
実
用
化
さ
れ
る
と
、

）
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二
二
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日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

七
〇

社
会
や
生
活
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
社
会
で
生
成
す
る
法
律
上
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
の
種

類
や
内
容
が
複
雑
化
し
、
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
法
律
は
、
こ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
、
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
る
。

現
代
の
社
会
は
、
各
種
の
契
約
を
基
礎
に
、
当
事
者
が
権
利
を
取
得
し
、
義
務
を
負
担
す
る
な
ど
の
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
い

わ
ゆ
る
契
約
社
会
で
あ
る
。
わ
が
国
の
法
律
行
為
論
の
も
と
で
は
、
契
約
は
、
申
込
者
と
承
諾
者
の
二
当
事
者
間
で
の
意
思
表
示
の
合
致

に
よ
り
形
成
さ
れ
る
と
い
う
「
二
当
事
者
間
契
約
の
原
則
」
が
採
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
三
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
複
数

人
の
当
事
者
間
で
、
各
当
事
者
の
固
有
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
独
立
の
当
事
者
と
し
て
契
約
を
個
別
に
締
結
し
、
こ
れ
ら
複
数
の

契
約
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
思
表
示
の
合
致
が
な
い
当
事
者
間
を
含
め
て
、
一
つ
の
社
会
的
・
経
済
的
目
的
を
達
成
し
よ

う
と
す
る
取
引
が
存
在
す
る
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
多
角
取
引
で
あ
る

（
136
）

。
多
角
取
引
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
契
約
を
特
徴
づ
け
る
も
の

で
あ
る
が
、
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
り
、
複
雑
で
あ
る
。

多
角
取
引
に
お
い
て
は
、
実
際
に
は
、
取
引
に
参
加
す
る
す
べ
て
の
当
事
者
相
互
間
で
種
々
の
利
害
関
係
が
発
生
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
全
当
事
者
に
よ
っ
て
取
引
全
体
を
包
括
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
個
々
の
二
当
事
者
間
で
締
結

さ
れ
る
契
約
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
が
、
法
律
な
ど
に
よ
り
特
別
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
当
事
者
関
係
を
十
分
に

反
映
し
た
妥
当
な
結
果
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
多
角
取
引
が
抱
え
る
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
従
来
の
学
説
は
、
こ

れ
ま
で
多
く
の
問
題
場
面
で
様
々
な
見
解
を
示
し
て
き
た
。
そ
の
一
つ
が
、
多
角
的
発
想
で
あ
る

（
137
）

。
多
角
的
発
想
と
は
、
契
約
に
関
与
す

る
多
数
当
事
者
の
存
在
か
ら
、
個
別
契
約
と
は
別
に
、
多
数
当
事
者
に
よ
る
新
た
な
契
約
を
観
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
個
別

契
約
と
は
別
の
効
果
を
導
こ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

）
五
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
一

２
　
思
考
形
式
と
し
て
の
同
意
理
論

多
数
当
事
者
間
契
約
に
お
け
る
合
意
を
多
角
的
発
想
か
ら
法
律
構
成
す
る
た
め
に
は
、
合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
に
よ
る
契
約

の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る

（
138
）

。
全
当
事
者
の
同
意
は
、
各
取
引
当
事
者
に
よ
る
自
己
の
立
場
の
引
き
受
け
と
他
の
取
引
当
事
者

の
立
場
の
承
認
か
ら
な
る
。
こ
の
場
合
の
意
思
形
成
の
過
程
は
、
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
意
思
を
中
心
に
、
個
々
の
当
事
者
の
意
思
な

い
し
二
当
事
者
間
の
意
思
表
示
の
合
致
を
絶
対
視
す
る
こ
と
な
く
、
同
意
を
多
数
当
事
者
に
よ
る
合
意
の
内
容
を
確
定
す
る
た
め
の
要
素

の
一
つ
と
し
て
捉
え
、
合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
に
よ
る
契
約
の
成
立
を
導
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
が
認
定
で
き
る
場
合
に
は
、

取
引
参
加
者
の
当
事
者
間
で
、
個
別
契
約
が
網
羅
的
に
締
結
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
当
事
者
間
契
約
に
お
け
る
合
意

の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
法
律
構
成
は
、
従
来
の
二
当
事
者
間
契
約
の
原
則
を
前
提
に
し
た
契
約
理
論
に
よ
っ
た
の
で
は
多
角
取
引
の
問
題
解
決
と

し
て
限
界
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
各
当
事
者
間
の
関
係
を
個
別
契
約
の
連
鎖
（
い
わ
ば
線
）
で
捉
え
る

の
で
は
な
く
、
全
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
（
い
わ
ば
面
）
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
へ
と
転
換
す
る
も
の
で
あ
る

（
139
）

。
こ
れ
が
、
合
意

に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
同
意
理
論
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
、

多
数
当
事
者
間
に
一
つ
の
契
約
が
成
立
す
る
と
い
う
構
成
を
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
は
、
理
論
的
に
は
、
当
事
者
を
対
立
構
造
で
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
合

意
事
項
に
対
し
て
両
当
事
者
が
相
互
に
同
意
す
る
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
関
係
当
事
者
が

合
意
事
項
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
法
的
効
果
を
承
認
す
る
こ
と
か
ら
、
合
意
事
項
の
確
定
は
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
り
、
同
意
に

よ
り
合
意
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
合
意
事
項
の
確
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依
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っ
た
の
で
は
多
角
取
引
の
問
題
解
決
と

し
て
限
界
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
各
当
事
者
間
の
関
係
を
個
別
契
約
の
連
鎖
（
い
わ
ば
線
）
で
捉
え
る

の
で
は
な
く
、
全
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
（
い
わ
ば
面
）
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
へ
と
転
換
す
る
も
の
で
あ
る

（
139
）

。
こ
れ
が
、
合
意

に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
同
意
理
論
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
、

多
数
当
事
者
間
に
一
つ
の
契
約
が
成
立
す
る
と
い
う
構
成
を
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
は
、
理
論
的
に
は
、
当
事
者
を
対
立
構
造
で
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
合

意
事
項
に
対
し
て
両
当
事
者
が
相
互
に
同
意
す
る
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
関
係
当
事
者
が

合
意
事
項
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
法
的
効
果
を
承
認
す
る
こ
と
か
ら
、
合
意
事
項
の
確
定
は
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
り
、
同
意
に

よ
り
合
意
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
合
意
事
項
の
確
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依

）
五
二
二
（
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七
二

拠
す
る
の
で
は
な
く
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
目
的
、
契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
も
考
慮
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
合
意
の
適
法
性
の
評
価
は
、
契
約
解
釈
と
し
て
、
同
意
の
中
に
内
在
的
に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
を
通
じ
て
合
意
内
容
を
修
正
す
る
こ
と
も
生
じ
う
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
と
異
な
る
結
果

が
導
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る

（
140
）

。

こ
の
よ
う
な
、
合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
目
的
に
合
致
す
る
限
り
、
契
約
当
事
者
が
誰

で
あ
る
か
を
最
初
か
ら
固
定
す
る
必
要
は
な
い
。
取
引
の
必
要
や
拡
大
に
よ
り
、
後
か
ら
取
引
参
加
者
を
含
め
て
多
数
当
事
者
間
契
約
は

拡
大
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
各
当
事
者
間
で
個
別
的
に
合
意
さ
れ
て
い
る
内
容
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
法
的
効
果
は
そ
れ
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
取
引
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
包
括
的
な
同
意
か
ら
導
か
れ
る
効
果
が
規
範
的
に
創
出
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る

（
141
）

。

３
　
伝
統
的
な
意
思
主
義
と
同
意
理
論

従
来
、
契
約
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
権
利
変
動
の
原
動
力
で
あ
る
「
意
思
」
が
「
表
示
」
と
密
接
に
結
び
付
け
ら
れ
、
捉
え
ら
れ
て
き

た
。
当
事
者
間
に
共
通
す
る
意
思
が
見
出
さ
れ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
意
思
表
示
の
実
際
の
理
解
が
明
確
で
な
い
場
合
に
は
、
契
約
の

規
範
的
解
釈
お
よ
び
補
充
的
解
釈
が
必
要
に
な
る

（
142
）

。
こ
の
場
合
、
意
思
表
示
の
解
釈
は
な
お
も
表
意
者
の
真
意
を
基
準
と
す
べ
き
か
（
意

思
説
）、
表
示
そ
れ
自
体
の
客
観
的
意
味
を
基
準
と
す
べ
き
か
（
表
示
説
）、
判
例
・
学
説
上
、
争
わ
れ
て
き
た
。

表
示
の
客
観
的
意
味
、
慣
習
な
ど
に
よ
る
補
充
を
認
め
る
考
え
方
は
、
個
々
人
の
意
思
を
一
般
的
に
普
及
し
た
規
範
に
照
ら
し
て
社
会

的
に
妥
当
な
も
の
と
し
て
承
認
し
、
こ
れ
を
契
約
の
解
釈
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
個
々
人
が
表
示
す
る
意
思
に
先
立
ち
、

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
三

そ
の
妥
当
性
を
根
拠
づ
け
る
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
規
範
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
に
合
致
す
る
意
思
（
理
性
的
意
思
）
が
社
会
的

に
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
が
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
の
解
釈
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
規
範
的
意
思

主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

（
143
）

。

こ
れ
に
対
し
、
当
事
者
の
意
思
を
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
一
般
的
規
範
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え

る
の
で
は
な
く
、
よ
り
素
朴
に
主
観
的
な
意
味
で
捉
え
、
純
粋
な
主
観
的
意
思
に
照
ら
し
て
法
律
行
為
を
解
釈
す
る
立
場
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
純
粋
に
主
観
的
な
意
思
の
合
致
と
し
て
の
合
意
こ
そ
が
意
思
の
妥
当
根
拠
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
合

意
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

（
144
）

。

今
般
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
は
、
債
権
関
係
の
中
で
も
、
と
く
に
契
約
に
関
す
る
規
定
を
中
心
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
企
図
さ
れ

た
が
、
契
約
を
構
成
す
る
意
思
の
捉
え
方
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
律
行
為
や
契
約
の
定
義
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
も
、
規
範
的
な
意
思
主
義
か
ら
の
転
換
が
意
図
さ
れ
、
論
議
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

（
145
）

。
し
か
し
、
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
今
般
の
債

権
法
改
正
で
は
、
個
々
の
条
文
の
定
立
に
あ
た
り
、
表
意
者
の
意
思
形
成
の
不
完
全
さ
の
程
度
の
み
な
ら
ず
、
相
手
方
の
交
渉
態
度
や
用

い
た
手
段
の
違
法
性
の
程
度
、
結
果
と
し
て
生
じ
た
債
権
・
債
務
な
ど
の
権
利
変
動
の
内
容
、
当
事
者
の
属
性
や
当
事
者
間
に
お
け
る
情

報
量
や
交
渉
力
な
ど
の
格
差
、
そ
の
他
意
思
表
示
に
至
る
経
緯
な
ど
、
諸
般
の
事
情
を
多
元
的
に
考
慮
に
入
れ
て
解
釈
す
る
立
場
が
広

ま
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
様
々
な
要
因
を
考
慮
し
多
元
的
に
法
律
行
為
を
解
釈
す
る
こ
と
か
ら
、「
機
能
的
な
多
元

主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

（
146
）

。

従
来
の
伝
統
的
学
説
は
、
規
範
的
意
思
主
義
な
い
し
合
意
主
義
の
立
場
か
ら
、
債
務
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
重
き
、

債
務
一
般
を
措
定
し
て
不
履
行
責
任
な
ど
を
議
論
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
近
時
の
民
法
学
は
、
合
意
主
義
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
債

）
二
二
二
（
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に
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す
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る
と
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う
関
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に
あ
る
。
こ
れ
が
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来
の
伝
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な
契
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の
解
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で
あ
り
、
こ
れ
を
「
規
範
的
意
思

主
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」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
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る
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こ
れ
に
対
し
、
当
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の
意
思
を
、
そ
れ
に
先
立
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て
社
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的
に
承
認
さ
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た
一
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的
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に
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て
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も
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な
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、
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的
意
思
に
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法
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解
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れ
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。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
純
粋
に
主
観
的
な
意
思
の
合
致
と
し
て
の
合
意
こ
そ
が
意
思
の
妥
当
根
拠
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
合

意
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

（
144
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。

今
般
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
は
、
債
権
関
係
の
中
で
も
、
と
く
に
契
約
に
関
す
る
規
定
を
中
心
に
見
直
し
を
行
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こ
と
が
企
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さ
れ
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が
、
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る
意
思
の
捉
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が
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ら
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わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
律
行
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や
契
約
の
定
義
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
も
、
規
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的
な
意
思
主
義
か
ら
の
転
換
が
意
図
さ
れ
、
論
議
さ
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た
わ
け
で
は
な
い

（
145
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し
か
し
、
仔
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に
検
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す
る
と
、
今
般
の
債
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改
正
で
は
、
個
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の
条
文
の
定
立
に
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た
り
、
表
意
者
の
意
思
形
成
の
不
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の
程
度
の
み
な
ら
ず
、
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手
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の
交
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度
や
用
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た
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の
違
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度
、
結
果
と
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て
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・
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利
変
動
の
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、
当
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の
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や
当
事
者
間
に
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け
る
情
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量
や
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な
ど
の
格
差
、
そ
の
他
意
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示
に
至
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な
ど
、
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の
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情
を
多
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的
に
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に
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て
解
釈
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る
立
場
が
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ま
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た
と
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え
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こ
の
よ
う
な
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え
方
は
、
様
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な
要
因
を
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し
多
元
的
に
法
律
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を
解
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る
こ
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ら
、「
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能
的
な
多
元
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」
と
呼
ぶ
こ
と
が
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（
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従
来
の
伝
統
的
学
説
は
、
規
範
的
意
思
主
義
な
い
し
合
意
主
義
の
立
場
か
ら
、
債
務
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
重
き
、

債
務
一
般
を
措
定
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て
不
履
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ど
を
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て
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た
。
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、
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も
、
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七
四

務
の
発
生
原
因
で
あ
る
契
約
に
着
目
し
、
契
約
内
容
に
照
ら
し
て
履
行
が
な
さ
れ
た
か
否
か
の
観
点
か
ら
不
履
行
責
任
の
成
否
な
ど
を
判

断
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る

（
147
）

。
そ
の
際
、
当
事
者
の
契
約
締
結
時
の
合
意
こ
そ
が
決
め
手
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
有
力
で
あ
る

（
148
）

。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
今
般
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
は
、
契
約
責
任
の
内
容
は
個
別
の
契
約
（
当
事
者
の
意
思
）
に
よ
っ
て
定

ま
る
と
い
う
考
え
方
と
一
般
的
な
基
準
（
社
会
通
念
）
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
い
う
考
え
方
が
水
面
下
で
対
立
し
て
い
た
が
、
こ
の
対
立
は

両
者
の
妥
協
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
、
改
正
後
の
民
法
の
規
定
の
あ
ち
こ
ち
で
用
い
ら
れ
て
い

る
「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
（
改
正
法
九
五
条
一
項
、
四
〇
〇
条
、

四
一
二
条
の
二
、四
一
五
条
一
項
、
四
七
八
条
、
五
〇
四
条
二
項
、
五
四
一
条
、
五
四
八
条
の
二
第
二
項
な
ど
）。
改
正
民
法
に
お
い
て
は
、
契
約
な

ど
の
債
務
発
生
原
因
を
取
引
上
の
社
会
通
念
と
「
及
び
」
で
連
結
し
、
併
置
す
る
と
い
う
案
が
採
用
さ
れ
、「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発

生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
」
と
い
う
表
現
で
、
発
生
原
因
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
（
149
）

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
義
務
を
定
め
る
の
は
ま
ず
契
約
で
あ
る
が
、
契
約
だ
け
で
は
定
ま
ら
な
い
場
合
に
は
取
引
上
の
社
会
通
念
に
依
拠

し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
が
合
わ
さ
っ
て
当
該
契
約
の
趣
旨
は
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
り
、
債
務
者
の
注
意
義
務
を
決
め
る

の
は
あ
く
ま
で
も
当
該
契
約
の
趣
旨
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
取
引
上
の
社
会
通
念
は
、
当
該
契
約
の
外
に
存
在
す
る
実
体
的
な
基
準

で
は
な
く
、
当
該
契
約
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
解
釈
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る

（
150
）

。

ち
な
み
に
、
今
般
の
債
権
法
改
正
の
審
議
の
過
程
で
ま
と
め
ら
れ
た
中
間
試
案
で
は
、「
契
約
の
趣
旨
」
と
い
う
語
が
、
特
定
物
の
引

渡
し
の
場
合
の
注
意
義
務
（
第
八
─
一
）、
契
約
に
よ
る
債
権
の
履
行
請
求
権
の
限
界
事
由
（
第
九
─
二
）、
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償

の
免
責
事
由
（
第
一
〇
─
一
）、
債
務
不
履
行
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
範
囲
（
第
一
〇
─
六
）、
債
権
者
の
帰
責
事
由
に
よ
る
不
履
行
の
場
合

の
解
除
権
の
帰
趨
（
第
一
二
─
二
）、
付
随
義
務
・
保
護
義
務
（
第
二
六
─
三
）、
継
続
的
契
約
の
終
了
（
第
三
四
─
一
・
二
）、
契
約
の
目
的

）
二
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
五

物
の
契
約
適
合
性
（
売
買
に
つ
き
第
三
五
─
三
な
ど
）、
貸
借
型
契
約
に
お
け
る
使
用
収
益
の
態
様
（
賃
貸
借
に
つ
き
第
三
八
─
一
〇
な
ど
）、
役

務
提
供
契
約
に
お
け
る
報
酬
（
請
負
に
つ
き
第
四
〇
─
一
な
ど
）
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た

（
151
）

。
契
約
の
趣
旨
と
は
、
合
意
の
内
容
や
契
約

書
の
記
載
内
容
だ
け
で
な
く
、
契
約
の
性
質
、
当
事
者
が
当
該
契
約
を
し
た
目
的
、
契
約
の
締
結
に
至
る
経
緯
を
始
め
と
す
る
契
約
を
め

ぐ
る
一
切
の
事
情
を
指
し
、
こ
れ
ら
の
諸
事
情
に
基
づ
き
、
取
引
通
念
を
考
慮
し
て
判
断
を
決
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す

べ
て
を
契
約
締
結
時
の
合
意
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
契
約
締
結
後
の
諸
事
情
や
取
引
上
の
社
会
通
念
も
ま
た
重
視
さ
れ
る
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。

改
正
後
の
民
法
の
規
定
は
、
全
体
を
通
し
て
見
る
と
、
中
間
試
案
に
比
べ
て
、
契
約
締
結
時
の
合
意
と
と
も
に
事
後
的
評
価
を
受
け
入

れ
や
す
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
事
者
が
何
を
合
意
し
た
の
か
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
り
、
契
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
相
応
の

債
務
の
発
生
を
認
め
て
よ
い
と
す
る
考
え
方
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る

（
152
）

。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
る
と
、
契
約
締
結
後
の
諸
事
情
に
つ

い
て
も
、「
契
約
の
趣
旨
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
当
初
の
合
意
内
容
を
基
準
と
し
て
法
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
た
し
、
当
事

者
の
合
意
と
切
り
離
し
て
事
後
の
状
況
や
諸
事
情
を
法
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
が
合
意
に
よ
っ
て
形
成
し
た
関
係
に
裁
判
所
が

事
後
的
に
介
入
し
、
そ
の
変
更
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
り
、
適
当
で
は
な
い
。
こ
の
点
、「
契
約
（
そ
の
他
の
債
権
・
債
務
の
発
生
原
因
）」

と
い
う
文
言
と
並
び
、
こ
れ
と
併
置
す
る
形
で
「
取
引
上
の
社
会
通
念
」
と
い
う
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、
契
約
内
容
と
は
無
関

係
に
諸
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
153
）

。

今
般
の
債
権
法
改
正
で
は
、
妥
協
の
産
物
と
は
い
え
、
機
能
的
な
多
元
主
義
へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る

（
154
）

。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
多
元
主
義

に
よ
る
意
思
主
義
の
拡
張
に
対
し
て
は
、
本
来
、
解
釈
に
よ
っ
て
契
約
内
容
を
確
定
で
き
な
い
場
合
に
、
当
事
者
が
合
意
し
た
と
考
え
ら

れ
る
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
五

物
の
契
約
適
合
性
（
売
買
に
つ
き
第
三
五
─
三
な
ど
）、
貸
借
型
契
約
に
お
け
る
使
用
収
益
の
態
様
（
賃
貸
借
に
つ
き
第
三
八
─
一
〇
な
ど
）、
役

務
提
供
契
約
に
お
け
る
報
酬
（
請
負
に
つ
き
第
四
〇
─
一
な
ど
）
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た

（
151
）

。
契
約
の
趣
旨
と
は
、
合
意
の
内
容
や
契
約

書
の
記
載
内
容
だ
け
で
な
く
、
契
約
の
性
質
、
当
事
者
が
当
該
契
約
を
し
た
目
的
、
契
約
の
締
結
に
至
る
経
緯
を
始
め
と
す
る
契
約
を
め

ぐ
る
一
切
の
事
情
を
指
し
、
こ
れ
ら
の
諸
事
情
に
基
づ
き
、
取
引
通
念
を
考
慮
し
て
判
断
を
決
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す

べ
て
を
契
約
締
結
時
の
合
意
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
契
約
締
結
後
の
諸
事
情
や
取
引
上
の
社
会
通
念
も
ま
た
重
視
さ
れ
る
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。

改
正
後
の
民
法
の
規
定
は
、
全
体
を
通
し
て
見
る
と
、
中
間
試
案
に
比
べ
て
、
契
約
締
結
時
の
合
意
と
と
も
に
事
後
的
評
価
を
受
け
入

れ
や
す
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
事
者
が
何
を
合
意
し
た
の
か
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
り
、
契
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
相
応
の

債
務
の
発
生
を
認
め
て
よ
い
と
す
る
考
え
方
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る

（
152
）

。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
る
と
、
契
約
締
結
後
の
諸
事
情
に
つ

い
て
も
、「
契
約
の
趣
旨
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
当
初
の
合
意
内
容
を
基
準
と
し
て
法
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
た
し
、
当
事

者
の
合
意
と
切
り
離
し
て
事
後
の
状
況
や
諸
事
情
を
法
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
が
合
意
に
よ
っ
て
形
成
し
た
関
係
に
裁
判
所
が

事
後
的
に
介
入
し
、
そ
の
変
更
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
り
、
適
当
で
は
な
い
。
こ
の
点
、「
契
約
（
そ
の
他
の
債
権
・
債
務
の
発
生
原
因
）」

と
い
う
文
言
と
並
び
、
こ
れ
と
併
置
す
る
形
で
「
取
引
上
の
社
会
通
念
」
と
い
う
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、
契
約
内
容
と
は
無
関

係
に
諸
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
153
）

。

今
般
の
債
権
法
改
正
で
は
、
妥
協
の
産
物
と
は
い
え
、
機
能
的
な
多
元
主
義
へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る

（
154
）

。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
多
元
主
義

に
よ
る
意
思
主
義
の
拡
張
に
対
し
て
は
、
本
来
、
解
釈
に
よ
っ
て
契
約
内
容
を
確
定
で
き
な
い
場
合
に
、
当
事
者
が
合
意
し
た
と
考
え
ら

れ
る
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

七
六

当
事
者
の
意
思
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る

（
155
）

。
こ
の
よ
う
な
問
い
掛
け
の
背
後
に

あ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
事
者
の
純
粋
に
主
観
的
な
意
思
と
い
う
よ
り
も
、
多
分
に
社
会
的
評
価
を
帯
び
た
理
性
的
意
思
と
い

う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
い
え
な
く
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
民
法
の
編
纂
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
ド
イ
ツ
民
法
は
、
契
約
の
解
釈
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
意
思
な
い
し
意
思
表
示
と
契
約
と
の
関
係
を
考
え
る
う

え
で
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う

（
156
）

。

フ
ラ
ン
ス
民
法
は
、
契
約
と
は
、
二
人
ま
た
は
複
数
人
の
間
の
債
務
を
創
設
し
、
変
更
し
、
消
滅
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
意
思
の
合

致
を
い
う
と
し
（
フ
民
一
一
〇
一
条
）、
当
事
者
が
自
ら
債
務
を
負
う
意
思
を
表
示
す
る
申
込
と
承
諾
の
合
致
に
よ
り
契
約
は
成
立
す
る
と

定
め
る
（
フ
民
一
一
一
三
条
）。
そ
し
て
、
契
約
は
公
の
秩
序
に
属
し
、
誠
実
に
交
渉
し
、
成
立
さ
せ
、
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
（
フ
民
一
一
〇
四
条
）、
契
約
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
当
事
者
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
し
て
い
る
（
フ
民
一
一
二
八
条
）。
現
行

民
法
の
規
定
に
は
な
い
が
、
二
〇
一
六
年
改
正
前
民
法
に
は
、「
合
意
に
お
い
て
は
、
そ
の
文
言
の
字
義
に
拘
泥
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

契
約
当
事
者
の
共
通
の
意
思
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
（
旧
フ
民
一
一
五
六
条
）、
ま
た
、

「
合
意
は
、
そ
れ
を
言
い
表
す
文
言
が
ど
の
よ
う
に
一
般
的
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
が
そ
れ
に
つ
い
て
締
結
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
含
ま
な
い
」
と
規
定
す
る
（
旧
フ
民
一
一
六
三
条
）。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
民
法
に
お
い
て
は
、
契
約
を
構

成
す
る
当
事
者
の
合
意
に
関
す
る
解
釈
規
定
は
な
く
、「
契
約
は
取
引
慣
行
を
顧
慮
し
て
信
義
お
よ
び
誠
実
が
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ

て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
（
ド
民
一
五
七
条
）。

両
法
典
の
規
定
を
比
べ
て
見
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
、
個
々
人
の
主
観
的
な
意
思
の
合
致
と
し
て
の
合
意
を
意
思
の
妥
当
根
拠
と
考

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
七

え
る
の
で
は
な
く
、
契
約
当
事
者
の
共
通
の
意
思
を
探
求
し
、
そ
れ
を
意
思
の
妥
当
根
拠
と
す
る
構
成
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
共
通

の
意
思
を
探
求
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
妥
当
性
を
根
拠
づ
け
る
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
規
範
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
に
合
致
す
る

意
思
（
理
性
的
意
思
）
が
社
会
的
に
妥
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
契
約
が
存
在
す
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
規
範
的
意
思
主
義
の
考
え
方
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

一
方
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
よ
う
な
合
意
の
解
釈
原
則
を
設
け
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
は
、「
法
律
行
為
に
よ
り
債

務
関
係
を
設
定
し
ま
た
は
債
務
関
係
の
内
容
を
変
更
す
る
に
は
、
法
律
に
別
段
の
規
定
な
き
限
り
、
当
事
者
間
の
契
約
を
必
要
と
す
る
」

と
規
定
し
（
ド
民
三
〇
五
条
）、
契
約
は
権
利
義
務
の
変
動
原
因
と
し
て
、
そ
れ
自
体
、
意
思
へ
の
志
向
を
も
つ
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
契
約
の
解
釈
は
、
個
人
の
意
思
を
尊
重
し
、
意
思
の
合
致
を
契
約
と
捉
え
た
う
え
で
、
取
引
慣
行
や
信
義
則
を
顧
慮
し
て
行
う

も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
ド
民
一
五
七
条
）。

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
法
律
学
に
お
い
て
は
、
自
主
性
が
決
し
て
無
制
約
な
も
の
で
は
な
く
、
法
秩
序
に
よ
る
限
定
の
中
に
お
い
て
の

み
展
開
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
契
約
に
つ
い
て
も
法
律
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
規
制
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

た
だ
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
い
か
な
る
規
制
が
契
約
の
内
容
を
制
約
す
る
か
を
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
契
約
の
解
釈
を
め

ぐ
り
、
取
引
慣
行
や
信
義
の
働
く
余
地
が
大
き
く
な
る
理
由
が
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
官
に
は
、
一
般
条
項
（
ド
民
二
四
二
条
）
に
基
づ
き
、

制
定
法
秩
序
を
自
ら
充
填
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
民
法
の
考
え
方
は
、
自
由
と
い
う
価
値
を
基
軸
と
す
る

古
典
的
な
契
約
理
論
か
ら
、
意
思
の
合
致
を
中
心
と
し
て
契
約
が
内
容
ぬ
き
で
妥
当
す
る
思
考
形
式
が
導
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
（
157
）

。
こ
れ
以
前
の
契
約
理
論
は
、
ま
ず
、
契
約
当
事
者
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
客
観
的
に
正
当
性
を
持
つ
合
意
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、

こ
れ
が
社
会
的
に
確
定
さ
れ
て
、
し
か
る
後
に
、
当
事
者
が
そ
れ
を
承
諾
（
同
意
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
七

え
る
の
で
は
な
く
、
契
約
当
事
者
の
共
通
の
意
思
を
探
求
し
、
そ
れ
を
意
思
の
妥
当
根
拠
と
す
る
構
成
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
共
通

の
意
思
を
探
求
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
妥
当
性
を
根
拠
づ
け
る
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
規
範
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
に
合
致
す
る

意
思
（
理
性
的
意
思
）
が
社
会
的
に
妥
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
契
約
が
存
在
す
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
規
範
的
意
思
主
義
の
考
え
方
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

一
方
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
よ
う
な
合
意
の
解
釈
原
則
を
設
け
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
は
、「
法
律
行
為
に
よ
り
債

務
関
係
を
設
定
し
ま
た
は
債
務
関
係
の
内
容
を
変
更
す
る
に
は
、
法
律
に
別
段
の
規
定
な
き
限
り
、
当
事
者
間
の
契
約
を
必
要
と
す
る
」

と
規
定
し
（
ド
民
三
〇
五
条
）、
契
約
は
権
利
義
務
の
変
動
原
因
と
し
て
、
そ
れ
自
体
、
意
思
へ
の
志
向
を
も
つ
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
契
約
の
解
釈
は
、
個
人
の
意
思
を
尊
重
し
、
意
思
の
合
致
を
契
約
と
捉
え
た
う
え
で
、
取
引
慣
行
や
信
義
則
を
顧
慮
し
て
行
う

も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
ド
民
一
五
七
条
）。

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
法
律
学
に
お
い
て
は
、
自
主
性
が
決
し
て
無
制
約
な
も
の
で
は
な
く
、
法
秩
序
に
よ
る
限
定
の
中
に
お
い
て
の

み
展
開
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
契
約
に
つ
い
て
も
法
律
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
規
制
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

た
だ
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
い
か
な
る
規
制
が
契
約
の
内
容
を
制
約
す
る
か
を
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
契
約
の
解
釈
を
め

ぐ
り
、
取
引
慣
行
や
信
義
の
働
く
余
地
が
大
き
く
な
る
理
由
が
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
官
に
は
、
一
般
条
項
（
ド
民
二
四
二
条
）
に
基
づ
き
、

制
定
法
秩
序
を
自
ら
充
填
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
民
法
の
考
え
方
は
、
自
由
と
い
う
価
値
を
基
軸
と
す
る

古
典
的
な
契
約
理
論
か
ら
、
意
思
の
合
致
を
中
心
と
し
て
契
約
が
内
容
ぬ
き
で
妥
当
す
る
思
考
形
式
が
導
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
（
157
）

。
こ
れ
以
前
の
契
約
理
論
は
、
ま
ず
、
契
約
当
事
者
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
客
観
的
に
正
当
性
を
持
つ
合
意
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、

こ
れ
が
社
会
的
に
確
定
さ
れ
て
、
し
か
る
後
に
、
当
事
者
が
そ
れ
を
承
諾
（
同
意
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ

）
二
二
二
（
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七
八

て
い
た

（
158
）

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
範
的
な
意
思
主
義
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
そ
の
客
観
性
な
る
も
の
が
人
間
の
自
律
性
を
損
な
う
と

い
う
こ
と
で
、
カ
ン
ト
か
ら
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
至
る
時
期
に
そ
れ
が
放
逐
さ
れ
、
契
約
は
当
事
者
の
意
思
の
合
致
（
合
意
）
に
よ
り
成
立
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
た

（
159
）

。
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
民
法
は
合
意
主
義
の
立
場
に
近
い
と
い
え
る
。
た
だ
、
現
代
の
契
約
理
論
は
、
行
き
過
ぎ

た
個
人
の
意
思
の
探
求
を
反
省
し
、
意
思
の
形
成
に
は
取
引
慣
行
や
信
義
則
な
ど
が
顧
慮
さ
れ
る
と
し
て
お
り
、
社
会
と
の
つ
な
が
り

（
い
わ
ゆ
る
契
約
の
社
会
化
）
が
ま
っ
た
く
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

（
160
）

。

以
上
の
こ
と
を
、
Ｗ
．
フ
ル
ー
メ
（F

lum
e

）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
民
法
で
は
、
解
釈
の
対
象
は
約
束
な
い
し
合
意

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
法
律
行
為
な
い
し
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
意
思
表
示
で
あ
る
。
法
律
行
為
の
本
質

は
、
法
律
効
果
の
創
出
に
向
け
ら
れ
た
意
思
が
確
定
さ
れ
、
か
つ
、
か
か
る
意
思
を
承
認
す
る
と
い
う
法
秩
序
の
決
定
に
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
意
欲
さ
れ
た
法
的
形
成
物
を
法
的
世
界
に
出
現
さ
せ
る
こ
と
に
見
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
法
秩
序
が
確
定
し
た
内
容
に
従
っ

て
形
作
ら
れ
た
行
為
類
型
の
抽
象
化
で
あ
り
、
私
的
自
治
の
原
則
を
実
現
す
る
た
め
に
、
個
々
人
の
自
己
決
定
に
よ
る
規
則
の
設
定
を
通

じ
て
法
律
関
係
を
確
定
す
る
作
業
で
あ
る
。
従
っ
て
、
意
思
表
示
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
法
律
行
為
的
な
規
則
は
、
当
事
者
の
実
際
の
理

解
と
い
う
意
味
に
お
い
て
妥
当
す
る
。
そ
の
結
果
、
表
意
者
に
よ
っ
て
意
欲
さ
れ
た
こ
と
と
表
示
と
の
間
に
不
一
致
が
あ
っ
て
も
、
意
思

表
示
の
相
手
方
が
そ
の
意
欲
さ
れ
た
こ
と
を
正
し
く
理
解
し
た
な
ら
ば
、
た
と
え
明
確
な
表
示
に
反
し
て
も
、
意
欲
さ
れ
た
こ
と
の
意
味

に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
が
成
り
立
つ
と
さ
れ
る

（
161
）

。

わ
が
民
法
の
法
律
行
為
な
い
し
契
約
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
影
響
の
下
に
、
近
代
法
の
基
本
原
理
で
あ
る
意
思
主
義
（
改
正
民
法

三
条
の
二
、
九
七
条
、
五
二
一
条
以
下
な
ど
）
を
基
本
原
理
と
し
つ
つ
、
社
会
的
効
用
（
公
益
）
の
最
大
化
（
民
法
一
条
、
改
正
民
法
九
〇
条
、

九
一
条
）
の
観
点
か
ら
表
示
主
義
（
改
正
民
法
九
三
条
以
下
、
一
〇
九
条
・
一
一
〇
条
・
一
一
二
条
、
四
七
八
条
な
ど
）
と
の
調
和
を
図
っ
た
実
定

）
二
二
六
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
九

法
規
の
体
系
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
162
）

。
わ
が
国
で
は
、
法
律
行
為
の
概
念
を
受
容
し
、
意
思
中
心
の
考
え
方
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
規

範
的
意
思
主
義
か
ら
合
意
主
義
へ
と
意
思
理
論
が
拡
張
し
て
き
た
。
最
近
の
考
え
方
は
合
意
主
義
の
立
場
が
有
力
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、

規
範
的
意
思
主
義
と
合
意
主
義
の
相
克
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
も
い
ま
だ
決
着
に
は
至
っ
て
い
な
い

（
163
）

。

当
事
者
が
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
想
定
し
て
必
要
な
事
項
を
合
意
し
て
お
く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
意
思
を
中
心
と
し
た
合

意
主
義
に
立
脚
し
、
表
示
主
義
と
の
調
和
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
法
定
ル
ー
ル
と
し
て
、
私
的
自
治
の
原
則
に

立
脚
し
た
一
般
的
規
範
を
予
め
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る

（
164
）

。
そ
の
際
、
契
約
当
事
者
間
の
合
意
に
先
立
ち
、
そ
の
意
思
に
妥

当
性
を
付
与
す
る
規
範
の
存
在
を
承
認
し
、
そ
の
枠
内
で
の
み
合
意
の
効
力
を
認
め
る
の
か
（
規
範
的
意
思
主
義
）、
そ
れ
と
も
、
契
約
当

事
者
間
の
合
意
を
優
先
し
、
主
観
的
な
意
思
の
合
致
と
し
て
の
合
意
こ
そ
が
意
思
の
妥
当
根
拠
で
あ
り
（
合
意
主
義
）、
そ
の
合
意
を
事
後

的
に
契
約
の
趣
旨
や
諸
般
の
事
情
な
ど
を
考
慮
し
て
修
正
し
て
行
く
の
か
ど
う
か
は
、
各
々
の
社
会
の
歴
史
や
発
展
経
緯
に
応
じ
て
相
違

し
、
ま
た
、
異
な
る
態
様
が
あ
り
得
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

４
　
同
意
理
論
に
よ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
契
約
理
論
の
再
構
成

前
述
の
レ
ッ
シ
ン
グ
が
説
い
た
よ
う
な
「
コ
ー
ド
が
法
に
代
わ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
推
し
進
め
て
ゆ
く
と
、
人
工
知
能
な
ど
の
知
的

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
契
約
内
容
を
示
し
、
そ
れ
に
人
が
同
意
を
し
て
か
ら
契
約
に
入
る
と
い
う
世
界
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
よ
う
な
考
え
方
は
、
現
代
の
契
約
理
論
が
構
築
さ
れ
る
以
前
の
規
範
的
な
意
思
主
義
の
下
で
提
唱
さ
れ
て
い
た
契
約
理
論
で
あ
る
。
わ

が
国
の
契
約
理
論
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
影
響
の
下
に
、
契
約
を
相
対
立
す
る
当
事
者
の
意
思
の
合
致
と
捉
え
、
契
約
当
事
者
の
申
込
と
承

諾
と
い
う
意
思
に
重
き
を
置
く
構
成
原
理
（
合
意
主
義
）
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
合
意
主
義
が
登
場
す
る
以
前
の
契
約
理
論

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

七
九

法
規
の
体
系
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
162
）

。
わ
が
国
で
は
、
法
律
行
為
の
概
念
を
受
容
し
、
意
思
中
心
の
考
え
方
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
規

範
的
意
思
主
義
か
ら
合
意
主
義
へ
と
意
思
理
論
が
拡
張
し
て
き
た
。
最
近
の
考
え
方
は
合
意
主
義
の
立
場
が
有
力
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、

規
範
的
意
思
主
義
と
合
意
主
義
の
相
克
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
も
い
ま
だ
決
着
に
は
至
っ
て
い
な
い

（
163
）

。

当
事
者
が
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
想
定
し
て
必
要
な
事
項
を
合
意
し
て
お
く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
意
思
を
中
心
と
し
た
合

意
主
義
に
立
脚
し
、
表
示
主
義
と
の
調
和
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
法
定
ル
ー
ル
と
し
て
、
私
的
自
治
の
原
則
に

立
脚
し
た
一
般
的
規
範
を
予
め
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る

（
164
）

。
そ
の
際
、
契
約
当
事
者
間
の
合
意
に
先
立
ち
、
そ
の
意
思
に
妥

当
性
を
付
与
す
る
規
範
の
存
在
を
承
認
し
、
そ
の
枠
内
で
の
み
合
意
の
効
力
を
認
め
る
の
か
（
規
範
的
意
思
主
義
）、
そ
れ
と
も
、
契
約
当

事
者
間
の
合
意
を
優
先
し
、
主
観
的
な
意
思
の
合
致
と
し
て
の
合
意
こ
そ
が
意
思
の
妥
当
根
拠
で
あ
り
（
合
意
主
義
）、
そ
の
合
意
を
事
後

的
に
契
約
の
趣
旨
や
諸
般
の
事
情
な
ど
を
考
慮
し
て
修
正
し
て
行
く
の
か
ど
う
か
は
、
各
々
の
社
会
の
歴
史
や
発
展
経
緯
に
応
じ
て
相
違

し
、
ま
た
、
異
な
る
態
様
が
あ
り
得
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

４
　
同
意
理
論
に
よ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
契
約
理
論
の
再
構
成

前
述
の
レ
ッ
シ
ン
グ
が
説
い
た
よ
う
な
「
コ
ー
ド
が
法
に
代
わ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
推
し
進
め
て
ゆ
く
と
、
人
工
知
能
な
ど
の
知
的

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
契
約
内
容
を
示
し
、
そ
れ
に
人
が
同
意
を
し
て
か
ら
契
約
に
入
る
と
い
う
世
界
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
よ
う
な
考
え
方
は
、
現
代
の
契
約
理
論
が
構
築
さ
れ
る
以
前
の
規
範
的
な
意
思
主
義
の
下
で
提
唱
さ
れ
て
い
た
契
約
理
論
で
あ
る
。
わ

が
国
の
契
約
理
論
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
影
響
の
下
に
、
契
約
を
相
対
立
す
る
当
事
者
の
意
思
の
合
致
と
捉
え
、
契
約
当
事
者
の
申
込
と
承

諾
と
い
う
意
思
に
重
き
を
置
く
構
成
原
理
（
合
意
主
義
）
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
合
意
主
義
が
登
場
す
る
以
前
の
契
約
理
論

）
二
二
二
（
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〇

は
、
ま
ず
、
契
約
当
事
者
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
客
観
的
に
正
当
性
を
も
つ
合
意
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
こ
れ
が
社
会
的
に
確
定
さ
れ

て
、
し
か
る
後
に
、
当
事
者
が
そ
れ
を
承
諾
（
同
意
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
規
範
的
意
思
主
義
）。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
そ
の
客
観
性
な
る
も
の
が
人
間
の
自
律
性
を
損
な
う
と
い
う
こ
と
で
、
カ
ン
ト
か
ら
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
に
至
る
時
期
に
そ
れ
が
放
逐
さ
れ
、
契
約
は
当
事
者
の
意
思
の
合
致
（
合
意
）
に
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
た

（
165
）

。
そ
れ
で
も
、
現

代
の
契
約
理
論
は
、
行
き
過
ぎ
た
個
別
の
意
思
の
探
求
を
反
省
し
、
意
思
の
形
成
に
は
社
会
通
念
な
ど
が
顧
慮
さ
れ
る
と
し
て
お
り
、
社

会
と
の
つ
な
が
り
（
い
わ
ゆ
る
契
約
の
社
会
化
）
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

（
166
）

。

現
在
、
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト

コ
ン
ト
ラ
ク
ト
、
人
工
知
能
な
ど
の
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
、
そ
の
他
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
、
人
間
の
自
律
的
な
判
断
部
分
を
デ
ー
タ
に
基

づ
く
機
械
の
判
断
に
置
き
換
え
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
関
与
し
な
い
ま
ま
契
約
が
締
結
さ
れ
る
と
か
、
機
械
の
動
作
に
よ
っ
て
契
約
が

成
立
す
る
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る

（
167
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
契

約
の
締
結
お
よ
び
実
行
が
自
動
化
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
契
約
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
、
契
約
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
っ
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
学
説
に
お
い
て
議
論
が
あ
り
、
見
解
が
分
か
れ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク

ト
に
向
け
ら
れ
る
批
判
は
、
そ
の
大
部
分
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
事
前
に
す
べ
て
の
物
事
が
決
定
さ
れ
、
事
後
的
に
人

の
判
断
を
入
れ
た
柔
軟
な
是
正
措
置
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
た
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
同
意
の
相
互
関
係
を
欠
く
ス
マ
ー
ト

コ
ン
ト
ラ
ク
ト
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
契
約
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
が
契
約
と
な

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
っ
た
点
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
、
単
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
ビ
ジ
ネ

ス
ル
ー
ル
に
す
ぎ
な
い
と
か
、
契
約
上
の
合
意
が
な
い
限
り
法
的
拘
束
力
は
な
い
と
考
え
る
者
も
い
る
。
ま
た
、
契
約
を
自
動
化
す
る
ス

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

八
一

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
は
法
的
介
入
の
た
め
の
端
緒
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
法
的
効
力
を
限
定

的
に
捉
え
る
者
も
い
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
締
結
お
よ
び
実
行
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
は
、
人
の

意
思
表
示
に
代
わ
り
得
る
表
現
形
式
で
あ
る
が
、
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
契
約
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
対
す
る
相
手
方
の
同
意

と
い
う
相
互
関
係
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律

構
成
、
す
な
わ
ち
、
同
意
理
論
は
有
用
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
168
）

。

前
述
し
た
よ
う
に
、
合
意
に
対
す
る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
は
、
当
事
者
を
対
立
構
造
で
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ

の
合
意
事
項
に
対
し
て
両
当
事
者
が
相
互
に
同
意
す
る
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依
拠
す
る

の
で
は
な
く
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
目
的
、
契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
も
考
慮
さ
れ
る
。
各
当

事
者
間
で
個
別
的
に
合
意
さ
れ
て
い
る
内
容
が
あ
っ
て
も
、
効
果
は
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
く
、
取
引
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な

包
括
的
な
同
意
か
ら
導
か
れ
る
効
果
が
規
範
的
に
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

今
日
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
今
日
、
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
私
法
上
の
契
約
に
該

当
す
る
か
否
か
は
場
合
に
よ
り
異
な
る
が
、
一
般
的
に
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う

（
169
）

。

ま
ず
、
当
事
者
間
に
契
約
に
相
当
す
る
合
意
が
あ
り
、
そ
れ
が
有
効
と
課
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
と
お
り
の
効
果
が
生
じ
る
。

そ
の
よ
う
な
効
果
意
思
の
合
致
は
、
多
く
の
場
合
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
ま
た
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
外
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
認
定

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
し
て
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
内
容
と
お
り
の
合
意
が
当
事
者
間
に
あ
れ
ば
、

そ
の
合
意
を
も
っ
て
契
約
が
成
立
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
り
契
約
の
執
行
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
契
約
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
コ
ー
ド
に
よ
り
プ
ロ
ク
ラ
ム
さ
れ
た
契
約
で
あ
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言

）
二
二
二
（
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し
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に
、
合
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に
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す
る
全
当
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者
の
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意
と
い
う
法
律
構
成
は
、
当
事
者
を
対
立
構
造
で
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ

の
合
意
事
項
に
対
し
て
両
当
事
者
が
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互
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意
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る
と
い
う
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方
を
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と
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る
も
の
で
あ
る
。
当
事
者
の
意
思
に
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で
は
な
く
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同
意
に
対
す
る
客
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的
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の
対
象
と
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て
、
契
約
の
目
的
、
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の
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、
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も
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も
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よ
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が
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に
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が
あ
り
、
そ
れ
が
有
効
と
課
さ
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る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
と
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の
効
果
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る
。
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の
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は
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多
く
の
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、
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テ
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ま
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の
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の
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で
あ
り
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れ
が
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こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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ト
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ト
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ト
と
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て
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
さ
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た
内
容
と
お
り
の
合
意
が
当
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間
に
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ば
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そ
の
合
意
を
も
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て
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立
し
、
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ト
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に
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り
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の
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が
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と
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う
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は
、
コ
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プ
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グ
ラ
ミ
ン
グ
言

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

八
二

語
で
書
か
れ
て
い
る
。
法
的
観
点
か
ら
み
る
と
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
そ
れ
自
体
漠
然
と
し
て
お
り
、
そ
の
契
約
か
ら
生
ず
る

当
事
者
の
債
務
や
契
約
の
拘
束
性
を
つ
か
む
の
は
容
易
で
な
い
。
こ
の
場
合
、
契
約
を
基
礎
づ
け
る
当
事
者
の
合
意
は
コ
ー
ド
の
外
に
存

在
し
、
当
事
者
は
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
も
の
以
外
の
何
か
に
合
意
し
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
170
）

。

こ
れ
に
対
し
、
当
事
者
間
に
上
記
の
よ
う
な
合
意
が
な
け
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
の
執
行
は
法
律
上
の
原
因
が

な
い
も
の
と
評
価
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
り
自
動
的
に
契
約

の
実
行
が
行
わ
れ
、
コ
ー
ド
の
破
損
や
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
ミ
ス
、
あ
る
い
は
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
法
侵
入
（
ハ
ッ
キ
ン
グ
）
な
ど
が
な
け

れ
ば
、
契
約
の
執
行
を
も
っ
て
当
事
者
間
に
契
約
が
成
立
し
、
同
時
に
履
行
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
う
な
る
と
、
問
題
は
、
当
事
者
間
で
合
意
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
し
て
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
条
件
の
解

釈
が
事
後
的
に
争
わ
れ
た
り
、
シ
ス
テ
ム
に
バ
グ
が
生
じ
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
事
後
的
に
紛
争
が
生
じ
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に

よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
裁
判
所
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
当
事
者
の
合
意
内
容
な

い
し
真
意
を
探
求
し
、
こ
れ
を
契
約
内
容
と
し
て
承
認
す
る
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
そ
の
責
任
の
所
在
等
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る

か
で
あ
る

（
171
）

。

ま
た
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
に
お
い
て
、
約
款
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
基
本
的
に
約
款
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
本
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
改
正
債
権
法
で
は
、
新
た
に
定
型
約
款
に
関
す
る
規
定
（
改
正
債
権
法
五
四
八
条
の
二
以
下
）
が

創
設
さ
れ
た

（
172
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
考
え
る
う
え
で
は
、
定
型
約
款
と
の
関
係
が
今
後
重
要
な
解
釈
上
の
一
つ
の
争
点
と
な
り
得

る
。

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

八
三

五
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
紛
争
処
理
機
能

１
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
の
最
適
化

今
日
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
呼
ば
れ
る
言
葉
が
、
各
種
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

通
じ
て
最
適
化
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
な
い
し
シ
ス
テ
ム
を
示
す
言
葉
と
し
て
、
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す

で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
日
常
生
活
に
お
い
て
は
、
モ
ノ
の
売
り
買
い
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
様
々
な
契
約
が
存
在
す

る
。
こ
れ
ら
契
約
の
多
く
は
口
頭
の
約
束
で
成
立
す
る
（
諾
成
契
約
）。
口
頭
の
約
束
で
は
、
契
約
内
容
に
つ
い
て
言
っ
た
・
言
わ
な
い
の

争
い
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
重
要
な
契
約
で
は
、
契
約
書
を
作
成
し
て
契
約
内
容
を
確
認
し
、
相
互
の
合
意
を

得
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
様
式
契
約
）。
し
か
し
、
書
面
に
よ
る
契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
書
か
れ
た
表
現
や
意
味
内
容
が
曖
昧
で
漠

然
と
し
て
い
れ
ば
、
解
釈
の
違
い
や
意
味
の
齟
齬
が
生
じ
、
紛
争
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
契
約
内
容
が
明
確
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
確
実
に
実
行
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
契
約
は
相
対
立
す
る
意
思
の
合
致
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
口
頭
や
書
面
の
い
ず
れ
に
よ

る
に
せ
よ
、
常
に
一
定
の
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
契
約
内

容
を
あ
ら
か
じ
め
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
て
お
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に

開
設
さ
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
定
め
ら
れ
た
契
約
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
、
自
動
的
に
取
引
が
行
わ
れ
る
仕
組
み
が
採
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
運
用
コ
ス
ト
の
削
減
、
お
よ
び
、
効
率
の
向
上
を
図
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
用

い
ら
れ
て
い
る

（
173
）

。
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八
四

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
契
約
締
結
に
至
る
手
続
の
煩
雑
さ
や
契
約
不
履
行
の
リ
ス
ク
を
解
消
す
る
た
め
、
契
約
の
締
結
や
契
約

内
容
の
執
行
が
自
動
化
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
解
釈
上
生
じ
う
る
問
題
を
情
報
技
術
で
回
避
し
、
契
約
の
最
適
化
を
図
る
た
め
に
考

案
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
る
。
最
近
で
は
、
自
律
的
な
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
介
し
た
契
約
の
効
力
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お

け
る
紛
争
解
決
機
能
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る

（
174
）

。

２
　
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
契
約
の
不
適
合
責
任

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
契
約
は
、
不
完
全
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
将
来
生
じ
る
で
あ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る
不
測
の
事
態
に
つ
い
て
、

当
事
者
は
そ
れ
を
予
見
で
き
な
い
か
、
ま
た
は
、
適
切
な
対
応
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

（
175
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
よ
り
機
械
化
さ
れ
た
自
動
契
約
で
あ
り
、
一
見
し
て
完
全
な
契
約
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク

ト
と
い
え
ど
も
、
不
完
全
性
と
ま
っ
た
く
無
縁
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
た
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
契
約
の
不
完
全
性
が
問
題
と

な
る
と
い
っ
て
も
、
通
常
の
契
約
に
お
け
る
不
完
全
性
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
め
ぐ
る
契
約
上
の
問
題
は
、
概
し
て
い
え
ば
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
契
約
条
件
、
基
盤
と
な
る
ス
マ
ー

ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
お
い
て
、
当
事
者
間
に
ど
の
よ
う
な
約
定
な
い
し
合
意
が
あ
る

の
か

（
176
）

、
ま
た
、
契
約
の
実
行
に
際
し
て
解
釈
上
の
疑
義
が
生
じ
た
り
、
コ
ー
ド
の
破
損
や
ハ
ッ
キ
ン
グ
に
よ
り
契
約
の
実
行
に
支
障
が
生

じ
た
場
合
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
当
事
者
は
ど
の
程
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
な
ど
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
で
あ
る
。
そ
の
際
、
紛
争

解
決
に
あ
た
り
、
裁
判
所
の
介
入
を
ど
こ
ま
で
許
し
、
事
後
的
な
契
約
内
容
の
変
更
を
ど
の
程
度
認
め
る
か
と
い
う
点
も
、
重
要
な
論
点

）
二
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

八
五

と
な
り
得
る

（
177
）

。

紛
争
の
最
終
的
解
決
は
、
従
来
、
裁
判
所
の
役
割
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
々
進
展
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
前
に
、
デ
ジ
タ
ル
化

さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
内
容
を
正
し
く
認
識
し
解
明
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
178
）

。
し
か
も
、
自

働
化
さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
契
約
で
は
、
裁
判
所
の
介
入
が
排
除
さ
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
法
的
観
点
か
ら
み
る
と
、

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
い
う
契
約
は
、
コ
ー
ド
に
よ
り
プ
ロ
ク
ラ
ム
さ
れ
た
契
約
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
漠
然
と
し
て
い
る
。
そ
の

契
約
か
ら
生
ず
る
当
事
者
の
債
務
や
契
約
の
拘
束
性
を
つ
か
む
の
は
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
な
い
と
い
え
よ
う
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
契
約
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
言
葉
の
解
釈
に
よ
る
誤
解
や
混
迷
と
い
っ
た
も
の
は
な

い
（
179
）

。
不
履
行
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
予
期
し
な
い
コ
ー
ド
の
破
損
や
各
コ
ー
ド
間
の
不
整
合
、
あ
る
い
は
、
シ
ス

テ
ム
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
不
法
侵
入
（
ハ
ッ
キ
ン
グ
）
が
原
因
で
あ
る

（
180
）

。
こ
の
よ
う
な
履
行
障
害
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
合
意
に
対
す

る
全
当
事
者
の
同
意
と
い
う
法
律
構
成
に
よ
り
、
問
題
の
所
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
を
対
立
構

造
で
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
合
意
事
項
に
対
し
て
両
当
事
者
が
相
互
に
同
意
す
る
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
同
意

に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
目
的
、
契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
を
考
慮
し
つ
つ
、
当
該
取
引
を
維
持
す
る
た

め
に
必
要
な
包
括
的
な
同
意
か
ら
導
か
れ
る
効
果
を
導
き
出
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

３
　
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
介
し
た
契
約
の
効
力

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
で
は
、
人
工
知
能
を
人
の
代
理
人
と
同
様
に
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
取
引
や
事
業
活
動
に

導
入
し
、
業
務
の
効
率
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
事
業
者
も
少
な
く
な
い
。
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
中
に
は
、
人
か
ら
指
示
を
与
え
ら
れ

）
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二
二
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六

な
く
て
も
独
自
で
物
を
考
え
、
業
務
を
展
開
し
て
い
く
自
律
的
な
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
も
開
発
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
利
用
者
の
意
思
に
沿
わ
な
い
法
律
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
場
合
や
誤
作
動
な
ど
に
よ
り
利
用
者
の
想
定
し
て
い
な

い
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
行
為
の
効
力
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
実
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
知

的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
法
的
地
位
の
取
り
扱
い
に
も
関
わ
り
、
意
思
表
示
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
の
か
、
代
理
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
に
よ
っ
て
、
問
題
の
処
理
の
仕
方
は
大
き
く
異
な
る
。

例
え
ば
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
利
用
者
Ａ
が
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
判
断
に
従
っ
て
、
あ
る
商
品
を
受
注
者
Ｂ
に
対
し
て
注
文
し
、

Ｂ
は
そ
の
注
文
を
受
諾
し
た
も
の
の
、
Ａ
は
そ
の
商
品
に
つ
い
て
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
注
文
し
た
数
量
を
購
入
す
る
意
思
は
な
か
っ
た

と
い
う
ケ
ー
ス
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
Ａ
は
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
行
っ
た
契
約
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
Ａ
が

こ
れ
を
追
認
す
る
こ
と
な
く
無
効
と
し
た
い
と
す
れ
ば
、
Ａ
は
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
発
注
し
た
数
量
を
注
文
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
主
張
し
、
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
錯
誤
と
い
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、
Ａ
の
思
い
違
い
は
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン

ト
が
自
分
の
予
想
す
る
範
囲
で
注
文
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
部
分
（
動
機
）
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
Ａ
の
錯
誤
は
売
る
・
買
う
と
い
っ
た
内

心
的
効
果
意
思
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
意
思
を
形
成
す
る
前
提
事
実
に
思
い
違
い
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
動

機
の
錯
誤
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
改
正
民
法
九
五
条
一
項
二
号
、
同
条
二
項
）。
動
機
は
相
手
方
に
は
分
か
り
づ
ら
く
、
こ
れ
が
相
手

方
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
こ
と
か
ら
、
動
機
の
錯
誤
を
理
由
に
意
思
表
示
を
取
り
消
し
、
当
該
契
約
の
無
効
を
認
め
る
こ
と
は
、

慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
法
は
、
動
機
が
相
手
方
に
表
示
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
動
機
が
な
け
れ
ば
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
を
相
手
方

が
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
そ
の
利
用
者
の
意
思
と
は
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
勝
手
に
契
約
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
問

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

八
七

題
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
例
で
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
そ
れ
ま
で
に
独
自
で
学
習
し
た
結
果
に
基
づ
い
て
、
Ａ
の

知
ら
な
い
間
に
、
勝
手
に
Ｂ
に
対
し
て
注
文
を
し
、
Ｂ
が
そ
の
注
文
に
対
し
受
諾
を
与
え
た
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ａ
の
意
思

表
示
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
契
約
成
立
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
当
事
者
の
「
意
思
表
示
の
合
致
」
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
契
約
が

成
立
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
間
で
取
引
が
継
続
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
取
引
に
際
し
、
Ａ
Ｂ
間
で
あ
ら
か
じ
め
合
意
し
て
い
た
Ｉ
Ｄ
や
パ

ス
ワ
ー
ド
を
使
っ
て
注
文
が
な
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
介
し
て
Ａ
Ｂ
間
に
売
買
契
約
が
成
立
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
、
無
権
代
理
で
は
あ
る
が
、
物
の
所
持
や
名
称
の
使
用
許
諾
に
よ
る
表
見
代
理
（
民
法
一
〇
九
条
）
ま
た
は
権
限
外
の
行
為

の
表
見
代
理
（
民
法
一
一
〇
条
）
が
成
立
す
る
と
し
て
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
行
っ
た
契
約
の
効
力
を
Ａ
Ｂ
間
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
行
為
を
不
法
行
為
責
任
に
引
き
付
け
て
議
論
す
る
場
合
に
は
、
事
理
弁
識
能
力
が
欠
け
る
未
成
年
者
の

場
合
の
監
督
義
務
者
の
責
任
（
民
法
七
一
二
条
条
、
七
一
四
条
）
に
準
じ
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
物
に
対
す
る
監
督
責
任
と
い
う
観
点
で
は
、
動
物
占
有
者
責
任
（
民
法
七
一
八
条
）
と
の
対
比
、
報
償
責
任
な
い
し
危
険
責

任
と
の
関
係
で
は
、
使
用
者
責
任
（
民
法
七
一
五
条
）
と
い
う
考
え
方
の
見
直
し
な
ど
も
、
検
討
の
視
野
に
入
っ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、

責
任
主
体
の
概
念
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

人
が
自
律
的
な
存
在
と
し
て
自
ら
の
選
択
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
、
我
々
の
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
制
度
の
基
本
的
な
部
分

で
あ
る
。
こ
の
選
択
は
、
私
法
の
領
域
で
は
、
意
思
の
自
律
と
私
的
自
治
の
原
則
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
や
ア
ル
ゴ
リ
ズ

ム
な
ど
を
介
し
て
動
作
す
る
自
律
的
な
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
人
の
選
択
に
取
っ
て
代
わ
る
新
し
い
時
代
の
到
来
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い

）
二
二
二
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八
七

題
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
例
で
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
そ
れ
ま
で
に
独
自
で
学
習
し
た
結
果
に
基
づ
い
て
、
Ａ
の

知
ら
な
い
間
に
、
勝
手
に
Ｂ
に
対
し
て
注
文
を
し
、
Ｂ
が
そ
の
注
文
に
対
し
受
諾
を
与
え
た
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ａ
の
意
思

表
示
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
契
約
成
立
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
当
事
者
の
「
意
思
表
示
の
合
致
」
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
契
約
が

成
立
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
間
で
取
引
が
継
続
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
取
引
に
際
し
、
Ａ
Ｂ
間
で
あ
ら
か
じ
め
合
意
し
て
い
た
Ｉ
Ｄ
や
パ

ス
ワ
ー
ド
を
使
っ
て
注
文
が
な
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
介
し
て
Ａ
Ｂ
間
に
売
買
契
約
が
成
立
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
、
無
権
代
理
で
は
あ
る
が
、
物
の
所
持
や
名
称
の
使
用
許
諾
に
よ
る
表
見
代
理
（
民
法
一
〇
九
条
）
ま
た
は
権
限
外
の
行
為

の
表
見
代
理
（
民
法
一
一
〇
条
）
が
成
立
す
る
と
し
て
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
行
っ
た
契
約
の
効
力
を
Ａ
Ｂ
間
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
行
為
を
不
法
行
為
責
任
に
引
き
付
け
て
議
論
す
る
場
合
に
は
、
事
理
弁
識
能
力
が
欠
け
る
未
成
年
者
の

場
合
の
監
督
義
務
者
の
責
任
（
民
法
七
一
二
条
条
、
七
一
四
条
）
に
準
じ
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
物
に
対
す
る
監
督
責
任
と
い
う
観
点
で
は
、
動
物
占
有
者
責
任
（
民
法
七
一
八
条
）
と
の
対
比
、
報
償
責
任
な
い
し
危
険
責

任
と
の
関
係
で
は
、
使
用
者
責
任
（
民
法
七
一
五
条
）
と
い
う
考
え
方
の
見
直
し
な
ど
も
、
検
討
の
視
野
に
入
っ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、

責
任
主
体
の
概
念
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

人
が
自
律
的
な
存
在
と
し
て
自
ら
の
選
択
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
、
我
々
の
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
制
度
の
基
本
的
な
部
分

で
あ
る
。
こ
の
選
択
は
、
私
法
の
領
域
で
は
、
意
思
の
自
律
と
私
的
自
治
の
原
則
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
や
ア
ル
ゴ
リ
ズ

ム
な
ど
を
介
し
て
動
作
す
る
自
律
的
な
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
人
の
選
択
に
取
っ
て
代
わ
る
新
し
い
時
代
の
到
来
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い

）
二
二
二
（
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八
十
六
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第
二
・
三
号
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二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

八
八

る
。
現
代
社
会
に
お
け
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
人
工
知
能
の
普
及
を
考
え
る
と
、
個
人
、
企
業
、
お
よ
び
国
が
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
使
用

に
関
す
る
法
的
お
よ
び
倫
理
的
な
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
は
急
務
の
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

４
　
履�

行
障
害
と
損
害
賠
償
、
原
状
回
復�

─
契
約
上
の
連
帯
か
ら
デ
ジ
タ
ル
連
帯
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
の
当
事
者
間
に
生
じ
た
不
利
益
な
い
し
損
害
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
損
害
賠
償
あ
る
い
は
原
状

回
復
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
、
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
よ
る
救
済
が
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
わ
け
で
は

な
い

（
181
）

。
損
害
賠
償
に
よ
る
と
し
て
も
、
こ
の
賠
償
は
信
頼
利
益
の
賠
償
ま
た
は
履
行
利
益
の
賠
償
の
ど
れ
に
よ
る
の
か
、
ま
た
、
原
状
回

復
に
よ
る
と
し
て
、
当
事
者
の
一
方
が
不
当
に
得
た
利
益
を
吐
き
出
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
か
ど
う
か
な
ど
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
決
策

を
規
範
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
解
決
に
至
る
道
の
り
は
決
し
て
平
坦
で
は
な
い

（
182
）

。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
、
予
期
し
な
い
コ
ー
ド
の
破
損
や
各
コ
ー
ド
間
の
不
整
合
、
あ
る
い
は
、
シ
ス
テ
ム
や
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
へ
の
不
法
侵
入
か
ら
契
約
の
履
行
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
履
行
障
害
は
、
通
常
、
損
害
賠
償

あ
る
い
は
原
状
回
復
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
、
確
固
た
る
定
説
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
損
害
賠

償
に
よ
る
と
し
た
場
合
、
一
般
に
、
そ
の
賠
償
は
、
履
行
利
益
の
賠
償
で
も
な
け
れ
ば
、
利
益
の
吐
き
出
し
的
な
損
害
の
賠
償
で
も
な
く
、

コ
ー
ド
の
破
損
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
相
互
関
係
の
齟
齬
が
発
生
す
る
前
の
元
の
状
態
に
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
信
頼
利
益
の
賠
償
と
い

わ
れ
る

（
183
）

。
た
だ
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
損
害
を
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
い
か
に
負
担
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
。

）
二
二
六
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

八
九

損
害
賠
償
や
原
状
回
復
と
い
っ
た
解
決
以
外
に
は
、
別
の
可
能
な
解
決
策
と
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
が
紛
争
解
決
の
た
め
の
基

金
を
提
供
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

（
184
）

。
こ
れ
は
、
各
参
加
者
が
取
引
履
歴
の
検
証
と
認
証
に
あ
た
り
一
定
額
の
ト
ー
ク
ン
（
仮
想
通
貨
な

ど
）
を
提
供
し
、
契
約
上
の
損
害
を
補
償
す
る
た
め
に
使
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
解
決
策
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ

ク
ト
を
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
契
約
の
観
点
か
ら
読
み
直
し
て
修
正
を
加
え
、
妥
当
な
結
果
に
導
く
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

（
185
）

。
前
者
は
、

コ
ー
ド
の
破
壊
や
不
一
致
あ
る
い
は
ハ
ッ
ク
な
ど
の
結
果
と
し
て
、
仮
想
通
貨
を
失
っ
た
ユ
ー
ザ
ー
の
救
済
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

か
ら
自
動
車
保
険
に
似
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
従
来
の
合
意
に
よ
る
「
契
約
上
の
連
帯
」（contractual solidarity

）
か
ら
「
デ
ジ
タ

ル
連
帯
」（digital solidality

）
へ
の
移
行
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
186
）

。
後
者
は
、
当
初
意
図
さ
れ
た
結
果
を
回
復
す
る
た
め
に
、

親
文
書
や
他
の
類
似
す
る
契
約
を
参
考
に
入
れ
て
当
事
者
の
合
理
的
な
意
思
解
釈
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
契
約
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
構
造
は

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
外
の
法
的
手
段
に
依
拠
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
裁
判
所
に
よ
る
紛
争
解
決
が
予
定
さ
れ
て
い

る
（
187
）

。ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
構
成
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
は
、
契
約
ま
た
は
不
法
行
為
か
ら
生
じ
る
法
的
責
任
に
つ
い
て
、
紛
争
解

決
の
た
め
の
損
害
賠
償
や
利
用
停
止
な
ど
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る

（
188
）

。
こ
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
最
近
で
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
紛
争
解
決
処
理
と
し
て
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
議
論
さ
れ
て
い

る
（
189
）

。紛
争
の
最
終
的
解
決
は
、
本
来
、
裁
判
所
の
役
割
と
さ
れ
て
き
た
が
、
日
々
進
展
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
下
で
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ

ク
ト
に
関
す
る
紛
争
の
実
態
を
正
し
く
認
識
し
、
解
明
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
難
し
い
。
契
約
の
形
成
・
執
行
が
自
働
化
さ
れ
た
ス
マ
ー

ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
は
、
裁
判
官
や
仲
裁
人
な
ど
の
高
度
な
専
門
知
識
を
必
然
的
に
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
事
前
の
約
束
と
同

）
二
二
二
（
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八
九

損
害
賠
償
や
原
状
回
復
と
い
っ
た
解
決
以
外
に
は
、
別
の
可
能
な
解
決
策
と
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
者
が
紛
争
解
決
の
た
め
の
基

金
を
提
供
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

（
184
）

。
こ
れ
は
、
各
参
加
者
が
取
引
履
歴
の
検
証
と
認
証
に
あ
た
り
一
定
額
の
ト
ー
ク
ン
（
仮
想
通
貨
な

ど
）
を
提
供
し
、
契
約
上
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損
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を
補
償
す
る
た
め
に
使
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
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つ
の
解
決
策
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ

ク
ト
を
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
契
約
の
観
点
か
ら
読
み
直
し
て
修
正
を
加
え
、
妥
当
な
結
果
に
導
く
と
い
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こ
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が
考
え
ら
れ
る
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185
）
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は
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コ
ー
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仮
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ユ
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ザ
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さ
れ
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）
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「
デ
ジ
タ

ル
連
帯
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で
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る

（
186
）

。
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入
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。
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ハ
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す
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裁
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い
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（
187
）
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マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
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損
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）
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れ
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近
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を
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認
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解
明
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は
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極
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い
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の
形
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が
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化
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た
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は
、
裁
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や
仲
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人
な
ど
の
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な
専
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知
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要
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九
〇

意
の
名
の
も
と
に
裁
判
所
の
介
入
が
排
除
さ
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る

（
190
）

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
の
解
決
策
は
、
ま
だ
議
論
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
明
確
で
は
な
い
。
契
約
上
の
債
務
の
履
行
に
関
す
る
紛

争
や
契
約
そ
の
も
の
を
修
正
す
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
が
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
紛
争
解
決
機
能
を
備
え

た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
従
来
の
裁
判
所
に
よ
る
伝
統
的
な
紛
争
解
決
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五
　
結

　
語

本
稿
は
、
現
代
社
会
で
注
目
さ
れ
て
い
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴
、
そ
の
法
的
性
質

を
分
析
し
な
が
ら
、
契
約
法
的
側
面
か
ら
、
そ
の
意
義
、
問
題
点
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
当
事
者
双
方
の
意
思
を
規
律
す
る
こ
と
は
法
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
の
か
、
こ
れ
に
よ
っ
て
何
が
起
き

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
を
既
存
の
法
体
系
の
中
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
行
く
の
か
と
い
っ
た
問
題
点
に
つ
い
て
、
そ
の
論
点

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
日
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
呼
ば
れ
る
言
葉
が
、
各
種
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

通
じ
て
最
適
化
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
な
い
し
シ
ス
テ
ム
を
示
す
言
葉
と
し
て
、
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト

コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
契
約
の
形
成
や
執
行
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
広
義
で
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
装
備
さ
れ
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

に
よ
る
契
約
の
自
動
化
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
よ
る
分
散
型
台
帳
の
記
録
保
存
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
た
各
種
の
モ
ノ

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
一

や
サ
ー
ビ
ス
の
デ
ジ
タ
ル
相
互
接
続
な
ど
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
特
定
の
契
約
を
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
上
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
、
一
定
の
条
件
に
合
致
し
た
と
き
は
、
価
値
あ
る
デ
ジ
タ
ル
情
報
で
取
引
が
で
き
る
よ
う
に
コ
ー
ド

化
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
い
う
ス
マ
ー
ト
は
、
ま
さ
に
各
種
の
モ
ノ
や
情
報
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ

れ
、
そ
れ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
さ
れ
て
い
る
状
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
の
形
で
存
在
し
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
契
約
条
件
に
基
づ
い
て
実
行
さ
れ
る
と
い
う

点
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
契
約
成
立
の
基
礎
を
当
事
者
間
の
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
で
は
な
く
、

契
約
の
締
結
お
よ
び
実
行
が
人
間
の
関
与
な
し
に
自
動
化
さ
れ
て
い
る
点
、
そ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
コ
ー
ド
を
通
じ
て
表
現
す
る
点
で
、

従
来
の
契
約
理
論
に
対
し
て
静
か
な
革
命
を
起
こ
し
つ
つ
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
既
存
の
法
的
枠
組
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込

む
の
か
、
当
事
者
間
の
自
律
に
委
ね
る
の
か
ど
う
か
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
性
を
踏
ま
え
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
コ
ー
ド
な
ど

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
む
シ
ス
テ
ム
全
体
の
構
造
、
あ
る
い
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
基
盤
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
の
仕
組
み
な
ど
を
踏
ま
え
て
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
律
構
成
を
考
え
る
う
え
で
は
、
合
意
に
対
す
る
参
加
者
全
員
の
同
意
と
い
う

理
論
構
成
が
有
用
で
あ
る
こ
と
、
契
約
不
適
合
責
任
が
生
じ
た
場
合
の
責
任
も
ま
た
、
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
い

た
。
合
意
に
対
す
る
参
加
者
全
員
の
同
意
と
い
う
理
論
構
成
は
、
従
来
の
二
当
事
者
間
契
約
の
原
則
を
前
提
に
し
た
契
約
理
論
で
は
多
角

取
引
の
問
題
解
決
と
し
て
限
界
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
各
当
事
者
間
の
関
係
を
個
別
契
約
の
連
鎖
（
い

わ
ば
線
）
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
全
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
（
い
わ
ば
面
）
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
へ
転
換
す
る
も
の
で
あ
る
。

）
二
二
二
（
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九
二

換
言
す
れ
ば
、
当
事
者
を
対
立
構
造
で
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
合
意
事
項
に
対
し
て
両
当
事
者
が
相
互
に
同
意
す
る
と
い
う
考

え
方
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
合
意
に
対
す
る
参
加
者
全
員
の
同
意
と
い
う
理
論
構
成
で
は
、
す
べ
て
の
当
事
者
が
合
意
事
項
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
り

そ
の
法
的
効
果
を
承
認
す
る
こ
と
か
ら
、
合
意
事
項
の
確
定
は
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
り
、
同
意
に
よ
り
合
意
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
が

付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
合
意
事
項
の
確
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
同
意
に
対
す
る
客
観

的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
目
的
、
契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
も
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
合
意
の
適
法
性
の
評
価
は
、

契
約
解
釈
と
し
て
、
同
意
の
中
に
内
在
的
に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
を
通
じ
て
合
意
内
容
を
修
正

的
に
確
定
す
る
こ
と
も
生
じ
う
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
と
異
な
る
結
果
が
導
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

わ
が
国
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
い
う
技
術
を
用
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
記
録
・
保
持
さ
れ
る
分
散
台
帳
に
つ
い
て
、
取
引
参

加
者
全
員
が
合
意
し
て
い
る
仕
組
み
が
取
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
合
意
が
一
種
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
な
っ
て
シ
ス
テ
ム
全
体
を
支
え
て

い
る
か
ら
、
そ
の
取
引
上
の
ル
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
合
意
に
対
す
る
参
加
者
全
員
の
同
意
と
い
う
理
論
構
成
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と

し
て
、
契
約
の
目
的
、
契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
も
考
慮
さ
れ
る
。
合
意
の
適
法
性
の
評
価
は
、
契
約
解
釈
と
し
て
、
同
意
の
中

に
内
在
的
に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
を
通
じ
て
合
意
内
容
を
修
正
的
に
確
定
す
る
こ
と
も
生
じ
る
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
と
異
な
る
結
果
が
導
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
従
っ
て
、
各
当
事
者
間
で
個
別
的
に
合
意
さ
れ
て

い
る
内
容
が
あ
っ
て
も
、
効
果
は
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
く
、
取
引
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
包
括
的
な
同
意
か
ら
導
か
れ
る
効

果
が
規
範
的
に
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
契
約
の
目
的
に
合
致
す
る
限
り
、
契
約
当
事
者
が
誰
で
あ
る
か
を
最
初
か
ら
固
定
す

）
二
五
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
三

る
必
要
は
な
い
。
取
引
の
必
要
や
拡
大
に
よ
り
、
後
か
ら
取
引
参
加
者
を
含
め
て
多
数
当
事
者
間
契
約
は
拡
大
す
る
余
地
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
分
析
は
、
合
意
の
概
念
や
約
束
の
相
互
交
換
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
む
シ
ス
テ
ム
全
体
の
構
造
を
踏
ま
え
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
紛
争
解
決
は
、
従

来
の
合
意
を
前
提
と
し
た
個
別
具
体
的
な
損
害
賠
償
や
原
状
回
復
か
ら
、
契
約
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
前
提
と
し
た
「
デ
ジ
タ
ル
連
帯
」
へ

の
移
行
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
指
針
と
な
り
得
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

法
が
社
会
の
変
容
に
的
確
に
対
応
す
る
に
は
、
ま
ず
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
が
ど
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
を

正
し
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
が
現
在
の
法
的
枠
組
の
中
で
処
理
で
き
る
か
ど
う
か
、

ま
ず
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
法
が
変
革
を
迫
ら
れ
て
い
る
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
り
、
将
来
へ
の

対
応
が
可
能
と
な
る
と
い
え
よ
う
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
を
迎
え
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
策
は
、
ま
だ
議
論
が
始
ま
っ
た
ば

か
り
で
明
確
で
は
な
い
。
契
約
上
の
債
務
の
履
行
に
関
す
る
紛
争
や
契
約
そ
の
も
の
を
修
正
す
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
理

論
的
根
拠
を
示
す
こ
と
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
三

る
必
要
は
な
い
。
取
引
の
必
要
や
拡
大
に
よ
り
、
後
か
ら
取
引
参
加
者
を
含
め
て
多
数
当
事
者
間
契
約
は
拡
大
す
る
余
地
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
分
析
は
、
合
意
の
概
念
や
約
束
の
相
互
交
換
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
む
シ
ス
テ
ム
全
体
の
構
造
を
踏
ま
え
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
紛
争
解
決
は
、
従

来
の
合
意
を
前
提
と
し
た
個
別
具
体
的
な
損
害
賠
償
や
原
状
回
復
か
ら
、
契
約
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
前
提
と
し
た
「
デ
ジ
タ
ル
連
帯
」
へ

の
移
行
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
指
針
と
な
り
得
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

法
が
社
会
の
変
容
に
的
確
に
対
応
す
る
に
は
、
ま
ず
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
が
ど
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
を

正
し
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
が
現
在
の
法
的
枠
組
の
中
で
処
理
で
き
る
か
ど
う
か
、

ま
ず
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
法
が
変
革
を
迫
ら
れ
て
い
る
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
り
、
将
来
へ
の

対
応
が
可
能
と
な
る
と
い
え
よ
う
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
を
迎
え
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
策
は
、
ま
だ
議
論
が
始
ま
っ
た
ば

か
り
で
明
確
で
は
な
い
。
契
約
上
の
債
務
の
履
行
に
関
す
る
紛
争
や
契
約
そ
の
も
の
を
修
正
す
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
理

論
的
根
拠
を
示
す
こ
と
が
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
時
代
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

九
四

A
N

D
 S

M
A

R
T

 C
O

N
T

R
A

C
T

S
 R

E
V

O
L

U
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N
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E
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（2017

）. 

わ
が
国
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
の
関
連
で
、
技
術
的

側
面
か
ら
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
加
藤
長
門
ほ
か
『
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
開
発
』（
マ
イ
ナ
ビ
、

二
〇
一
九
年
）
二
頁
以
下
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ベ
イ
ス
株
式
会
社
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
し
く
み
と
開
発
が
こ
れ
１
冊
で
し
っ
か
り
わ
か
る
教
科

書
』（
技
術
評
論
社
、
二
〇
一
九
年
）
一
七
三
頁
以
下
、
森
川
夢
佑
斗
『
こ
れ
か
ら
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ビ
ジ
ネ
ス
』（
Ｍ
ｄ
Ｎ
、
二
〇
一
八
年
）

三
〇
頁
以
下
、
鳥
谷
部
昭
寛
ほ
か
『
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
本
格
入
門
』（
技
術
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
）
六
八
頁
以
下
、
赤
羽
喜
治
「
分
散
台

帳
技
術
と
は
何
か
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
四
頁
以
下
、
翁
百
合
ほ
か
編
著
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
未
来
』（
日
本
経
済

新
聞
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
五
四
頁
、
一
九
七
頁
以
下
［
柳
川
範
之
］、
二
〇
七
頁
以
下
［
増
島
雅
和
］、
ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』（
日
経
Ｐ
Ｂ
社
、
二
〇
一
六
年
）
一
八
頁
、
二
五
二
頁
以
下
な
ど
。

（
2
） 

柳
川
範
之
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
は
ど
の
よ
う
な
応
用
可
能
性
が
あ
る
の
か
」
翁
ほ
か
・
前
掲
注（
１
）一
四
五
頁
以
下
、
一
六
三
頁
。

（
3
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』・
前
掲
注（
１
）二
〇
八
頁
以
下
。S
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（
4
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赤
羽
善
治
・
愛
敬
真
生
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
仕
組
み
と
理
論
［
増
補
改
訂
版
］』（
リ
ッ
ク
テ
レ
コ
ム
、
二
〇
一
九
年
）
三
六
頁
以
下
、
コ
ン

セ
ン
サ
ス
・
ベ
イ
ス
株
式
会
社
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
し
く
み
と
開
発
が
こ
れ
一
冊
で
し
っ
か
り
わ
か
る
教
科
書
』（
技
術
評
論
社
、
二
〇
一
九

年
）
一
〇
頁
以
下
、
森
川
・
前
掲
注（
１
）一
二
頁
以
下
、
ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』・
前
掲
注（
４
）二
頁
以
下
、

リ
テ
シ
ュ
・
モ
デ
ィ
／
花
村
直
親
ほ
か
訳
『S
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プ
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グ
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：
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ェ
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ン
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ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
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ト
開
発
入
門
』（
講
談
社
、

二
〇
一
九
年
）
二
頁
以
下
な
ど
。
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な
ど
。
現
代
の
企
業
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
、

ア
マ
ゾ
ン
（A

m
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）
や
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
（W

alm
art

）
な
ど
の
大
企
業
は
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い
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art E

ra: T
h

e Im
plication

s of B
lockch

ain
 an

d
 D

ecen
tralized

 A
u

ton
om

ou
s O

rgan
ization

s for 

C
on

tractin
g an

d
 C

orporate G
overn

an
ce, 

［2019

］ A
cadem

y of M
anagem

ent P
erspectives 36. 

な
お
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
誕
生
と
そ
の

中
核
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
の
関
係
に
つ
き
、P

E
D

R
O

 F
R

A
N

C
O

, U
N

D
E

R
S

T
A

N
D

IN
G

 B
IT

C
O

IN
: C

R
Y

P
T

O
G

R
A

P
H

Y
, 

E
N

G
IN

E
E

R
IN

G
, A

N
D

 E
C

O
N

O
M

IE
S

, W
iley 2015, pp.95-122, 161-169

参
照
。

（
5
） 

Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
『
未
来
Ｉ
Ｔ
図
解
こ
れ
か
ら
の
Ｉ
ｏ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
』（
Ｍ
ｄ
Ｎ
、
二
〇
一
八
年
）
一
二
頁
以
下
、
高
橋
郁
夫
ほ
か
編

著
『
デ
ジ
タ
ル
法
務
の
実
務
Ｑ
＆
Ａ
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
二
八
三
頁
以
下
、
福
岡
真
之
介
編
『
Ｉ
ｏ
Ｔ
・
Ａ
Ｉ
の
法
律
と
戦
略
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
一
七
年
）
二
頁
以
下
、
八
子
知
礼
編
著
『
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
基
本
・
仕
組
み
・
重
要
事
項
が
全
部
わ
か
る
教
科
書
』（S

B
 C

reative

、

二
〇
一
七
年
）
二
頁
以
下
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
検
定
ユ
ー
ザ
ー
教
育
推
進
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
『
図
解
戦
力 

Ｉ
ｏ
Ｔ
の
し
く
み
と
技
術
が
こ
れ
１
冊
で

し
っ
か
り
わ
か
る
教
科
書
』（
技
術
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）
二
〇
頁
以
下
、
Ｄ
Ｉ
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
編
集
部
編

『
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
衝
撃
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
一
六
年
）
一
〇
頁
以
下
な
ど
。
欧
語
文
献
に
つ
き
、JA

M
E

S
 A

. C
O

X
 A

N
D

 M
A

R
K

 W
. 

R
A

U
S

M
U

S
S

E
N

 

（eds.

）, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 F

O
R

 B
U

S
IN

E
S

S
 L

A
W

Y
E

R
S

, S
cience &

 T
echnology L

aw
 2019, 1 ff.; M

IC
H

E
L

E
 

F
IN

C
K

, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 R

E
G

U
L

A
T

IO
N

 A
N

D
 G

O
V

E
R

N
A

N
C

E
 IN

 E
U

R
O

P
E

, C
am

bridge U
niversity P

ress 2019, 1 ff.: 

K
E

V
IN

 W
E

R
B

A
C

H
, T

H
E

 B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 A

N
D

 T
H

E
 N

E
W

 A
R

C
H

IT
E

C
H

T
U

R
E

 O
F

 T
R

U
S

T
, M

IT
 P

ress 2018, 71 ff.

な
ど
。

（
6
） A

nthony J. B
ellia, C

on
tractin

g w
ith

 E
lectron

ic A
gen

ts, 50 E
m

ory L
. J. 1047, 1058 

（2001

）; Jeffrey L
ipshaw

, T
h

e 

P
ersisten

ce of “D
u

m
b” C

on
tracts,” 2 S

tanford J. of B
lockchain L

aw
 &

 P
olicy 5 

（2019

）.

（
7
） 

福
岡
編
・
前
掲
注（
５
）二
一
頁
以
下
。

（
8
） F

ahrshad G
hodoosi, D

igital S
olid

arity: C
on

tractin
g in

 th
e A

ge of S
m

art C
on

tracts, 29 ff., available at https://ssrn.com
/

）
二
五
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
五

P
acket 2018. 9-42; V

alentina G
atteschi, et al., T

ech
n

ology of S
m

art C
on

tracts, in T
H

E
 C

A
M

B
R

ID
G

E
 H

A
N

D
B

O
O

K
 O

F
 

S
M

A
R

T
 C

O
N

T
R

A
C

T
S

, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 A

N
D

 D
IG

IT
A

L
 P

L
A

T
F

O
R

M
S

, edited by L
A

R
R

Y
 A

. 

D
IM

A
T

T
E

O
, et al., C

am
bridge U

niversity P
ress 2020, p.37 

な
ど
。
現
代
の
企
業
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
、

ア
マ
ゾ
ン
（A

m
azon

）
や
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
（W

alm
art

）
な
ど
の
大
企
業
は
こ
の
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
採
用
し
て
い
る
。A

lex M
urray et 

al., C
on

tractin
g in

 th
e S

m
art E

ra: T
h

e Im
plication

s of B
lockch

ain
 an

d
 D

ecen
tralized

 A
u

ton
om

ou
s O

rgan
ization

s for 

C
on

tractin
g an

d
 C

orporate G
overn

an
ce, 

［2019

］ A
cadem

y of M
anagem

ent P
erspectives 36. 

な
お
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
誕
生
と
そ
の

中
核
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
の
関
係
に
つ
き
、P

E
D

R
O

 F
R

A
N

C
O

, U
N

D
E

R
S

T
A

N
D

IN
G

 B
IT

C
O

IN
: C

R
Y

P
T

O
G

R
A

P
H

Y
, 

E
N

G
IN

E
E

R
IN

G
, A

N
D

 E
C

O
N

O
M

IE
S

, W
iley 2015, pp.95-122, 161-169

参
照
。

（
5
） 

Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
『
未
来
Ｉ
Ｔ
図
解
こ
れ
か
ら
の
Ｉ
ｏ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
』（
Ｍ
ｄ
Ｎ
、
二
〇
一
八
年
）
一
二
頁
以
下
、
高
橋
郁
夫
ほ
か
編

著
『
デ
ジ
タ
ル
法
務
の
実
務
Ｑ
＆
Ａ
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
二
八
三
頁
以
下
、
福
岡
真
之
介
編
『
Ｉ
ｏ
Ｔ
・
Ａ
Ｉ
の
法
律
と
戦
略
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
一
七
年
）
二
頁
以
下
、
八
子
知
礼
編
著
『
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
基
本
・
仕
組
み
・
重
要
事
項
が
全
部
わ
か
る
教
科
書
』（S

B
 C

reative

、

二
〇
一
七
年
）
二
頁
以
下
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
検
定
ユ
ー
ザ
ー
教
育
推
進
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
『
図
解
戦
力 

Ｉ
ｏ
Ｔ
の
し
く
み
と
技
術
が
こ
れ
１
冊
で

し
っ
か
り
わ
か
る
教
科
書
』（
技
術
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）
二
〇
頁
以
下
、
Ｄ
Ｉ
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
編
集
部
編

『
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
衝
撃
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
一
六
年
）
一
〇
頁
以
下
な
ど
。
欧
語
文
献
に
つ
き
、JA

M
E

S
 A

. C
O

X
 A

N
D

 M
A

R
K

 W
. 

R
A

U
S

M
U

S
S

E
N

 

（eds.

）, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 F

O
R

 B
U

S
IN

E
S

S
 L

A
W

Y
E

R
S

, S
cience &

 T
echnology L

aw
 2019, 1 ff.; M

IC
H

E
L

E
 

F
IN

C
K

, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 R

E
G

U
L

A
T

IO
N

 A
N

D
 G

O
V

E
R

N
A

N
C

E
 IN

 E
U

R
O

P
E

, C
am

bridge U
niversity P

ress 2019, 1 ff.: 

K
E

V
IN

 W
E

R
B

A
C

H
, T

H
E

 B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 A

N
D

 T
H

E
 N

E
W

 A
R

C
H

IT
E

C
H

T
U

R
E

 O
F

 T
R

U
S

T
, M

IT
 P

ress 2018, 71 ff.

な
ど
。

（
6
） A

nthony J. B
ellia, C

on
tractin

g w
ith

 E
lectron

ic A
gen

ts, 50 E
m

ory L
. J. 1047, 1058 

（2001

）; Jeffrey L
ipshaw

, T
h

e 

P
ersisten

ce of “D
u

m
b” C

on
tracts,” 2 S

tanford J. of B
lockchain L

aw
 &

 P
olicy 5 

（2019

）.

（
7
） 

福
岡
編
・
前
掲
注（
５
）二
一
頁
以
下
。

（
8
） F

ahrshad G
hodoosi, D

igital S
olid

arity: C
on

tractin
g in

 th
e A

ge of S
m

art C
on

tracts, 29 ff., available at https://ssrn.com
/

）
二
五
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

九
六

abstract=3449674 

（2019

）. 
（
9
） A

dam
 K

olber, N
ot-S

o-S
m

art B
lockch

ain
 C

on
tracts an

d
 A

rtifi
cial R

espon
sibility, 21 S

tan. T
ech. L

. R
ev. 198, 221-222 

（2019
）. 

（
10
） D

aniel M
arkovits, C

on
tract an

d
 C

ollaboration, 113 Y
ale L

. J. 1417, 1419 

（2003

）.

（
11
） R

ohr, su
pra note 1, at 72.

（
12
） A

lan M
cquinn &

 D
aniel C

astro, A
 P

olicym
aker’s G

u
id

e to B
lockch

ain, Inform
ation T

echnology &
 Innovation F

oundation, 

A
pril 2019, 24.

（
13
） K

aren L
evy, B

ook-S
m

art, N
ot S

treet-S
m

art: B
lockch

ain
-B

ased
 S

m
art C

on
tracts an

d
 th

e S
ocial W

orkin
gs of L

aw
, 3 

E
ngaging S

cience T
echnology, and S

ociety 1 

（2017

）.

（
14
） C

hunlin L
eonhard, T

h
e U

n
bearable L

igh
tn

ess of C
on

sen
t in

 C
on

tract L
aw

, 63 C
ase W

. R
es. L

. R
ev. 57 

（2012

）; G
regory 

K
lass, E

m
piricism

 an
d

 P
rivacy P

olicies in
 th

e R
estatem

en
t of C

on
su

m
er C

on
tract L

aw
, 36 Y

ale J. O
n R

eg. 45, 57. 

（2019

）.

（
15
） L

eonhard, su
pra note 14, at 57; R

andy E
. B

arnett, C
on

tract is N
ot P

rom
ise; C

on
tracts Is C

on
sen

t, in P
H

IL
O

S
O

P
H

IC
A

L
 

F
O

U
N

D
A

T
IO

N
S

 O
F

 C
O

N
T

R
A

C
T

 L
A

W
, edited by G

R
E

G
O

R
Y

 K
L

A
S

S
 et al., O

xford U
niversity P

ress, 2014, p. 42. 

契
約
は

単
な
る
約
束
で
は
な
く
、
相
対
立
す
る
意
思
表
示
の
合
致
で
あ
り
、
義
務
の
履
行
に
関
し
て
法
的
責
任
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。

（
16
） T

em
plin, su

pra note 1, at 958-962; A
rcari, su

pra note 1, at 370-372; R
ohr, su

pra note 1, at 73-74; M
ark V

erstraete, T
h

e 

S
takes of S

m
art C

on
tracs, 50 L

oy. U
. C

hi. L
. J. 743, 746-757, 778-780 

（2019

）; M
aren W

oebbeking, T
h

e Im
pact of S

m
art 

C
on

tracts on
 T

rad
ition

al C
on

cepts of C
on

tract law
, 10 J. Intell. P

rop. Infa. T
ech. &

 E
lec. C

on. L
. 105, 106 

（2019

）
な
ど
。
わ

が
国
で
は
、
増
島
雅
和
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
側
面
に
つ
い
て
」
翁
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
１
）二
〇
七
頁
以
下
［
増
島
①
］、
同
「
ブ

ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
を
用
い
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
検
討
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
九
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
八
頁
以
下
［
増
島
②
］、
倉
橋
雄

作
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
法
的
分
析
と
実
務
対
応
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
二
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
八
六
頁
、
木
下
信
行
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク

ト
に
つ
い
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
一
〇
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
頁
、
木
村
真
生
子
「
Ａ
Ｉ
と
契
約
」
弥
永
真
生
・
宍
戸
常
寿
編
『
ロ
ボ
ッ
ト
・
Ａ
Ｉ
と

）
二
五
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
七

法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
一
三
一
頁
以
下
な
ど
。

（
17
） 

増
島
・
前
掲
注（
16
）［
増
島
①
］
二
〇
八
頁
以
下
、
小
出
篤
「
分
散
台
帳
技
術
と
法
制
度
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
一

頁
以
下
、
二
六
─
二
七
頁
、
森
剛
敏
＝
上
田
綾
乃
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
お
け
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
可
能
性
と
課
題
」
金
融
財
政

事
情
六
八
巻
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
〇
頁
以
下
、
橘
大
地
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
時
代
に
お
け
る
裁
判
以
外
の
紛
争
解
決
可
能
性
」
ビ
ジ
ネ

ス
法
務
一
八
巻
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
九
二
頁
な
ど
。
な
お
、
併
せ
て
、
宍
戸
常
寿
ほ
か
「
Ａ
Ｉ
と
社
会
と
法
：
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
起
き
る

か
？
─
契
約
と
取
引
の
未
来
：
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
」
論
及
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
七
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
五
二
頁
以
下
参

照
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
た
取
引
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
。
長
谷
川
貞
之
「
市
場
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
化
を
め
ぐ
る
契
約
上
の
諸
問
題
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
一
頁
以
下
、
と
く
に
一
九
三
─
一
九
七
頁
。

（
18
） T

H
E

 C
A

M
B

R
ID

G
E

 H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 S
M

A
R

T
 C

O
N

T
R

A
C

T
S

, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 A

N
D

 D
IG

IT
A

L
 

P
L

A
T

F
O

R
M

 

（edited by L
A

R
R

Y
 A

. D
IM

A
T

T
E

O
 et al., C

am
bridge U

niversity P
ress 2020

）（
一
九
編
の
論
文
所
収
）、
お
よ
び
、

E
uropean R

eview
 of P

rivate L
aw

 V
olum

e 26 N
o. 6 

（2018

）（
一
二
個
の
論
文
所
収
）、S

M
A

R
T

 C
O

N
T

R
A

C
T

S
 

（herausgegeben von 

M
A

R
T

IN
 F

R
IE

S
 und B

O
R

IS
 P

. P
A

A
L

, M
ohr S

iebeck 2019

）（
九
編
の
論
文
所
収
）
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
関
す
る
論
説

が
ま
と
ま
っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
全
体
を
概
観
す
る
の
に
は
便
利
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
上
記
注
で
引
用
し
た
も
の
以
外
で
、
注
目
す
べ
き
最
近

の
論
文
な
ど
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。

G
iesela R

ühl, S
m

art (L
egal) C

on
tracts, O

r: W
h

ich
 (C

on
tract) law

 for S
m

art C
on

tracts?, available at https://ssrn.com
/

abstract=3552004 

（2020

）; R
iccardo de C

aria, D
efi

n
ition

 of S
m

art C
on

tracts: B
etw

een
 L

aw
 an

d
 C

od
e, in T

H
E

 C
A

IT
B

R
ID

G
E

 

H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 C
O

N
T

R
A

C
T

S
, B

L
O

C
K

C
H

A
IN

 T
E

C
H

N
O

L
O

G
Y

 A
N

D
 D

IG
IT

A
L

 P
L

A
T

F
O

R
M

, edited by L
arry A

. 

D
iM

atteo et al, C
am

bridge U
niversity P

ress 2020, 753; S
ati A

gnikhotram
 &

 A
ntonios K

ouroutaki, D
octrin

al C
h

allen
ges for 

th
e L

egality of S
m

art C
on

tarcts: L
ex C

ryptograph
ia or a N

ew
, ‘S

m
art’ W

ay to C
on

tract?, 19 J. H
igh T

ech. L
. 300 

（2019

）; 

M
onika di A

ngelo et al., S
m

art C
on

tracts in
 V

iew
 of th

e C
ivil C

od
e, S

A
C

. ‘19, A
pril 8-12, 2019, L

im
assol, C

yprus; R
iccardo 

de C
aria, T

h
e L

egal M
ean

in
g of S

m
art C

on
tracts, 6 E

uropean R
eview

 of P
rivate L

aw
 731 

（2019

）; M
arco D

ell ’E
rba, D

o 

）
二
五
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
七

法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
一
三
一
頁
以
下
な
ど
。

（
17
） 

増
島
・
前
掲
注（
16
）［
増
島
①
］
二
〇
八
頁
以
下
、
小
出
篤
「
分
散
台
帳
技
術
と
法
制
度
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
一

頁
以
下
、
二
六
─
二
七
頁
、
森
剛
敏
＝
上
田
綾
乃
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
お
け
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
可
能
性
と
課
題
」
金
融
財
政

事
情
六
八
巻
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
〇
頁
以
下
、
橘
大
地
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
時
代
に
お
け
る
裁
判
以
外
の
紛
争
解
決
可
能
性
」
ビ
ジ
ネ

ス
法
務
一
八
巻
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
九
二
頁
な
ど
。
な
お
、
併
せ
て
、
宍
戸
常
寿
ほ
か
「
Ａ
Ｉ
と
社
会
と
法
：
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
起
き
る

か
？
─
契
約
と
取
引
の
未
来
：
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
」
論
及
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
七
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
五
二
頁
以
下
参

照
。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
た
取
引
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
。
長
谷
川
貞
之
「
市
場
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
化
を
め
ぐ
る
契
約
上
の
諸
問
題
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
一
頁
以
下
、
と
く
に
一
九
三
─
一
九
七
頁
。

（
18
） T

H
E

 C
A

M
B

R
ID

G
E

 H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 S
M

A
R

T
 C

O
N

T
R

A
C

T
S

, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 A

N
D

 D
IG

IT
A

L
 

P
L

A
T

F
O

R
M

 

（edited by L
A

R
R

Y
 A

. D
IM

A
T

T
E

O
 et al., C

am
bridge U

niversity P
ress 2020

）（
一
九
編
の
論
文
所
収
）、
お
よ
び
、

E
uropean R

eview
 of P

rivate L
aw

 V
olum

e 26 N
o. 6 

（2018

）（
一
二
個
の
論
文
所
収
）、S

M
A

R
T

 C
O

N
T

R
A

C
T

S
 

（herausgegeben von 

M
A

R
T

IN
 F

R
IE

S
 und B

O
R

IS
 P

. P
A

A
L

, M
ohr S

iebeck 2019

）（
九
編
の
論
文
所
収
）
に
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
関
す
る
論
説

が
ま
と
ま
っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
全
体
を
概
観
す
る
の
に
は
便
利
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
上
記
注
で
引
用
し
た
も
の
以
外
で
、
注
目
す
べ
き
最
近

の
論
文
な
ど
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。

G
iesela R

ühl, S
m

art (L
egal) C

on
tracts, O

r: W
h

ich
 (C

on
tract) law

 for S
m

art C
on

tracts?, available at https://ssrn.com
/

abstract=3552004 

（2020

）; R
iccardo de C

aria, D
efi

n
ition

 of S
m

art C
on

tracts: B
etw

een
 L

aw
 an

d
 C

od
e, in T

H
E

 C
A

IT
B

R
ID

G
E

 

H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 C
O

N
T

R
A

C
T

S
, B

L
O

C
K

C
H

A
IN

 T
E

C
H

N
O

L
O

G
Y

 A
N

D
 D

IG
IT

A
L

 P
L

A
T

F
O

R
M

, edited by L
arry A

. 

D
iM

atteo et al, C
am

bridge U
niversity P

ress 2020, 753; S
ati A

gnikhotram
 &

 A
ntonios K

ouroutaki, D
octrin

al C
h

allen
ges for 

th
e L

egality of S
m

art C
on

tarcts: L
ex C

ryptograph
ia or a N

ew
, ‘S

m
art’ W

ay to C
on

tract?, 19 J. H
igh T

ech. L
. 300 

（2019

）; 

M
onika di A

ngelo et al., S
m

art C
on

tracts in
 V

iew
 of th

e C
ivil C

od
e, S

A
C

. ‘19, A
pril 8-12, 2019, L

im
assol, C

yprus; R
iccardo 

de C
aria, T

h
e L

egal M
ean

in
g of S

m
art C

on
tracts, 6 E

uropean R
eview

 of P
rivate L

aw
 731 

（2019

）; M
arco D

ell ’E
rba, D

o 

）
二
五
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

九
八

S
m

art C
on

tracts R
equ

ire A
 N

ew
 L

egal F
ram

ew
ork? R

egu
latory F

ragm
en

tation
, S

elf-R
egu

lation
, P

u
blic R

egu
lation, 

available at https//ssrn.con/abstract=3228445

（2019

）; A
m

es G
rim

m
elm

ann, A
ll S

m
art C

on
tracts A

re A
m

bigu
ou

s, 2 J. L
. Inn. 

1 
（2019

）; T
hibault S

chrepel, C
ollu

sion
 by B

lockch
ain

 an
d

 S
m

art C
on

tracts, available at https://ssrn.com
/abstract=3510525 

（2019
）; M

organ N
. T

em
te, B

lockch
ain

 C
h

allen
ges T

rad
ition

al C
on

tract law
: Ju

st H
ow

 S
m

art A
re S

m
art C

on
tracts?, 19 

W
yo. L

. R
ev. 87 

（2019

）; karen Y
eung, R

egu
lation

 by B
loch

ch
ain

: th
e E

m
ergin

g B
attle for S

u
prem

acy B
etw

een
 th

e C
od

e of 

L
aw

 an
d

 C
od

e as L
aw

, 82 M
. L

. R
. 207 

（2019

）; J. D
ax H

ansen et al., M
ore L

egal A
spects of S

m
art C

on
tract A

pplication
s, 

P
erkins C

oie.C
om

/B
lockchain 6-7 

（2018

）; P
ierling C

uccuru, B
eyon

d
 B

itcoin
: A

n
 E

arly O
verview

 on
 S

m
art C

on
tracts, 25 

Int ’l J. L
. &

 Inf. T
ech. 179 

（2017

）; Joshua F
airfield, S

m
art C

on
tracts, B

itcoin
 B

ots, an
d

 C
on

su
m

er P
rotection, 71 W

ash. &
 

L
ee L

. R
ev. O

nline 35 
（2017

）; K
ristian L

auslahti et al., S
m

a
rt C

on
tra

cts-H
ow

 w
ill B

lockch
a

in
 T

ech
n

ology A
ffect 

C
on

tractu
al P

ractices?, E
T

L
A

 R
eports N

o. 68 

（2017

）; E
liza M

ik, S
m

art C
on

tracts: T
erm

in
ology, T

ech
n

ical L
im

itation
s 

an
d

 R
eal W

orld
 C

om
plexity, 9 l. Inn.T

ech. 1 

（2017

）; M
ax R

askin, T
h

e law
 an

d
 legality of S

m
art C

on
tracts, 1 G

eo. L
. T

ech. 

R
ev. 305 

（2017

）; Jerem
y M

. S
klaroff, S

m
art C

on
tracts an

d
 th

e C
ost of In

fl
exibility, 166 U

. P
a. L

. R
ev. 263 

（2017

）; K
evin 

W
erbach &

 N
icolad C

ornell, C
on

tracts E
x M

ach
in

a, 67 D
uke L

. J. 101 

（2017

）; C
arla L

. R
eyes, M

ovin
g B

eyon
d

 B
itcoin

 to 

an
 E

n
d

ogen
ou

s T
h

eory of D
ecen

tralized
 L

ed
ger T

ech
n

ology R
egu

lation
: A

n
 In

itial P
roposal, 61 V

ill. L
. R

ev. 191 

（2016

）; 

A
lexander S

avelyev, C
on

tract L
aw

 2.0 《S
M

A
R

T
》 C

on
tracts as th

e B
egin

n
in

g of th
e E

n
d

 of C
lassic C

on
tract L

aw
, N

ational 

R
esearch U

niversity H
igher S

chool of E
conom

ics W
P

 B
R

P
71/L

A
W

/2016., available at https://ssrn.com
/abstract=2885241.

こ
の
ほ
か
、
研
究
報
告
書
と
し
て
、S

ibilla G
renon, C

odifying C
ode? E

valuating U
S

 S
m

art C
ontract legislation, International 

B
ar A

ssociation: T
he G

lobal V
oice of the L

egal P
rofession 

（2019
）; S

m
art C

ontracts A
lliance, S

m
art C

ontracts: 12 U
se C

ases 

for B
usiness &

 B
eyond: A

 T
echnology, L

egal &
 R

egulatory Introduction
─F

orew
ord by N

ick S
zabo, C

ham
ber of D

igital C
om

m
erce 

（2016

）（hereinafter S
m

art C
ontracts A

lliance
①

）; ID
., S

m
art C

ontracts: Is the L
aw

 R
eady?, C

ham
ber of D

igital C
om

m
erce 

（2018

）（hereinafter S
m

art C
ontracts A

lliance
②

）
な
ど
。

）
二
五
六
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
九

（
19
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 17 ff. 

併
せ
て
、V

al R
icks, A

ssen
t is n

ot an
 E

lem
en

t of C
on

tract F
orm

ation, 61 U
. K

an. L
. 

R
ev. 591 

（2012

）; L
auren H

enry S
cholz, su

pra note 1, at 128 

も
参
照
。
わ
が
国
で
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
増
島
・
前
掲
注（
16
）

［
増
島
①
］
二
一
三
頁
、
小
出
・
前
掲
注（
17
）二
六
─
二
七
頁
。

（
20
） 

増
島
・
前
掲
注（
16
）［
増
島
①
］
二
〇
八
頁
。

（
21
） 

自
動
的
に
契
約
を
執
行
す
る
と
い
う
定
義
が
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
契
約
と
は
何
か
、
契
約

は
あ
っ
た
の
か
否
か
、
そ
こ
で
い
う
損
害
と
は
何
か
、
ど
の
よ
う
な
損
害
が
賠
償
の
対
象
と
な
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
解
決
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

る
べ
き
な
の
か
、
裁
判
所
な
ど
に
よ
る
法
の
介
入
は
承
認
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
な
ど
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
最
近
の
論
稿
と
し
て
、〈
特
集
〉

「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
商
取
引
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
頁
以
下
の
各
論
考
を
参
照
。
と
り
わ
け
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と

の
関
連
で
は
、
赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
九
頁
、
小
出
・
前
掲
注（
17
）二
六
─
二
七
頁
、
森
下
哲
郎
「
分
散
台
帳
技
術
と
金
融
取
引
」
同
二
八
頁
以
下
、

三
二
─
三
三
頁
な
ど
が
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

（
22
） 

こ
れ
ま
で
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
関
す
る
主
要
文
献
の
多
く
は
、
欧
文
の
文
献
が
中
心
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
主
に
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
根
底
に
あ
る
困
難
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
説
明
し
、
既
存
の
法
理
と
の
類

似
性
を
提
供
す
る
も
の
、
第
二
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
限
界
と
有
用
性
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
、
そ
し
て
、
第
三
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト

ラ
ク
ト
か
ら
生
じ
る
規
制
上
の
課
題
や
問
題
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
、G

hodoosi, su
pra note 8, at 40-42. 

こ
れ
ら
の
文
献
に
共

通
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
既
存
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
重
点
を
置
き
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
構
造
と
分
散
機
能
、
お
よ
び
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。

（
23
） V

O
S

H
M

G
IR

, su
pra note 1, at 87-102; W

E
R

B
A

C
H

, su
pra note 5, at 17-32.

（
24
） S

avelyev, su
pra note 18, at 8; 

こ
の
自
動
聖
水
機
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
活
動
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
工
学
者
で
数
学
者
の
ク
テ
シ
ビ
オ

ス
（C

tesibius

：
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
音
に
近
い
表
記
と
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ヘ
ロ
ン
（H

eron of A
lexandria

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

る
）
が
考
案
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。K

E
R

R
T

 S
E

G
R

A
V

E
, V

E
N

D
IN

G
 M

A
C

H
IN

E
S

: A
N

 A
M

E
R

IC
A

N
 S

O
C

IA
L

 H
IS

T
O

R
Y

, 

M
cF

arland, 2002, p.3.

）
二
五
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

九
九

（
19
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 17 ff. 

併
せ
て
、V

al R
icks, A

ssen
t is n

ot an
 E

lem
en

t of C
on

tract F
orm

ation, 61 U
. K

an. L
. 

R
ev. 591 

（2012

）; L
auren H

enry S
cholz, su

pra note 1, at 128 

も
参
照
。
わ
が
国
で
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
増
島
・
前
掲
注（
16
）

［
増
島
①
］
二
一
三
頁
、
小
出
・
前
掲
注（
17
）二
六
─
二
七
頁
。

（
20
） 
増
島
・
前
掲
注（
16
）［
増
島
①
］
二
〇
八
頁
。

（
21
） 

自
動
的
に
契
約
を
執
行
す
る
と
い
う
定
義
が
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
契
約
と
は
何
か
、
契
約

は
あ
っ
た
の
か
否
か
、
そ
こ
で
い
う
損
害
と
は
何
か
、
ど
の
よ
う
な
損
害
が
賠
償
の
対
象
と
な
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
解
決
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

る
べ
き
な
の
か
、
裁
判
所
な
ど
に
よ
る
法
の
介
入
は
承
認
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
な
ど
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
最
近
の
論
稿
と
し
て
、〈
特
集
〉

「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
商
取
引
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
頁
以
下
の
各
論
考
を
参
照
。
と
り
わ
け
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と

の
関
連
で
は
、
赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
九
頁
、
小
出
・
前
掲
注（
17
）二
六
─
二
七
頁
、
森
下
哲
郎
「
分
散
台
帳
技
術
と
金
融
取
引
」
同
二
八
頁
以
下
、

三
二
─
三
三
頁
な
ど
が
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

（
22
） 

こ
れ
ま
で
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
関
す
る
主
要
文
献
の
多
く
は
、
欧
文
の
文
献
が
中
心
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
主
に
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
根
底
に
あ
る
困
難
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
説
明
し
、
既
存
の
法
理
と
の
類

似
性
を
提
供
す
る
も
の
、
第
二
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
限
界
と
有
用
性
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
、
そ
し
て
、
第
三
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト

ラ
ク
ト
か
ら
生
じ
る
規
制
上
の
課
題
や
問
題
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
、G

hodoosi, su
pra note 8, at 40-42. 

こ
れ
ら
の
文
献
に
共

通
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
既
存
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
重
点
を
置
き
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
構
造
と
分
散
機
能
、
お
よ
び
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン

ト
ラ
ク
ト
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。

（
23
） V

O
S

H
M

G
IR

, su
pra note 1, at 87-102; W

E
R

B
A

C
H

, su
pra note 5, at 17-32.

（
24
） S

avelyev, su
pra note 18, at 8; 

こ
の
自
動
聖
水
機
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
活
動
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
工
学
者
で
数
学
者
の
ク
テ
シ
ビ
オ

ス
（C

tesibius

：
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
音
に
近
い
表
記
と
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ヘ
ロ
ン
（H

eron of A
lexandria

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

る
）
が
考
案
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。K

E
R

R
T

 S
E

G
R

A
V

E
, V

E
N

D
IN

G
 M

A
C

H
IN

E
S

: A
N

 A
M

E
R

IC
A

N
 S

O
C

IA
L

 H
IS

T
O

R
Y

, 

M
cF

arland, 2002, p.3.

）
二
五
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
〇
〇

（
25
） A

gnikhotraum
 &

 K
ouroutaki, su

pra note 18, at 312.
（
26
） N

ick S
zabo, S

m
art C

on
tracts: B

u
ild

in
g B

locks for D
igital M

arkets, E
xtropy 

（1996

）, available at http://w
w

w
.fon.hum

.

uva.nl/rob/C
ourses/Inform

ationInS
peech/C

D
R

O
M

/L
iterature/L

O
T

w
interschool2006/szabo.best.vw

h.net/sm
art_contracts_2.

htm
l. 

詳
し
く
は
、R

ory U
nsw

orth, S
m

art C
on

tract T
h

is ! A
n

 A
ssessm

en
t of th

e C
on

tractu
al L

an
d

scape an
d

 th
e H

ercu
lean

 

C
h

a
llen

ges it C
u

rren
tly P

resen
ts for “S

elf-excu
tin

g” C
on

tra
cts, in L

E
G

A
L

 T
E

C
H

, S
M

A
R

T
 C

O
N

T
R

A
C

T
S

 A
N

D
 

B
L

O
C

K
C

H
A

IN
, edited by M

A
R

C
E

L
O

 C
O

R
R

A
L

E
S

 et al., S
pringer 2019, 17 ff. 

ス
ザ
ボ
の
経
歴
と
人
物
像
に
つ
き
、W

E
R

B
A

C
H

, 

su
pra note 5, at 203-204. 

ス
ザ
ボ
に
つ
い
て
は
、
彼
が
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
創
始
者
で
あ
る
サ
ト
シ
・
ナ
カ
モ
ト
（S

atoshi N
akam

oto

）
で
は

な
い
か
と
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
自
身
は
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、N

athan R
eiff, W

h
o Is N

ick S
zabo, an

d
 Is H

e 

S
atosh

i N
akam

oto, IN
V

E
S

T
O

P
E

D
IA

, A
pr. 12, 2018, available at https://w

w
w

.investopedia.com
/new

s/w
ho-nick-szabo-and-

he-satoshi-nakam
oto/.

（
27
） 

前
掲
注（
18
）お
よ
び
後
掲
注（
65
）参
照
。

（
28
） 

典
型
的
な
契
約
は
一
人
以
上
の
当
事
者
に
よ
る
将
来
の
義
務
の
履
行
が
含
ま
れ
る
た
め
、
将
来
義
務
の
欠
如
は
伝
統
的
な
契
約
の
概
念
と
一
貫

性
が
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、K

olber, su
pra note 9, at 221-222.

（
29
） 

人
工
知
能
と
契
約
に
関
し
て
は
、
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
い
。
全
体
的
な
考
察
と
し
て
、
弥
永
真
生
＝
宍
戸
常
寿
編
『
ロ

ボ
ッ
ト
・
Ａ
Ｉ
と
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
が
収
録
す
る
一
二
編
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
は
、
木
村
・
前

掲
注（
16
）一
三
一
頁
以
下
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
福
岡
編
・
前
掲
注（
５
）五
六
頁
以
下
は
、「
Ａ
Ｉ
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
」
を
取
り
上
げ
て
論
ず

る
。
欧
語
文
献
と
し
て
、R

oger B
row

nsw
ord, S

m
art C

on
tracts: C

od
in

g th
e T

ran
saction

, D
ecod

in
g th

e L
egal D

ebates, in 

R
E

G
U

L
A

T
IN

G
 B

L
O

C
K

C
H

A
IN

, T
E

C
H

N
O

-S
O

C
IA

L
 A

N
D

 L
E

G
A

L
 C

H
A

L
L

E
N

G
E

S
, edited by P

H
IL

IP
P

 H
A

C
K

E
R

 et al., 

O
xford U

niversity P
ress, 2019, 311 ff.; S

A
M

IR
 C

H
O

P
R

A
 A

N
D

 L
A

U
R

E
N

C
E

 F
. W

H
IT

E
, A

 L
E

G
A

L
 T

H
E

O
R

Y
 F

O
R

 

A
U

T
O

N
O

M
O

U
S

 A
R

T
IF

IC
IA

L
 A

G
E

N
T

S
, T

he U
niversity of M

ichigan P
ress, 2011, pp. 29 ff., 55-61.; E

m
ad A

bdel R
ahim

 

D
ahiyat, A

rtifi
cial In

telligen
ce an

d
 L

aw
: D

o W
e N

eed
 a T

h
ou

gh
tfu

l R
econ

sid
eration, 18 C

olo. T
ech. L

. J. 351 ff.（2020

）. 

人
工

）
二
五
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
一

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
操
作
者
な
ど
の
ユ
ー
ザ
ー
を
補
助
し
、
繰
り
返
し
行
う
べ
き
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
の
タ
ク
ス
を
ユ
ー
ザ
ー
に
代
わ
っ
て
行
う
な
ど

の
能
力
を
有
す
る
が
、
独
立
し
て
行
動
し
、
状
況
の
変
化
を
学
習
し
て
適
応
す
る
能
力
を
有
す
る
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
呼

ば
れ
る
。

（
30
） 

詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
四
一
頁
以
下
。

（
31
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）二
頁
。
ア
シ
ュ
ト
ン
氏
は
一
九
六
八
年
英
国
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
生
ま
れ
で
、
Ｐ
＆
Ｇ
社
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
・
ブ
ラ
ン

ド
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
時
代
に
、
Ｍ
Ｉ
Ｔ
の
サ
ン
ジ
ャ
イ
・
サ
ル
マ
（S

anjay S
arm

a

）
教
授
や
サ
ニ
ー
・
シ
ウ
（S

unny S
iu

）
教
授
ら
と
共
同
で

Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
（R

adio frequency Identifier: 

Ｉ
Ｄ
情
報
を
埋
め
込
ん
だ
Ｒ
Ｆ
タ
グ
か
ら
電
磁
界
や
電
波
な
ど
を
用
い
た
近
距
離
の
無
線
通
信
に

よ
っ
て
情
報
を
や
り
と
り
す
る
も
の
）
や
セ
ン
サ
ー
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
推
進
す
る
研
究
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
「A

uto-ID

セ
ン
タ
ー
」

を
始
動
さ
せ
た
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。
Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
〇
〇
九
年
一
月
二
二
日
付
け
の
「T

hat ‘Internet of T
hings ’ T

hing

」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
記
事
の
中
で
、
冒
頭
、
一
九
九
九
年
の
Ｐ
＆
Ｇ
で
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
と
記
載
さ
れ

て
い
る
。

（
32
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）一
四
〇
頁
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
５
）三
六
─
三
七
頁
。

（
33
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）二
六
頁
以
下
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
５
）一
二
頁
以
下
な
ど
。

（
34
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）二
二
頁
。

（
35
） 

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
は
、
第
三
者
を
信
頼
す
る
こ
と
な
く
価
値
を
移
動
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
、
そ
の
始
ま

り
は
サ
ト
シ
・
ナ
カ
モ
ト
と
名
乗
る
人
物
が
二
〇
〇
八
年
に
発
表
し
た
論
文
に
由
来
す
る
。
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
一
日
、
サ
ト
シ
・
ナ
カ
モ
ト
な

る
人
物
が
暗
号
技
術
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
に
投
稿
し
た
論
文 “B

itcoin: A
 P

eer-to-P
eer E

lectronic C
ash S

ystem
” 

に
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン

の
基
本
的
な
ア
イ
デ
ア
が
記
さ
れ
て
い
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
決
済
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
プ
ロ
ト
コ
ル
に
基
づ
く
仮
想
通
貨
が
、
そ

れ
で
あ
る
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
構
成
要
素
は
、
公
開
鍵
暗
号
方
式
に
よ
る
秘
密
鍵
を
保
管
し
て
い
る
ウ
ォ
レ
ッ
ト
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
つ
な
が
っ

て
い
る
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
取
引
情
報
で
あ
る
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
、
元
帳
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
そ
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
を
作
る
マ
イ
ナ
ー
で
あ
る
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
開
発
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
決
済
が
可
能
と
な
り
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・

）
二
五
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
一

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
操
作
者
な
ど
の
ユ
ー
ザ
ー
を
補
助
し
、
繰
り
返
し
行
う
べ
き
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
の
タ
ク
ス
を
ユ
ー
ザ
ー
に
代
わ
っ
て
行
う
な
ど

の
能
力
を
有
す
る
が
、
独
立
し
て
行
動
し
、
状
況
の
変
化
を
学
習
し
て
適
応
す
る
能
力
を
有
す
る
人
工
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
知
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
呼

ば
れ
る
。

（
30
） 
詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
四
一
頁
以
下
。

（
31
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）二
頁
。
ア
シ
ュ
ト
ン
氏
は
一
九
六
八
年
英
国
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
生
ま
れ
で
、
Ｐ
＆
Ｇ
社
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
・
ブ
ラ
ン

ド
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
時
代
に
、
Ｍ
Ｉ
Ｔ
の
サ
ン
ジ
ャ
イ
・
サ
ル
マ
（S

anjay S
arm

a

）
教
授
や
サ
ニ
ー
・
シ
ウ
（S

unny S
iu

）
教
授
ら
と
共
同
で

Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
（R

adio frequency Identifier: 

Ｉ
Ｄ
情
報
を
埋
め
込
ん
だ
Ｒ
Ｆ
タ
グ
か
ら
電
磁
界
や
電
波
な
ど
を
用
い
た
近
距
離
の
無
線
通
信
に

よ
っ
て
情
報
を
や
り
と
り
す
る
も
の
）
や
セ
ン
サ
ー
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
推
進
す
る
研
究
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
「A

uto-ID

セ
ン
タ
ー
」

を
始
動
さ
せ
た
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。
Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
〇
〇
九
年
一
月
二
二
日
付
け
の
「T

hat ‘Internet of T
hings ’ T

hing

」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
記
事
の
中
で
、
冒
頭
、
一
九
九
九
年
の
Ｐ
＆
Ｇ
で
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
と
記
載
さ
れ

て
い
る
。

（
32
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）一
四
〇
頁
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
５
）三
六
─
三
七
頁
。

（
33
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）二
六
頁
以
下
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
５
）一
二
頁
以
下
な
ど
。

（
34
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）二
二
頁
。

（
35
） 

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
は
、
第
三
者
を
信
頼
す
る
こ
と
な
く
価
値
を
移
動
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
、
そ
の
始
ま

り
は
サ
ト
シ
・
ナ
カ
モ
ト
と
名
乗
る
人
物
が
二
〇
〇
八
年
に
発
表
し
た
論
文
に
由
来
す
る
。
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
一
日
、
サ
ト
シ
・
ナ
カ
モ
ト
な

る
人
物
が
暗
号
技
術
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
に
投
稿
し
た
論
文 “B

itcoin: A
 P

eer-to-P
eer E

lectronic C
ash S

ystem
” 

に
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン

の
基
本
的
な
ア
イ
デ
ア
が
記
さ
れ
て
い
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
決
済
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
プ
ロ
ト
コ
ル
に
基
づ
く
仮
想
通
貨
が
、
そ

れ
で
あ
る
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
構
成
要
素
は
、
公
開
鍵
暗
号
方
式
に
よ
る
秘
密
鍵
を
保
管
し
て
い
る
ウ
ォ
レ
ッ
ト
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
つ
な
が
っ

て
い
る
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
取
引
情
報
で
あ
る
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
、
元
帳
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
そ
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
を
作
る
マ
イ
ナ
ー
で
あ
る
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
開
発
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
決
済
が
可
能
と
な
り
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・

）
二
五
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
〇
二

プ
ロ
ト
コ
ル
に
基
づ
く
仮
想
通
貨
を
広
め
る
契
機
と
な
っ
た
。
仮
想
通
貨
は
、
一
般
的
に
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
電
子
的
な
決
済
の
手
段
と
し
て
広

く
流
通
し
て
い
る
が
、
法
定
通
貨
と
の
比
較
に
お
い
て
強
制
通
用
力
を
も
た
な
い
（
ま
た
は
特
定
の
国
家
に
よ
る
裏
付
け
の
な
い
）
も
の
で
あ
る
。

詳
し
く
は
、
畠
山
久
志
編
著
『
仮
想
通
貨
法
の
仕
組
み
と
実
務
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
六
一
頁
な
ど
。
な
お
、
わ
が
国
で
は
、
仮
想

通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
登
録
制
を
導
入
す
る
な
ど
の
必
要
性
か
ら
、
資
金
決
済
法
の
改
正
（
令
和
二
年
五
月
一
日
施
行
）
に
よ
り
今
ま
で
仮
想
通

貨
と
呼
ば
れ
て
い
た
名
称
が
暗
号
資
産
へ
と
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
堀
天
子
『
実
務
解
説
資
金
決
済
法
［
第
４
版
］』（
商
事
法
務
、

二
〇
一
九
年
）
一
頁
以
下
。
な
お
、
暗
号
通
貨
の
私
法
上
の
位
置
づ
け
に
つ
き
、
松
嶋
隆
弘
＝
渡
邊
涼
介
編
著
『
暗
号
資
産
の
法
律
・
税
務
・
会

計
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
九
年
）
一
五
四
頁
以
下
［
松
嶋
隆
弘
］。

（
36
） 

前
掲
注（
１
）お
よ
び（
２
）で
引
用
の
各
文
献
を
参
照
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
が
開
発
さ
れ
た
当
初
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
ベ
ー
ス
に

し
て
、
計
算
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
ブ
ロ
ッ
ク
サ
イ
ズ
な
ど
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
変
更
し
た
だ
け
の
も
の
が
多
く
作
ら
れ
た
。L

itecoin

やM
onacoin

な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
の
後
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
取
引
履
歴
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
領
域
に
特
定
の
デ
ー
タ
を
書
き
込
み
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
チ
ェ
ー

ン
上
に
デ
ー
タ
を
乗
せ
る
形
で
運
用
さ
れ
る
コ
イ
ン
が
作
ら
れ
た
。
そ
れ
が
、O

m
ni

やO
pen A

ssets, C
ounterparty

で
あ
る
。
今
で
は
、
ブ

ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
仮
想
通
貨
の
た
め
だ
け
に
用
い
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
機
能
を
も
た
せ
て
他
の
分
野
に
も
応
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
起

こ
っ
て
い
る
。
仮
想
通
貨
の
定
義
と
沿
革
に
つ
き
、
Ｐ
ｗ
Ｃ
あ
ら
た
有
限
責
任
監
査
法
人
編
『
仮
想
通
貨
の
会
計
・
税
務
・
監
査
』（
中
央
経
済
社
、

二
〇
一
八
年
）
二
頁
以
下
。

（
37
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
三
七
頁
、
株
式
会
社
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ハ

ブ
『
新
事
業
企
画
・
企
業
の
た
め
の
実
践
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
・
ビ
ジ
ネ
ス
』（
日
本
能
率
協
会
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
八
年
）
二
〇

頁
以
下
な
ど
。

（
38
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
八
五
頁
。

（
39
） 

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
出
現
後
は
、
各
種
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
搭
載
さ
れ
て
、
分
散
型
取
引
デ
ー
タ
の
記

録
台
帳
の
役
割
も
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。D

ickson C
. C

hin, S
m

art C
od

e an
d

 S
m

art C
on

tracts, in B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 F

O
R

 

B
U

S
IN

E
S

S
 L

A
W

Y
E

R
S

, by edited by JA
M

E
S

 A
. C

O
X

 A
N

D
 M

A
R

K
 W

. R
A

W
S

M
U

S
S

E
N

, S
cience &

 T
echnology L

aw
 2018. 

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
三

pp. 87 ff., 90-112.

（
40
） 

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
合
意
形
成
に
用
い
ら
れ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
し
て
は
、「
作
業
の
証
明
」（P

roof of W
ork: 

Ｐ
ｏ
Ｗ
）
が
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
新
た
な
ブ
ロ
ッ
ク
を
追
加
す
る
と
き
は
、
直
前
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
ハ
ッ
シ
ュ
値
と
追
加
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク

に
含
ま
れ
る
デ
ー
タ
が
ハ
ッ
シ
ュ
関
数
に
よ
っ
て
暗
号
化
さ
れ
、
両
者
の
整
合
性
を
確
認
し
て
承
認
す
る
作
業
（
こ
れ
を
採
掘
と
い
う
）
が
行
わ
れ

る
。
こ
の
承
認
作
業
に
お
い
て
、
不
正
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
仕
組
み
が
Ｐ
ｏ
Ｗ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
相
互
牽
制
力
が
働
く
こ
と

に
な
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
書
き
込
ま
れ
る
デ
ー
タ
そ
の
も
の
へ
の
不
正
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
Ｐ
ｏ
Ｗ
は
、
膨
大
な
Ｃ
Ｐ
Ｕ

パ
ワ
ー
を
必
要
と
す
る
た
め
、
非
常
に
電
気
代
が
か
か
る
こ
と
、
悪
意
を
も
っ
た
マ
イ
ナ
ー
（
取
引
内
容
を
ブ
ロ
ッ
ク
に
書
き
込
む
作
業
を
行
う

人
）
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
半
数
以
上
を
支
配
す
る
と
不
正
操
作
が
可
能
に
な
る
点
が
、
デ
メ
リ
ッ
ト
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
41
） 

い
わ
ゆ
る
「
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
性
」（B

yzantine F
ault T

olerance: B
F

T

）
の
問
題
で
あ
る
。
数
学
者
の
レ
ス
リ
ー
・
ラ
ン
ポ
ー
ト

（L
eslie L

am
port

）
ら
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。L

. L
am

port et al., T
h

e B
yzan

tin
e G

en
erals problem

s. https://doi.

org/10.1145/357172.357176.

Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
あ
っ
て
は
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
性
（B

F
T

）
の
問
題
が
発
生
し
て

も
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
が
正
し
い
値
に
合
意
で
き
る
と
い
う
性
質
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
性
（B

F
T

）
と
は
、

分
散
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
参
加
者
の
故
障
し
た
ノ
ー
ド
か
ら
誤
っ
た
情
報
が
送
信
さ
れ
た
り
、
悪
意
あ
る
ノ
ー
ド
か
ら
意
図
的
に
偽
り

の
情
報
が
送
信
さ
れ
た
場
合
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
で
正
し
い
値
を
合
意
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
東
ロ
ー
マ
帝
国
（
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝

国
）
の
将
軍
ら
が
戦
場
で
抱
え
た
問
題
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
将
軍
問
題
（B

yzantine G
enerals P

roblem

）
と
も
い
わ
れ
る
。

W
erbach, su

pra note 15, at 42 ff.

（
42
） 

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
中
核
と
な
る
管
理
者
の
い
な
い
自
律
分
散
型
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
自
律
分

散
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（D

ecentralized A
pplications

）
は
、
そ
の
英
語
表
記
の
頭
文
字
を
取
っ
て”D

apps ”

と
呼
ば
れ
る
。

D
apps

は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
、
ア
プ
リ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
中
央
管
理
者
は
存
在
せ
ず
、
分
散
管

理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
自
由
に
価
値
の
交
換
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
ト
ー
ク
ン
の
発
行
と
ア
プ
リ
内
に
そ
の
ト
ー
ク
ン
の
受
け
渡
し
を
行
う
仕
組
み

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
三

pp. 87 ff., 90-112.
（
40
） 

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
合
意
形
成
に
用
い
ら
れ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
し
て
は
、「
作
業
の
証
明
」（P

roof of W
ork: 

Ｐ
ｏ
Ｗ
）
が
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
新
た
な
ブ
ロ
ッ
ク
を
追
加
す
る
と
き
は
、
直
前
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
ハ
ッ
シ
ュ
値
と
追
加
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク

に
含
ま
れ
る
デ
ー
タ
が
ハ
ッ
シ
ュ
関
数
に
よ
っ
て
暗
号
化
さ
れ
、
両
者
の
整
合
性
を
確
認
し
て
承
認
す
る
作
業
（
こ
れ
を
採
掘
と
い
う
）
が
行
わ
れ

る
。
こ
の
承
認
作
業
に
お
い
て
、
不
正
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
仕
組
み
が
Ｐ
ｏ
Ｗ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
相
互
牽
制
力
が
働
く
こ
と

に
な
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
書
き
込
ま
れ
る
デ
ー
タ
そ
の
も
の
へ
の
不
正
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
Ｐ
ｏ
Ｗ
は
、
膨
大
な
Ｃ
Ｐ
Ｕ

パ
ワ
ー
を
必
要
と
す
る
た
め
、
非
常
に
電
気
代
が
か
か
る
こ
と
、
悪
意
を
も
っ
た
マ
イ
ナ
ー
（
取
引
内
容
を
ブ
ロ
ッ
ク
に
書
き
込
む
作
業
を
行
う

人
）
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
半
数
以
上
を
支
配
す
る
と
不
正
操
作
が
可
能
に
な
る
点
が
、
デ
メ
リ
ッ
ト
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
41
） 

い
わ
ゆ
る
「
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
性
」（B
yzantine F

ault T
olerance: B

F
T

）
の
問
題
で
あ
る
。
数
学
者
の
レ
ス
リ
ー
・
ラ
ン
ポ
ー
ト

（L
eslie L

am
port

）
ら
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。L

. L
am

port et al., T
h

e B
yzan

tin
e G

en
erals problem

s. https://doi.

org/10.1145/357172.357176.

Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
あ
っ
て
は
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
性
（B

F
T

）
の
問
題
が
発
生
し
て

も
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
が
正
し
い
値
に
合
意
で
き
る
と
い
う
性
質
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ビ
ザ
ン
チ
ン
障
害
耐
性
（B

F
T

）
と
は
、

分
散
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
参
加
者
の
故
障
し
た
ノ
ー
ド
か
ら
誤
っ
た
情
報
が
送
信
さ
れ
た
り
、
悪
意
あ
る
ノ
ー
ド
か
ら
意
図
的
に
偽
り

の
情
報
が
送
信
さ
れ
た
場
合
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
で
正
し
い
値
を
合
意
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
東
ロ
ー
マ
帝
国
（
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝

国
）
の
将
軍
ら
が
戦
場
で
抱
え
た
問
題
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
将
軍
問
題
（B

yzantine G
enerals P

roblem

）
と
も
い
わ
れ
る
。

W
erbach, su

pra note 15, at 42 ff.

（
42
） 

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
は
、
Ｐ
２
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
中
核
と
な
る
管
理
者
の
い
な
い
自
律
分
散
型
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
自
律
分

散
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（D

ecentralized A
pplications

）
は
、
そ
の
英
語
表
記
の
頭
文
字
を
取
っ
て”D

apps ”

と
呼
ば
れ
る
。

D
apps

は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
、
ア
プ
リ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
中
央
管
理
者
は
存
在
せ
ず
、
分
散
管

理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
自
由
に
価
値
の
交
換
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
ト
ー
ク
ン
の
発
行
と
ア
プ
リ
内
に
そ
の
ト
ー
ク
ン
の
受
け
渡
し
を
行
う
仕
組
み

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
〇
四

を
作
る
こ
と
で
、
自
動
的
に
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
特
徴
と
し
て
い
る
。D

apps

で
は
、
誰
が
ど
れ
く
ら
い
の
金
額
を
所
有

し
て
い
る
か
を
正
確
に
記
録
し
た
り
、
正
確
な
送
付
先
を
書
き
込
む
こ
と
で
、
お
金
を
送
り
た
い
相
手
に
正
確
に
送
金
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
具
体
的
に
は
、
ア
プ
リ
利
用
者
が
送
金
手
数
料
を
支
払
い
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
記
録
作
業
に
参
加
し
て

い
る
マ
イ
ナ
ー
が
送
金
手
数
料
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
こ
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
１
つ
が
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
あ
る
。

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
実
装
す
る
に
は
、
イ
ー
サ
リ
ア
ム
（E

thereum

）
や
エ
リ
ス
（E

ris

）、
ハ
イ
ド
ラ
チ
ェ
ー
ン

（H
ydraC

hain
）、
ハ
イ
パ
ー
レ
ジ
ャ
ー
（H

yperledger

）、
ル
ー
ト
ス
ト
ッ
ク
（R

ootstock

）
な
ど
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
用
い
る
。
こ
の
中

で
最
も
重
要
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
イ
ー
サ
リ
ア
ム
で
あ
る
。
イ
ー
サ
リ
ア
ム
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
で
よ
り
複
雑
な
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
発
で
き
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
設
計
さ
れ
た
画
期
的
な
も
の
で
、
現
在
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
開
発
の
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
イ
ー
サ
リ
ア
ム
で
実
行
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、E

hereum
 V

irtual 

M
achine C

ode 

（E
V

M
 C

ode
）
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
言
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
開
発
者
が
理
解
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
す
る
に
は
難

易
度
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
イ
ー
サ
リ
ア
ム
で
は
、
可
読
性
が
高
い
言
語
と
そ
れ
をE

V
M

 C
ode

に
翻
訳
す
る
た
め
の
コ
ン
パ
イ
ラ
が
数
種
用
意

さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
最
も
使
わ
れ
て
い
る
言
語
が
ソ
リ
テ
ィ
テ
ィ
（S

olidity

）
と
サ
ー
ベ
ン
ト
（S

erpent

）
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ー
サ
リ
ア
ム

で
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
に
次
ぐ
時
価
総
額
を
誇
る
仮
想
通
貨
イ
ー
サ
（E

ther

）
を
内
部
通
貨
と
し
て
定
め
て
い
る
。
イ
ー
サ
は
、
市
場
で
出
回
る

通
貨
と
し
て
使
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
行
う
た
め
の
手
数
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
イ
ー
サ
リ
ア
ム
に
つ
い
て
は
、

ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
Ｍ
・
ア
ン
ト
ノ
ブ
ロ
ス
＆
ギ
ャ
ビ
ン
・
ウ
ッ
ド
／
宇
野
雅
晴
、
鳩
貝
純
一
郎
訳
『
マ
ス
タ
リ
ン
グ
・
イ
ー
サ
リ
ア
ム
』（
オ
ー
ム

社
、
二
〇
一
九
年
）、
ク
リ
ス
・
ダ
ネ
ン
／
ウ
ィ
リ
ン
グ
訳
『E

thereum

＋S
olidity

入
門
』（
イ
ン
プ
レ
ス
、
二
〇
一
九
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
43
） 

唐
澤
光
彦
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
基
礎
知
識
と
合
意
形
成
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
」（
二
〇
一
八
年
）。 A

vailable at https://dcross.im
press.

co.jp/docs/colum
n/colum

n20180725-01/000730-3.htm
l.

（
44
） 

最
近
の
特
集
記
事
と
し
て
、
前
掲
注（
13
）で
引
用
の
各
文
献
を
参
照
。

（
45
） 

小
出
篤
「『
分
散
型
台
帳
』
の
法
的
問
題
・
序
論
─
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
』
を
契
機
と
し
て
」
江
頭
憲
治
郎
先
生
古
稀
記
念
『
企
業
法
の
進

路
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
八
二
七
頁
以
下
、
八
四
一
─
八
四
二
頁
、
ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委

）
二
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
五

員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
一
四
頁
な
ど
。
な
お
、
岡
田
仁
志
ほ
か
『
仮
想
通
貨
─
技
術
・
法
律
・
制
度
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
五
年
）

九
五
頁
参
照
。

（
46
） 

ダ
ニ
エ
ル
・
ド
レ
シ
ャ
ー
／
株
式
会
社
ク
イ
ー
プ
・
訳
『
徹
底
理
解
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
：
ゼ
ロ
か
ら
着
実
に
か
か
わ
る
次
世
代
時
術
の
原

則
』（
イ
ン
プ
レ
ス
、
二
〇
一
八
年
）
四
〇
─
四
一
頁
。

（
47
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
六
頁
。

（
48
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
八
頁
。

（
49
） 

詳
細
は
、〈
特
集
〉「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
商
取
引
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
頁
以
下
、
加
藤
貴
仁
「
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
と
金
融
商
品
の
決
済
シ
ス
テ
ム
」
金
融
法
務
事
情
二
〇
九
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
一
頁
以
下
、
ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ

ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
〇
四
頁
以
下
、
株
式
会
社
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ハ
ブ
・
前
掲
注（
37
）一
三
六
頁
以
下
、
正

田
英
樹
ほ
か
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
が
ひ
ら
く
「
あ
た
ら
し
い
経
済
」』（
幻
冬
舎
、
二
〇
二
〇
年
）
五
一
頁
以
下
な
ど
。F

inT
ech

と
の
関
係
に
つ

き
、
森
下
哲
郎
「F

inT
ech

時
代
の
金
融
法
の
あ
り
方
に
関
す
る
序
説
的
検
討
」
江
頭
憲
治
郎
先
生
古
稀
記
念
『
企
業
法
の
進
路
』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
七
年
）
七
七
一
頁
以
下
。

（
50
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）一
四
七
頁
。

（
51
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
二
九
頁
以
下
。

（
52
） 

Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
５
）五
七
頁
以
下
、
一
一
四
頁
。

（
53
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
六
二
頁
以
下
。

（
54
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
四
五
頁
。

（
55
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
七
二
頁
以
下
。
自
転
車
と
ポ
ー
ト
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
や
セ
ン
サ
ー
を
搭
載
す
る
こ
と
で
、
利
用
状
況
の
把
握
や
自
転
車
の
位

置
情
報
な
ど
を
取
得
し
て
盗
難
対
策
や
ス
ム
ー
ズ
な
回
収
ル
ー
ト
を
検
索
し
、
運
用
コ
ス
ト
の
削
減
を
図
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
56
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）四
一
頁
以
下
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
７
）五
七
頁
以
下
、
一
一
四
頁
な
ど
。
八
子
編
著
・
前
掲
注

（
５
）四
一
─
四
二
頁
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
は
そ
の
提
供
す
る
機
能
に
よ
っ
て
、
次
の
六
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
。
①
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
開
発
環

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
五

員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
一
四
頁
な
ど
。
な
お
、
岡
田
仁
志
ほ
か
『
仮
想
通
貨
─
技
術
・
法
律
・
制
度
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
五
年
）

九
五
頁
参
照
。

（
46
） 
ダ
ニ
エ
ル
・
ド
レ
シ
ャ
ー
／
株
式
会
社
ク
イ
ー
プ
・
訳
『
徹
底
理
解
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
：
ゼ
ロ
か
ら
着
実
に
か
か
わ
る
次
世
代
時
術
の
原

則
』（
イ
ン
プ
レ
ス
、
二
〇
一
八
年
）
四
〇
─
四
一
頁
。

（
47
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
六
頁
。

（
48
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
八
頁
。

（
49
） 

詳
細
は
、〈
特
集
〉「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
商
取
引
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
頁
以
下
、
加
藤
貴
仁
「
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
と
金
融
商
品
の
決
済
シ
ス
テ
ム
」
金
融
法
務
事
情
二
〇
九
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
一
頁
以
下
、
ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ

ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
〇
四
頁
以
下
、
株
式
会
社
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ハ
ブ
・
前
掲
注（
37
）一
三
六
頁
以
下
、
正

田
英
樹
ほ
か
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
が
ひ
ら
く
「
あ
た
ら
し
い
経
済
」』（
幻
冬
舎
、
二
〇
二
〇
年
）
五
一
頁
以
下
な
ど
。F

inT
ech

と
の
関
係
に
つ

き
、
森
下
哲
郎
「F

inT
ech

時
代
の
金
融
法
の
あ
り
方
に
関
す
る
序
説
的
検
討
」
江
頭
憲
治
郎
先
生
古
稀
記
念
『
企
業
法
の
進
路
』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
七
年
）
七
七
一
頁
以
下
。

（
50
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）一
四
七
頁
。

（
51
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
二
九
頁
以
下
。

（
52
） 

Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
５
）五
七
頁
以
下
、
一
一
四
頁
。

（
53
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
六
二
頁
以
下
。

（
54
） 

ビ
ッ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
＆
『
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
衝
撃
』
編
集
委
員
会
編
・
前
掲
注（
１
）二
四
五
頁
。

（
55
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
七
二
頁
以
下
。
自
転
車
と
ポ
ー
ト
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
や
セ
ン
サ
ー
を
搭
載
す
る
こ
と
で
、
利
用
状
況
の
把
握
や
自
転
車
の
位

置
情
報
な
ど
を
取
得
し
て
盗
難
対
策
や
ス
ム
ー
ズ
な
回
収
ル
ー
ト
を
検
索
し
、
運
用
コ
ス
ト
の
削
減
を
図
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
56
） 

八
子
編
著
・
前
掲
注（
５
）四
一
頁
以
下
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
産
業
技
術
研
究
会
・
前
掲
注（
７
）五
七
頁
以
下
、
一
一
四
頁
な
ど
。
八
子
編
著
・
前
掲
注

（
５
）四
一
─
四
二
頁
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
は
そ
の
提
供
す
る
機
能
に
よ
っ
て
、
次
の
六
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
。
①
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
開
発
環

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
〇
六

境
を
提
供
す
る
も
の
、
②
課
金
・
認
証
・
ユ
ー
ザ
ー
管
理
機
能
を
提
供
す
る
も
の
、
③
テ
ー
タ
蓄
積
・
流
通
・
連
携
機
能
を
提
供
す
る
も
の
、
④
デ

バ
イ
ス
と
ク
ラ
ウ
ド
間
の
セ
キ
ュ
ア
な
通
信
を
提
供
す
る
も
の
、
⑤
デ
バ
イ
ス
管
理
機
能
を
提
供
す
る
も
の
、
⑥
デ
バ
イ
ス
側
で
ク
ラ
ウ
ド
と
連
携

し
て
動
作
す
る
も
の
。

（
57
） 
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
進
展
に
つ
き
、
総
務
省
編
『
Ｉ
ｏ
Ｔ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・
Ａ
Ｉ : 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
デ
ー
タ
が
創
造
す
る
新
た
な
価
値
』〈
情
報
通

信
白
書
平
成
二
八
年
版
〉（
発
売
・
全
国
官
報
販
売
協
同
組
合
、
二
〇
一
六
年
）
八
〇
頁
以
下
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
に
関
す
る
国
内
外
の
取
組
み
に
つ
い
て
は
、

同
署
一
一
一
頁
以
下
。

（
58
） 

増
島
雅
和
＝
堀
天
子
『
暗
号
資
産
の
法
律
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
二
〇
年
）
九
頁
。

（
59
） Y

eung, su
pra note 18, at 209. 

（
60
） 

増
島
＝
堀
・
前
掲
注（
58
）一
一
頁
。

（
61
） R

askin, su
pra note 18, at 323.

（
62
） S

tuart D
. L

evi and A
lex B

. L
ipton, A

n
 In

trod
u

ction
 to S

m
art C

on
tracts an

d
 T

h
eir P

oten
tial an

d
 In

h
eren

t L
im

itation
s, 

H
A

R
V

A
R

D
 L

A
W

 S
C

H
O

O
L

 F
O

R
U

M
 O

N
 C

O
R

P
O

R
A

T
E

 G
O

V
E

R
N

A
N

C
E

 A
N

D
 F

IN
A

N
C

IA
L

 R
E

G
U

L
A

T
IO

N
S

 

（2018

）, 

available at https://corpgov.law
.harvard.edu/2018/05/26/an-introduction-to-sm

art-contracts-and-their-potential-and-inherent-

lim
itations/

（
63
） M

arkovits, su
pra note 10, at 431.

（
64
） R

askin, su
pra note 18, at 306.

（
65
） S

m
art C

ontracts A
lliance②

, su
pra note 18, at 41; H

arry S
urden, C

om
pu

table C
on

tract, 46 U
.C

. D
avis L

. R
ev. 629, 656 

（2012

）.

（
66
） K

olber, su
pra note 9, at 220; W

erbach &
 C

ornell, su
pra note 18 at 340-341; B

ellia, su
pra note 6, at 1065: C

O
P

R
A

 A
N

D
 

W
H

IT
E

, su
pra note 29, pp. 30, 55-61.

（
67
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
五
─
一
六
頁
。

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
七

（
68
） 

ド
レ
シ
ャ
ー
・
前
掲
注（
46
）四
〇
頁
。

（
69
） 

小
出
・
前
掲
注（
45
）八
三
九
頁
。

（
70
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
六
頁
。

（
71
） M

cquinn &
 C

astro, su
pra note 12, at 5.

（
72
） 

小
出
・
前
掲
注（
17
）二
一
頁
以
下
、
二
六
頁
。

（
73
） 

前
掲
注（
１
）─（
４
）で
引
用
の
各
文
献
参
照
。

（
74
） L

eonhard, su
pra note 14, at 57.

（
75
） R

askin, su
pra note 18, at 306; G

rundm
ann &

 H
acker, su

pra note 1, at 267-69.

（
76
） A

gnikhotraum
 et al. su

pra note 18, at 302; S
avelyev, su

pra note 18, at 7

な
ど
。
学
説
の
整
理
と
し
て
、C

aria, su
pra note 18, 

at 735 

は
代
表
的
な
学
説
の
見
解
を
六
つ
に
分
類
し
整
理
す
る
。

（
77
） N

ick S
zabo, F

orm
alizin

g an
d

 S
ecu

rin
g R

elation
sh

ips on
 P

u
blicn

etw
orks, F

IR
S

T
 M

O
N

D
A

Y
 2, N

o. 9 

（S
eptem

ber 1, 

1997

）, http://firstm
anday.org/ojs/index.php/fm

/article/view
/548/469.

（
78
） T

em
te, su

pra note 18, at 94; A
gnikhotram

 et al., su
pra note 18, at 301-302; P

each, su
pra note 3, at 3; T

em
plin, su

pra 

note 1, at 959 

な
ど
。

（
79
） A

rcari, su
pra note 1, at 370.

（
80
） W

oebbeking, su
pra note 16, at 106.

（
81
） R

ohr, su
pra note 1, at 72.

（
82
） M

ateja D
urovic &

 A
ndre Jansen, F

orm
ation

 of S
m

art C
on

tracts u
n

d
er C

on
tract L

aw
, in T

H
E

 C
A

M
B

R
ID

G
E

 O
F

 

H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 S
M

A
R

T
 C

O
N

T
R

A
C

T
S

, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 A

N
D

 D
IG

IT
A

L
 P

L
A

T
F

O
R

M
S

, edited by 

L
A

R
R

Y
 A

. D
IM

A
T

T
E

O
 et al., C

am
bridge U

niversity P
ress 2020, pp. 61 ff., 75.

（
83
） 

詳
細
は
、W

oebbeklng, su
pra note 16, at 106 ff. 

併
せ
て
、
前
掲
注（
15
）を
参
照
。

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
七

（
68
） 

ド
レ
シ
ャ
ー
・
前
掲
注（
46
）四
〇
頁
。

（
69
） 

小
出
・
前
掲
注（
45
）八
三
九
頁
。

（
70
） 
赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
六
頁
。

（
71
） M

cquinn &
 C

astro, su
pra note 12, at 5.

（
72
） 

小
出
・
前
掲
注（
17
）二
一
頁
以
下
、
二
六
頁
。

（
73
） 

前
掲
注（
１
）─（
４
）で
引
用
の
各
文
献
参
照
。

（
74
） L

eonhard, su
pra note 14, at 57.

（
75
） R

askin, su
pra note 18, at 306; G

rundm
ann &

 H
acker, su

pra note 1, at 267-69.

（
76
） A

gnikhotraum
 et al. su

pra note 18, at 302; S
avelyev, su

pra note 18, at 7

な
ど
。
学
説
の
整
理
と
し
て
、C

aria, su
pra note 18, 

at 735 

は
代
表
的
な
学
説
の
見
解
を
六
つ
に
分
類
し
整
理
す
る
。

（
77
） N

ick S
zabo, F

orm
alizin

g an
d

 S
ecu

rin
g R

elation
sh

ips on
 P

u
blicn

etw
orks, F

IR
S

T
 M

O
N

D
A

Y
 2, N

o. 9 

（S
eptem

ber 1, 

1997

）, http://firstm
anday.org/ojs/index.php/fm

/article/view
/548/469.

（
78
） T

em
te, su

pra note 18, at 94; A
gnikhotram

 et al., su
pra note 18, at 301-302; P

each, su
pra note 3, at 3; T

em
plin, su

pra 

note 1, at 959 

な
ど
。

（
79
） A

rcari, su
pra note 1, at 370.

（
80
） W

oebbeking, su
pra note 16, at 106.

（
81
） R

ohr, su
pra note 1, at 72.

（
82
） M
ateja D

urovic &
 A

ndre Jansen, F
orm

ation
 of S

m
art C

on
tracts u

n
d

er C
on

tract L
aw

, in T
H

E
 C

A
M

B
R

ID
G

E
 O

F
 

H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 S
M

A
R

T
 C

O
N

T
R

A
C

T
S

, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 A

N
D

 D
IG

IT
A

L
 P

L
A

T
F

O
R

M
S

, edited by 

L
A

R
R

Y
 A

. D
IM

A
T

T
E

O
 et al., C

am
bridge U

niversity P
ress 2020, pp. 61 ff., 75.

（
83
） 

詳
細
は
、W

oebbeklng, su
pra note 16, at 106 ff. 

併
せ
て
、
前
掲
注（
15
）を
参
照
。

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
〇
八

（
84
） E

R
IC

 A
. P

O
S

N
E

R
, C

O
N

T
R

A
C

T
 L

A
W

 A
N

D
 T

H
E

O
R

Y
, 

（W
olters K

luw
er, 2nd ed. 2016

）. 

法
と
経
済
学
の
観
点
か
ら
約
束
の

相
互
交
換
が
、
ま
た
、
関
係
的
契
約
理
論
か
ら
は
協
調
行
動
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
公
的
規
範
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
効
率
性
が
議
論
さ
れ
る
。
伝
統

的
契
約
理
論
に
よ
れ
ば
、
約
束
の
交
換
や
社
会
規
範
の
遵
守
も
要
求
さ
れ
る
。G

R
A

N
T

 G
IL

M
O

R
E

, T
H

E
 D

E
A

T
H

 O
F

 C
O

N
T

R
A

C
T

 61 

（O
hio S

tate U
niversity P

ress 1974

）.

（
85
） G

IL
M

O
R

E
, su

pra note 84, at 61.

（
86
） B

ellia, su
pra note 6, at 1058-1059.

（
87
） W

erbach &
 C

ornell, su
pra note 18, at 343. 

な
お
、
一
方
的
契
約
の
概
念
に
つ
き
、M

ark P
ettit, M

od
ern

 U
n

ilateral C
on

tracts, 

63 B
u. L

. R
ev. 551, 565 

（1983

）; M
aurice I W

orm
ser, T

ru
e C

on
ception

 of U
n

ilateral C
on

tracts, 26 Y
ale L

. J. 136 

（1916

）.

（
88
） 

詳
し
く
は
、R

ohr, su
pra note 1, at 73: W

oebbeking, su
pra note 16, at 107-111; D

urovic &
 Jansen, su

pra note 82, at 754, 

761-770; T
em

te, su
pra note 18, at 102-112; V

erstraete, su
pra note 16, at 745, 762-793, A

rcari, su
pra note 1, at 373-376; 

0 ’shields, su
pra note 1, at 185-193; A

gnikhotraum
 et al., su

pra note 18, at 309; J. D
ax H

ansen et al., su
pra note 18, at 6; 

S
avelyev, su

pra note 18, at 16-21; G
atteschi, et al., su

pra note 3, at 53-54 

な
ど
。

（
89
） S

m
art contract A

lliance②
, su

pra note 18, at 41; S
urden, su

pra note 65, at 656.

（
90
） K

olber, su
pra note 9, at 220; W

erbach &
 C

ornell, su
pra note 18, at 340; B

ellia, su
pra note 6, at 1047.

（
91
） W

erbach &
 C

ornell, su
pra note 18, at 341-344; D

aniel C
aruso, T

h
en

 an
d

 N
ow

: M
ark P

ettit's M
od

ern
 U

n
ilateral 

C
on

tracts in
 th

e 1980s an
d

 in
 th

e A
ge of B

lockch
ain

s, 98 B
u. L

. R
ev. 1789, 1791 

（2018

）.

（
92
） T

ess W
ilkinson-R

yan, A
 P

sych
ological A

ccou
n

t of C
on

sen
t of F

in
e P

rin
t, 99 Iow

a L
. R

ev. 1745 

（2013

）.

（
93
） U

sha R
odrigues, L

aw
 an

d
 th

e B
lockch

ain, 104 Iow
a L

. R
ev. 679, 717 

（2018

）.

（
94
） S

cholz, su
pra note 1, at 128.

（
95
） M

cquinn &
 C

astro, su
pra note 12, at 24.

（
96
） G

rim
m

elm
ann, su

pra note 18, at 4; R
ohr, su

pra note 1, at 72.

）
二
二
六
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
九

（
97
） L

evy, su
pra note 13, at 1.

（
98
） T

F
C

T

（C
om

m
odity F

utures T
rading C

om
m

ission

）
の
報
告
書
、P

rim
erS

m
artC

ontracts, https://w
w

w
.cftc.gov/sites/default/

files/2018-11/L
abC

F
T

C
_P

rim
erS

m
artC

ontracts12718.pdf, at 11 ff., 25.

（
99
） R

obert H
erian, L

egal recogn
ition

 of B
lockch

ain
 R

egistries an
d

 S
m

art C
on

tract, p.10, available at https://w
w

w
.

eublockchainforum
.eu/know

ledge.  

（
100
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 42 ff.

（
101
） 

末
廣
裕
亮
「
仮
想
通
貨
の
私
法
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
九
〇
号
（
二
〇
一
七
年
）
六
八
頁
。

（
102
） 

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
編
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
法
大
全
（
下
）』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
七
年
）
八
四
五
頁
［
芝
章
浩
］。

（
103
） 

森
下
哲
郎
「
分
散
台
帳
取
引
と
金
融
取
引
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
八
頁
以
下
、
三
三
頁
。

（
104
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
九
頁
。

（
105
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
九
頁
。

（
106
） T

he D
A

O
 A

ttack

事
件
に
つ
い
て
は
、
林
裕
司
「T

he D
A

O
 A

ttack

事
件
」
翁
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
１
）二
六
七
─
二
七
〇
頁
な
ど
に
詳

し
い
紹
介
が
あ
る
。

（
107
） L

eonhard, su
pra note 14, at 57; K

lass, su
pra note 14, at 57.

（
108
） T

he C
ase L

aw
 A

ccess P
roject: H

istorical T
rends. available at https://case.law

/trends/.

（
109
） W

E
R

B
A

C
H

, su
pra note 5, at 163; W

erbach &
 C

ornell, su
pra note 18, at 341.

（
110
） B

row
nsw

ord, su
pra note 29, at 311 ff.

（
111
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 39; M

arkovits, su
pra note 10, at 431; A

m
y J. S

chm
itz &

 C
olin R

ule, O
n

lin
e D

ispu
te 

R
esolu

tion
 for S

m
art C

on
tracts, 2019 J. of D

ispute R
esol. 103, 117 

（2019

）. 

（
112
） Y

eung, su
pra note 18, at 220, 224; L

arry A
. D

iM
atteo et al., S

m
art C

on
tracts an

d
 C

on
tract L

aw
, in T

H
E

 C
A

M
B

R
ID

G
E

 

H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 S
M

A
R

T
 C

O
N

T
R

A
C

T
S

, B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 A

N
D

 D
IG

IT
A

L
 P

L
A

T
F

O
R

M
, edited by L

A
R

R
Y

 

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
〇
九

（
97
） L

evy, su
pra note 13, at 1.

（
98
） T

F
C

T

（C
om

m
odity F

utures T
rading C

om
m

ission

）
の
報
告
書
、P

rim
erS

m
artC

ontracts, https://w
w

w
.cftc.gov/sites/default/

files/2018-11/L
abC

F
T

C
_P

rim
erS

m
artC

ontracts12718.pdf, at 11 ff., 25.

（
99
） R

obert H
erian, L

egal recogn
ition

 of B
lockch

ain
 R

egistries an
d

 S
m

art C
on

tract, p.10, available at https://w
w

w
.

eublockchainforum
.eu/know

ledge.  

（
100
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 42 ff.

（
101
） 

末
廣
裕
亮
「
仮
想
通
貨
の
私
法
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
九
〇
号
（
二
〇
一
七
年
）
六
八
頁
。

（
102
） 

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
編
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
法
大
全
（
下
）』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
七
年
）
八
四
五
頁
［
芝
章
浩
］。

（
103
） 

森
下
哲
郎
「
分
散
台
帳
取
引
と
金
融
取
引
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
八
頁
以
下
、
三
三
頁
。

（
104
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
九
頁
。

（
105
） 

赤
羽
・
前
掲
注（
１
）一
九
頁
。

（
106
） T

he D
A

O
 A

ttack

事
件
に
つ
い
て
は
、
林
裕
司
「T

he D
A

O
 A

ttack

事
件
」
翁
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
１
）二
六
七
─
二
七
〇
頁
な
ど
に
詳

し
い
紹
介
が
あ
る
。

（
107
） L

eonhard, su
pra note 14, at 57; K

lass, su
pra note 14, at 57.

（
108
） T

he C
ase L

aw
 A

ccess P
roject: H

istorical T
rends. available at https://case.law

/trends/.

（
109
） W

E
R

B
A

C
H

, su
pra note 5, at 163; W

erbach &
 C

ornell, su
pra note 18, at 341.

（
110
） B

row
nsw

ord, su
pra note 29, at 311 ff.

（
111
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 39; M

arkovits, su
pra note 10, at 431; A

m
y J. S

chm
itz &

 C
olin R

ule, O
n

lin
e D

ispu
te 

R
esolu

tion
 for S

m
art C

on
tracts, 2019 J. of D

ispute R
esol. 103, 117 

（2019

）. 

（
112
） Y

eung, su
pra note 18, at 220, 224; L

arry A
. D

iM
atteo et al., S

m
art C

on
tracts an

d
 C

on
tract L

aw
, in T

H
E

 C
A

M
B

R
ID

G
E

 

H
A

N
D

B
O

O
K

 O
F

 S
M

A
R

T
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O
N

T
R

A
C

T
S

, B
L

O
C

K
C

H
A
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 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 A

N
D
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IG
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A

L
 P

L
A

T
F

O
R

M
, edited by L

A
R

R
Y
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二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
一
〇

A
. D

IM
A

T
T

E
O

 et al., C
am

bridge U
niversity press 2020, at 4.

（
113
） Y

eung, su
pra note 18, at 236, 239; G

atteschi et al., su
pra note 3, at 53; M

atteo et al., su
pra note 112, at 4 ff., 10.

（
114
） G

rim
m

elm
ann, su

pra note 18, at 4; W
erbach &

 C
ornell, su

pra note 18, at 322; D
avid S

iegel, U
n

d
erstan

d
in

g th
e D

A
O

 

A
ttack, C

O
IN

D
E

S
K

, June 25, 2016, available at https://w
w

w
.coindesk.com

/understanding-dao-hack-journalists.

（
115
） 

小
出
・
前
掲
注（
17
）二
六
─
二
七
頁
。

（
116
） 

ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ッ
シ
グ
／
山
形
浩
生
・
柏
木
亮
二
［
訳
］『C

ode: 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
合
法
・
違
法
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』（
翔
泳
社
、

二
〇
〇
一
年
）
三
頁
以
下
、
七
七
頁
以
下
。

（
117
） 

小
塚
壮
一
郎
『
Ａ
Ｉ
の
時
代
と
法
』〈
岩
波
新
書
〉（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
一
三
九
頁
、
一
四
五
頁
。
レ
ッ
シ
ン
グ
の
問
題
提
起
に
つ
き
、

W
E

R
B

A
C

H
, su

pra note 5, at 153-160; F
IN

C
K

, su
pra note 5, at 39-45, 66-87.

（
118
） L

. L
E

S
S

IN
G

, C
O

D
E

 A
N

D
 O

T
H

E
R

 L
A

W
S

 O
F

 C
Y

B
E

R
S

P
A

C
E

, N
ew

 Y
ork: B

asic B
ooks, 1999. 

本
書
の
邦
訳
に
つ
き
、
レ
ッ

シ
グ
／
山
形
・
柏
木
［
訳
］・
前
掲
注（
116
）参
照
。

（
119
） Y

eung, su
pra note 18, at 209, 215-216, 219-220; S

avelyev, su
pra note 18, at 14.

（
120
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
九
四
頁
。

（
121
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
九
四
─
一
九
六
頁
。

（
122
） A

gnikhotram
 &

 K
ouroutaki, su

pra note 18, at 305. 

詳
し
く
は
、R

eyes, su
pra note 18, at 384; A

aron W
right &

 P
rim

avera 

D
e F

ilippi, D
ecen

tralized
 B

lockch
ain

 T
ech

n
ology an

d
 th

e R
ise of L

ex C
ryptograph

ia, available at https://ssrn.com
/

abstract=2580664 

（2015

）, p. 1; S
urden, su

pra note 65, at 629.

（
123
） W
erbach &

 C
ornell, su

pra note 18, at 319; Jakub J. S
zczerbow

ski, P
lace of S

m
art C

on
tracts in

 C
ivil L

aw
. A

 F
ew

 

C
om

m
en

ts on
 F

orm
 an

d
 In

terpretation, available at hppts://ssrn.com
/abstract=3095933 

（2017

）.

（
124
） 

各
州
の
立
法
状
況
に
つ
き
、R

ex M
artinez, A

rtifi
cial In

telligen
ce: D

istin
gu

ish
in

g B
etw

een
 T

ypes &
 D

efi
n

ition
s, 19 N

ev. L
. 

J. 1015, 1016, 1029-1033 

（2019

）. 

連
邦
法
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
統
一
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
情
報
取
引
法
（U

C
IT

A

）§
107; 

電
子
署
名
法

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
一
一

（E
-S

IG
N
§

101

（b

））。
詳
し
く
は
、C

H
O

P
R

 A
N

D
 W

IT
E

, su
pra note 29, at 35 ff., 61-65.

（
125
） W

erbach &
 C

ornell, su
pra note 18, at 341; B

ellia, su
pra note 6, at 1065.; C

H
O

P
R

A
 &

 W
H

IT
E

, su
pra note 66, at 30, 55-

61, 65-69.

最
近
の
議
論
に
つ
き
、D

ahiyat, su
pra note 29, at 372 ff.

（
126
） 

増
島
＝
天
・
前
掲
注（
58
）
一
一
頁
。

（
127
） 

新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
法
的
規
制
の
必
要
性
と
法
律
家
の
役
割
に
つ
き
、F

rank A
. P

asquale and G
lyn C

ashw
ell, F

ou
r 

F
u

tu
res of L

egal A
u

tom
ation, 63 U

C
L

A
. L

. R
ev. D

iscource 26 

（2015

）.

（
128
） A

rcari, su
pra note 1, at 365-366.

（
129
） R

ohr, su
pra note 1, at 74-75; A

rcari, su
pra note 1, at 366 &

 377 et seq.; M
argaret I. L

yle et al., S
tate L

aw
s A

d
d

essin
g 

B
locch

ain
 T

ech
n

ology, in B
L

O
C

K
C

H
A

IN
 F

O
R

 B
U

S
IN

E
S

S
 L

A
W

Y
E

R
S

, by edeited by JA
M

E
S

 A
. C

O
X

 A
N

D
 M

A
R

K
 W
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R
A

W
S

M
U

S
S

E
N

, S
cience &

 T
echnology L
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 2018. pp. 185 ff., 187-194. 

（
130
） A

rcari, su
pra note 1, at 377.

（
131
） A

rcari, su
pra note 1, at 366 &

 377.

（
132
） A

rizona on M
arch 29, 2017 

（H
.B

. 2417

）; T
ennessee on M

arch 26, 2018 

（P
ublic C

hapter N
o. 591, S

enate B
ill N

o. 1662

） 

（
133
） O

hio 

（S
B

300

）; N
ebraska 

（L
B

695

）.

（
134
） A

rcari, su
pra note 1, at 377.

（
135
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
九
三
頁
。

（
136
） 

中
舎
寛
樹
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』
と
多
数
当
事
者
契
約
論
」
明
治
大
学
・
法
科
大
学
院
論
集
二
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）

六
三
頁
。

（
137
） 

中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
五
頁
。

（
138
） 

中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
五
─
六
六
頁
。

（
139
） 

中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
七
頁
。
同
意
理
論
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
筏
津
安
恕
『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』（
昭
和
堂
、
一
九
九
八
年
）
一
二
頁
以

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
一
一

（E
-S

IG
N
§

101

（b

））。
詳
し
く
は
、C

H
O

P
R

 A
N

D
 W

IT
E

, su
pra note 29, at 35 ff., 61-65.

（
125
） W

erbach &
 C

ornell, su
pra note 18, at 341; B

ellia, su
pra note 6, at 1065.; C

H
O

P
R

A
 &

 W
H

IT
E

, su
pra note 66, at 30, 55-

61, 65-69.

最
近
の
議
論
に
つ
き
、D

ahiyat, su
pra note 29, at 372 ff.

（
126
） 
増
島
＝
天
・
前
掲
注（
58
）
一
一
頁
。

（
127
） 

新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
法
的
規
制
の
必
要
性
と
法
律
家
の
役
割
に
つ
き
、F

rank A
. P

asquale and G
lyn C

ashw
ell, F

ou
r 

F
u

tu
res of L

egal A
u

tom
ation, 63 U

C
L

A
. L

. R
ev. D

iscource 26 

（2015

）.
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） R
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tate L

aw
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（
130
） A

rcari, su
pra note 1, at 377.

（
131
） A

rcari, su
pra note 1, at 366 &

 377.

（
132
） A

rizona on M
arch 29, 2017 

（H
.B

. 2417
）; T

ennessee on M
arch 26, 2018 

（P
ublic C

hapter N
o. 591, S

enate B
ill N

o. 1662

） 

（
133
） O

hio 

（S
B

300

）; N
ebraska 

（L
B

695

）.

（
134
） A

rcari, su
pra note 1, at 377.

（
135
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
九
三
頁
。

（
136
） 

中
舎
寛
樹
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』
と
多
数
当
事
者
契
約
論
」
明
治
大
学
・
法
科
大
学
院
論
集
二
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）

六
三
頁
。

（
137
） 

中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
五
頁
。

（
138
） 

中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
五
─
六
六
頁
。

（
139
） 

中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
七
頁
。
同
意
理
論
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
筏
津
安
恕
『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』（
昭
和
堂
、
一
九
九
八
年
）
一
二
頁
以

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
一
二

下
、
中
谷
寛
樹
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
合
意
論
と
多
数
当
事
者
間
契
約
論
」
伊
藤
進
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
『
現
代
私
法
規
律
の
構
造
』（
第
一
法
規
、

二
〇
一
七
年
）
一
頁
以
下
。

（
140
） 
中
舎
・
前
掲
注（
136
）八
七
頁
。

（
141
） 
中
舎
・
前
掲
注（
136
）六
六
─
六
七
頁
。

（
142
） 

従
来
の
伝
統
的
な
支
配
学
説
に
つ
き
、
山
本
敬
三
「
契
約
の
解
釈
と
民
法
改
正
の
課
題
」
石
川
正
夫
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
経
済
社
会
と
法

の
役
割
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）
七
〇
一
頁
以
下
、
七
〇
四
頁
。

（
143
） 

松
尾
弘
「
民
法
改
正
に
お
け
る
規
範
的
意
思
主
義
と
合
意
主
義
の
相
克
─
法
律
行
為
に
お
け
る
「
意
思
」
の
妥
当
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
─
」
内
池

慶
四
郎
先
生
追
悼
論
文
集
『
私
権
の
創
設
と
そ
の
展
開
』（
慶
應
義
塾
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
五
二
九
頁
以
下
、
五
三
一
─
五
三
二
頁
。

（
144
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
三
一
頁
。

（
145
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
二
九
頁
以
下
、
山
本
（
敬
）・
前
掲
注（
142
）七
〇
一
頁
以
下
、
中
田
裕
康
「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
対
立
軸
」
松
久

三
四
彦
ほ
か
編
著
『
社
会
の
変
容
と
民
法
の
課
題
［
上
巻
］』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）
三
七
一
頁
以
下
、
大
村
敦
志
「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の

『
契
約
・
契
約
法
』
観
」
民
商
一
五
三
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
146
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
三
一
頁
。

（
147
） 

潮
見
佳
男
「
総
論
─
契
約
責
任
論
の
現
状
と
課
題
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
一
頁
以
下
な
ど
。

（
148
） 

山
本
敬
三
「
契
約
の
拘
束
力
と
契
約
責
任
論
の
展
開
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
七
頁
。

（
149
） 

中
田
（
裕
）・
前
掲
注（
145
）三
七
四
─
三
七
五
頁
、
三
八
九
頁
。

（
150
） 

大
村
・
前
掲
注（
145
）六
八
頁
。
な
お
、
潮
見
佳
男
『
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
法
の
概
要
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
七
年
）
五
四

頁
以
下
参
照
。

（
151
） 

中
田
（
裕
）・
前
掲
注（
145
）三
七
四
頁
注
四
。

（
152
） 

中
田
（
裕
）・
前
掲
注（
145
）三
七
六
頁
。
な
お
、
中
田
裕
康
『
債
権
総
論
［
第
３
版
］』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
153
） 

大
村
・
前
掲
注（
145
）七
三
頁
。

）
二
二
二
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
一
三

（
154
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
三
一
頁
。
併
せ
て
、
松
尾
弘
「
民
法
〈
債
権
法
〉
改
正
に
お
け
る
『
意
思
主
義
』
の
行
方

─
法
律
行
為
に
お
け
る
帰

責
原
理
の
観
点
か
ら
」
池
田
真
朗
＝
平
野
裕
之
＝
西
原
慎
治
編
著
『
民
法
〈
債
権
法
〉
改
正
の
論
理
』（
新
青
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
六
六
三
頁
以

下
参
照
。

（
155
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
三
五
頁
。

（
156
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
五
六
頁
注（
18
）、
原
島
重
義
「
民
法
理
論
の
古
典
的
体
系
と
そ
の
限
界
─
ひ
と
つ
の
覚
え
書
き
─
」
山
中
康
雄
教
授
還

暦
記
念
『
近
代
法
と
現
代
法
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
六
一
年
）
一
一
九
頁
以
下
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
近
時
の
改
正
に
つ
き
、
中
田
裕
康
「
２
０
１
６

年
フ
ラ
ン
ス
民
法
（
債
権
法
）
改
正
」
日
仏
法
学
二
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
九
七
頁
。
こ
れ
ま
で
の
改
正
の
歴
史
の
通
観
と
し
て
、
馬
場
圭
太
「
フ

ラ
ン
ス
民
法
典
改
正
史

─
民
法
典
の
危
機
と
再
生
」
安
永
正
昭
ほ
か
監
修
『
債
権
法
改
正
と
民
法
学
Ⅰ
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
二
五
九

頁
以
下
。

（
157
） 

原
島
・
前
掲
注（
156
）一
四
四
頁
。

（
158
） 

民
法
学
の
古
典
的
体
系
を
一
九
世
紀
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
、
と
く
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
に
求
め
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
社
会
像
な
い
し
思
考
様
式
の
源
を
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
に
、
さ
ら
に
遡
っ
て
啓
蒙
期
自
然
法
思
想
に
確
認
す
る
こ
と
に
は
、
さ
し
て
異
論
は
な
か

ろ
う
。
民
法
学
の
古
典
的
体
系
の
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
の
全
体
を
支
え
る
基
本
的
な
価
値
は
、
個
人
の
自
律
的
な
展
開
を
可
能
と
す
る
自
由
で
あ
っ

た
。
こ
の
自
由
を
端
的
に
表
す
も
の
が
、
私
的
自
治
の
原
則
で
あ
る
。
私
法
上
の
法
律
関
係
は
、
自
由
な
個
人
の
意
思
力
の
流
出
の
結
果
、
形
成
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
利
の
担
い
手
が
自
ら
法
律
行
為
に
よ
っ
て
法
律
関
係
を
作
り
出
し
、
変
更
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
民

法
学
の
古
典
的
体
系
は
、
今
日
ま
で
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
体
系
の
中
に
、
私
法
が
互
い
に
独
立
し
自
己
の
決

定
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
市
民
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
表
現
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
原
島
・
前
掲
注（
156
）一
二
二
─
一
二
四
頁
。

（
159
） 

原
島
・
前
掲
注（
156
）一
六
〇
頁
。
民
法
学
の
古
典
的
理
論
と
は
何
か
を
厳
密
に
問
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
一
九
世
紀
初
め
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
求

め
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
九
世
紀
末
、
二
〇
世
紀
初
め
の
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
に
接
着
す
る
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
に
求
め
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
、

結
局
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
か
ら
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
に
至
る
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
に
お
い
て
、
民
法
理
論
は
そ
の
骨
格
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂

げ
た
か
と
い
う
こ
と
を
追
求
す
る
歴
史
的
研
究
に
帰
着
す
る
。

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
一
三

（
154
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
三
一
頁
。
併
せ
て
、
松
尾
弘
「
民
法
〈
債
権
法
〉
改
正
に
お
け
る
『
意
思
主
義
』
の
行
方

─
法
律
行
為
に
お
け
る
帰

責
原
理
の
観
点
か
ら
」
池
田
真
朗
＝
平
野
裕
之
＝
西
原
慎
治
編
著
『
民
法
〈
債
権
法
〉
改
正
の
論
理
』（
新
青
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
六
六
三
頁
以

下
参
照
。

（
155
） 
松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
三
五
頁
。

（
156
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
五
六
頁
注（
18
）、
原
島
重
義
「
民
法
理
論
の
古
典
的
体
系
と
そ
の
限
界
─
ひ
と
つ
の
覚
え
書
き
─
」
山
中
康
雄
教
授
還

暦
記
念
『
近
代
法
と
現
代
法
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
六
一
年
）
一
一
九
頁
以
下
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
近
時
の
改
正
に
つ
き
、
中
田
裕
康
「
２
０
１
６

年
フ
ラ
ン
ス
民
法
（
債
権
法
）
改
正
」
日
仏
法
学
二
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
九
七
頁
。
こ
れ
ま
で
の
改
正
の
歴
史
の
通
観
と
し
て
、
馬
場
圭
太
「
フ

ラ
ン
ス
民
法
典
改
正
史

─
民
法
典
の
危
機
と
再
生
」
安
永
正
昭
ほ
か
監
修
『
債
権
法
改
正
と
民
法
学
Ⅰ
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
二
五
九

頁
以
下
。

（
157
） 

原
島
・
前
掲
注（
156
）一
四
四
頁
。

（
158
） 

民
法
学
の
古
典
的
体
系
を
一
九
世
紀
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
、
と
く
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
に
求
め
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
社
会
像
な
い
し
思
考
様
式
の
源
を
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
に
、
さ
ら
に
遡
っ
て
啓
蒙
期
自
然
法
思
想
に
確
認
す
る
こ
と
に
は
、
さ
し
て
異
論
は
な
か

ろ
う
。
民
法
学
の
古
典
的
体
系
の
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
の
全
体
を
支
え
る
基
本
的
な
価
値
は
、
個
人
の
自
律
的
な
展
開
を
可
能
と
す
る
自
由
で
あ
っ

た
。
こ
の
自
由
を
端
的
に
表
す
も
の
が
、
私
的
自
治
の
原
則
で
あ
る
。
私
法
上
の
法
律
関
係
は
、
自
由
な
個
人
の
意
思
力
の
流
出
の
結
果
、
形
成
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
利
の
担
い
手
が
自
ら
法
律
行
為
に
よ
っ
て
法
律
関
係
を
作
り
出
し
、
変
更
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
民

法
学
の
古
典
的
体
系
は
、
今
日
ま
で
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
体
系
の
中
に
、
私
法
が
互
い
に
独
立
し
自
己
の
決

定
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
市
民
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
表
現
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
原
島
・
前
掲
注（
156
）一
二
二
─
一
二
四
頁
。

（
159
） 

原
島
・
前
掲
注（
156
）一
六
〇
頁
。
民
法
学
の
古
典
的
理
論
と
は
何
か
を
厳
密
に
問
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
一
九
世
紀
初
め
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
求

め
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
九
世
紀
末
、
二
〇
世
紀
初
め
の
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
に
接
着
す
る
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
に
求
め
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
、

結
局
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
か
ら
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
に
至
る
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
に
お
い
て
、
民
法
理
論
は
そ
の
骨
格
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂

げ
た
か
と
い
う
こ
と
を
追
求
す
る
歴
史
的
研
究
に
帰
着
す
る
。

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
一
四

（
160
） 

原
島
・
前
掲
注（
156
）一
六
〇
頁
。

（
161
） W

einer F
lum

e, A
llgem

einer T
eil des B

ürgerlichen R
echts, B

and 2, D
as R

echtsgeschaft, 3. E
rganzte A

uflage, S
priner-

V
erlag, 1979, S

.23, 302-304. 

ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
意
思
表
示
の
解
釈
に
つ
い
て
、「
真
意
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
表
現
の

字
義
的
な
意
味
に
拘
泥
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
（
ド
民
一
三
三
条
）。
意
思
表
示
に
お
け
る
当
事
者
の
実
際
の
理
解
が
明
ら
か
で
な
い
と

き
は
、
法
律
行
為
の
規
範
的
解
釈
お
よ
び
補
充
的
解
釈
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
際
、
意
思
表
示
の
解
釈
は
、
な
お
も
表
意
者
の
真
意
を
基
準
と
す
べ

き
か
、
表
示
そ
れ
自
体
の
客
観
的
意
味
を
基
準
と
す
べ
き
か
、
判
例
・
学
説
上
、
争
わ
れ
て
き
た
。
松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
五
七
頁
注（
18
）。
詳
し

く
は
、
内
池
慶
四
郎
「
無
意
識
的
不
合
意
と
錯
誤
と
の
関
係
に
つ
い
て
─
意
思
表
示
解
釈
の
原
理
を
め
ぐ
る
」
法
学
研
究
三
八
巻
一
号
（
一
九
六
五

年
）
一
九
一
─
二
〇
五
頁
。

（
162
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
五
七
頁
注（
19
）。

（
163
） 

松
尾
、
前
掲
注（
143
）五
三
一
頁
、
原
島
・
前
掲
注（
156
）一
四
四
頁
。

（
164
） 

松
尾
・
前
掲
注（
143
）五
五
三
頁
。

（
165
） 

宍
戸
ほ
か
・
前
掲
注（
17
）一
五
二
頁
以
下
。
同
意
理
論
の
展
開
に
つ
き
、
前
掲
注（
139
）参
照
。

（
166
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
九
五
頁
。

（
167
） 

宍
戸
ほ
か
・
前
掲
注（
17
）一
五
二
頁
以
下
。

（
168
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）一
九
五
─
一
九
六
頁
。

（
169
） 

増
島
＝
堀
・
前
掲
注（
58
）一
〇
頁
。

（
170
） R

ohr, su
pra note 1, at 103.

（
171
） 

小
出
・
前
掲
注（
17
）二
六
─
二
七
頁
。

（
172
） 

詳
細
は
、
定
型
約
款
に
関
す
る
規
定
の
創
設
の
経
緯
に
つ
き
、
筒
井
健
夫
＝
村
松
秀
樹
『
一
問
一
答
・
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
』（
商
事
法

務
、
二
〇
一
八
年
）
二
四
〇
─
二
六
三
頁
、
村
松
秀
樹
＝
松
尾
博
憲
『
定
型
約
款
の
実
務
Ｑ
＆
Ａ
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
一
─
二
〇
頁
。

改
正
経
緯
を
踏
ま
え
た
解
釈
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
河
上
正
二
「『
約
款
に
よ
る
契
約
』
と
『
定
型
約
款
』」〈
特
集
〉「
改
正
民
法
に
お
け
る
『
定

）
二
二
五
（

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
一
五

型
約
款
』
と
消
費
者
契
約
」
消
費
者
法
研
究
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
頁
、
山
本
敬
三
「
改
正
民
法
に
お
け
る
『
定
型
約
款
』
の
規
制
と
そ
の
問
題

点
」
同
三
一
頁
以
下
、
川
地
宏
行
「
民
法
改
正
に
お
け
る
定
型
約
款
の
組
入
要
件
と
内
容
規
制
」
伊
藤
進
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
『
現
代
私
法
規
律

の
構
造
』（
第
一
法
規
、
二
〇
一
七
年
）
一
一
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
173
） 

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
開
発
の
開
発
と
展
開
は
、A

gnikhotram
 &

 K
ouroutaki, su

pra note 18, at 302; G
atteschi et al., su

pra 

note 3, at 38, 45-53. 

詳
細
は
、S

m
art C

ontracts A
lliance②

, su
pra note 18, at 14-18. 

（
174
） D

ahiyat, su
pra note 29, at 372 ff.; D

alton P
ow

ell, A
u

ton
om

ou
s S

ystem
s as L

egal A
gen

ts: D
irectly by th

e R
ecogn

ition
 of 

P
erson

h
ood

 or In
d

irectly by th
e A

lch
em

y of A
lgorith

m
ic E

n
tities, 18 D

uke L
. &

 T
ech. R

ev. 306, 312 ff.

（2020

）; G
hodoosi, 

su
pra note 8, at 39 ff..

（
175
） Ian A

yres &
 R

obert G
ertner, F

illin
g G

aps in
 In

com
plete C

on
tracts: A

n
 E

con
om

ic T
h

eory of D
efau

lt R
u

les, 99 Y
ale L

. J. 

87, 92 

（1989

）.

（
176
） 

プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
の
合
意
に
関
し
て
は
、
契
約
の
自
動
実
行
を
定
め
た
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
検
証
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
決
定
す
る
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
上
の
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
ユ
ー
ザ
ー
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
使
用
す
る
前
に
署
名
す
る
契
約
条
件
に
関
す
る
合
意
と
い
う
、
三
つ

の
層
か
ら
な
る
契
約
上
の
合
意
が
問
題
と
な
る
。
学
説
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
合
意
に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
不
整
合
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。K

olber, su
pra note 9, at 220.

（
177
） R

odrigues, su
pra note 93, at 679.

（
178
） K

olber, su
pra note 9, at 217-226.

（
179
） G

rim
m

elm
ann, su

pra note 18, at 4.

（
180
） W

erbach &
 C

ornell, su
pra note 18, at 322.

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
コ
ー
ド
に
関
す
る
三
つ
の
層
か
ら
な
る
契
約
上
の
合
意
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
契
約
の
自
動
執
行
を
定
め
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
検
証
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
決
定
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上

の
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
そ
し
て
、
ユ
ー
ザ
ー
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
使
用
す
る
前
に
署
名
す
る
契
約
条
件
に
関
す
る
合
意
で
あ
る
で
あ
る
が
、

）
二
二
二
（



ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
（
長
谷
川
）

一
一
五

型
約
款
』
と
消
費
者
契
約
」
消
費
者
法
研
究
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
頁
、
山
本
敬
三
「
改
正
民
法
に
お
け
る
『
定
型
約
款
』
の
規
制
と
そ
の
問
題

点
」
同
三
一
頁
以
下
、
川
地
宏
行
「
民
法
改
正
に
お
け
る
定
型
約
款
の
組
入
要
件
と
内
容
規
制
」
伊
藤
進
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
『
現
代
私
法
規
律

の
構
造
』（
第
一
法
規
、
二
〇
一
七
年
）
一
一
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
173
） 
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
開
発
の
開
発
と
展
開
は
、A

gnikhotram
 &

 K
ouroutaki, su

pra note 18, at 302; G
atteschi et al., su

pra 

note 3, at 38, 45-53. 

詳
細
は
、S

m
art C

ontracts A
lliance②

, su
pra note 18, at 14-18. 

（
174
） D

ahiyat, su
pra note 29, at 372 ff.; D

alton P
ow

ell, A
u

ton
om

ou
s S

ystem
s as L

egal A
gen

ts: D
irectly by th

e R
ecogn

ition
 of 

P
erson

h
ood

 or In
d

irectly by th
e A

lch
em

y of A
lgorith

m
ic E

n
tities, 18 D

uke L
. &

 T
ech. R

ev. 306, 312 ff.

（2020

）; G
hodoosi, 

su
pra note 8, at 39 ff..

（
175
） Ian A

yres &
 R

obert G
ertner, F

illin
g G

aps in
 In

com
plete C

on
tracts: A

n
 E

con
om

ic T
h

eory of D
efau

lt R
u

les, 99 Y
ale L

. J. 

87, 92 

（1989

）.

（
176
） 

プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
の
合
意
に
関
し
て
は
、
契
約
の
自
動
実
行
を
定
め
た
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
検
証
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
決
定
す
る
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
上
の
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
ユ
ー
ザ
ー
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
使
用
す
る
前
に
署
名
す
る
契
約
条
件
に
関
す
る
合
意
と
い
う
、
三
つ

の
層
か
ら
な
る
契
約
上
の
合
意
が
問
題
と
な
る
。
学
説
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
合
意
に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
不
整
合
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。K

olber, su
pra note 9, at 220.

（
177
） R

odrigues, su
pra note 93, at 679.

（
178
） K

olber, su
pra note 9, at 217-226.

（
179
） G

rim
m

elm
ann, su

pra note 18, at 4.

（
180
） W
erbach &

 C
ornell, su

pra note 18, at 322.

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
コ
ー
ド
に
関
す
る
三
つ
の
層
か
ら
な
る
契
約
上
の
合
意
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
契
約
の
自
動
執
行
を
定
め
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
検
証
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
決
定
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上

の
コ
ー
ド
に
関
す
る
合
意
、
そ
し
て
、
ユ
ー
ザ
ー
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
使
用
す
る
前
に
署
名
す
る
契
約
条
件
に
関
す
る
合
意
で
あ
る
で
あ
る
が
、

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
一
六

学
説
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
合
意
の
間
に
し
ば
し
ば
不
整
合
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。G

rim
m

elm
ann, su

pra note 18, at 11; K
olber, 

su
pra note 9, at 220. 

（
181
） S

avelyev, su
pra note 18, at 18-21.

（
182
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 46.

（
183
） L

on L
uvois F

uller &
 W

illiam
 R

. P
erdue, R

elian
ce In

terest in
 C

on
tract D

am
ages: 1, 46 Y

ale L
. J. 52, 87 

（1936

）.

（
184
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 32.

（
185
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 32.

（
186
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 47.

（
187
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 32-33.

（
188
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 38 &

 45.

（
189
） G

hodoosi, su
pra note 8, at 46.

（
190
） W

ulf K
aal &

 C
raig C

alcaterra, C
rypto T

ran
saction

 D
ispu

te R
esolu

tion, T
H

E
 B

U
S

IN
E

S
S

 L
A

W
Y

E
R

 109, 147 

（2017

）.

）
二
二
二
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
一
七

Ⅰ
　
は
じ
め
に

Ⅱ
　
判
例
の
展
開

Ⅲ
　
結
語Ⅰ

　
は
じ
め
に

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た

め
に
講
じ
ら
れ
た
様
々
な
措
置
に
よ
っ
て
、
人
々
は
、
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
の
歴
史
に
お
い
て
前
例
の
な
い
重
大
か
つ
深
刻
な
基
本

権
制
限
を
受
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
（
１
）

。
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に

関
連
す
る
事
案
、
と
く
に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た

め
に
講
じ
ら
れ
た
措
置
に
関
す
る
事
案
に
つ
い
て
、
す
で
に
数
多

く
の
決
定
を
下
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

二
〇
二
〇
年
三
月
中
旬
か
ら
五
月
末
日
ま
で
の
間
に
コ
ロ
ナ
・
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
連
す
る
事
案
に
つ
い
て
下
し
た
諸
決
定
を
時
系

列
に
沿
っ
て
紹
介
す
る
作
業
を
行
う

（
２
）

。

Ⅱ
　
判
例
の
展
開

一

　訴
訟
要
件
の
壁

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
す
で
に
二
〇
二
〇
年
三
月
中
旬
に
は
コ

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所

岡

　
　田

　
　俊

　
　幸

研
究
ノ
ー
ト

）
五
四
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
一
七

Ⅰ
　
は
じ
め
に

Ⅱ
　
判
例
の
展
開

Ⅲ
　
結
語Ⅰ

　
は
じ
め
に

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た

め
に
講
じ
ら
れ
た
様
々
な
措
置
に
よ
っ
て
、
人
々
は
、
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
の
歴
史
に
お
い
て
前
例
の
な
い
重
大
か
つ
深
刻
な
基
本

権
制
限
を
受
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
（
１
）

。
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に

関
連
す
る
事
案
、
と
く
に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た

め
に
講
じ
ら
れ
た
措
置
に
関
す
る
事
案
に
つ
い
て
、
す
で
に
数
多

く
の
決
定
を
下
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

二
〇
二
〇
年
三
月
中
旬
か
ら
五
月
末
日
ま
で
の
間
に
コ
ロ
ナ
・
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
連
す
る
事
案
に
つ
い
て
下
し
た
諸
決
定
を
時
系

列
に
沿
っ
て
紹
介
す
る
作
業
を
行
う

（
２
）

。

Ⅱ
　
判
例
の
展
開

一

　訴
訟
要
件
の
壁

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
す
で
に
二
〇
二
〇
年
三
月
中
旬
に
は
コ

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所

岡

　
　田

　
　俊

　
　幸

研
究
ノ
ー
ト

）
五
四
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
一
八

い
て
申
立
人
は
、
地
方
裁
判
所
の
処
分
に
対
し
て
抗
告
を
す
る
こ

と
が
申
立
人
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
な

い
と
指
摘
し
、
補
充
性
要
件
の
充
足
を
否
定
し
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月

二
〇
日
の
決
定

（
５
）

に
お
い
て
、
集
会
禁
止
に
関
す
る
憲
法
異
議
の
訴

え
の
手
続
き
に
併
せ
て
提
起
さ
れ
た
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を

補
充
性
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
却
下
し

た
。
異
議
申
立
人
の
一
人
に
よ
る
憲
法
異
議
の
訴
え
は
、
集
会
禁

止
等
に
向
け
ら
れ
て
い
た
（R

n. 1

）。
異
議
申
立
人
は
も
う
一
人

の
異
議
申
立
人
が
届
出
を
し
た
集
会
へ
の
参
加
を
予
定
し
て
い
た
。

も
う
一
人
の
異
議
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
八
日
に
カ
ー

ル
ス
ル
ー
エ
市
に
「
ギ
リ
シ
ャ
国
境
付
近
及
び
難
民
収
容
所
に
お

け
る
人
権
侵
害
に
抗
議
す
る
緊
急
的
集
会
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る

集
会
を
二
〇
二
〇
年
三
月
二
〇
日
に
行
う
旨
の
届
出
を
し
た
。
同

集
会
は
一
四
時
か
ら
一
六
時
ま
で
シ
ュ
ロ
ス
広
場
で
行
わ
れ
、

四
〇
〇
人
の
参
加
が
予
定
さ
れ
て
い
た
（R

n. 2

）。
二
〇
二
〇
年

三
月
一
九
日
の
処
分
に
よ
り
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
市
は
、

二
〇
二
〇
年
三
月
一
七
日
の
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州

コ
ロ
ナ
命
令
三
条
三
項
と
結
び
付
い
た
感
染
防
護
法
二
八
条
一
項

及
び
集
会
法
一
五
条
一
項
に
基
づ
い
て
当
該
集
会
を
禁
止
し
た

ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
連
す
る
事
案
に
つ
い
て
決
定
を
下
し

て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇

年
三
月
一
九
日
の
決
定

（
３
）

に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
〇
日
の

公
判
期
日
を
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
危
険
を
理
由
と
し
て

取
り
消
す
こ
と
を
求
め
た
が
、
地
方
裁
判
所
が
こ
れ
を
認
め
な

か
っ
た
と
い
う
事
案
に
関
す
る
仮
命
令
の
申
立
て
を
憲
法
異
議
の

訴
え
の
補
充
性
原
則
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て

却
下
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
三
二
条

一
項
に
基
づ
い
て
、
争
訟
事
件
に
お
い
て
、
重
大
な
不
利
益
を
防

止
す
る
た
め
、
急
迫
す
る
暴
力
を
阻
止
す
る
た
め
、
又
は
他
の
重

大
な
理
由
に
よ
り
公
共
の
福
祉
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
仮
命
令
に
よ
り
事
態
を
暫
定
的
に
規
律
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
４
）

。
仮
命
令
の
形
式
的
要
件
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
補
充
性
原
則

が
重
要
で
あ
る
。
憲
法
裁
判
所
の
仮
の
権
利
保
護
手
続
き
に
お
い

て
も
、
憲
法
異
議
の
訴
え
の
補
充
性
原
則
が
適
用
さ
れ
る
（
連
邦

憲
法
裁
判
所
法
九
〇
条
二
項
参
照
）。
そ
れ
故
、
仮
命
令
の
発
布

は
、
申
立
人
が
、
他
の
裁
判
所
に
よ
る
仮
の
権
利
保
護
を
求
め
る

手
段
を
尽
く
し
て
い
る
場
合
に
限
り
検
討
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
申
立
人
は
、
補
充
性
原
則
が
仮
の
権
利
保
護
を
妨
げ
な

い
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
部
会
は
、
本
件
に
お

）
五
四
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
一
九

し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
。
第
二
部
会
は
、
異
議
申
立
人
は
、
地

方
裁
判
所
が
講
じ
て
い
る
多
数
の
保
護
措
置
に
つ
い
て
実
際
上
の

観
点
か
ら
も
法
的
観
点
か
ら
も
検
討
を
加
え
ず
に
、「
絶
対
的
な

接
触
禁
止
」
の
み
が
感
染
を
阻
止
で
き
る
と
概
括
的
に
か
つ
十
分

な
証
拠
も
示
さ
ず
に
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
た
。

そ
の
後
、
同
種
の
事
案
を
扱
っ
た
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
連
邦
憲

法
裁
判
所
第
二
法
廷
第
二
部
会
決
定

（
７
）

に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
判

断
が
示
さ
れ
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月

三
一
日
の
決
定

（
８
）

に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
二
日
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
措
置
に
関
す
る
ベ
ル
リ
ン
州
命
令

一
条
及
び
一
四
条
に
向
け
ら
れ
た
憲
法
異
議
の
訴
え
を
受
理
し
な

か
っ
た
（
主
文
）。
異
議
申
立
人
は
、
本
件
命
令
は
直
接
に
適
用

さ
れ
る
禁
止
条
項
を
含
む
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
、
基
本
法
二
条

二
項
一
文
及
び
二
文
、
四
条
二
項
、
八
条
、
九
条
並
び
に
一
一
条

に
基
づ
く
異
議
申
立
人
自
身
の
基
本
権
が
、
現
在
、
直
接
的
に
影

響
を
受
け
て
い
る
─
少
な
く
と
も
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
異

議
申
立
人
自
身
の
基
本
権
は
そ
う
で
あ
る
─
と
主
張
し
（R

n. 
68

）、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
七
日
に
憲
法
異
議
の
訴
え
と
仮
命
令

の
申
立
て
を
提
起
し
た
（R

n. 4

）。
第
一
部
会
は
、
異
議
申
立
人

（R
n. 3

）。
第
一
部
会
は
、
異
議
申
立
人
が
専
門
裁
判
所
に
よ
る

迅
速
的
権
利
保
護
の
手
段
を
使
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を
不
適
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 
4

）。
第
一
部
会
は
、
異
議
申
立
人
は
、
集
会
の
禁
止
を
行
政
裁
判

所
法
八
〇
条
五
項
に
基
づ
く
行
政
裁
判
所
の
迅
速
的
権
利
保
護
を

求
め
る
方
法
を
使
っ
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
（R

n. 6

）。

仮
命
令
の
形
式
的
要
件
と
し
て
は
、
補
充
性
原
則
要
件
に
加
え

て
理
由
記
載
要
件
も
存
在
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
二
三
条
一

項
二
文
は
、
訴
状
に
は
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め

て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇

年
三
月
二
三
日
の
決
定

（
６
）

に
お
い
て
、
公
判
期
日
の
取
消
し
を
認
め

な
か
っ
た
地
方
裁
判
所
の
処
分
に
対
し
て
併
せ
て
提
起
さ
れ
た
憲

法
異
議
の
訴
え
が
、
公
正
な
裁
判
手
続
き
の
原
則
及
び
公
判
期
日

の
公
開
原
則
に
反
し
て
い
る
と
の
主
張
に
関
し
て
は
補
充
性
原
則

に
反
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を

却
下
す
る
と
と
も
に
、
異
議
申
立
人
が
、
公
判
に
お
い
て
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
に
よ
り
健
康
に
対
し
て
生
じ
る
危
険
が
基
本
法
二

条
二
項
一
文
に
反
し
て
い
る
と
の
主
張
に
よ
り
召
喚
を
攻
撃
す
る

限
り
に
お
い
て
、
憲
法
異
議
の
訴
え
は
補
充
性
原
則
に
反
す
る
も

の
で
は
な
い
が
、
異
議
申
立
人
の
訴
え
は
理
由
記
載
要
件
を
充
た

）
五
四
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
一
九

し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
。
第
二
部
会
は
、
異
議
申
立
人
は
、
地

方
裁
判
所
が
講
じ
て
い
る
多
数
の
保
護
措
置
に
つ
い
て
実
際
上
の

観
点
か
ら
も
法
的
観
点
か
ら
も
検
討
を
加
え
ず
に
、「
絶
対
的
な

接
触
禁
止
」
の
み
が
感
染
を
阻
止
で
き
る
と
概
括
的
に
か
つ
十
分

な
証
拠
も
示
さ
ず
に
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
た
。

そ
の
後
、
同
種
の
事
案
を
扱
っ
た
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
連
邦
憲

法
裁
判
所
第
二
法
廷
第
二
部
会
決
定

（
７
）

に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
判

断
が
示
さ
れ
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月

三
一
日
の
決
定

（
８
）

に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
二
日
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
措
置
に
関
す
る
ベ
ル
リ
ン
州
命
令

一
条
及
び
一
四
条
に
向
け
ら
れ
た
憲
法
異
議
の
訴
え
を
受
理
し
な

か
っ
た
（
主
文
）。
異
議
申
立
人
は
、
本
件
命
令
は
直
接
に
適
用

さ
れ
る
禁
止
条
項
を
含
む
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
、
基
本
法
二
条

二
項
一
文
及
び
二
文
、
四
条
二
項
、
八
条
、
九
条
並
び
に
一
一
条

に
基
づ
く
異
議
申
立
人
自
身
の
基
本
権
が
、
現
在
、
直
接
的
に
影

響
を
受
け
て
い
る
─
少
な
く
と
も
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
異

議
申
立
人
自
身
の
基
本
権
は
そ
う
で
あ
る
─
と
主
張
し
（R

n. 
68

）、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
七
日
に
憲
法
異
議
の
訴
え
と
仮
命
令

の
申
立
て
を
提
起
し
た
（R

n. 4

）。
第
一
部
会
は
、
異
議
申
立
人

（R
n. 3

）。
第
一
部
会
は
、
異
議
申
立
人
が
専
門
裁
判
所
に
よ
る

迅
速
的
権
利
保
護
の
手
段
を
使
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を
不
適
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 
4

）。
第
一
部
会
は
、
異
議
申
立
人
は
、
集
会
の
禁
止
を
行
政
裁
判

所
法
八
〇
条
五
項
に
基
づ
く
行
政
裁
判
所
の
迅
速
的
権
利
保
護
を

求
め
る
方
法
を
使
っ
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
（R

n. 6

）。

仮
命
令
の
形
式
的
要
件
と
し
て
は
、
補
充
性
原
則
要
件
に
加
え

て
理
由
記
載
要
件
も
存
在
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
二
三
条
一

項
二
文
は
、
訴
状
に
は
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め

て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇

年
三
月
二
三
日
の
決
定

（
６
）

に
お
い
て
、
公
判
期
日
の
取
消
し
を
認
め

な
か
っ
た
地
方
裁
判
所
の
処
分
に
対
し
て
併
せ
て
提
起
さ
れ
た
憲

法
異
議
の
訴
え
が
、
公
正
な
裁
判
手
続
き
の
原
則
及
び
公
判
期
日

の
公
開
原
則
に
反
し
て
い
る
と
の
主
張
に
関
し
て
は
補
充
性
原
則

に
反
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を

却
下
す
る
と
と
も
に
、
異
議
申
立
人
が
、
公
判
に
お
い
て
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
に
よ
り
健
康
に
対
し
て
生
じ
る
危
険
が
基
本
法
二

条
二
項
一
文
に
反
し
て
い
る
と
の
主
張
に
よ
り
召
喚
を
攻
撃
す
る

限
り
に
お
い
て
、
憲
法
異
議
の
訴
え
は
補
充
性
原
則
に
反
す
る
も

の
で
は
な
い
が
、
異
議
申
立
人
の
訴
え
は
理
由
記
載
要
件
を
充
た

）
五
四
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
二
〇

二�

　二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
三

部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
三
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

七
日
の
決
定

（
10
）（

決
定
①
）
に
お
い
て
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

対
策
の
た
め
の
外
出
制
限
及
び
感
染
防
護
措
置
に
関
す
る
バ
イ
エ

ル
ン
州
暫
定
命
令
の
効
力
を
暫
定
的
に
失
わ
せ
る
こ
と
を
求
め
る

申
立
て
（
仮
命
令
の
発
布
）
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
本
決
定
に
お
い
て
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
な
の
は
、

第
三
部
会
が
本
件
申
立
て
の
適
法
性
（
訴
訟
要
件
の
具
備
）
を
認

め
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
部
会
は
、
補
充
性
原
則
要
件
の
不
充
足

を
理
由
と
し
て
本
件
申
立
て
を
不
適
法
で
あ
る
と
は
判
断
し
な

か
っ
た
（R

n. 2

）。
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
裁
判
所
及
び
バ
イ
エ
ル

ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
暫
定
命
令
の
執
行
を

停
止
し
な
い
と
の
判
断
を
す
で
に
示
し
て
お
り
、
同
じ
法
律
問
題

に
つ
い
て
各
専
門
裁
判
所
に
よ
る
仮
の
権
利
保
護
を
求
め
る
こ
と

を
異
議
申
立
人
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
そ

の
理
由
で
あ
る
（R

n. 4

）。
し
か
し
、
第
三
部
会
は
、
本
件
申
立

て
に
は
理
由
が
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 5

）。

第
三
部
会
は
、
ま
ず
、
仮
命
令
の
発
布
の
判
断
枠
組
み
と
し
て
、

先
例

（
11
）

を
引
用
し
つ
つ
、
結
果
衡
量
の
基
準
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、

に
行
政
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
の
利
用
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
（R

n. 13

）
の
で
、
本
件
憲
法
異
議
の
訴
え
は
補
充
性
要
件
を

充
た
し
て
お
ら
ず
（R

n. 11

）、
さ
ら
に
理
由
記
載
要
件
も
充
た

し
て
い
な
い
（R

n. 18

）
と
判
断
し
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
三
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

一
日
の
決
定

（
９
）

に
お
い
て
、
立
法
者
が
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対

策
と
し
て
新
設
し
た
諸
規
制
に
お
い
て
賃
貸
人
に
よ
る
賃
貸
借
関

係
の
解
約
可
能
性
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
憲
法
異
議

の
訴
え
（
及
び
こ
れ
に
併
せ
て
提
起
さ
れ
た
仮
命
令
の
申
立
て
）

に
つ
い
て
、
理
由
記
載
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由

と
し
て
受
理
し
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
当
初
、
憲
法
異
議
の
訴
え

及
び
仮
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
訴
訟
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い

な
い
と
の
理
由
に
よ
り
却
下
す
る
決
定
を
繰
り
返
し
た
。
訴
え
が

訴
訟
要
件
の
壁
を
乗
り
越
え
た
の
が
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
連
邦

憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
三
部
会
決
定
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
決

定
以
降
の
判
例
の
展
開
を
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
た

だ
し
、
訴
訟
要
件
を
欠
く
こ
と
を
理
由
と
し
て
訴
え
を
却
下
し
た

決
定
等
紹
介
し
な
い
も
の
も
あ
る
。）。

）
五
四
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
二
一

令
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。

ⅰ
　
求
め
ら
れ
て
い
る
仮
命
令
を
発
布
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
し
か
に
、
異
議
申
立
人
は
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る
コ
ロ
ナ
・
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
対
策
措
置
が
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
異
議

申
立
人
の
自
由
を
広
範
囲
に
縮
減
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

何
故
な
ら
、
異
議
申
立
人
は
、
現
在
、
新
た
な
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係

を
結
ぶ
こ
と
も
、
他
者
と
一
緒
に
音
楽
を
演
奏
し
、
デ
モ
を
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
攻
撃
さ
れ
て
い
る
コ
ロ
ナ
・
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
拡
大
阻
止
措
置
が
バ
イ
エ
ル
ン
に
滞
在
し
て
い
る

人
々
の
基
本
権
を
著
し
く
制
限
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

同
措
置
は
、
直
接
的
な
身
体
的
接
触
の
ほ
か
に
、
人
と
実
際
に
会

う
こ
と
も
広
範
囲
に
制
限
し
、
又
は
完
全
に
禁
止
す
る
こ
と
を
定

め
て
い
る
。
同
措
置
は
、
人
々
が
出
会
う
施
設
に
対
し
て
そ
の
操

業
を
禁
止
し
、
理
由
な
く
自
宅
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い

る
。
求
め
ら
れ
て
い
る
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
憲
法

異
議
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
た
場
合
、
部
分
的
に
は
不
可
逆
的
で
も

あ
る
と
予
測
さ
れ
る
著
し
い
社
会
的
、
文
化
的
及
び
経
済
的
効
果

を
伴
う
あ
ら
ゆ
る
制
限
が
不
当
に
命
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
違

反
に
つ
い
て
不
当
に
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（R

n. 9

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
申
し
立
て
ら
れ
た
仮
命
令
が
発
布
さ
れ

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
攻
撃
さ
れ
て
い
る
高
権
的
行
為
の
違
憲

性
を
示
す
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
根
拠
は
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が

は
じ
め
か
ら
不
適
法
で
あ
る
か
、
又
は
明
ら
か
に
理
由
が
な
い
場

合
を
除
い
て
、
考
慮
し
な
い
。
②
憲
法
異
議
の
訴
え
の
帰
趨
が
明

ら
か
で
な
い
場
合
、
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後

に
憲
法
異
議
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
た
と
き
に
発
生
す
る
結
果
と
、

求
め
ら
れ
て
い
る
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え

が
認
容
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
発
生
す
る
不
利
益
を
比
較
衡
量
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 6

）。

そ
し
て
、
第
三
部
会
は
、
本
件
憲
法
異
議
の
訴
え
が
は
じ
め
か

ら
不
適
法
で
も
な
く
、
明
ら
か
に
理
由
が
な
い
も
の
で
も
な
い
こ

と
を
指
摘
し
た
（R

n. 7

）
上
で
、
仮
命
令
の
申
立
て
を
認
め
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
結
果
衡
量
の
基
準
に
よ
っ
て
判
断
し
た

（R
n. 8

）。
第
三
部
会
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
三
二
条
一
項
の

要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
審
査
に
際
し
て
は
、
仮
命

令
の
広
範
囲
に
及
ぶ
効
果
の
故
に
「
厳
格
な
基
準
」
を
適
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
結
果
衡
量
に
際
し
て
は
、
異

議
申
立
人
に
と
っ
て
の
結
果
の
み
な
ら
ず
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る
規

定
の
適
用
を
受
け
る
す
べ
て
の
人
に
対
す
る
影
響
を
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
（R

n. 8

）
上
で
、
本
件
仮
命

）
五
四
三
（
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一
二
一

令
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。

ⅰ
　
求
め
ら
れ
て
い
る
仮
命
令
を
発
布
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
し
か
に
、
異
議
申
立
人
は
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る
コ
ロ
ナ
・
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
対
策
措
置
が
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
異
議

申
立
人
の
自
由
を
広
範
囲
に
縮
減
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

何
故
な
ら
、
異
議
申
立
人
は
、
現
在
、
新
た
な
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係

を
結
ぶ
こ
と
も
、
他
者
と
一
緒
に
音
楽
を
演
奏
し
、
デ
モ
を
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
攻
撃
さ
れ
て
い
る
コ
ロ
ナ
・
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
拡
大
阻
止
措
置
が
バ
イ
エ
ル
ン
に
滞
在
し
て
い
る

人
々
の
基
本
権
を
著
し
く
制
限
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

同
措
置
は
、
直
接
的
な
身
体
的
接
触
の
ほ
か
に
、
人
と
実
際
に
会

う
こ
と
も
広
範
囲
に
制
限
し
、
又
は
完
全
に
禁
止
す
る
こ
と
を
定

め
て
い
る
。
同
措
置
は
、
人
々
が
出
会
う
施
設
に
対
し
て
そ
の
操

業
を
禁
止
し
、
理
由
な
く
自
宅
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い

る
。
求
め
ら
れ
て
い
る
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
憲
法

異
議
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
た
場
合
、
部
分
的
に
は
不
可
逆
的
で
も

あ
る
と
予
測
さ
れ
る
著
し
い
社
会
的
、
文
化
的
及
び
経
済
的
効
果

を
伴
う
あ
ら
ゆ
る
制
限
が
不
当
に
命
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
違

反
に
つ
い
て
不
当
に
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（R

n. 9

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
申
し
立
て
ら
れ
た
仮
命
令
が
発
布
さ
れ

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
攻
撃
さ
れ
て
い
る
高
権
的
行
為
の
違
憲

性
を
示
す
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
根
拠
は
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が

は
じ
め
か
ら
不
適
法
で
あ
る
か
、
又
は
明
ら
か
に
理
由
が
な
い
場

合
を
除
い
て
、
考
慮
し
な
い
。
②
憲
法
異
議
の
訴
え
の
帰
趨
が
明

ら
か
で
な
い
場
合
、
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後

に
憲
法
異
議
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
た
と
き
に
発
生
す
る
結
果
と
、

求
め
ら
れ
て
い
る
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え

が
認
容
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
発
生
す
る
不
利
益
を
比
較
衡
量
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 6

）。

そ
し
て
、
第
三
部
会
は
、
本
件
憲
法
異
議
の
訴
え
が
は
じ
め
か

ら
不
適
法
で
も
な
く
、
明
ら
か
に
理
由
が
な
い
も
の
で
も
な
い
こ

と
を
指
摘
し
た
（R

n. 7

）
上
で
、
仮
命
令
の
申
立
て
を
認
め
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
結
果
衡
量
の
基
準
に
よ
っ
て
判
断
し
た

（R
n. 8

）。
第
三
部
会
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
三
二
条
一
項
の

要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
審
査
に
際
し
て
は
、
仮
命

令
の
広
範
囲
に
及
ぶ
効
果
の
故
に
「
厳
格
な
基
準
」
を
適
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
結
果
衡
量
に
際
し
て
は
、
異

議
申
立
人
に
と
っ
て
の
結
果
の
み
な
ら
ず
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る
規

定
の
適
用
を
受
け
る
す
べ
て
の
人
に
対
す
る
影
響
を
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
（R

n. 8

）
上
で
、
本
件
仮
命

）
五
四
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
二
二

広
範
囲
に
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
一
時
的
に
劣
位
に
置

く
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
は
重
大
で
は
な

い
。
生
命
に
か
か
わ
る
危
険
に
比
し
て
、
個
人
の
自
由
の
制
限
は

重
大
で
は
な
い
。
攻
撃
さ
れ
て
い
る
規
定
に
も
と
も
と
期
限
が
付

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
外
出
制
限
に
関
し
て
は
数
多
く
の
例
外
が
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
個
別
の
事
案
に
お
け
る
違
反
に
つ
い
て
罰

す
る
と
き
は
裁
量
の
枠
内
で
と
く
に
重
要
な
個
人
の
利
益
に
配
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（R
n. 11

）。

三�

　二
〇
二
〇
年
四
月
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一

部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

九
日
の
決
定

（
12
）（

決
定
②
）
に
お
い
て
、「
コ
ロ
ナ
危
機
の
間
も
集
会

の
自
由
を
保
護
せ
よ
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
二
〇
二
〇
年
四
月
九
日

一
六
時
か
ら
一
九
時
ま
で
の
間
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
あ
る
イ
ー
ザ
ル
川

の
東
岸
（
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
橋
の
南
、
ブ
ラ
ウ
ナ
ウ
鉄
橋
の

北
）
に
お
い
て
行
う
予
定
の
最
大
参
加
者
人
数
一
〇
名
（
参
加
者

の
名
前
も
分
か
っ
て
い
る
。）
の
屋
外
集
会
（
二
〇
二
〇
年
四
月

六
日
に
届
出
）
に
つ
い
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
命
令
一
条
一
項
三
文

た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
非
常

に
多
く
の
人
々
が
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る
規
定
に
よ
っ
て
禁
止
し
よ

う
と
し
て
い
た
行
動
を
、
こ
の
行
動
制
限
が
憲
法
に
合
致
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
行
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
と

く
に
閉
鎖
に
よ
り
そ
の
経
済
的
存
立
が
損
な
わ
れ
て
い
る
諸
施
設

が
再
開
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
自
宅
を
頻
繁
に
離
れ
、
人
々
の
間

の
直
接
的
接
触
も
頻
繁
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
現
在

の
知
見
に
よ
る
と
、
こ
れ
に
よ
り
、
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
多
く

の
人
々
が
罹
病
し
、
重
症
の
ケ
ー
ス
を
治
療
す
る
際
に
医
療
施
設

に
過
重
負
担
が
課
せ
ら
れ
、
最
悪
の
場
合
に
人
が
死
亡
す
る
危
険

が
著
し
く
高
ま
る
こ
と
に
な
る
（R

n. 10
）。

ⅲ
　
そ
う
す
る
と
、
憲
法
異
議
の
訴
え
か
ら
、
攻
撃
さ
れ
て
い

る
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
防
護
措
置
が
今
後
も
適
用
さ
れ
る
こ

と
か
ら
生
じ
る
結
果
が
例
外
的
に
仮
の
権
利
保
護
に
お
い
て
執
行

を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
耐
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
全
体
と
し
て
明
ら
か
で
は
な
い
し
、
こ
れ
を
認
め
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
本
件
で
主
張
さ
れ
た
利
益
は
、
重
要
で
は
あ
る

が
、
本
件
で
適
用
さ
れ
る
基
準
に
照
ら
す
と
、
生
命
及
び
身
体
的

無
瑕
性
の
権
利
（
基
本
法
二
条
二
項
）
に
基
づ
い
て
国
が
原
理
的

に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
健
康
及
び
生
命
の
保
護
を
出
来
る
限
り

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
二
三

さ
れ
た
利
益
に
影
響
を
与
え
る
。
本
件
命
令
一
条
に
基
づ
く
例
外

を
留
保
し
た
行
事
及
び
集
会
の
原
則
的
禁
止
は
、
現
在
の
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
か
ん
が
み
る
と
、
感
染
予
防
、
感

染
症
の
早
期
発
見
及
び
感
染
症
蔓
延
の
阻
止
と
い
う
本
件
命
令
一

条
一
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
目
的
に
役
立
つ
。
命
令
の
目
的
は
、

と
く
に
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
保
護
で
あ
り
、
こ
れ
は
基
本

法
二
条
二
項
一
文
に
基
づ
く
基
本
権
保
護
義
務
を
根
拠
と
し
て
原

理
的
に
国
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
計
画
さ
れ
た
集
会
場
所
で
あ
る

イ
ー
ザ
ル
川
の
岸
に
お
い
て
集
会
が
実
施
さ
れ
て
狭
い
空
間
に
多

く
の
人
々
─
自
発
的
参
加
者
、
見
物
人
、
対
抗
デ
モ
─
が
集
ま
る

こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
医
療
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
が
過
重
負
担
に

な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
追
跡
調

査
の
で
き
な
い
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
拡
大
と
い
う
具
体
的
危
険
が
あ

る
（R

n. 8

）。

（
ⅲ
）　
各
々
の
結
果
を
対
置
す
る
と
、
計
画
さ
れ
た
集
会
を
実

施
す
る
と
い
う
申
立
人
の
利
益
は
劣
位
に
置
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

集
会
が
実
施
さ
れ
た
場
合
に
は
、
計
画
さ
れ
た
集
会
場
所
─
申
立

人
は
こ
れ
に
つ
い
て
交
渉
の
余
地
は
な
い
と
考
え
て
い
る
─
に
お

い
て
差
し
迫
っ
た
著
し
い
感
染
リ
ス
ク
が
あ
る
と
い
う
市
（
相
手

方
）
及
び
行
政
裁
判
所
の
説
得
的
な
評
価
を
申
立
人
が
根
本
的
に

に
基
づ
く
例
外
的
許
可
を
与
え
る
こ
と
を
求
め
る
仮
命
令
の
申
立

て
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
第
一
部
会
は
、
結
果
衡
量
の
基
準
に

よ
っ
て
事
案
を
検
討
し
、
結
果
衡
量
は
申
立
人
に
不
利
な
結
論
と

な
る
と
判
断
し
た
（R

n. 6

）。
判
断
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
本
案
手
続
き
に
お
い

て
、
本
件
命
令
一
条
一
項
三
文
に
基
づ
く
例
外
的
許
可
の
拒
否
が

違
憲
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
基
本
法
八
条
一
項

に
基
づ
く
申
立
人
の
基
本
権
（
集
会
の
自
由
）
が
侵
害
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
基
本
権
侵
害
は
、
当
該
集
会
と
の
関
連
で
基
本

権
上
の
自
由
を
行
使
で
き
な
い
申
立
人
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、

自
由
主
義
的
国
家
秩
序
に
と
っ
て
の
集
会
の
自
由
の
重
要
性
に
か

ん
が
み
る
と
、
民
主
的
共
同
体
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
も
極
め

て
重
大
で
あ
る
（R

n. 7

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
許
可
の
付

与
は
本
件
命
令
一
条
一
項
三
文
の
意
味
に
お
い
て
「
感
染
防
護
法

上
の
視
点
か
ら
適
当
で
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
と
の
相
手
方
の
判

断
が
憲
法
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
の
で
、
例
外
的
許
可
を
与

え
な
か
っ
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
こ
と
が
事
後
に
明
ら
か
に
な
っ

た
場
合
、
第
三
者
で
あ
る
多
く
の
人
々
の
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護

）
五
三
三
（
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一
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三

さ
れ
た
利
益
に
影
響
を
与
え
る
。
本
件
命
令
一
条
に
基
づ
く
例
外

を
留
保
し
た
行
事
及
び
集
会
の
原
則
的
禁
止
は
、
現
在
の
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
か
ん
が
み
る
と
、
感
染
予
防
、
感

染
症
の
早
期
発
見
及
び
感
染
症
蔓
延
の
阻
止
と
い
う
本
件
命
令
一

条
一
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
目
的
に
役
立
つ
。
命
令
の
目
的
は
、

と
く
に
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
保
護
で
あ
り
、
こ
れ
は
基
本

法
二
条
二
項
一
文
に
基
づ
く
基
本
権
保
護
義
務
を
根
拠
と
し
て
原

理
的
に
国
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
計
画
さ
れ
た
集
会
場
所
で
あ
る

イ
ー
ザ
ル
川
の
岸
に
お
い
て
集
会
が
実
施
さ
れ
て
狭
い
空
間
に
多

く
の
人
々
─
自
発
的
参
加
者
、
見
物
人
、
対
抗
デ
モ
─
が
集
ま
る

こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
医
療
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
が
過
重
負
担
に

な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
追
跡
調

査
の
で
き
な
い
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
拡
大
と
い
う
具
体
的
危
険
が
あ

る
（R

n. 8

）。

（
ⅲ
）　
各
々
の
結
果
を
対
置
す
る
と
、
計
画
さ
れ
た
集
会
を
実

施
す
る
と
い
う
申
立
人
の
利
益
は
劣
位
に
置
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

集
会
が
実
施
さ
れ
た
場
合
に
は
、
計
画
さ
れ
た
集
会
場
所
─
申
立

人
は
こ
れ
に
つ
い
て
交
渉
の
余
地
は
な
い
と
考
え
て
い
る
─
に
お

い
て
差
し
迫
っ
た
著
し
い
感
染
リ
ス
ク
が
あ
る
と
い
う
市
（
相
手

方
）
及
び
行
政
裁
判
所
の
説
得
的
な
評
価
を
申
立
人
が
根
本
的
に

に
基
づ
く
例
外
的
許
可
を
与
え
る
こ
と
を
求
め
る
仮
命
令
の
申
立

て
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
第
一
部
会
は
、
結
果
衡
量
の
基
準
に

よ
っ
て
事
案
を
検
討
し
、
結
果
衡
量
は
申
立
人
に
不
利
な
結
論
と

な
る
と
判
断
し
た
（R

n. 6

）。
判
断
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
本
案
手
続
き
に
お
い

て
、
本
件
命
令
一
条
一
項
三
文
に
基
づ
く
例
外
的
許
可
の
拒
否
が

違
憲
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
基
本
法
八
条
一
項

に
基
づ
く
申
立
人
の
基
本
権
（
集
会
の
自
由
）
が
侵
害
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
基
本
権
侵
害
は
、
当
該
集
会
と
の
関
連
で
基
本

権
上
の
自
由
を
行
使
で
き
な
い
申
立
人
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、

自
由
主
義
的
国
家
秩
序
に
と
っ
て
の
集
会
の
自
由
の
重
要
性
に
か

ん
が
み
る
と
、
民
主
的
共
同
体
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
も
極
め

て
重
大
で
あ
る
（R

n. 7

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
許
可
の
付

与
は
本
件
命
令
一
条
一
項
三
文
の
意
味
に
お
い
て
「
感
染
防
護
法

上
の
視
点
か
ら
適
当
で
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
と
の
相
手
方
の
判

断
が
憲
法
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
の
で
、
例
外
的
許
可
を
与

え
な
か
っ
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
こ
と
が
事
後
に
明
ら
か
に
な
っ

た
場
合
、
第
三
者
で
あ
る
多
く
の
人
々
の
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護

）
五
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
二
四

第
二
部
会
は
、
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
は
適
法
で
あ
る

（R
n. 5

）
が
、
理
由
が
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 7

）。
第
二
部
会

は
、
結
果
衡
量
の
基
準
に
基
づ
い
て
事
案
を
検
討
し
た
（R

n. 
10

）。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が

認
容
さ
れ
た
場
合
、
申
立
人
に
と
っ
て
参
加
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
ミ
サ
が
不
当
に
禁
止
さ
れ
る
。
申
立
人
は
、
第
二
バ
チ
カ
ン

公
会
議
及
び
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
教
理
問
答
書
の
言
明
に
関
連
さ
せ

て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
よ
る
と
聖
餐
式
を
共
同
で
行
う
こ
と

は
信
仰
の
中
心
的
構
成
要
素
で
あ
り
、
こ
の
信
仰
行
為
を
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
礼
拝
の
中
継
又
は
個
人
の
祈
祷
と
い
っ
た
他

の
形
式
の
宗
教
活
動
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示

し
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
祝
典
の
禁
止
は
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び

二
項
に
基
づ
く
信
仰
の
自
由
及
び
告
白
の
自
由
に
対
す
る
「
極
め

て
重
大
な
制
約
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
禁
止
が
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
生
活
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
復
活
祭
の

祝
日
の
間
に
開
催
さ
れ
る
聖
体
式
に
も
及
ぶ
範
囲
に
お
い
て
、
よ

り
強
く
当
て
は
ま
る
（R

n. 11

）。
仮
命
令
が
発
布
さ
れ
ず
、
憲

法
異
議
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
こ
と
は
、
信
仰
の
自

由
及
び
告
白
の
自
由
に
対
す
る
「
極
め
て
重
大
な
、
申
立
人
ら
の

崩
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
と
く
に
重
要
で
あ
る
（R

n. 9

）。

四

　
�

二
〇
二
〇
年
四
月
一
〇
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

二
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

一
〇
日
の
決
定

（
13
）（

決
定
③
）
に
お
い
て
、
教
会
、
モ
ス
ク
、
シ
ナ

ゴ
ー
グ
等
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
を
定
め
る
ヘ
ッ
セ
ン
州
第
四
次

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
命
令
の
規
定
（
一
条
五
項
）
を
暫
定
的
に

失
効
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
仮
命
令
の
申
立
て
を
棄
却
し
た
（
主

文
）。
本
件
の
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
申
立
人

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
、
定
期
的
に
ミ
サ
に
通
っ
て
い
た

が
、
本
件
命
令
に
よ
り
、
ミ
サ
に
参
加
す
る
こ
と
が
不
可
能
に

な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
毎
週
ミ
サ
に
通
う
こ
と
に
も
、
ま
た
、

復
活
祭
の
祝
日
の
礼
拝
に
も
当
て
は
ま
る
。
申
立
人
は
、
生
命
及

び
身
体
の
無
瑕
性
の
権
利
に
対
し
て
信
教
の
自
由
を
完
全
に
劣
位

に
置
く
こ
と
は
比
例
原
則
に
反
す
る
と
主
張
し
た
（R

n. 3

）。
申

立
人
は
、
仮
命
令
の
方
法
に
よ
り
本
件
命
令
一
条
五
項
の
規
定
を

暫
定
的
に
失
効
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
申
立
て
を
ヘ
ッ
セ
ン
州
上

級
行
政
裁
判
所
に
提
起
し
た
が
、
こ
の
申
立
て
は
、
斥
け
ら
れ
た

（R
n. 4

）。

）
五
三
三
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憲
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一
二
五

礼
拝
を
行
う
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
権
利
は
、
現
時
点
で

は
劣
位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、

Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
評
価
に
よ
る
と
、
多
数
の
死
亡
事
例
を
発
生
さ
せ
る
医

療
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
を
回
避
す
る
た
め
に
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
初

期
段
階
に
お
い
て
は
、
接
触
を
出
来
る
限
り
広
範
囲
に
阻
止
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
高
度
に
感
染
力
の
あ
る
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
拡
大
の

速
度
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は

正
当
で
あ
る
。
教
会
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
を
定
め
た
二
〇
二
〇

年
三
月
一
七
日
の
命
令
に
二
〇
二
〇
年
四
月
一
九
日
ま
で
と
い
う

期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
健
康
及
び
生
命
を
保
護
す

る
た
め
の
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
極
め
て
重
大
な
制
約
は
現
時
点

に
お
い
て
は
是
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
件
命
令
が
、
コ
ロ

ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
新
た
な
展
開
を
考
慮
し
つ
つ
継
続
的
に
補

正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
確
保
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、

教
会
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
に
関
し
て
は
、
比
例
原
則
の
よ
り
厳

格
な
審
査
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
礼
拝
の
禁
止
を
条
件
付

き
で
、
場
合
に
よ
っ
て
地
域
的
に
限
定
し
て
緩
和
す
る
こ
と
が
新

た
な
知
見
に
か
ん
が
み
て
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
経
路
の
要
因
、
又
は

医
療
シ
ス
テ
ム
の
過
重
負
担
の
危
険
の
要
因
と
な
り
得
る
か
ど
う

か
が
調
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 14

）。

信
仰
理
解
に
よ
る
と
不
可
逆
的
で
も
あ
る
制
約
」
が
不
当
に
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
（R

n. 12

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
教
会
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
を
仮
命
令

に
よ
り
暫
定
的
に
失
効
さ
せ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が
認
容
さ

れ
な
か
っ
た
場
合
、
非
常
に
多
く
の
人
々
が
教
会
に
お
け
る
礼
拝

に
集
ま
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
復
活
祭

の
祝
日
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ロ
ベ
ル
ト
・

コ
ッ
ホ
研
究
所
（
以
下
、「
Ｒ
Ｋ
Ｉ
」
と
い
う
。）
の
リ
ス
ク
評
価

に
基
づ
く
と
、
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
多
く
の
人
々
が
罹
病
し
、

重
症
の
ケ
ー
ス
を
治
療
す
る
際
に
医
療
施
設
に
過
重
負
担
が
課
せ

ら
れ
、
最
悪
の
場
合
に
人
が
死
亡
す
る
危
険
が
著
し
く
高
ま
る
こ

と
に
な
る
。
憲
法
上
許
さ
れ
た
仕
方
で
礼
拝
を
禁
止
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
危
険
は
、
自
ら
の
意
思

で
礼
拝
に
参
加
し
た
人
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
二
次
感
染
の

可
能
性
及
び
医
療
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
の
使
用
に
よ
っ
て
著
し
く
広
範

囲
の
人
々
に
も
及
ぶ
（R

n. 13

）。

ⅲ
　
国
は
、
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
権
利
（
基
本
法
二
条

二
項
）
に
基
づ
い
て
生
命
を
保
護
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
生
命
に
か
か
わ
る
こ
の
よ
う
な
危
険
に
対
し
て
、
共
同
で

）
五
三
五
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
二
五

礼
拝
を
行
う
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
権
利
は
、
現
時
点
で

は
劣
位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、

Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
評
価
に
よ
る
と
、
多
数
の
死
亡
事
例
を
発
生
さ
せ
る
医

療
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
を
回
避
す
る
た
め
に
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
初

期
段
階
に
お
い
て
は
、
接
触
を
出
来
る
限
り
広
範
囲
に
阻
止
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
高
度
に
感
染
力
の
あ
る
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
拡
大
の

速
度
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は

正
当
で
あ
る
。
教
会
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
を
定
め
た
二
〇
二
〇

年
三
月
一
七
日
の
命
令
に
二
〇
二
〇
年
四
月
一
九
日
ま
で
と
い
う

期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
健
康
及
び
生
命
を
保
護
す

る
た
め
の
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
極
め
て
重
大
な
制
約
は
現
時
点

に
お
い
て
は
是
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
件
命
令
が
、
コ
ロ

ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
新
た
な
展
開
を
考
慮
し
つ
つ
継
続
的
に
補

正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
確
保
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、

教
会
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
に
関
し
て
は
、
比
例
原
則
の
よ
り
厳

格
な
審
査
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
礼
拝
の
禁
止
を
条
件
付

き
で
、
場
合
に
よ
っ
て
地
域
的
に
限
定
し
て
緩
和
す
る
こ
と
が
新

た
な
知
見
に
か
ん
が
み
て
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
経
路
の
要
因
、
又
は

医
療
シ
ス
テ
ム
の
過
重
負
担
の
危
険
の
要
因
と
な
り
得
る
か
ど
う

か
が
調
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 14

）。

信
仰
理
解
に
よ
る
と
不
可
逆
的
で
も
あ
る
制
約
」
が
不
当
に
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
（R

n. 12

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
教
会
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
を
仮
命
令

に
よ
り
暫
定
的
に
失
効
さ
せ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が
認
容
さ

れ
な
か
っ
た
場
合
、
非
常
に
多
く
の
人
々
が
教
会
に
お
け
る
礼
拝

に
集
ま
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
復
活
祭

の
祝
日
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ロ
ベ
ル
ト
・

コ
ッ
ホ
研
究
所
（
以
下
、「
Ｒ
Ｋ
Ｉ
」
と
い
う
。）
の
リ
ス
ク
評
価

に
基
づ
く
と
、
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
多
く
の
人
々
が
罹
病
し
、

重
症
の
ケ
ー
ス
を
治
療
す
る
際
に
医
療
施
設
に
過
重
負
担
が
課
せ

ら
れ
、
最
悪
の
場
合
に
人
が
死
亡
す
る
危
険
が
著
し
く
高
ま
る
こ

と
に
な
る
。
憲
法
上
許
さ
れ
た
仕
方
で
礼
拝
を
禁
止
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
危
険
は
、
自
ら
の
意
思

で
礼
拝
に
参
加
し
た
人
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
二
次
感
染
の

可
能
性
及
び
医
療
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
の
使
用
に
よ
っ
て
著
し
く
広
範

囲
の
人
々
に
も
及
ぶ
（R

n. 13

）。

ⅲ
　
国
は
、
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
権
利
（
基
本
法
二
条

二
項
）
に
基
づ
い
て
生
命
を
保
護
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
生
命
に
か
か
わ
る
こ
の
よ
う
な
危
険
に
対
し
て
、
共
同
で

）
五
三
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
二
六

間
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
最
小
離
隔
距
離
を
保
つ
こ
と
、
さ
ら

に
、
す
べ
て
の
参
加
者
に
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号
を
出
席
者

リ
ス
ト
に
記
載
さ
せ
、
自
ら
こ
れ
を
保
管
し
、
州
が
求
め
た
場
合

に
こ
れ
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
行

政
裁
判
所
は
申
立
て
を
棄
却
し
、
上
級
行
政
裁
判
所
も
抗
告
を
棄

却
し
た
（R

n. 4

）。
申
立
人
ら
は
、
衛
生
上
の
防
護
措
置
の
遵
守

し
つ
つS

t. A

教
会
に
お
い
て
公
開
の
礼
拝
を
開
催
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
こ
と
の
確
認
を
目
的
と
し
て
仮
命
令
の
発
布
を
求
め
た

（R
n. 3

）。

第
二
部
会
は
、
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
は
適
法
で
あ
る
が
、

理
由
が
な
い
と
し
て
棄
却
し
た
（R

n. 5

）。
第
二
部
会
は
、
本
件

申
立
て
に
つ
い
て
結
果
衡
量
の
基
準
に
よ
っ
て
判
断
し
た
（R

n. 
9

）。
判
断
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
仮
命
令
が
発
布
さ
れ
ず
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が
認
容
さ
れ

た
場
合
、
申
立
人
（
団
体
）
は
、
公
開
の
礼
拝
を
申
立
て
に
記
載

さ
れ
た
状
況
の
下
で
開
催
す
る
こ
と
が
不
当
に
認
め
ら
れ
ず
、
申

立
人
（
個
人
）
は
、
こ
の
場
合
、
憲
法
上
の
請
求
権
が
存
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
上
記
の
礼
拝
に
参
加
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
申

立
人
ら
は
、
公
開
の
礼
拝
の
開
催
と
礼
拝
へ
の
参
加
は
申
立
人
ら

の
信
仰
の
中
心
的
構
成
要
素
で
あ
り
、
こ
の
信
仰
行
為
を
、
教
会

最
後
に
、
第
二
部
会
は
、
同
じ
こ
と
は
、
信
者
が
集
ま
る
こ
と

が
信
仰
の
中
心
的
構
成
要
素
で
あ
る
た
め
、
本
件
命
令
に
基
づ
く

会
合
の
禁
止
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う
に
深
刻
な
影
響
を
受
け
て
い
る

他
の
宗
教
団
体
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（R

n. 15

）。

五�

　二
〇
二
〇
年
四
月
一
〇
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

二
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

一
〇
日
に
、
同
種
の
事
案
に
つ
い
て
別
の
決
定

（
14
）（

決
定
④
）
を
下

し
て
い
る
。
本
件
の
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
申

立
人
は
、
宗
教
の
振
興
を
目
的
と
す
る
公
益
団
体
で
あ
り
、
教
区

集
会
部
屋
と
居
住
フ
ロ
ア
の
あ
るS
t. A

教
会
を
運
営
し
て
い
る
。

集
会
部
屋
で
礼
拝
が
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
も
う
一
人
の
申

立
人
は
、S

t. A

教
会
の
ミ
サ
に
定
期
的
に
通
っ
て
い
た
（R

n. 
2

）。
申
立
人
ら
は
、
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
に
仮
の
権
利
保
護
手

続
き
に
よ
り
、
申
立
人
（
団
体
）
がS

t. A

教
会
に
お
い
て
最
大

参
加
人
数
五
〇
人
の
公
開
の
礼
拝
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
の

確
認
を
求
め
た
、
そ
の
場
合
、
申
立
人
（
団
体
）
は
、
適
切
な
措

置
、
と
く
に
、
印
を
付
け
た
座
席
を
参
加
者
に
割
り
当
て
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
参
加
者
が
建
物
へ
の
出
入
り
に
際
し
て
及
び
礼
拝
の

）
五
三
四
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
二
七

Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
リ
ス
ク
評
価
に
基
づ
く
と
、
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
多

く
の
人
々
が
罹
病
し
、
重
症
の
ケ
ー
ス
を
治
療
す
る
際
に
医
療
施

設
に
過
重
負
担
が
課
せ
ら
れ
、
最
悪
の
場
合
に
人
が
死
亡
す
る
危

険
が
著
し
く
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
憲
法
上
許
さ
れ
た
仕
方
で
礼

拝
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

危
険
は
、
自
ら
の
意
思
で
礼
拝
に
参
加
し
た
人
に
限
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
二
次
感
染
の
可
能
性
及
び
医
療
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
の
使
用

に
よ
っ
て
著
し
く
広
範
囲
の
人
々
に
も
及
ぶ
（R

n. 13

）。

申
立
人
ら
は
、
適
切
な
措
置
（
参
加
者
数
の
限
定
（
五
〇
人
）、

教
会
の
建
物
へ
の
立
入
り
の
管
理
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離

隔
距
離
を
保
っ
た
上
で
の
印
を
し
た
座
席
の
割
り
当
て
、
参
加
者

リ
ス
ト
の
作
成
）
に
よ
っ
て
、
上
記
の
危
険
の
発
生
に
十
分
効
果

的
に
予
防
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ

ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
の
決
定
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
る
十
分
な
確

実
性
は
な
い
と
評
価
し
て
い
る
が
、
申
立
人
は
こ
れ
に
対
し
て
真

剣
に
疑
問
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
裁
判
所
は
、
他
人

と
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
離
隔
距
離
を
と
る
こ
と
は
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
の
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
る
が
、
現
在
の
知
見
に
よ
る

へ
の
個
人
的
な
沈
黙
の
訪
問
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
礼
拝

の
中
継
と
い
っ
た
他
の
形
式
の
宗
教
活
動
に
置
き
換
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
故
、
ベ
ル
リ
ン
州
コ
ロ
ナ
命
令

に
基
づ
く
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
は
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項

に
基
づ
く
申
立
人
ら
の
権
利
（
信
仰
及
び
告
白
の
自
由
）
に
対
す

る
「
極
め
て
重
大
な
制
約
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の

禁
止
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
生
活
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る

復
活
祭
の
祝
日
の
間
に
開
催
さ
れ
る
公
開
の
礼
拝
に
も
及
ぶ
範
囲

に
お
い
て
、
よ
り
強
く
当
て
は
ま
る
（R

n. 10

）。
仮
命
令
は
発

布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
た
場
合
、

こ
の
こ
と
は
、
信
仰
の
自
由
及
び
告
白
の
自
由
に
対
す
る
「
極
め

て
重
大
な
、
申
立
人
ら
の
信
仰
理
解
に
よ
る
と
不
可
逆
的
で
も
あ

る
制
約
」
が
不
当
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（R

n. 11

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
命
令
の
方
法
に
よ
り
、
申
立
人
が

S
t. A

教
会
に
お
い
て
最
大
参
加
人
数
五
〇
人
の
公
開
の
礼
拝
を

開
催
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
憲
法
異
議
の

訴
え
が
認
容
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
非
常
に
多
く
の
人
々
がS

t. 
A

教
会
に
お
け
る
礼
拝
の
み
な
ら
ず
、
他
の
教
会
に
お
け
る
礼
拝

に
も
集
ま
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
復
活

祭
の
祝
日
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
（R

n. 12

）。
こ
れ
に
よ
り
、

）
五
三
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
二
七

Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
リ
ス
ク
評
価
に
基
づ
く
と
、
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
多

く
の
人
々
が
罹
病
し
、
重
症
の
ケ
ー
ス
を
治
療
す
る
際
に
医
療
施

設
に
過
重
負
担
が
課
せ
ら
れ
、
最
悪
の
場
合
に
人
が
死
亡
す
る
危

険
が
著
し
く
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
憲
法
上
許
さ
れ
た
仕
方
で
礼

拝
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

危
険
は
、
自
ら
の
意
思
で
礼
拝
に
参
加
し
た
人
に
限
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
二
次
感
染
の
可
能
性
及
び
医
療
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
の
使
用

に
よ
っ
て
著
し
く
広
範
囲
の
人
々
に
も
及
ぶ
（R

n. 13

）。

申
立
人
ら
は
、
適
切
な
措
置
（
参
加
者
数
の
限
定
（
五
〇
人
）、

教
会
の
建
物
へ
の
立
入
り
の
管
理
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離

隔
距
離
を
保
っ
た
上
で
の
印
を
し
た
座
席
の
割
り
当
て
、
参
加
者

リ
ス
ト
の
作
成
）
に
よ
っ
て
、
上
記
の
危
険
の
発
生
に
十
分
効
果

的
に
予
防
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ

ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
の
決
定
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
る
十
分
な
確

実
性
は
な
い
と
評
価
し
て
い
る
が
、
申
立
人
は
こ
れ
に
対
し
て
真

剣
に
疑
問
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
裁
判
所
は
、
他
人

と
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
離
隔
距
離
を
と
る
こ
と
は
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
の
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
る
が
、
現
在
の
知
見
に
よ
る

へ
の
個
人
的
な
沈
黙
の
訪
問
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
礼
拝

の
中
継
と
い
っ
た
他
の
形
式
の
宗
教
活
動
に
置
き
換
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
故
、
ベ
ル
リ
ン
州
コ
ロ
ナ
命
令

に
基
づ
く
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
は
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項

に
基
づ
く
申
立
人
ら
の
権
利
（
信
仰
及
び
告
白
の
自
由
）
に
対
す

る
「
極
め
て
重
大
な
制
約
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の

禁
止
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
生
活
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る

復
活
祭
の
祝
日
の
間
に
開
催
さ
れ
る
公
開
の
礼
拝
に
も
及
ぶ
範
囲

に
お
い
て
、
よ
り
強
く
当
て
は
ま
る
（R

n. 10

）。
仮
命
令
は
発

布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
た
場
合
、

こ
の
こ
と
は
、
信
仰
の
自
由
及
び
告
白
の
自
由
に
対
す
る
「
極
め

て
重
大
な
、
申
立
人
ら
の
信
仰
理
解
に
よ
る
と
不
可
逆
的
で
も
あ

る
制
約
」
が
不
当
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（R

n. 11
）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
命
令
の
方
法
に
よ
り
、
申
立
人
が

S
t. A

教
会
に
お
い
て
最
大
参
加
人
数
五
〇
人
の
公
開
の
礼
拝
を

開
催
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
憲
法
異
議
の

訴
え
が
認
容
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
非
常
に
多
く
の
人
々
がS

t. 
A

教
会
に
お
け
る
礼
拝
の
み
な
ら
ず
、
他
の
教
会
に
お
け
る
礼
拝

に
も
集
ま
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
復
活

祭
の
祝
日
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
（R

n. 12

）。
こ
れ
に
よ
り
、

）
五
三
三
（
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八
十
六
巻
第
二
・
三
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（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
二
八

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
シ
ナ
リ
オ
を
こ
れ
と
結
び
付

い
た
経
済
的
及
び
社
会
的
問
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
出
来
る
限
り
回

避
す
る
と
い
う
基
本
決
断
は
、
申
立
人
の
想
定
と
は
異
な
り
、

「
科
学
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
こ
れ
に
政
治
的
に
責
任
を
負
う

者
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
（R

n. 15

）。

ベ
ル
リ
ン
州
コ
ロ
ナ
命
令
に
は
、
そ
れ
に
よ
り
本
件
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
に
も
二
〇
二
〇
年
四
月
一
九
日

に
ま
で
と
い
う
期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
健
康

及
び
生
命
の
保
護
の
た
め
の
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
極
め
て
重
大

な
制
約
は
現
時
点
に
お
い
て
は
是
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
本

件
命
令
が
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
新
た
な
展
開
を
考
慮
し

つ
つ
継
続
的
に
補
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
確
保
さ
れ

る
。
こ
の
場
合
、
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
に
関
し
て
は
、
比
例
原
則

の
よ
り
厳
格
な
審
査
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
礼
拝
の
禁
止

を
条
件
付
き
で
、
場
合
に
よ
っ
て
地
域
的
に
限
定
し
て
緩
和
す
る

こ
と
が
新
た
な
知
見
に
か
ん
が
み
て
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
経
路
の
要

因
、
又
は
医
療
シ
ス
テ
ム
の
過
重
負
担
の
危
険
の
要
因
と
な
り
得

る
か
ど
う
か
が
調
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 16

）。

最
後
に
、
第
二
部
会
は
、
同
じ
こ
と
は
、
信
者
が
集
ま
る
こ
と

が
信
仰
の
中
心
的
構
成
要
素
で
あ
る
た
め
、
本
件
命
令
に
基
づ
く

と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
感
染
拡
大
が
確
実
に
阻
止
さ
れ
る
と
想
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
リ
ス
ク
評
価
に
依
拠
す
る
。

さ
ら
に
、
行
政
裁
判
所
の
見
解
に
よ
る
と
、
教
会
へ
の
出
入
り
に

際
し
て
及
び
礼
拝
中
に
離
隔
距
離
の
保
持
を
確
実
に
実
施
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
同
時
に
話
す
（
祈
祷
）
及
び
歌
う
と
い
う
礼
拝
に

典
型
的
な
行
為
を
し
た
と
き
は
参
加
者
か
ら
ウ
イ
ル
ス
を
含
む
潜

在
的
可
能
性
が
高
い
唾
液
が
空
気
中
に
放
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
加

え
て
、
現
在
の
知
見
に
よ
る
と
、
他
人
と
接
触
す
る
時
間
が
長
か

れ
ば
長
い
ほ
ど
、
感
染
の
危
険
は
高
ま
る
。
罹
患
し
た
人
と
一
五

分
以
上
接
触
し
た
場
合
に
は
高
い
感
染
リ
ス
ク
が
あ
る
が
、
礼
拝

の
場
合
、
こ
の
時
間
を
上
回
る
の
が
通
常
で
あ
る
（R

n. 14

）。

ⅲ
　
国
は
、
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
権
利
（
基
本
法
二
条

二
項
）
に
基
づ
い
て
生
命
を
保
護
す
る
こ
と
も
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
生
命
に
か
か
わ
る
こ
の
よ
う
な
危
険
に
対
し
て
、
共
同
で

礼
拝
を
行
う
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
権
利
は
、
現
時
点
で

は
劣
位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
評

価
に
よ
る
と
、
多
数
の
死
亡
事
例
を
発
生
さ
せ
る
医
療
シ
ス
テ
ム

の
崩
壊
を
回
避
す
る
た
め
に
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
初
期
段
階
に
お

い
て
は
、
接
触
を
出
来
る
限
り
広
範
囲
に
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
高
度
に
感
染
力
の
あ
る
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
拡
大
の
速
度
を
遅
ら

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
二
九

予
定
人
数
約
三
〇
人
で
あ
っ
た
。
市
内
の
ベ
ル
リ
ン
広
場
に
お
い

て
約
二
時
間
の
集
会
を
行
い
、
こ
れ
に
引
き
続
い
て
、
い
く
つ
か

の
道
路
を
通
る
デ
モ
行
進
を
行
い
、
こ
の
デ
モ
行
進
の
中
で
一
五

分
の
場
所
を
移
動
し
な
い
集
会
を
三
回
実
施
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。

異
議
申
立
人
は
、
表
示
板
に
よ
り
安
全
距
離
の
遵
守
を
集
会
参
加

者
に
促
し
、
整
理
担
当
者
に
よ
っ
て
集
会
参
加
者
を
目
印
が
付
け

ら
れ
た
出
発
地
点
に
誘
導
す
る
、
ス
タ
ー
ト
地
点
の
目
印
を
、
前

後
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
左
右
六
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
で
付
け
、
個
人
、

同
居
人
又
は
家
族
単
位
で
ス
タ
ー
ト
地
点
に
つ
か
せ
る
、
演
説
を

各
整
理
担
当
者
の
携
帯
電
話
を
通
し
て
拡
声
器
に
送
信
す
る
、
デ

モ
行
進
の
間
は
、
定
め
ら
れ
た
距
離
を
保
持
し
、
新
た
な
参
加
者

を
列
の
後
ろ
に
入
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
っ
た
感
染
防
護
措
置
を

講
じ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
市
に
伝
え
た
（R

n. 2

）。
市
は
、

二
〇
二
〇
年
四
月
八
日
の
決
定
に
お
い
て
、
集
会
を
実
施
す
る
と
、

公
共
の
安
全
及
び
公
の
秩
序
が
直
接
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
集
会

は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
三
〇
日
の
命
令
の
文
言
に
お
け
る

二
〇
二
〇
年
三
月
一
四
日
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

対
策
命
令
一
条
一
項
に
反
す
る
と
し
て
、
集
会
法
一
五
条
一
項
に

基
づ
く
集
会
禁
止
を
命
じ
た
。
本
件
命
令
に
よ
る
と
、
自
宅
以
外

の
場
所
で
の
他
人
と
の
接
触
は
絶
対
に
必
要
な
最
少
限
度
に
と
ど

会
合
の
禁
止
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う
に
深
刻
な
影
響
を
受
け
て
い
る

他
の
宗
教
団
体
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（R

n. 17

）。

六�

　二
〇
二
〇
年
四
月
一
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

一
部
会
決
定

㈠
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年

四
月
一
五
日
の
決
定

（
15
）（

決
定
⑤
）
に
お
い
て
、
ギ
ー
ゼ
ン
行
政
裁

判
所
及
び
ヘ
ッ
セ
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
が
集
会
禁
止
に
関
す
る

仮
の
権
利
保
護
手
続
き
に
お
い
て
下
し
た
諸
決
定
に
対
す
る
憲
法

異
議
の
訴
え
に
併
せ
て
提
起
さ
れ
た
仮
命
令
の
発
布
を
求
め
る
申

立
て
を
認
容
し
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
六
日
及
び
一
七
日
に
予
定

さ
れ
て
い
た
集
会
の
禁
止
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
、
ギ
ー
ゼ
ン

市
の
処
分
に
対
す
る
異
議
申
立
人
の
異
議
申
立
て
の
延
期
効
を
回

復
し
た
（
主
文
）。
本
件
の
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
異
議
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
四
日
の
書
面
に
よ
っ
て
、

「
基
本
権
を
弱
め
る
の
で
は
な
く
、
健
康
を
強
化
せ
よ
─
人
に
対

す
る
防
護
で
は
な
く
、
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
防
護
を
」
を
標
語
と

す
る
集
会
を
ギ
ー
セ
ン
市
（
以
下
、「
市
」
と
い
う
。）
に
届
け
出

た
。
届
出
の
記
載
に
よ
る
と
、
集
会
の
実
施
日
は
一
四
日
、
一
五

日
、
一
六
日
及
び
一
七
日
の
一
四
時
か
ら
一
八
時
ま
で
で
、
参
加

）
五
三
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
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連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
二
九

予
定
人
数
約
三
〇
人
で
あ
っ
た
。
市
内
の
ベ
ル
リ
ン
広
場
に
お
い

て
約
二
時
間
の
集
会
を
行
い
、
こ
れ
に
引
き
続
い
て
、
い
く
つ
か

の
道
路
を
通
る
デ
モ
行
進
を
行
い
、
こ
の
デ
モ
行
進
の
中
で
一
五

分
の
場
所
を
移
動
し
な
い
集
会
を
三
回
実
施
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。

異
議
申
立
人
は
、
表
示
板
に
よ
り
安
全
距
離
の
遵
守
を
集
会
参
加

者
に
促
し
、
整
理
担
当
者
に
よ
っ
て
集
会
参
加
者
を
目
印
が
付
け

ら
れ
た
出
発
地
点
に
誘
導
す
る
、
ス
タ
ー
ト
地
点
の
目
印
を
、
前

後
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
左
右
六
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
で
付
け
、
個
人
、

同
居
人
又
は
家
族
単
位
で
ス
タ
ー
ト
地
点
に
つ
か
せ
る
、
演
説
を

各
整
理
担
当
者
の
携
帯
電
話
を
通
し
て
拡
声
器
に
送
信
す
る
、
デ

モ
行
進
の
間
は
、
定
め
ら
れ
た
距
離
を
保
持
し
、
新
た
な
参
加
者

を
列
の
後
ろ
に
入
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
っ
た
感
染
防
護
措
置
を

講
じ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
市
に
伝
え
た
（R

n. 2

）。
市
は
、

二
〇
二
〇
年
四
月
八
日
の
決
定
に
お
い
て
、
集
会
を
実
施
す
る
と
、

公
共
の
安
全
及
び
公
の
秩
序
が
直
接
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
集
会

は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
三
〇
日
の
命
令
の
文
言
に
お
け
る

二
〇
二
〇
年
三
月
一
四
日
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

対
策
命
令
一
条
一
項
に
反
す
る
と
し
て
、
集
会
法
一
五
条
一
項
に

基
づ
く
集
会
禁
止
を
命
じ
た
。
本
件
命
令
に
よ
る
と
、
自
宅
以
外

の
場
所
で
の
他
人
と
の
接
触
は
絶
対
に
必
要
な
最
少
限
度
に
と
ど

会
合
の
禁
止
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う
に
深
刻
な
影
響
を
受
け
て
い
る

他
の
宗
教
団
体
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（R

n. 17

）。

六�

　二
〇
二
〇
年
四
月
一
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

一
部
会
決
定

㈠
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年

四
月
一
五
日
の
決
定

（
15
）（

決
定
⑤
）
に
お
い
て
、
ギ
ー
ゼ
ン
行
政
裁

判
所
及
び
ヘ
ッ
セ
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
が
集
会
禁
止
に
関
す
る

仮
の
権
利
保
護
手
続
き
に
お
い
て
下
し
た
諸
決
定
に
対
す
る
憲
法

異
議
の
訴
え
に
併
せ
て
提
起
さ
れ
た
仮
命
令
の
発
布
を
求
め
る
申

立
て
を
認
容
し
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
六
日
及
び
一
七
日
に
予
定

さ
れ
て
い
た
集
会
の
禁
止
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
、
ギ
ー
ゼ
ン

市
の
処
分
に
対
す
る
異
議
申
立
人
の
異
議
申
立
て
の
延
期
効
を
回

復
し
た
（
主
文
）。
本
件
の
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
異
議
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
四
日
の
書
面
に
よ
っ
て
、

「
基
本
権
を
弱
め
る
の
で
は
な
く
、
健
康
を
強
化
せ
よ
─
人
に
対

す
る
防
護
で
は
な
く
、
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
防
護
を
」
を
標
語
と

す
る
集
会
を
ギ
ー
セ
ン
市
（
以
下
、「
市
」
と
い
う
。）
に
届
け
出

た
。
届
出
の
記
載
に
よ
る
と
、
集
会
の
実
施
日
は
一
四
日
、
一
五

日
、
一
六
日
及
び
一
七
日
の
一
四
時
か
ら
一
八
時
ま
で
で
、
参
加

）
五
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
三
〇

に
お
い
て
下
さ
れ
、
本
案
に
お
け
る
判
断
を
先
取
り
す
る
行
政
裁

判
所
の
決
定
に
関
係
す
る
場
合
、
と
く
に
、
主
張
さ
れ
て
い
る
権

利
侵
害
が
仮
の
権
利
保
護
が
拒
否
さ
れ
た
と
き
に
回
復
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
、
つ
ま
り
、
本
案
に
お
け
る
判
断
が
時
機
を
逸

す
る
こ
と
に
な
る
場
合
、
決
定
的
と
な
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
事

例
に
お
い
て
、
迅
速
的
裁
判
の
時
点
に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
る
憲
法
異
議
の
訴
え
の
勝
訴
の
見
込
み
を
考
慮
し
な
い
と
す

る
と
、
結
果
衡
量
に
際
し
て
は
、
衝
突
し
て
い
る
法
益
よ
り
も
重

要
な
法
益
、
又
は
主
張
さ
れ
る
危
険
の
程
度
が
衝
突
す
る
法
益
よ

り
も
高
い
法
益
に
、
た
と
え
仮
の
権
利
保
護
手
続
き
に
お
い
て
可

能
な
審
査
に
よ
っ
て
、
そ
の
保
護
の
た
め
の
法
的
要
件
が
明
ら
か

に
欠
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
優
位
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
異
議
の
訴
え
の
手

続
き
に
お
い
て
基
本
権
の
遵
守
を
確
保
す
る
と
い
う
連
邦
憲
法
裁

判
所
の
任
務
に
矛
盾
す
る
（R

n. 9

）。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
集
会

禁
止
を
契
機
と
し
て
異
議
申
立
て
の
延
期
効
の
回
復
を
求
め
る
仮

の
権
利
保
護
の
申
立
て
に
つ
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
憲

法
異
議
の
訴
え
又
は
本
案
手
続
き
の
終
結
を
待
っ
て
い
る
と
集
会

の
目
的
が
達
成
で
き
な
い
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
、
迅
速
的

権
利
保
護
手
続
き
に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
憲
法
異
議

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
命
令
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
行
動
様

式
に
は
、
公
開
の
集
会
も
含
ま
れ
る
。
経
験
則
上
、
ど
の
よ
う
な

種
類
の
集
会
で
あ
っ
て
も
、
安
全
距
離
を
遵
守
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
異
議
申
立
人
も
こ
れ
を
確
保
で
き
な
い
。
公
の
秩
序
に
対
す

る
直
接
的
危
険
は
、
本
件
集
会
が
州
の
コ
ロ
ナ
命
令
を
遵
守
し
て

い
る
住
民
の
多
数
に
と
っ
て
挑
発
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
発
生

す
る
（R

n. 3

）。
異
議
申
立
人
は
、
ギ
ー
ゼ
ン
行
政
裁
判
所
に
異

議
申
立
て
の
延
期
効
の
回
復
を
求
め
る
申
立
て
を
提
起
し
た
が
、

同
裁
判
所
は
こ
れ
を
斥
け
た
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、

二
〇
二
〇
年
四
月
一
四
日
の
決
定
に
よ
っ
て
、
ギ
ー
ゼ
ン
行
政
裁

判
所
決
定
に
対
す
る
抗
告
を
斥
け
た
（R

n. 4
）。
異
議
申
立
人
は
、

二
〇
二
〇
年
四
月
一
四
日
に
憲
法
異
議
の
訴
え
を
提
起
す
る
と
と

も
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
三
二
条
一
項
に
基
づ
く
仮
命
令
に

よ
っ
て
異
議
申
立
て
の
延
期
効
を
回
復
す
る
こ
と
を
求
め
る
申
立

て
を
し
た
（R

n. 5

）。

㈡
　
第
一
部
会
は
、
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
は
適
法
で
あ
り
、

主
文
か
ら
明
ら
か
な
範
囲
に
お
い
て
理
由
が
あ
る
と
判
断
し
た

（R
n. 7

）。
第
一
部
会
は
、
ま
ず
、
先
例

（
16
）

を
引
用
し
つ
つ
、
仮
命

令
発
布
の
判
断
枠
組
み
を
示
す
。
そ
れ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

憲
法
異
議
の
訴
え
の
勝
訴
の
見
込
み
は
、
仮
の
権
利
保
護
手
続
き

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
三
一

基
づ
い
て
、
基
本
法
八
条
一
項
を
侵
害
し
た
。
何
故
な
ら
、
本
件

命
令
一
条
は
、
集
会
官
庁
に
対
し
て
、
集
会
法
一
五
条
一
項
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
裁
量
の
行
使
に
つ
い
て
、
基
本
権
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
た
集
会
の
自
由
を
考
慮
す
る
た
め
に
も
決
定
の
余
地
を

与
え
て
い
る
が
、
市
は
こ
の
こ
と
を
見
誤
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
、
市
は
、
基
本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く

異
議
申
立
人
の
基
本
権
の
意
義
と
射
程
範
囲
を
は
じ
め
か
ら
適
切

に
考
慮
で
き
か
っ
た
の
で
あ
る
（R

n. 13

）。
加
え
て
、
市
は
、

本
件
集
会
が
本
件
命
令
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

個
別
事
案
の
具
体
的
事
情
を
十
分
に
考
慮
し
て
判
断
し
て
お
ら
ず
、

こ
の
理
由
か
ら
も
市
の
判
断
は
基
本
法
八
条
一
項
の
憲
法
上
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
。
市
は
、
主
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
集
会
を

禁
止
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
危
惧
を
主
張
し
、
基
本
法

八
条
一
項
を
考
慮
す
る
た
め
に
存
在
す
る
本
件
命
令
一
条
の
裁
量

も
空
洞
化
さ
せ
た
（R

n. 14

）。

な
お
、
第
一
部
会
は
、
市
は
、
基
本
法
八
条
の
意
義
と
射
程
範

囲
を
考
慮
し
た
義
務
に
従
っ
た
裁
量
に
基
づ
き
、
届
出
が
さ
れ
た

集
会
の
実
施
に
集
会
法
一
五
条
一
項
に
基
づ
い
て
条
件
を
付
す
か

ど
う
か
、
又
は
、
こ
れ
が
不
十
分
で
あ
る
場
合
に
は
禁
止
す
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
改
め
て
判
断
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
と
説

の
訴
え
の
勝
訴
の
見
込
み
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
迅
速

的
権
利
保
護
手
続
き
に
お
け
る
審
査
に
よ
っ
て
、
憲
法
異
議
の
訴

え
に
明
ら
か
に
理
由
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
権

利
保
護
を
与
え
な
い
こ
と
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
三
二
条
一
項

の
意
味
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
に
対
す
る
重
大
な
不
利
益
で
あ
る

（R
n. 10

）。

つ
ぎ
に
、
第
一
部
会
は
、
上
記
の
基
準
に
よ
っ
て
事
案
を
検
討

し
、
被
申
立
人
の
禁
止
処
分
が
基
本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
異
議

申
立
人
の
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、

仮
命
令
の
発
布
は
必
要
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
た
（R

n. 11

）。

判
断
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
〇
二
〇
年
三
月
三
〇
日
の
命
令
の
文
言
に
お
け
る
二
〇
二
〇

年
三
月
一
四
日
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
命
令

は
、
同
居
し
て
い
な
い
二
人
以
上
の
人
に
よ
る
屋
外
集
会
の
一
般

的
禁
止
を
含
ん
で
い
な
い
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
も
同
じ
立
場
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
市
（
相
手
方
）
は
、
命
令
制
定
者
も
集
会

法
に
基
づ
く
公
開
の
集
会
を
意
識
的
に
禁
止
し
よ
う
と
し
た
と
想

定
し
た
。
市
は
、
そ
の
禁
止
処
分
に
お
い
て
、
同
居
し
て
い
な
い

二
人
以
上
の
人
に
よ
る
集
会
の
一
般
的
禁
止
を
明
ら
か
に
前
提
と

し
て
い
る
（R

n. 12

）。
市
は
、
こ
の
よ
う
な
不
適
切
な
評
価
に

）
五
三
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
三
一

基
づ
い
て
、
基
本
法
八
条
一
項
を
侵
害
し
た
。
何
故
な
ら
、
本
件

命
令
一
条
は
、
集
会
官
庁
に
対
し
て
、
集
会
法
一
五
条
一
項
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
裁
量
の
行
使
に
つ
い
て
、
基
本
権
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
た
集
会
の
自
由
を
考
慮
す
る
た
め
に
も
決
定
の
余
地
を

与
え
て
い
る
が
、
市
は
こ
の
こ
と
を
見
誤
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
、
市
は
、
基
本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く

異
議
申
立
人
の
基
本
権
の
意
義
と
射
程
範
囲
を
は
じ
め
か
ら
適
切

に
考
慮
で
き
か
っ
た
の
で
あ
る
（R

n. 13

）。
加
え
て
、
市
は
、

本
件
集
会
が
本
件
命
令
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

個
別
事
案
の
具
体
的
事
情
を
十
分
に
考
慮
し
て
判
断
し
て
お
ら
ず
、

こ
の
理
由
か
ら
も
市
の
判
断
は
基
本
法
八
条
一
項
の
憲
法
上
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
。
市
は
、
主
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
集
会
を

禁
止
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
危
惧
を
主
張
し
、
基
本
法

八
条
一
項
を
考
慮
す
る
た
め
に
存
在
す
る
本
件
命
令
一
条
の
裁
量

も
空
洞
化
さ
せ
た
（R

n. 14

）。

な
お
、
第
一
部
会
は
、
市
は
、
基
本
法
八
条
の
意
義
と
射
程
範

囲
を
考
慮
し
た
義
務
に
従
っ
た
裁
量
に
基
づ
き
、
届
出
が
さ
れ
た

集
会
の
実
施
に
集
会
法
一
五
条
一
項
に
基
づ
い
て
条
件
を
付
す
か

ど
う
か
、
又
は
、
こ
れ
が
不
十
分
で
あ
る
場
合
に
は
禁
止
す
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
改
め
て
判
断
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
と
説

の
訴
え
の
勝
訴
の
見
込
み
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
迅
速

的
権
利
保
護
手
続
き
に
お
け
る
審
査
に
よ
っ
て
、
憲
法
異
議
の
訴

え
に
明
ら
か
に
理
由
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
権

利
保
護
を
与
え
な
い
こ
と
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
三
二
条
一
項

の
意
味
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
に
対
す
る
重
大
な
不
利
益
で
あ
る

（R
n. 10

）。

つ
ぎ
に
、
第
一
部
会
は
、
上
記
の
基
準
に
よ
っ
て
事
案
を
検
討

し
、
被
申
立
人
の
禁
止
処
分
が
基
本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
異
議

申
立
人
の
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、

仮
命
令
の
発
布
は
必
要
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
た
（R

n. 11

）。

判
断
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
〇
二
〇
年
三
月
三
〇
日
の
命
令
の
文
言
に
お
け
る
二
〇
二
〇

年
三
月
一
四
日
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
命
令

は
、
同
居
し
て
い
な
い
二
人
以
上
の
人
に
よ
る
屋
外
集
会
の
一
般

的
禁
止
を
含
ん
で
い
な
い
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
も
同
じ
立
場
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
市
（
相
手
方
）
は
、
命
令
制
定
者
も
集
会

法
に
基
づ
く
公
開
の
集
会
を
意
識
的
に
禁
止
し
よ
う
と
し
た
と
想

定
し
た
。
市
は
、
そ
の
禁
止
処
分
に
お
い
て
、
同
居
し
て
い
な
い

二
人
以
上
の
人
に
よ
る
集
会
の
一
般
的
禁
止
を
明
ら
か
に
前
提
と

し
て
い
る
（R

n. 12

）。
市
は
、
こ
の
よ
う
な
不
適
切
な
評
価
に

）
五
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
三
二

S
A

R
S

-C
oV

-2

ウ
イ
ル
ス
蔓
延
に
対
す
る
防
護
措
置
に
関
す
る

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
政
府
命
令
（
二
〇
二
〇
年
四

月
九
日
に
改
正
）
三
条
は
、
五
人
を
超
え
る
行
事
及
び
そ
の
他
の

会
合
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
例
外
を
定
め
て
い
た
。
同
命

令
三
条
六
項
は
、
所
轄
官
庁
は
、
重
要
な
理
由
に
基
づ
き
、
感
染

防
護
の
た
め
の
条
件
を
付
し
て
一
項
及
び
二
項
に
基
づ
く
禁
止
の

例
外
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
た
（R

n. 3

）。

申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
四
日
に
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ

ル
ト
行
政
裁
判
所
に
対
し
、
仮
命
令
に
よ
っ
て
届
出
を
し
た
集
会

を
許
可
す
る
こ
と
を
市
（
相
手
方
）
に
義
務
付
け
る
こ
と
を
求
め

る
申
立
て
を
し
た
。
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
四
日

の
決
定
に
よ
っ
て
こ
の
申
立
て
を
棄
却
し
た
。
申
立
人
は
、
バ
ー

デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
に
抗
告
し
た
が
、

同
裁
判
所
は
二
〇
二
〇
年
四
月
一
五
日
に
こ
れ
を
棄
却
し
た

（R
n. 5

）。
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
六
日
、
仮
命
令
の

発
布
を
求
め
る
申
立
て
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
起
し
た
（R

n. 
7

）。第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第

一
法
廷
第
一
部
会
決
定
が
示
し
た
判
断
枠
組
み
と
同
じ
判
断
枠
組

み
を
示
し
（R

n. 11-13

）、
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
仮
命
令
の
発
布

示
し
て
い
る
（R

n. 15

）。

七�
　二
〇
二
〇
年
四
月
一
七
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

一
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

一
七
日
の
決
定

（
17
）（

決
定
⑥
）
に
お
い
て
、
申
立
人
が
届
け
出
た

二
〇
二
〇
年
四
月
一
八
日
実
施
予
定
の
集
会
の
許
可
を
部
会
の
見

解
を
考
慮
し
つ
つ
判
断
す
る
こ
と
を
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市

（
以
下
、「
市
」
と
い
う
。）
に
義
務
付
け
た
（
主
文
）。
本
件
の
事

実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年

四
月
一
〇
日
に
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
五
日
及
び
一
八
日
に
別
々

に
行
う
予
定
の
「
我
々
は
、
憲
法
二
〇
条
一
項
を
譲
れ
な
い
。
緊

急
事
態
体
制
を
終
わ
ら
す
こ
と
を
求
め
る
。」
を
モ
ッ
ト
ー
と
す

る
集
会
を
市
に
届
け
出
た
。
集
会
は
、
一
五
時
三
〇
分
か
ら
約

一
七
時
三
〇
分
ま
で
の
間
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
シ
ュ
ロ
ス

広
場
に
お
い
て
行
う
予
定
で
あ
っ
た
。
予
定
参
加
者
数
は
五
〇
人

と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
集
会
は
、「
表
示
板
を
も
っ
た
散
歩
」
と

し
て
実
施
さ
れ
、
必
要
な
衛
生
ル
ー
ル
（
と
く
に
二
メ
ー
ト
ル
の

離
隔
距
離
）
に
つ
い
て
す
べ
て
の
参
加
者
に
あ
ら
か
じ
め
知
ら
せ

る
予
定
で
あ
っ
た
（R

n. 2

）。
二
〇
二
〇
年
三
月
一
七
日
の

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
三
三

事
案
か
ら
切
り
離
し
た
検
討
は
、
こ
れ
に
適
合
し
て
い
な
い

（R
n. 23

）。
集
会
の
不
許
可
に
よ
っ
て
ウ
イ
ル
ス
罹
病
の
拡
大
を

防
ぐ
と
い
う
目
的
を
達
成
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
参
加
者
数
と

は
無
関
係
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
件

命
令
三
条
六
項
に
基
づ
く
許
可
留
保
は
、
そ
れ
が
基
本
法
八
条
に

基
づ
く
基
本
権
の
保
障
に
役
立
つ
範
囲
に
お
い
て
大
幅
に
空
洞
化

さ
れ
る
（R

n. 24

）。

そ
れ
に
加
え
て
、
官
庁
は
、
感
染
リ
ス
ク
を
最
小
限
に
抑
え
る

た
め
の
独
自
の
検
討
を
し
な
か
っ
た
。
こ
の
責
任
は
、
申
立
人
だ

け
が
負
う
わ
け
で
は
な
い
。
集
会
の
制
限
を
発
出
す
る
前
に
、
所

轄
官
庁
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
集
会
主
催
者
と
も
に
、
合
意
に
基

づ
く
協
調
的
解
決
策
を
得
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
立
人
と
共
同
し
て
感
染
防
護
の
た
め
の
可
能
な
条
件
を
見
出
す

こ
と
は
、
市
が
行
う
べ
き
事
柄
で
あ
る
（R

n. 25

）。
し
か
し
、

市
は
、
市
保
健
局
と
の
協
議
及
び
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
勧
告
を
も
踏
ま
る
と

現
在
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
状
況
に
対
処
で
き
る
条
件
を
定
め
る
こ
と

が
市
に
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
概
括
的
に
確
認
し
た
に
す
ぎ
な

い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
市
は
、
個
別
事
案
に
即
し
た
検
討
を
あ
ら

か
じ
め
排
除
し
て
い
る
。
と
く
に
、
市
は
、
不
当
に
も
、
参
加
者

数
（
五
〇
人
）、
集
会
場
所
、
集
会
の
実
施
日
に
関
す
る
届
出
の

が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 14

）。
第
一
部
会
は
、
憲
法

異
議
の
訴
え
は
、
現
時
点
の
状
況
に
基
づ
く
と
、
明
ら
か
に
理
由

が
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 16

）。
第
一
部
会
は
、
次
の
よ
う
に

説
示
し
た
。

市
の
や
り
方
は
基
本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
基
本
権
の
意
義
と

射
程
範
囲
に
適
合
し
て
い
な
い
（R

n. 19

）。
市
は
、
本
件
命
令

三
条
六
項
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
裁
量
を
基
本
法
八
条
に
照
ら
し

て
行
使
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
（R

n. 20

）。

憲
法
裁
判
所
の
仮
の
権
利
保
護
に
お
い
て
は
、
集
会
の
自
由
の

行
使
を
命
令
に
よ
り
許
可
留
保
付
き
の
原
則
的
禁
止
に
服
さ
せ
、

こ
の
許
可
を
行
政
の
裁
量
に
委
ね
る
こ
と
が
基
本
法
八
条
に
適
合

し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
未
解
決
の
ま
ま
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
規
制
が
講
じ
ら

れ
た
場
合
に
は
、
裁
量
行
使
の
枠
内
に
お
い
て
基
本
法
八
条
に
基

づ
く
基
本
権
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
と

く
に
、
個
別
事
案
の
具
体
的
事
情
の
十
分
な
考
慮
を
求
め
る
。
あ

ら
ゆ
る
集
会
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
た
ん
な
る
概
括
的
な
検
討

は
、
命
令
制
定
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
行
政
が
基
本
法
八
条
に

基
づ
く
個
人
の
基
本
権
を
考
慮
し
つ
つ
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
決
定
の
裁
量
に
適
合
し
て
い
な
い
。
市
が
行
っ
た
よ
う
な
個
別

）
五
三
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
三
三

事
案
か
ら
切
り
離
し
た
検
討
は
、
こ
れ
に
適
合
し
て
い
な
い

（R
n. 23

）。
集
会
の
不
許
可
に
よ
っ
て
ウ
イ
ル
ス
罹
病
の
拡
大
を

防
ぐ
と
い
う
目
的
を
達
成
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
参
加
者
数
と

は
無
関
係
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
件

命
令
三
条
六
項
に
基
づ
く
許
可
留
保
は
、
そ
れ
が
基
本
法
八
条
に

基
づ
く
基
本
権
の
保
障
に
役
立
つ
範
囲
に
お
い
て
大
幅
に
空
洞
化

さ
れ
る
（R

n. 24

）。

そ
れ
に
加
え
て
、
官
庁
は
、
感
染
リ
ス
ク
を
最
小
限
に
抑
え
る

た
め
の
独
自
の
検
討
を
し
な
か
っ
た
。
こ
の
責
任
は
、
申
立
人
だ

け
が
負
う
わ
け
で
は
な
い
。
集
会
の
制
限
を
発
出
す
る
前
に
、
所

轄
官
庁
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
集
会
主
催
者
と
も
に
、
合
意
に
基

づ
く
協
調
的
解
決
策
を
得
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
立
人
と
共
同
し
て
感
染
防
護
の
た
め
の
可
能
な
条
件
を
見
出
す

こ
と
は
、
市
が
行
う
べ
き
事
柄
で
あ
る
（R

n. 25

）。
し
か
し
、

市
は
、
市
保
健
局
と
の
協
議
及
び
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
勧
告
を
も
踏
ま
る
と

現
在
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
状
況
に
対
処
で
き
る
条
件
を
定
め
る
こ
と

が
市
に
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
概
括
的
に
確
認
し
た
に
す
ぎ
な

い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
市
は
、
個
別
事
案
に
即
し
た
検
討
を
あ
ら

か
じ
め
排
除
し
て
い
る
。
と
く
に
、
市
は
、
不
当
に
も
、
参
加
者

数
（
五
〇
人
）、
集
会
場
所
、
集
会
の
実
施
日
に
関
す
る
届
出
の

が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 14

）。
第
一
部
会
は
、
憲
法

異
議
の
訴
え
は
、
現
時
点
の
状
況
に
基
づ
く
と
、
明
ら
か
に
理
由

が
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 16

）。
第
一
部
会
は
、
次
の
よ
う
に

説
示
し
た
。

市
の
や
り
方
は
基
本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
基
本
権
の
意
義
と

射
程
範
囲
に
適
合
し
て
い
な
い
（R

n. 19

）。
市
は
、
本
件
命
令

三
条
六
項
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
裁
量
を
基
本
法
八
条
に
照
ら
し

て
行
使
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
（R

n. 20

）。

憲
法
裁
判
所
の
仮
の
権
利
保
護
に
お
い
て
は
、
集
会
の
自
由
の

行
使
を
命
令
に
よ
り
許
可
留
保
付
き
の
原
則
的
禁
止
に
服
さ
せ
、

こ
の
許
可
を
行
政
の
裁
量
に
委
ね
る
こ
と
が
基
本
法
八
条
に
適
合

し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
未
解
決
の
ま
ま
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
規
制
が
講
じ
ら

れ
た
場
合
に
は
、
裁
量
行
使
の
枠
内
に
お
い
て
基
本
法
八
条
に
基

づ
く
基
本
権
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
と

く
に
、
個
別
事
案
の
具
体
的
事
情
の
十
分
な
考
慮
を
求
め
る
。
あ

ら
ゆ
る
集
会
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
た
ん
な
る
概
括
的
な
検
討

は
、
命
令
制
定
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
行
政
が
基
本
法
八
条
に

基
づ
く
個
人
の
基
本
権
を
考
慮
し
つ
つ
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
決
定
の
裁
量
に
適
合
し
て
い
な
い
。
市
が
行
っ
た
よ
う
な
個
別

）
五
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
三
四

す
る
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
政
府
命
令
（
コ
ロ
ナ
命

令
を
改
正
す
る
第
六
次
命
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
も
の
）
四
条
一

項
五
号
に
つ
い
て
、
二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
ま
で
一
般
利
用
者
の

た
め
の
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
・
ス
タ
ジ
オ
の
営
業
を
禁
止
し
て
い
る
範

囲
に
お
い
て
、
そ
の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
を
求
め
る
仮
処
分
の

発
布
の
申
立
て
を
棄
却
し
た
（
主
文
、R

n. 3

）。
異
議
申
立
人
は
、

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
に
お
け
る
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
・

ス
タ
ジ
オ
の
事
業
者
で
あ
る
（R

n. 3

）
が
、
休
業
を
命
じ
ら
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
基
本
法
一
二
条
一
項
に
基
づ
く
自
己
の
基
本
権

が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
た
（R

n. 4

）。
異
議
申
立
人
は
、
バ
ー

デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
に
本
件
命
令
の

暫
定
的
執
行
停
止
を
求
め
る
申
立
て
を
し
た
が
、
こ
の
申
立
て
は

斥
け
ら
れ
た
（R

n. 5

）。
異
議
申
立
人
は
、
本
件
命
令
に
対
し
て

憲
法
異
議
の
訴
え
と
こ
れ
に
併
せ
て
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を

提
起
し
た
（R

n. 2

）。

第
二
部
会
は
、
仮
命
令
発
布
の
申
立
て
は
適
法
で
あ
る
が
、
理

由
が
な
い
と
し
て
こ
れ
を
棄
却
し
た
（R

n. 6

）。
第
二
部
会
は
、

結
果
衡
量
の
基
準
を
示
し
た
（R

n. 7

）
上
で
、
こ
の
基
準
に

従
っ
て
事
案
を
判
断
し
た
（R

n. 8

）。
第
二
部
会
は
、
次
の
よ
う

な
説
示
し
た
。

さ
れ
た
事
項
を
必
須
の
事
項
と
捉
え
て
、
参
加
者
数
の
削
減
、
集

会
の
場
所
及
び
日
時
の
変
更
に
よ
っ
て
─
場
合
に
よ
っ
て
は
他
の

感
染
防
護
措
置
を
併
せ
て
講
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
─
感
染
リ
ス
ク

を
基
本
法
八
条
に
基
づ
く
基
本
権
と
衡
量
し
て
是
認
で
き
る
程
度

に
縮
減
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
慮
し
な
か
っ
た
（R

n. 
26

）。第
一
部
会
は
、
ま
さ
に
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
に
お
い
て
感
染

者
数
が
先
週
急
上
昇
し
た
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
市
は
、
集
会
を
不
許
可
に
す
る
前
に
出
来
る
限
り

申
立
人
と
協
調
的
調
整
を
行
い
つ
つ
考
慮
に
値
す
る
あ
ら
ゆ
る
防

護
措
置
を
考
慮
し
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
感
染
防
護
及
び
生
命

保
護
の
目
的
と
集
会
の
自
由
と
の
間
の
実
践
的
整
合
性
を
創
出
で

き
る
解
決
策
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い

（R
n. 27

）。

八�

　二
〇
二
〇
年
四
月
二
八
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

二
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

二
八
日
の
決
定

（
18
）（

決
定
⑦
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
七

日
のS

A
R

S
-C

oV
-2

ウ
イ
ル
ス
蔓
延
に
対
す
る
防
護
措
置
に
関

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
三
五

二
項
）
に
基
づ
い
て
生
命
を
保
護
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
生
命
に
か
か
わ
る
こ
の
よ
う
な
危
険
に
対
し
て
、
フ
ィ
ッ

ト
ネ
ス
・
ス
タ
ジ
オ
事
業
者
の
職
業
の
自
由
及
び
経
済
的
利
益
は
、

現
時
点
で
は
劣
位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
関
連
に

お
い
て
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所

は
、
こ
の
よ
う
な
営
業
禁
止
の
経
済
的
影
響
は
国
の
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
よ
っ
て
多
少
は
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
評
価
し
た
。
異
議
申

立
人
も
こ
れ
に
反
対
し
て
い
な
い
。
加
え
て
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る

規
定
に
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
ま
で
の
期
限
が
付
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
件
命
令
が
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の

新
た
な
展
開
を
考
慮
し
つ
つ
補
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
確
保
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
本
件
命
令
四
条
一
項
五
号
に
基

づ
く
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
・
ス
タ
ジ
オ
の
営
業
禁
止
を
維
持
で
き
る
の

か
、
そ
れ
と
も
緩
和
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
比
例
原
則
を
遵
守

し
つ
つ
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 13

）。

九�

　二
〇
二
〇
年
四
月
二
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

二
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

二
九
日
の
決
定

（
19
）（

決
定
⑧
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
四
月
二
一

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が

認
容
さ
れ
た
場
合
、
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
・
ス
タ
ジ
オ
の
営
業
禁
止
が

不
当
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
種
の
施
設

の
事
業
者
に
と
っ
て
、
著
し
い
経
済
的
不
利
益
を
伴
う
基
本
法

一
二
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
職
業
の
自
由
の
重
大
で
一
部

に
お
い
て
は
不
可
逆
的
な
制
約
を
も
た
ら
す
（R

n. 11

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
申
し
立
て
ら
れ
た
仮
命
令
が
発
布
さ
れ

た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
は
認
容
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
コ
ロ
ナ

命
令
四
条
一
項
五
号
の
暫
定
的
な
失
効
に
よ
り
、
バ
ー
デ
ン
・

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
に
お
け
る
数
多
く
の
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
・
ス

タ
ジ
オ
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
社
会
的

接
触
を
増
大
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
、
人
か
ら
人
へ
と
容
易
に
感
染

し
得
る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
新
た
な
感
染
連
鎖
の
リ
ス
ク
も
増
大

さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
多
く
の
人
々
が
罹
病
し
、
一
部
は
重
篤

な
病
状
又
は
死
亡
に
至
る
危
険
が
あ
り
、
医
療
施
設
に
過
重
負
担

を
か
け
る
危
険
が
著
し
く
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ィ
ッ
ト
ネ

ス
・
ス
タ
ジ
オ
の
営
業
禁
止
に
よ
り
憲
法
上
許
さ
れ
た
仕
方
で
こ

れ
に
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
な

る
の
で
あ
る
（R

n. 12

）。

ⅲ
　
国
は
、
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
権
利
（
基
本
法
二
条

）
五
三
五
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
三
五

二
項
）
に
基
づ
い
て
生
命
を
保
護
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
生
命
に
か
か
わ
る
こ
の
よ
う
な
危
険
に
対
し
て
、
フ
ィ
ッ

ト
ネ
ス
・
ス
タ
ジ
オ
事
業
者
の
職
業
の
自
由
及
び
経
済
的
利
益
は
、

現
時
点
で
は
劣
位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
関
連
に

お
い
て
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所

は
、
こ
の
よ
う
な
営
業
禁
止
の
経
済
的
影
響
は
国
の
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
よ
っ
て
多
少
は
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
評
価
し
た
。
異
議
申

立
人
も
こ
れ
に
反
対
し
て
い
な
い
。
加
え
て
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る

規
定
に
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
ま
で
の
期
限
が
付
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
件
命
令
が
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の

新
た
な
展
開
を
考
慮
し
つ
つ
補
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
確
保
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
本
件
命
令
四
条
一
項
五
号
に
基

づ
く
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
・
ス
タ
ジ
オ
の
営
業
禁
止
を
維
持
で
き
る
の

か
、
そ
れ
と
も
緩
和
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
比
例
原
則
を
遵
守

し
つ
つ
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 13

）。

九�

　二
〇
二
〇
年
四
月
二
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

二
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

二
九
日
の
決
定

（
19
）（

決
定
⑧
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
四
月
二
一

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が

認
容
さ
れ
た
場
合
、
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
・
ス
タ
ジ
オ
の
営
業
禁
止
が

不
当
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
種
の
施
設

の
事
業
者
に
と
っ
て
、
著
し
い
経
済
的
不
利
益
を
伴
う
基
本
法

一
二
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
職
業
の
自
由
の
重
大
で
一
部

に
お
い
て
は
不
可
逆
的
な
制
約
を
も
た
ら
す
（R

n. 11

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
申
し
立
て
ら
れ
た
仮
命
令
が
発
布
さ
れ

た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
は
認
容
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
コ
ロ
ナ

命
令
四
条
一
項
五
号
の
暫
定
的
な
失
効
に
よ
り
、
バ
ー
デ
ン
・

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
に
お
け
る
数
多
く
の
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
・
ス

タ
ジ
オ
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
社
会
的

接
触
を
増
大
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
、
人
か
ら
人
へ
と
容
易
に
感
染

し
得
る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
新
た
な
感
染
連
鎖
の
リ
ス
ク
も
増
大

さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
多
く
の
人
々
が
罹
病
し
、
一
部
は
重
篤

な
病
状
又
は
死
亡
に
至
る
危
険
が
あ
り
、
医
療
施
設
に
過
重
負
担

を
か
け
る
危
険
が
著
し
く
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ィ
ッ
ト
ネ

ス
・
ス
タ
ジ
オ
の
営
業
禁
止
に
よ
り
憲
法
上
許
さ
れ
た
仕
方
で
こ

れ
に
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
な

る
の
で
あ
る
（R

n. 12

）。

ⅲ
　
国
は
、
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
権
利
（
基
本
法
二
条

）
五
三
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
三
六

令
二
条
四
項
及
び
五
項
が
基
本
法
三
条
一
項
に
適
合
し
な
い
と
判

断
し
た
が
、
上
記
の
規
定
の
暫
定
的
執
行
停
止
を
控
え
た
（R

n. 
4

）。
バ
イ
エ
ル
ン
州
保
健
省
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
二
八
日
の
第

二
次
バ
イ
エ
ル
ン
州
感
染
防
護
措
置
命
令
改
正
命
令
を
制
定
し

（
二
〇
二
〇
年
四
月
二
九
日
発
効
）、
商
店
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
及
び
専
門
店
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
開
店
は
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
の
売
り
場
面
積
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
許
さ
れ
る
と
い
う

趣
旨
に
二
条
五
項
を
改
正
し
た
（R

n. 5

）。
申
立
人
は
、
自
己
の

専
門
店
の
営
業
を
禁
止
又
は
制
限
す
る
規
制
は
基
本
法
一
二
条
一

項
、
一
四
条
一
項
及
び
基
本
法
三
条
一
項
に
違
反
し
て
い
る
と
主

張
し
た
（R

n. 6

）。

第
二
部
会
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
が
、

二
〇
二
〇
年
四
月
二
一
日
の
命
令
改
正
の
文
言
に
お
け
る
第
二
次

バ
イ
エ
ル
ン
州
感
染
防
護
措
置
命
令
二
条
四
項
及
び
五
項
の
諸
規

定
の
執
行
を
暫
定
的
に
中
止
し
な
い
と
の
判
断
し
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
本
件
に
お
い
て
専
門
裁
判
所
に
よ
る
迅
速
的
権
利
保
護

を
求
め
る
こ
と
を
申
立
人
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
指
摘

し
、
補
充
性
原
則
の
要
件
は
充
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た

（R
n. 11

）
上
で
、
結
果
衡
量
の
基
準
を
よ
っ
て
事
案
を
検
討
す

る
。
第
二
部
会
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

日
の
第
二
次
バ
イ
エ
ル
ン
州
感
染
防
護
措
置
命
令
二
条
五
項
一
号

の
執
行
を
暫
定
的
に
停
止
す
る
こ
と
、
予
備
的
に
、
本
件
命
令
二

条
五
項
一
号
を
、
売
り
場
面
積
を
人
為
的
に
（
遮
断
に
よ
り
）

八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
限
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
よ
う

に
解
釈
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
仮
命
令
の
発
布
を
求
め
る
申
立

て
を
棄
却
し
た
（
主
文
、R

n. 2

）。

二
〇
二
〇
年
三
月
一
六
日
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
保
健
省
の
一
般
的

処
分
の
発
効
後
、
申
立
人
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
あ
る
自
己
の
服
飾

専
門
店
の
支
店
を
開
く
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。
本
件
命
令
二
条
五

項
に
よ
り
、
本
件
命
令
二
条
四
項
に
規
定
さ
れ
た
開
店
禁
止
の
例

外
に
当
た
ら
な
い
商
店
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
及
び
専
門
店

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
売
り
場
面
積
が
八
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
ず
、
事
業
者
が
、
適
切
な
措
置
に
よ
り
、
店
舗

内
に
同
時
に
滞
在
す
る
顧
客
数
が
売
り
場
面
積
二
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
当
た
り
一
人
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
場
合
に
限
り
、
そ

の
開
店
が
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
申
立
人
の
店
は

七
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
売
り
場
面
積
を
有
す
る
の
で
、
開
店

が
禁
止
さ
れ
た
（R

n. 3

）。

バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
二
七

日
の
決
定
に
よ
っ
て
、
第
二
次
バ
イ
エ
ル
ン
州
感
染
防
護
措
置
命

）
五
三
四
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
三
七

法
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
処
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
な
る

の
で
あ
る
（R

n. 16

）。

ⅲ
　
国
が
基
本
法
二
条
二
項
に
基
づ
い
て
保
護
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
生
命
に
対
し
て
存
続
し
て
い
る
危
険
に
比
し
て
、
攻
撃

さ
れ
て
い
る
規
定
と
結
び
付
い
た
商
店
等
の
所
有
者
の
職
業
の
自

由
の
制
限
及
び
そ
の
経
済
的
利
益
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
劣
位
に

置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 17

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

攻
撃
さ
れ
て
い
る
規
定
が
二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
ま
で
の
効
力
を

有
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
従
っ
て
、
職
業
の
自
由
の
対
す
る
制

約
は
短
い
期
限
付
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（R

n. 18

）。
加
え
て
、
今
で
は
本
件
規
定
に
よ
っ
て

も
、
商
店
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
及
び
専
門
店
の
開
店
も
、

そ
の
売
り
場
面
積
を
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
限
定
し
て
い
る
場

合
に
は
許
さ
れ
る
こ
と
も
、
結
果
衡
量
の
枠
内
に
お
い
て
考
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
申
立
人
も
今
後
は
自
己
の

服
飾
専
門
店
を
開
く
こ
と
が
で
き
、
主
張
さ
れ
る
売
上
減
損
も
緩

和
さ
れ
る
（R

n. 19

）。

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が

認
容
さ
れ
た
場
合
、
本
件
命
令
二
条
四
項
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
範

囲
を
上
回
る
よ
う
な
商
店
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
及
び
専
門

店
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
開
店
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
、
適
切
な
措

置
に
よ
り
、
店
舗
内
に
同
時
に
滞
在
す
る
顧
客
数
が
売
り
場
面
積

二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一
人
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
保
し
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
売
り
場
面
積
が
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

を
上
回
る
と
き
は
、
不
当
に
禁
止
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
上
記
の
商

店
等
の
所
有
者
に
基
本
法
一
二
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
職

業
の
自
由
の
制
約
を
生
じ
さ
せ
、
所
有
者
は
売
上
を
失
う
こ
と
に

よ
っ
て
著
し
い
経
済
的
不
利
益
を
被
る
（R

n. 15

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
申
し
立
て
ら
れ
た
仮
命
令
が
発
布
さ
れ

た
場
合
、
本
件
命
令
五
条
二
項
一
号
の
暫
定
的
中
止
は
、
多
数
の

商
店
が
そ
の
売
り
場
を
顧
客
の
通
行
の
た
め
に
無
限
定
に
開
放
す

る
と
い
う
効
果
を
伴
う
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
率
を
人
の
接

触
の
制
限
に
よ
り
出
来
る
限
り
低
く
抑
え
る
と
い
う
目
的
の
達
成

に
適
合
的
な
措
置
が
行
わ
れ
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
多
数
の
人

がC
ovid-19

に
罹
病
す
る
（
一
部
の
人
は
重
篤
な
症
状
に
な
っ

た
り
、
死
亡
し
た
り
す
る
）
危
険
と
医
療
施
設
の
過
重
負
担
の
危

険
が
高
ま
る
。
商
店
等
の
開
店
制
限
と
い
う
憲
法
上
許
さ
れ
る
方

）
五
三
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
三
七

法
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
処
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
な
る

の
で
あ
る
（R

n. 16

）。

ⅲ
　
国
が
基
本
法
二
条
二
項
に
基
づ
い
て
保
護
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
生
命
に
対
し
て
存
続
し
て
い
る
危
険
に
比
し
て
、
攻
撃

さ
れ
て
い
る
規
定
と
結
び
付
い
た
商
店
等
の
所
有
者
の
職
業
の
自

由
の
制
限
及
び
そ
の
経
済
的
利
益
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
劣
位
に

置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 17

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

攻
撃
さ
れ
て
い
る
規
定
が
二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
ま
で
の
効
力
を

有
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
従
っ
て
、
職
業
の
自
由
の
対
す
る
制

約
は
短
い
期
限
付
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（R

n. 18

）。
加
え
て
、
今
で
は
本
件
規
定
に
よ
っ
て

も
、
商
店
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
及
び
専
門
店
の
開
店
も
、

そ
の
売
り
場
面
積
を
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
限
定
し
て
い
る
場

合
に
は
許
さ
れ
る
こ
と
も
、
結
果
衡
量
の
枠
内
に
お
い
て
考
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
申
立
人
も
今
後
は
自
己
の

服
飾
専
門
店
を
開
く
こ
と
が
で
き
、
主
張
さ
れ
る
売
上
減
損
も
緩

和
さ
れ
る
（R

n. 19

）。

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が

認
容
さ
れ
た
場
合
、
本
件
命
令
二
条
四
項
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
範

囲
を
上
回
る
よ
う
な
商
店
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
及
び
専
門

店
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
開
店
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
、
適
切
な
措

置
に
よ
り
、
店
舗
内
に
同
時
に
滞
在
す
る
顧
客
数
が
売
り
場
面
積

二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一
人
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
保
し
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
売
り
場
面
積
が
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

を
上
回
る
と
き
は
、
不
当
に
禁
止
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
上
記
の
商

店
等
の
所
有
者
に
基
本
法
一
二
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
職

業
の
自
由
の
制
約
を
生
じ
さ
せ
、
所
有
者
は
売
上
を
失
う
こ
と
に

よ
っ
て
著
し
い
経
済
的
不
利
益
を
被
る
（R

n. 15

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
申
し
立
て
ら
れ
た
仮
命
令
が
発
布
さ
れ

た
場
合
、
本
件
命
令
五
条
二
項
一
号
の
暫
定
的
中
止
は
、
多
数
の

商
店
が
そ
の
売
り
場
を
顧
客
の
通
行
の
た
め
に
無
限
定
に
開
放
す

る
と
い
う
効
果
を
伴
う
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
率
を
人
の
接

触
の
制
限
に
よ
り
出
来
る
限
り
低
く
抑
え
る
と
い
う
目
的
の
達
成

に
適
合
的
な
措
置
が
行
わ
れ
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
多
数
の
人

がC
ovid-19

に
罹
病
す
る
（
一
部
の
人
は
重
篤
な
症
状
に
な
っ

た
り
、
死
亡
し
た
り
す
る
）
危
険
と
医
療
施
設
の
過
重
負
担
の
危

険
が
高
ま
る
。
商
店
等
の
開
店
制
限
と
い
う
憲
法
上
許
さ
れ
る
方

）
五
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
三
八

措
置
を
遵
守
し
つ
つ
、
申
立
人
が
使
用
し
て
い
る
モ
ス
ク
に
お
い

て
金
曜
祈
祷
の
た
め
に
集
ま
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
仮
命
令
の
発

布
の
申
立
て
を
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
に
提
起

し
た
（R

n. 3

）。
申
立
人
は
、
具
体
的
な
防
護
措
置
と
し
て
、
信

者
間
に
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
離
隔
距
離
を
と
り
、
各
金
曜
礼
拝
へ

の
参
加
人
数
を
二
四
人
に
限
定
す
る
こ
と
、
教
区
の
構
成
員
の
大

部
分
は
知
り
合
い
で
あ
る
か
ら
、
信
者
を
個
別
的
に
個
々
の
金
曜

礼
拝
に
招
き
、
モ
ス
ク
の
前
で
待
機
す
る
行
列
を
避
け
る
こ
と
、

安
全
距
離
を
保
障
す
る
た
め
に
床
に
印
を
付
け
る
こ
と
、
金
曜
日

に
複
数
回
の
金
曜
礼
拝
を
行
う
こ
と
、
モ
ス
ク
に
入
る
前
に
手
洗

い
の
儀
式
を
行
い
（
石
鹸
も
利
用
で
き
る
。）、
そ
の
た
め
に
モ
ス

ク
に
手
洗
い
の
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る
こ
と
、
信
者
に
マ
ス
ク
の
着

用
を
求
め
る
こ
と
、
ド
ア
の
取
っ
手
及
び
類
似
の
部
分
を
消
毒
し
、

そ
れ
以
外
の
た
め
の
消
毒
剤
も
用
意
し
て
お
く
こ
と
、
部
屋
の
換

気
を
す
る
こ
と
、
イ
ス
ラ
ム
の
戒
律
に
よ
る
と
、
病
気
に
な
っ
た

信
者
が
合
同
の
祈
祷
に
参
加
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
こ
の

こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
に
も

当
て
は
ま
る
こ
と
を
挙
げ
た
。
な
お
、
申
立
人
は
、
申
立
人
の
信

奉
す
る
教
義
に
よ
る
と
、
礼
拝
で
歌
う
こ
と
は
な
く
、
共
同
の
祈

祷
も
イ
マ
ー
ム
の
み
が
声
を
出
す
こ
と
も
指
摘
し
た
（R

n. 4

）。

一
〇�

　二
〇
二
〇
年
四
月
二
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷

第
二
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

二
九
日
の
決
定

（
20
）（

決
定
⑨
）
に
お
い
て
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州

コ
ロ
ナ
命
令
に
基
づ
く
教
会
、
モ
ス
ク
及
び
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
お
け

る
礼
拝
、
並
び
に
合
同
の
宗
教
行
為
を
す
る
た
め
の
他
の
信
仰
共

同
体
の
会
合
の
禁
止
を
、
申
請
に
基
づ
い
て
個
別
の
事
案
に
お
い

て
禁
止
の
例
外
を
認
め
る
こ
と
を
排
除
し
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、

仮
命
令
の
方
法
に
よ
り
暫
定
的
に
停
止
し
た
（
主
文
）。
本
件
の

事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
件
憲
法
異
議
の
訴
え

の
申
立
人
は
、
約
一
三
〇
〇
人
の
構
成
員
を
有
す
る
登
録
団
体
で

あ
る
が
、
ラ
マ
ダ
ン
の
残
り
の
週
に
金
曜
祈
祷
を
申
立
人
が
使
用

し
て
い
る
モ
ス
ク
に
お
い
て
行
う
計
画
を
立
て
て
い
る
。

二
〇
二
〇
年
四
月
二
四
日
の
改
正
命
令
の
文
言
に
お
け
る

二
〇
二
〇
年
四
月
一
七
日
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
護
の
た
め

の
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
命
令
一
条
五
項
三
号
は
、
教
会
、
モ
ス

ク
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
お
け
る
会
合
及
び
そ
の
他
の
信
仰
共
同
体
の

会
合
を
禁
止
し
て
い
る
（R

n. 2

）。
申
立
人
は
、
申
立
人
及
び
そ

の
構
成
員
が
、
二
〇
二
〇
年
四
月
二
三
日
か
ら
五
月
二
三
日
ま
で

の
間
、（
改
正
前
の
）
本
件
命
令
二
条
及
び
八
条
に
基
づ
く
衛
生

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
三
九

は
で
き
ず
、
少
な
く
と
も
疫
学
上
の
危
険
状
況
に
対
処
す
る
た
め

の
知
見
及
び
戦
略
の
現
時
点
の
水
準
に
よ
る
と
、
個
別
の
事
案
に

お
い
て
、
必
要
な
場
合
に
は
衛
生
当
局
と
の
調
整
を
し
つ
つ
、
状

況
に
即
し
た
条
件
及
び
制
限
を
付
け
て
例
外
を
許
可
す
る
こ
と
が

で
き
る
可
能
性
の
な
い
モ
ス
ク
に
お
け
る
礼
拝
の
一
般
的
禁
止
は

基
本
法
四
条
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
の
見
解
を
示

し
た
（R

n. 9

）。
第
二
部
会
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

ⅰ
　
上
級
行
政
裁
判
所
に
よ
る
と
、
医
療
シ
ス
テ
ム
の
過
重
負

担
を
防
ぐ
た
め
に
罹
病
の
拡
大
の
速
度
を
出
来
る
限
り
遅
く
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ス
タ
ン
ス
を
作

り
出
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
（R

n. 10

）。
モ
ス
ク
に
お
け
る

礼
拝
の
禁
止
は
感
染
を
回
避
す
る
た
め
に
引
き
続
き
必
要
で
あ
る
。

モ
ス
ク
に
お
け
る
会
合
は
、
か
り
に
本
件
命
令
が
販
売
所
及
び
商

店
を
開
く
た
め
に
求
め
て
い
る
よ
う
な
防
護
措
置
が
モ
ス
ク
に
お

け
る
会
合
に
適
用
さ
れ
る
と
仮
定
し
て
も
、
販
売
所
や
商
店
に
訪

れ
る
場
合
よ
り
も
著
し
く
高
い
潜
在
的
危
険
性
を
有
す
る
。
モ
ス

ク
に
お
け
る
会
合
は
、
買
い
物
の
状
況
と
は
異
な
り
、
長
時
間
に

及
ぶ
目
的
的
な
合
同
の
活
動
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
と
く

に
祈
祷
や
歌
唱
を
同
時
に
行
う
た
め
に
大
量
の
ウ
イ
ル
ス
放
出
が

予
測
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
ラ
マ
ダ
ン
（
断
食
月
）

上
級
行
政
裁
判
所
は
二
〇
二
〇
年
四
月
二
三
日
の
決
定
に
お
い
て

申
立
て
を
棄
却
し
た
（R

n. 5

）。
異
議
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年

五
月
一
日
か
ら
五
月
二
三
日
ま
で
の
間
、
本
件
命
令
の
諸
規
定

（
二
条
、
八
条
、
九
条
）
を
遵
守
し
つ
つ
金
曜
祈
祷
を
異
議
申
立

人
が
使
用
し
て
い
る
モ
ス
ク
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
異
議
申
立
人

に
許
可
す
る
こ
と
を
求
め
る
仮
命
令
の
発
布
を
申
し
立
て
た

（R
n. 1

）。

第
二
部
会
は
、
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
は
適
法
で
あ
り
、
主

文
か
ら
明
ら
か
に
な
る
範
囲
に
お
い
て
理
由
が
あ
る
と
判
断
し
た

（R
n. 6

）。
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
五
日
連
邦
憲
法

裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
決
定
（
決
定
⑤
）
等
の
参
照
を
求
め

つ
つ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
三
二
条
一
項
に
基
づ
く
仮
命
令
手
続

き
に
お
い
て
、
本
案
の
終
結
を
待
つ
こ
と
が
基
本
権
保
護
を
無
に

帰
せ
し
め
る
場
合
、
憲
法
異
議
の
訴
え
の
勝
訴
の
見
込
み
が
認
識

で
き
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
（R

n. 
7

）
上
で
、
こ
の
基
準
に
よ
る
と
仮
命
令
の
発
布
は
、
主
文
か
ら

明
ら
か
に
な
る
範
囲
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 
8

）。
第
二
部
会
は
、
例
外
の
な
い
禁
止
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
か
ら
本
案
の
申
立
て
に
理
由
が
な
い
と
さ
れ
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
と
い
う
上
級
行
政
裁
判
所
の
見
解
に
従
う
こ
と

）
五
三
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
三
九

は
で
き
ず
、
少
な
く
と
も
疫
学
上
の
危
険
状
況
に
対
処
す
る
た
め

の
知
見
及
び
戦
略
の
現
時
点
の
水
準
に
よ
る
と
、
個
別
の
事
案
に

お
い
て
、
必
要
な
場
合
に
は
衛
生
当
局
と
の
調
整
を
し
つ
つ
、
状

況
に
即
し
た
条
件
及
び
制
限
を
付
け
て
例
外
を
許
可
す
る
こ
と
が

で
き
る
可
能
性
の
な
い
モ
ス
ク
に
お
け
る
礼
拝
の
一
般
的
禁
止
は

基
本
法
四
条
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
の
見
解
を
示

し
た
（R

n. 9

）。
第
二
部
会
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

ⅰ
　
上
級
行
政
裁
判
所
に
よ
る
と
、
医
療
シ
ス
テ
ム
の
過
重
負

担
を
防
ぐ
た
め
に
罹
病
の
拡
大
の
速
度
を
出
来
る
限
り
遅
く
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ス
タ
ン
ス
を
作

り
出
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
（R

n. 10

）。
モ
ス
ク
に
お
け
る

礼
拝
の
禁
止
は
感
染
を
回
避
す
る
た
め
に
引
き
続
き
必
要
で
あ
る
。

モ
ス
ク
に
お
け
る
会
合
は
、
か
り
に
本
件
命
令
が
販
売
所
及
び
商

店
を
開
く
た
め
に
求
め
て
い
る
よ
う
な
防
護
措
置
が
モ
ス
ク
に
お

け
る
会
合
に
適
用
さ
れ
る
と
仮
定
し
て
も
、
販
売
所
や
商
店
に
訪

れ
る
場
合
よ
り
も
著
し
く
高
い
潜
在
的
危
険
性
を
有
す
る
。
モ
ス

ク
に
お
け
る
会
合
は
、
買
い
物
の
状
況
と
は
異
な
り
、
長
時
間
に

及
ぶ
目
的
的
な
合
同
の
活
動
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
と
く

に
祈
祷
や
歌
唱
を
同
時
に
行
う
た
め
に
大
量
の
ウ
イ
ル
ス
放
出
が

予
測
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
ラ
マ
ダ
ン
（
断
食
月
）

上
級
行
政
裁
判
所
は
二
〇
二
〇
年
四
月
二
三
日
の
決
定
に
お
い
て

申
立
て
を
棄
却
し
た
（R

n. 5

）。
異
議
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年

五
月
一
日
か
ら
五
月
二
三
日
ま
で
の
間
、
本
件
命
令
の
諸
規
定

（
二
条
、
八
条
、
九
条
）
を
遵
守
し
つ
つ
金
曜
祈
祷
を
異
議
申
立

人
が
使
用
し
て
い
る
モ
ス
ク
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
異
議
申
立
人

に
許
可
す
る
こ
と
を
求
め
る
仮
命
令
の
発
布
を
申
し
立
て
た

（R
n. 1

）。

第
二
部
会
は
、
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
は
適
法
で
あ
り
、
主

文
か
ら
明
ら
か
に
な
る
範
囲
に
お
い
て
理
由
が
あ
る
と
判
断
し
た

（R
n. 6

）。
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
五
日
連
邦
憲
法

裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
決
定
（
決
定
⑤
）
等
の
参
照
を
求
め

つ
つ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
三
二
条
一
項
に
基
づ
く
仮
命
令
手
続

き
に
お
い
て
、
本
案
の
終
結
を
待
つ
こ
と
が
基
本
権
保
護
を
無
に

帰
せ
し
め
る
場
合
、
憲
法
異
議
の
訴
え
の
勝
訴
の
見
込
み
が
認
識

で
き
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
（R

n. 
7

）
上
で
、
こ
の
基
準
に
よ
る
と
仮
命
令
の
発
布
は
、
主
文
か
ら

明
ら
か
に
な
る
範
囲
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 
8

）。
第
二
部
会
は
、
例
外
の
な
い
禁
止
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
か
ら
本
案
の
申
立
て
に
理
由
が
な
い
と
さ
れ
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
と
い
う
上
級
行
政
裁
判
所
の
見
解
に
従
う
こ
と

）
五
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
四
〇

別
的
に
金
曜
礼
拝
に
招
く
こ
と
に
よ
り
、
モ
ス
ク
の
前
で
待
機
す

る
た
め
の
行
列
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る

（R
n. 13

）。

ⅲ
　
申
立
人
に
よ
る
と
、
モ
ス
ク
に
お
け
る
礼
拝
の
禁
止
は
、

少
な
く
と
も
ラ
マ
ダ
ン
中
の
金
曜
礼
拝
に
も
及
ぶ
範
囲
に
お
い
て
、

信
仰
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
制
約
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
観
点

か
ら
す
る
と
、
本
件
命
令
が
、
─
必
要
に
応
じ
て
衛
生
官
庁
の
意

見
も
聴
い
た
上
で
─
具
体
的
事
情
を
総
合
的
に
評
価
す
る
場
合
に

は
感
染
の
危
険
の
有
意
的
増
大
を
確
実
に
否
定
で
き
る
よ
う
な
礼

拝
を
個
別
事
案
に
お
い
て
例
外
的
に
許
可
す
る
可
能
性
を
ま
っ
た

く
認
め
て
い
な
い
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
現
時
点
の
危
険
状
況
、

こ
れ
に
依
拠
し
た
疫
学
上
の
危
険
に
対
処
す
る
現
在
の
戦
略
に
お

い
て
は
、
是
認
で
き
な
い
。
個
別
事
案
に
即
し
た
肯
定
的
評
価
を

す
る
こ
と
が
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
で
き
な
い
と
は
認
め
ら

れ
な
い
（R

n. 14

）。

各
々
の
教
義
に
依
拠
し
た
金
曜
祈
祷
の
や
り
方
や
モ
ス
ク
の
前

で
人
が
集
ま
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
る
措
置
は
す

で
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
申
立
人
は
、
さ
ら
に
、

所
轄
宗
務
部
局
と
の
話
し
合
い
に
よ
り
、
申
立
人
が
使
用
す
る
モ

ス
ク
に
お
い
て
金
曜
日
に
金
曜
礼
拝
を
複
数
回
実
施
し
、
こ
れ
に

に
お
い
て
は
、
信
者
が
多
数
で
あ
り
、
多
く
の
祈
祷
部
屋
は
狭
い

こ
と
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
機
能
せ
ず
、
安
全
距
離
が
常
に
保
た

れ
な
い
危
険
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
モ
ス
ク
、
教
会
及
び
シ
ナ
ゴ
ー

グ
に
お
け
る
集
会
は
、
販
売
所
よ
り
も
、
な
お
禁
止
又
は
厳
格
に

制
限
さ
れ
て
い
る
コ
ン
サ
ー
ト
、
ス
ポ
ー
ツ
行
事
、
余
暇
活
動
に

近
い
（R

n. 11

）。

ⅱ
　
命
令
制
定
者
は
礼
拝
に
つ
い
て
買
い
物
を
す
る
場
合
と
同

じ
よ
う
な
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
必
要
は
な
い
（
危
険

状
況
に
つ
い
て
異
な
る
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
と
す
る
上

級
行
政
裁
判
所
の
考
え
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
人
の
接
触
に
よ
る
感
染
の
リ
ス
ク
の
評
価
は
、
モ
ス
ク
に

お
い
て
礼
拝
を
行
う
場
合
は
、
よ
り
広
い
範
囲
に
お
い
て
、
個
別

事
案
の
具
体
的
事
情
に
左
右
さ
れ
る
。
申
立
人
自
ら
が
、
イ
ス
ラ

ム
教
の
礼
拝
は
教
義
に
よ
っ
て
著
し
く
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
申
立
人
の
信
奉
す
る
教
義
に
よ
る
と
、
金
曜
礼
拝
に
お
い

て
歌
う
こ
と
は
な
く
、
祈
祷
に
お
い
て
も
イ
マ
ー
ム
だ
け
が
声
を

出
す
。
リ
ス
ク
評
価
に
際
し
て
は
、
と
り
わ
け
、
各
々
の
モ
ス
ク

の
大
き
さ
、
立
地
条
件
及
び
建
築
上
の
状
況
、
並
び
に
宗
教
団
体

の
規
模
及
び
構
造
も
重
要
で
あ
る
。
申
立
人
は
、
自
己
の
教
区
の

約
一
三
〇
〇
人
の
構
成
員
の
大
部
分
を
知
っ
て
お
り
、
信
者
を
個

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
四
一

最
後
に
、
第
二
部
会
は
、
本
決
定
の
対
象
は
本
件
の
具
体
的
事

情
に
基
づ
く
礼
拝
の
暫
定
的
な
例
外
的
許
可
の
問
題
に
限
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
（R

n. 17

）。

一
一�

　二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

一
部
会
決
定
（
ハ
ン
ブ
ル
ク
）

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月

一
日
の
決
定

（
21
）（

決
定
⑩
）
に
お
い
て
、
右
翼
政
党
「
デ
ィ
・
レ
ヒ

テ
」
の
集
会
の
禁
止
に
関
す
る
仮
命
令
を
棄
却
し
た
。
本
件
の
事

実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
（
市
）
の

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
命
令
は
、
屋
外
集
会
を
原
則
と

し
て
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
感
染
防
護
法
上
の
視
点
か
ら
是
認
で

き
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
許
可
を
与
え
る
と
定
め
て
い
る
（
同

命
令
三
条
二
項
）。
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
一
四
時

か
ら
一
六
時
ま
で
「
移
民
の
受
け
入
れ
は
社
会
崩
壊
を
も
た
ら

す
」
と
い
う
趣
旨
の
集
会
を
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ハ
ル
ブ
ル
ク
駅
前
広

場
で
行
う
こ
と
を
届
け
出
た
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
は
例
外
的
許
可

を
与
え
な
か
っ
た
。
行
政
裁
判
所
は
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を

棄
却
し
、
上
級
行
政
裁
判
所
も
抗
告
を
斥
け
た
。
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を
棄
却
し
た
。

よ
り
個
々
の
礼
拝
を
極
め
て
少
人
数
の
も
の
に
と
ど
め
る
こ
と
に

つ
い
て
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
比
較
的
多

く
の
人
々
が
比
較
的
長
い
時
間
一
緒
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

る
、
買
い
物
の
状
況
よ
り
も
高
い
感
染
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め

に
、
さ
ら
な
る
措
置
と
し
て
、
マ
ス
ク
の
着
用
を
信
者
に
義
務
付

け
る
こ
と
、
信
者
が
祈
祷
の
た
め
に
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
部

分
に
印
を
付
け
る
こ
と
、
安
全
距
離
を
販
売
所
に
適
用
さ
れ
る
基

準
よ
り
も
数
倍
拡
大
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（R

n. 15

）。

ⅳ
　
モ
ス
ク
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
の
暫
定
的
な
一
部
失
効
に

よ
り
、
申
立
人
は
、
礼
拝
の
例
外
的
許
可
を
求
め
る
申
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
所
轄
官
庁
は
、
例
外
的
に
礼
拝
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
を
個
別
事
案
に
即
し
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
禁
止
と
結
び
付
い
た
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
制
約
の
重
大

性
も
、
こ
の
評
価
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
り
、
こ
の
重
大
性
は
、

と
く
に
ラ
マ
ダ
ン
に
お
け
る
金
曜
礼
拝
に
つ
い
て
は
と
く
に
深
刻

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
、
条
件
及
び

制
限
の
遵
守
を
実
効
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
可
能
性
、
各
教
区

の
地
域
的
条
件
並
び
に
構
造
及
び
規
模
、
そ
し
て
、
と
く
に
、
社

会
的
接
触
か
ら
生
じ
る
生
命
に
対
す
る
危
険
の
現
時
点
で
の
評
価

が
決
定
的
で
あ
る
（R

n. 16

）。

）
五
三
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
四
一

最
後
に
、
第
二
部
会
は
、
本
決
定
の
対
象
は
本
件
の
具
体
的
事

情
に
基
づ
く
礼
拝
の
暫
定
的
な
例
外
的
許
可
の
問
題
に
限
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
（R

n. 17

）。

一
一�

　二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

一
部
会
決
定
（
ハ
ン
ブ
ル
ク
）

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月

一
日
の
決
定

（
21
）（

決
定
⑩
）
に
お
い
て
、
右
翼
政
党
「
デ
ィ
・
レ
ヒ

テ
」
の
集
会
の
禁
止
に
関
す
る
仮
命
令
を
棄
却
し
た
。
本
件
の
事

実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
（
市
）
の

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
命
令
は
、
屋
外
集
会
を
原
則
と

し
て
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
感
染
防
護
法
上
の
視
点
か
ら
是
認
で

き
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
許
可
を
与
え
る
と
定
め
て
い
る
（
同

命
令
三
条
二
項
）。
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
一
四
時

か
ら
一
六
時
ま
で
「
移
民
の
受
け
入
れ
は
社
会
崩
壊
を
も
た
ら

す
」
と
い
う
趣
旨
の
集
会
を
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ハ
ル
ブ
ル
ク
駅
前
広

場
で
行
う
こ
と
を
届
け
出
た
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
は
例
外
的
許
可

を
与
え
な
か
っ
た
。
行
政
裁
判
所
は
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を

棄
却
し
、
上
級
行
政
裁
判
所
も
抗
告
を
斥
け
た
。
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を
棄
却
し
た
。

よ
り
個
々
の
礼
拝
を
極
め
て
少
人
数
の
も
の
に
と
ど
め
る
こ
と
に

つ
い
て
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
比
較
的
多

く
の
人
々
が
比
較
的
長
い
時
間
一
緒
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

る
、
買
い
物
の
状
況
よ
り
も
高
い
感
染
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め

に
、
さ
ら
な
る
措
置
と
し
て
、
マ
ス
ク
の
着
用
を
信
者
に
義
務
付

け
る
こ
と
、
信
者
が
祈
祷
の
た
め
に
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
部

分
に
印
を
付
け
る
こ
と
、
安
全
距
離
を
販
売
所
に
適
用
さ
れ
る
基

準
よ
り
も
数
倍
拡
大
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（R

n. 15

）。

ⅳ
　
モ
ス
ク
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
の
暫
定
的
な
一
部
失
効
に

よ
り
、
申
立
人
は
、
礼
拝
の
例
外
的
許
可
を
求
め
る
申
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
所
轄
官
庁
は
、
例
外
的
に
礼
拝
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
を
個
別
事
案
に
即
し
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
禁
止
と
結
び
付
い
た
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
制
約
の
重
大

性
も
、
こ
の
評
価
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
り
、
こ
の
重
大
性
は
、

と
く
に
ラ
マ
ダ
ン
に
お
け
る
金
曜
礼
拝
に
つ
い
て
は
と
く
に
深
刻

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
、
条
件
及
び

制
限
の
遵
守
を
実
効
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
可
能
性
、
各
教
区

の
地
域
的
条
件
並
び
に
構
造
及
び
規
模
、
そ
し
て
、
と
く
に
、
社

会
的
接
触
か
ら
生
じ
る
生
命
に
対
す
る
危
険
の
現
時
点
で
の
評
価

が
決
定
的
で
あ
る
（R

n. 16

）。

）
五
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
四
二

比
較
的
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ビ
ラ
に
よ

り
強
力
に
宣
伝
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
故
、
参
加
に
関
心
を
持
っ
て

い
る
人
の
範
囲
は
著
し
く
広
い
こ
と
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
人
々

は
、
当
局
に
よ
る
参
加
者
数
の
制
限
を
受
け
入
れ
ず
、
行
事
の
整

理
担
当
者
や
警
察
の
統
制
か
ら
逃
れ
、
又
は
こ
れ
に
抵
抗
す
る
こ

と
が
予
測
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
感
染
防
護
の
理
由
か
ら
必
要
な

最
小
離
隔
距
離
の
遵
守
が
保
障
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
追
跡
調
査

で
き
な
い
ウ
イ
ル
ス
感
染
が
拡
大
す
る
具
体
的
危
険
が
存
在
す
る

（R
n. 8

）。
こ
の
評
価
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な

い
（R

n. 9

）。

ⅲ
　
予
測
さ
れ
る
結
果
を
対
置
す
る
と
、
計
画
さ
れ
た
集
会
を

実
施
す
る
と
い
う
申
立
人
の
利
益
は
劣
位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
し
か
に
、
申
立
人
の
集
会
の
自
由
の
侵
害
は
重
大
で

あ
り
、
さ
ら
に
、
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
健
康
上
の
リ
ス
ク
も
、

主
と
し
て
─
も
っ
ぱ
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
─
第
三
者
の
行
動

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
は
、
そ
の
妨
害
か
ら
集
会
を
保
護

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
に
お
い

て
は
、
感
染
に
起
因
す
る
多
数
の
人
々
の
生
命
に
対
す
る
リ
ス
ク

に
対
処
す
る
と
い
う
利
益
が
優
越
す
る
。
何
故
な
ら
、
本
件
の
事

情
の
下
で
は
、
直
接
的
身
体
接
触
に
至
る
空
間
的
密
接
性
が
不
可

第
一
部
会
は
、
結
果
衡
量
の
基
準
を
示
し
た
（R

n. 2

）
上
で
、

必
要
な
比
較
衡
量
は
申
立
人
に
不
利
な
結
果
と
な
る
と
判
断
し
た

（R
n. 5

）。
判
断
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
例
外
的
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
事
後
的
に
違
憲
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
基
本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
申
立
人

の
基
本
権
（
集
会
の
自
由
）
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

基
本
権
侵
害
は
、
本
件
集
会
に
関
連
し
て
基
本
権
上
の
自
由
を
行

使
で
き
な
く
な
る
申
立
人
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
自

由
主
義
的
国
家
秩
序
に
と
っ
て
の
集
会
の
自
由
の
重
要
性
に
か
ん

が
み
る
と
、
民
主
的
共
同
体
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
も
著
し
く

重
大
で
あ
る
（R

n. 7

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
命
令
が
発
布
さ
れ
た
が
、
例
外
的
許

可
を
与
え
な
い
こ
と
が
正
当
で
あ
る
こ
と
が
事
後
に
明
ら
か
に

な
っ
た
場
合
第
三
者
で
あ
る
多
く
の
人
々
の
高
度
の
重
大
性
を
有

す
る
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
利
益
が
影
響
を
受
け
る
。
集

会
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
具
体
的
事
情
に
基
づ
い
て
示
さ
れ
た
市

（
相
手
方
）、
行
政
裁
判
所
及
び
上
級
行
政
裁
判
所
の
評
価
の
一
致

し
た
評
価
に
よ
る
と
、
と
く
に
、
参
加
者
数
は
感
染
防
護
法
上
是

認
で
き
る
二
五
人
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
で
に
二
〇
一
九
年
秋
か
ら
計
画
さ
れ
て
き
本
件
行
事
は
当
初
は

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
四
三

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
た
が
、
感
染
防
護

法
二
八
条
一
項
二
文
に
基
づ
い
て
被
告
が
し
た
禁
止
が
適
法
で
あ

る
こ
と
が
事
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
第
三
者
で
あ
る
多
く

の
人
々
の
高
度
の
重
大
性
を
有
す
る
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

た
利
益
が
影
響
を
受
け
る
。
憲
法
裁
判
所
の
迅
速
手
続
き
に
お
い

て
は
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
被
告
の
評
価
に
よ
る
と
、

集
会
が
当
初
の
計
画
の
と
お
り
に
デ
モ
行
進
と
し
て
実
施
さ
れ
る

と
、
差
し
迫
っ
た
感
染
リ
ス
ク
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
件

禁
止
は
、
現
在
の
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
考
慮
し
て
、
上
記

の
感
染
リ
ス
ク
の
防
止
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
行
政
裁
判

所
の
見
解
に
よ
る
と
、
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
に
す
で
に
市
の
中

心
部
に
い
る
か
、
又
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
迅
速

に
動
員
す
る
こ
と
が
で
き
る
政
治
的
に
右
派
に
属
す
る
多
く
の

人
々
が
デ
モ
に
参
加
す
る
こ
と
が
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
予
測

さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
異
議
申
立
人
の
集
会
に
対
す
る
激
し
い
対
抗

デ
モ
が
行
わ
れ
、
対
決
が
暴
力
行
為
に
至
る
場
合
も
あ
る
こ
と
も

併
せ
て
考
慮
す
る
と
、
ウ
イ
ル
ス
の
制
御
で
き
な
い
感
染
拡
大
が

予
測
さ
れ
る
。
感
染
経
路
の
追
跡
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
実

際
上
不
可
能
で
あ
る
（R

n. 5

）。

ⅲ
　
予
測
さ
れ
る
結
果
を
対
置
す
る
と
、
基
本
法
二
条
二
項
に

避
で
あ
る
と
予
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（R

n. 10

）。

一
二�

　二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

一
部
会
決
定
（
ブ
レ
ー
メ
ン
）

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月

一
日
の
決
定

（
22
）（

決
定
⑪
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
に

計
画
さ
れ
て
い
る
集
会
の
禁
止
に
関
す
る
仮
命
令
の
発
布
の
申
立

て
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
第
一
部
会
は
、
結
果
衡
量
の
基
準
を

示
し
た
（R

n. 2

）
上
で
、
必
要
な
比
較
衡
量
は
申
立
人
に
不
利

な
結
果
と
な
る
と
判
断
し
た
（R

n. 3

）。
判
断
の
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
本
案
手
続
き
を
実
施

し
た
後
に
、
申
立
人
の
計
画
し
て
い
た
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日

一
四
時
開
始
の
集
会
の
禁
止
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
場
合
、
基
本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
集
会
の
自
由
の
基
本

権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
本
権
侵
害
は
、
本
件
集

会
に
関
連
し
て
基
本
権
上
の
自
由
を
行
使
で
き
な
く
な
る
申
立
人

と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
自
由
主
義
的
国
家
秩
序
に

と
っ
て
の
集
会
の
自
由
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
る
と
、
民
主
的
共

同
体
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
も
著
し
く
重
大
で
あ
る
（R

n. 4

）。

）
五
三
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
四
三

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
た
が
、
感
染
防
護

法
二
八
条
一
項
二
文
に
基
づ
い
て
被
告
が
し
た
禁
止
が
適
法
で
あ

る
こ
と
が
事
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
第
三
者
で
あ
る
多
く

の
人
々
の
高
度
の
重
大
性
を
有
す
る
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

た
利
益
が
影
響
を
受
け
る
。
憲
法
裁
判
所
の
迅
速
手
続
き
に
お
い

て
は
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
被
告
の
評
価
に
よ
る
と
、

集
会
が
当
初
の
計
画
の
と
お
り
に
デ
モ
行
進
と
し
て
実
施
さ
れ
る

と
、
差
し
迫
っ
た
感
染
リ
ス
ク
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
件

禁
止
は
、
現
在
の
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
考
慮
し
て
、
上
記

の
感
染
リ
ス
ク
の
防
止
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
行
政
裁
判

所
の
見
解
に
よ
る
と
、
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
に
す
で
に
市
の
中

心
部
に
い
る
か
、
又
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
迅
速

に
動
員
す
る
こ
と
が
で
き
る
政
治
的
に
右
派
に
属
す
る
多
く
の

人
々
が
デ
モ
に
参
加
す
る
こ
と
が
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
予
測

さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
異
議
申
立
人
の
集
会
に
対
す
る
激
し
い
対
抗

デ
モ
が
行
わ
れ
、
対
決
が
暴
力
行
為
に
至
る
場
合
も
あ
る
こ
と
も

併
せ
て
考
慮
す
る
と
、
ウ
イ
ル
ス
の
制
御
で
き
な
い
感
染
拡
大
が

予
測
さ
れ
る
。
感
染
経
路
の
追
跡
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
実

際
上
不
可
能
で
あ
る
（R

n. 5

）。

ⅲ
　
予
測
さ
れ
る
結
果
を
対
置
す
る
と
、
基
本
法
二
条
二
項
に

避
で
あ
る
と
予
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（R

n. 10

）。

一
二�

　二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

一
部
会
決
定
（
ブ
レ
ー
メ
ン
）

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月

一
日
の
決
定

（
22
）（

決
定
⑪
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
に

計
画
さ
れ
て
い
る
集
会
の
禁
止
に
関
す
る
仮
命
令
の
発
布
の
申
立

て
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
第
一
部
会
は
、
結
果
衡
量
の
基
準
を

示
し
た
（R

n. 2

）
上
で
、
必
要
な
比
較
衡
量
は
申
立
人
に
不
利

な
結
果
と
な
る
と
判
断
し
た
（R

n. 3
）。
判
断
の
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
本
案
手
続
き
を
実
施

し
た
後
に
、
申
立
人
の
計
画
し
て
い
た
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日

一
四
時
開
始
の
集
会
の
禁
止
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
場
合
、
基
本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
集
会
の
自
由
の
基
本

権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
本
権
侵
害
は
、
本
件
集

会
に
関
連
し
て
基
本
権
上
の
自
由
を
行
使
で
き
な
く
な
る
申
立
人

と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
自
由
主
義
的
国
家
秩
序
に

と
っ
て
の
集
会
の
自
由
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
る
と
、
民
主
的
共

同
体
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
も
著
し
く
重
大
で
あ
る
（R

n. 4

）。

）
五
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
四
四

一
日
の
決
定

（
23
）（

決
定
⑫
）
に
お
い
て
、
補
充
性
原
則
が
充
足
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
集
会
禁
止
に
対
す
る
仮
命
令
の

発
布
を
却
下
し
た
（
主
文
）。
異
議
申
立
人
は
、「
五
月
一
日

［
メ
ー
デ
ー
］
は
我
々
の
日
で
あ
り
続
け
て
い
る
！
」
を
テ
ー
マ

と
す
る
集
会
を
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
一
三
時
か
ら
一
四
時
三
〇

分
ま
で
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
旧
市
街
地
の
マ
ル
ク
ト
広
場
で

実
施
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
（R

n. 1

）。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ

ヴ
ァ
イ
ク
市
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
二
八
日
の
処
分
に
よ
っ
て
集

会
の
届
出
の
到
達
を
確
認
し
、
事
前
の
協
議
に
従
っ
て
感
染
防
護

法
上
の
条
件
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
同
市
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

三
〇
日
の
決
定
（
異
議
申
立
人
は
二
三
時
五
三
分
にE

-M
ail

で

知
ら
さ
れ
た
）
に
よ
っ
て
集
会
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
条
件
を

付
与
し
た
二
〇
二
〇
年
四
月
二
八
日
の
決
定
を
破
棄
し
た
。
異
議

申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
深
夜
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
法

三
二
条
に
基
づ
く
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を
し
た
。
異
議
申
立

人
は
、
深
夜
に
権
限
を
有
す
る
行
政
裁
判
所
に
電
話
し
た
が
、
通

じ
な
か
っ
た
こ
と
、
行
政
裁
判
所
に
迅
速
手
続
き
を
扱
う
部
署
が

存
在
す
る
こ
と
を
認
識
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
に
直
接
に
申
立
て
を
し
た
と
述
べ
た
（R

n. 2

）。

第
一
部
会
は
、
憲
法
裁
判
所
の
迅
速
的
権
利
保
護
手
続
き
に
お

基
づ
く
基
本
権
保
護
義
務
に
よ
っ
て
国
が
原
理
的
に
義
務
付
け
ら

れ
る
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
保
護
に
対
し
て
、
計
画
さ
れ
た

集
会
を
実
施
す
る
と
い
う
申
立
人
の
利
益
は
劣
位
に
置
か
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
異
議
申
立
人
は
、
集
会
を
デ
モ
行
進
で
は
な
く
、

動
か
な
い
集
会
と
し
て
行
う
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
行
政
裁

判
所
は
、
感
染
防
護
法
上
の
条
件
を
遵
守
し
つ
つ
、
警
察
力
と
柵

に
よ
っ
て
防
護
さ
れ
た
集
会
場
所
に
お
い
て
動
か
な
い
集
会
を
行

う
こ
と
は
原
則
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
が
、
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
場
所
は
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
の
ブ
レ
ー
メ
ン
市
中

心
部
に
お
い
て
は
存
在
せ
ず
、
異
議
申
立
人
の
求
め
る
「
ブ
レ
ー

メ
ン
市
中
心
部
に
お
け
る
魅
力
的
な
集
会
場
所
」
を
割
り
当
て
る

こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
議
論
の
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
異
議
申
立
人
は
、
適
切
な
場
所
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
上

級
行
政
裁
判
所
の
見
解
に
対
し
て
反
論
を
し
て
い
な
い
。
申
立
て

に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
何
の
主
張
も
含
ま
れ
て
い
な
い
（R

n. 
6

）。一
三�

　二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

一
部
会
決
定
（
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
）

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
四
五

に
基
づ
く
異
議
申
立
人
の
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
権
利
を
侵

害
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
異
議
申
立
人
に
よ
る
と
、
ヘ
ル
ツ
ホ

ル
ツ
協
会
が
意
見
書
を
提
出
し
た
（
二
〇
二
〇
年
四
月
一
三
日
）

が
、
政
治
は
こ
の
科
学
的
知
見
を
無
視
し
、
現
在
で
は
感
染
第
二

波
を
危
惧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
、

緩
和
措
置
は
仮
命
令
の
方
法
に
よ
り
中
止
さ
れ
、
小
学
校
の
再
開

は
暫
定
的
に
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 1

）。

第
三
部
会
は
、
憲
法
異
議
の
訴
え
は
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
こ

れ
を
受
理
し
な
か
っ
た
（R

n. 2

）。
第
三
部
会
は
、
憲
法
異
議
の

訴
え
が
理
由
記
載
要
件
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
二
三
条
一
項
二
文
、

九
二
条
）
を
充
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
こ
れ
を
不
適

法
で
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 4

）
が
、
そ
の
判
断
理
由
の
中
で

次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。
た
し
か
に
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の

権
利
は
、
国
に
よ
る
制
約
に
対
す
る
主
観
的
防
御
権
の
み
な
ら
ず
、

個
人
の
生
命
を
保
護
・
促
進
し
、
健
康
を
そ
の
侵
害
か
ら
防
護
す

る
国
の
義
務
も
含
む
。
し
か
し
、
法
益
を
保
護
す
る
措
置
を
講
じ

る
こ
と
を
立
法
者
が
義
務
付
け
ら
れ
る
場
合
で
も
、
立
法
者
は
、

広
範
囲
な
評
価
及
び
形
成
の
余
地
を
有
す
る
。
基
本
権
保
護
を
保

障
す
る
た
め
に
具
体
的
に
何
を
す
る
の
か
は
、
多
数
の
要
因
、
と

く
に
、
事
物
領
域
の
特
性
、
十
分
に
確
実
な
判
断
を
形
成
す
る
可

い
て
も
補
充
性
原
則
が
妥
当
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（R

n. 2

）

上
で
、
異
議
申
立
人
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、
専
門
裁
判
所
の
迅

速
的
権
利
保
護
を
利
用
す
る
可
能
性
を
使
い
尽
く
し
て
い
る
こ
と

を
十
分
に
示
し
て
い
な
い
と
説
示
し
た
。
第
一
部
会
に
よ
る
と
、

禁
止
決
定
の
告
知
と
計
画
さ
れ
て
い
る
集
会
と
の
間
に
利
用
で
き

る
時
間
を
考
慮
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
実
行
不
可
能
な
も
の
で
は

な
い
。
本
件
に
お
い
て
は
、
異
議
申
立
人
が
二
〇
二
〇
年
五
月
一

日
の
午
前
中
に
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
行
政
裁
判
所
に
迅
速
手

続
き
に
お
け
る
権
利
保
護
を
求
め
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
努
力
を

し
た
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 6

）。

一
四�

　二
〇
二
〇
年
五
月
一
二
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷

第
三
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
三
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月

一
二
日
の
決
定

（
24
）（

決
定
⑬
）
に
お
い
て
、
間
も
な
く
六
五
歳
に
な

る
者
の
提
起
し
た
憲
法
異
議
の
訴
え
を
受
理
し
な
か
っ
た
（
主

文
）。
異
議
申
立
人
は
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
定
義
に
よ
る
と
異
議
申
立
人

は
「
危
険
度
の
高
い
グ
ル
ー
プ
」
に
属
す
る
と
指
摘
し
た
上
で
、

二
〇
二
〇
年
四
月
一
五
日
に
下
さ
れ
た
連
邦
と
ラ
ン
ト
の
決
定
を

具
体
化
す
る
コ
ロ
ナ
対
策
措
置
の
「
緩
和
」
は
基
本
法
二
条
二
項

）
五
三
五
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
四
五

に
基
づ
く
異
議
申
立
人
の
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
権
利
を
侵

害
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
異
議
申
立
人
に
よ
る
と
、
ヘ
ル
ツ
ホ

ル
ツ
協
会
が
意
見
書
を
提
出
し
た
（
二
〇
二
〇
年
四
月
一
三
日
）

が
、
政
治
は
こ
の
科
学
的
知
見
を
無
視
し
、
現
在
で
は
感
染
第
二

波
を
危
惧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
、

緩
和
措
置
は
仮
命
令
の
方
法
に
よ
り
中
止
さ
れ
、
小
学
校
の
再
開

は
暫
定
的
に
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 1

）。

第
三
部
会
は
、
憲
法
異
議
の
訴
え
は
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
こ

れ
を
受
理
し
な
か
っ
た
（R

n. 2

）。
第
三
部
会
は
、
憲
法
異
議
の

訴
え
が
理
由
記
載
要
件
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
二
三
条
一
項
二
文
、

九
二
条
）
を
充
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
こ
れ
を
不
適

法
で
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 4

）
が
、
そ
の
判
断
理
由
の
中
で

次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。
た
し
か
に
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の

権
利
は
、
国
に
よ
る
制
約
に
対
す
る
主
観
的
防
御
権
の
み
な
ら
ず
、

個
人
の
生
命
を
保
護
・
促
進
し
、
健
康
を
そ
の
侵
害
か
ら
防
護
す

る
国
の
義
務
も
含
む
。
し
か
し
、
法
益
を
保
護
す
る
措
置
を
講
じ

る
こ
と
を
立
法
者
が
義
務
付
け
ら
れ
る
場
合
で
も
、
立
法
者
は
、

広
範
囲
な
評
価
及
び
形
成
の
余
地
を
有
す
る
。
基
本
権
保
護
を
保

障
す
る
た
め
に
具
体
的
に
何
を
す
る
の
か
は
、
多
数
の
要
因
、
と

く
に
、
事
物
領
域
の
特
性
、
十
分
に
確
実
な
判
断
を
形
成
す
る
可

い
て
も
補
充
性
原
則
が
妥
当
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（R

n. 2

）

上
で
、
異
議
申
立
人
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、
専
門
裁
判
所
の
迅

速
的
権
利
保
護
を
利
用
す
る
可
能
性
を
使
い
尽
く
し
て
い
る
こ
と

を
十
分
に
示
し
て
い
な
い
と
説
示
し
た
。
第
一
部
会
に
よ
る
と
、

禁
止
決
定
の
告
知
と
計
画
さ
れ
て
い
る
集
会
と
の
間
に
利
用
で
き

る
時
間
を
考
慮
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
実
行
不
可
能
な
も
の
で
は

な
い
。
本
件
に
お
い
て
は
、
異
議
申
立
人
が
二
〇
二
〇
年
五
月
一

日
の
午
前
中
に
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
行
政
裁
判
所
に
迅
速
手

続
き
に
お
け
る
権
利
保
護
を
求
め
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
努
力
を

し
た
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 6
）。

一
四�

　二
〇
二
〇
年
五
月
一
二
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷

第
三
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
三
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月

一
二
日
の
決
定

（
24
）（

決
定
⑬
）
に
お
い
て
、
間
も
な
く
六
五
歳
に
な

る
者
の
提
起
し
た
憲
法
異
議
の
訴
え
を
受
理
し
な
か
っ
た
（
主

文
）。
異
議
申
立
人
は
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
定
義
に
よ
る
と
異
議
申
立
人

は
「
危
険
度
の
高
い
グ
ル
ー
プ
」
に
属
す
る
と
指
摘
し
た
上
で
、

二
〇
二
〇
年
四
月
一
五
日
に
下
さ
れ
た
連
邦
と
ラ
ン
ト
の
決
定
を

具
体
化
す
る
コ
ロ
ナ
対
策
措
置
の
「
緩
和
」
は
基
本
法
二
条
二
項

）
五
三
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
四
六

一
五�

　二
〇
二
〇
年
五
月
一
三
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷

第
一
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た

め
の
自
由
制
限
の
緩
和
の
阻
止
を
求
め
る
憲
法
異
議
の
訴
え
（
決

定
⑬
）
と
は
ま
さ
に
正
反
対
の
要
求
を
す
る
憲
法
異
議
の
訴
え
を

扱
っ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇

年
五
月
一
三
日
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
感
染
防
護
措
置
命
令
に
よ
る

制
限
を
六
〇
未
満
の
者
に
つ
い
て
さ
ら
に
緩
和
す
る
こ
と
を
求
め

る
憲
法
異
議
の
訴
え
（
本
人
訴
訟
）
を
受
理
し
な
い
（
主
文
）
と

の
決
定

（
25
）（

決
定
⑭
）
を
下
し
た
。
異
議
申
立
人
は
、
第
三
次
及
び

第
四
次
バ
イ
エ
ル
ン
州
感
染
防
護
措
置
命
令
に
よ
っ
て
自
己
の
基

本
権
（
基
本
法
二
条
一
項
及
び
二
項
、
八
条
）
が
侵
害
さ
れ
て
い

る
と
主
張
し
た
（R

n. 3

）。
第
一
部
会
は
、
一
部
は
不
適
法
で
あ

り
、
一
部
は
少
な
く
と
も
理
由
が
な
い
の
で
勝
訴
の
見
込
み
が
な

い
と
し
て
本
件
憲
法
異
議
の
訴
え
を
受
理
し
な
か
っ
た
（R

n. 6

）。

第
一
部
会
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

ⅰ
　
異
議
申
立
人
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
危
険
は
、

六
〇
歳
未
満
の
者
の
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
毎
年
発
生
す
る
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
危
険
よ
り
も
大
き
く
な
く
、
何
人
も
、

自
己
の
身
体
的
無
瑕
性
の
み
を
保
護
す
る
行
動
を
強
制
さ
れ
な
い

能
性
、
及
び
、
事
案
に
関
係
す
る
法
益
の
重
要
性
に
左
右
さ
れ
る

（R
n. 6

）。
そ
れ
故
、
本
件
に
お
い
て
も
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決

定
権
限
は
限
定
的
で
あ
る
。
保
護
措
置
が
そ
も
そ
も
講
じ
ら
れ
て

い
な
い
場
合
、
講
じ
ら
れ
た
規
制
や
措
置
が
、
必
要
な
保
護
目
標

を
達
成
す
る
た
め
に
明
ら
か
に
不
適
合
で
あ
る
か
、
若
し
く
は
全

く
不
十
分
で
あ
る
場
合
、
又
は
、
保
護
目
標
を
著
し
く
下
回
っ
て

い
る
場
合
に
限
り
、
保
護
義
務
違
反
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
件
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
生
命
及
び
身

体
的
無
瑕
性
と
い
う
極
め
て
重
要
な
利
益
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
全
住
民
の
完
全
な
社
会
的
隔
離
が
感

染
に
対
す
る
最
良
の
保
護
を
提
供
す
る
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、

立
法
者
が
社
会
的
相
互
活
動
を
一
定
の
条
件
の
下
で
許
容
し
て
も
、

立
法
者
は
そ
の
評
価
特
権
を
逸
脱
し
て
い
な
い
。
立
法
者
は
、
こ

の
よ
う
な
仕
方
で
の
み
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
他
の
自
由

を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
立
法
者
は
、
講
じ
る
措

置
の
社
会
的
な
受
容
を
考
慮
し
、
長
期
的
に
実
効
的
な
生
命
・
健

康
保
護
と
い
う
意
味
に
お
い
て
慎
重
で
臨
機
応
変
な
や
り
方
を
得

策
だ
と
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
（R

n. 7

）。
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一
四
七

れ
る
人
に
も
一
定
の
程
度
に
お
い
て
自
由
の
制
限
を
求
め
、
こ
れ

に
よ
っ
て
、
よ
り
強
く
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
も
長
期
に
わ

た
っ
て
社
会
生
活
か
ら
完
全
に
撤
退
す
る
必
要
が
な
く
、
一
定
の

程
度
の
社
会
参
加
と
自
由
が
確
保
さ
れ
る
規
制
を
講
じ
る
こ
と
も

許
さ
れ
る
（R

n. 9

）。
本
件
の
よ
う
に
、
別
の
基
本
権
主
体
の
自

由
要
求
及
び
保
護
要
求
が
異
な
る
方
向
を
示
し
て
い
る
場
合
、
立

法
者
及
び
立
法
者
に
よ
っ
て
権
限
が
与
え
ら
れ
た
行
政
部
は
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
例
に
よ
る
と
、
憲
法
上
、
対
立
す

る
基
本
権
の
調
整
に
つ
い
て
裁
量
を
有
す
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、

専
門
分
野
の
科
学
的
議
論
に
お
い
て
不
確
実
性
が
発
生
し
て
お
り
、

そ
れ
に
伴
っ
て
判
断
の
根
拠
も
不
確
実
で
あ
る
か
ら
、
事
実
評
価

の
余
地
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
余
地
は
、
時
間
の
経
過
と
と

も
に
─
例
え
ば
、
基
本
権
に
対
す
る
負
担
の
特
別
の
重
大
性
と
知

見
の
増
大
の
可
能
性
の
故
に
─
縮
減
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
件

に
お
い
て
、
命
令
制
定
者
は
、
自
由
の
制
限
に
期
限
を
付
け
、
命

令
の
改
正
に
よ
り
制
限
を
絶
え
ず
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ

を
考
慮
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
（R

n. 10

）。
異
議
申
立
人
が
、

憲
法
上
の
裁
量
を
逸
脱
し
て
い
る
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
の
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に
根
拠
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
異
議
申
立
人
の
論
証
に
は
、
他
人
を
保
護
す
る
た
め
に

の
で
、
六
〇
歳
未
満
の
者
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
基
本
権
制
限
は

一
般
的
に
比
例
原
則
に
反
す
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
範
囲

に
お
い
て
、
憲
法
異
議
の
訴
え
に
は
理
由
が
な
い
。
六
〇
歳
未
満

の
者
に
と
っ
て
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
リ
ス
ク
の
評
価
が
適
切

で
あ
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
異
議
申
立
人
は
、
個
人
に
対
す

る
制
限
は
ま
さ
に
第
三
者
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。
国
は
、
基
本
法
二
条
二
項
一
文
に

よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
保
護
義
務
に
基
づ
い
て
、
感
染
の
危
険

度
の
高
い
人
々
を
感
染
か
ら
保
護
す
る
権
限
を
有
す
る
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
保
護
を
憲
法
上
義
務
付
け
ら
れ
る
（R

n. 8

）。

ⅱ
　
異
議
申
立
人
が
、
六
〇
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
自
由
権
制

限
の
違
憲
性
の
論
拠
を
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
自
由
を
危
険
度
が
高

い
グ
ル
ー
プ
や
病
院
及
び
介
護
施
設
の
職
員
の
保
護
の
た
め
に
制

限
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

人
に
対
し
て
「
隔
離
措
置
」
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

求
め
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、
憲
法
異
議
の
訴
え
は
勝
訴
の
見
込

み
が
な
い
。
国
は
、
基
本
法
に
基
づ
い
て
、
健
康
及
び
生
命
の
危

険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
の
保
護
を
そ
の
人
の
自
由
の
制
限
に

よ
っ
て
の
み
行
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

国
は
、
比
較
的
健
康
で
あ
り
、
比
較
的
危
険
が
少
な
い
と
推
測
さ

）
五
三
三
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自
由
の
制
限
を
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、
こ
れ

に
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っ
て
、
よ
り
強
く
危
険
に
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ら
さ
れ
て
い
る
人
も
長
期
に
わ

た
っ
て
社
会
生
活
か
ら
完
全
に
撤
退
す
る
必
要
が
な
く
、
一
定
の

程
度
の
社
会
参
加
と
自
由
が
確
保
さ
れ
る
規
制
を
講
じ
る
こ
と
も

許
さ
れ
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（R

n. 9

）。
本
件
の
よ
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に
、
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の
基
本
権
主
体
の
自

由
要
求
及
び
保
護
要
求
が
異
な
る
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を
示
し
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い
る
場
合
、
立
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及
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よ
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権
限
が
与
え
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行
政
部
は
、
連

邦
憲
法
裁
判
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の
確
立
し
た
判
例
に
よ
る
と
、
憲
法
上
、
対
立
す

る
基
本
権
の
調
整
に
つ
い
て
裁
量
を
有
す
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、

専
門
分
野
の
科
学
的
議
論
に
お
い
て
不
確
実
性
が
発
生
し
て
お
り
、

そ
れ
に
伴
っ
て
判
断
の
根
拠
も
不
確
実
で
あ
る
か
ら
、
事
実
評
価

の
余
地
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
余
地
は
、
時
間
の
経
過
と
と

も
に
─
例
え
ば
、
基
本
権
に
対
す
る
負
担
の
特
別
の
重
大
性
と
知

見
の
増
大
の
可
能
性
の
故
に
─
縮
減
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
件

に
お
い
て
、
命
令
制
定
者
は
、
自
由
の
制
限
に
期
限
を
付
け
、
命

令
の
改
正
に
よ
り
制
限
を
絶
え
ず
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ

を
考
慮
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
（R

n. 10

）。
異
議
申
立
人
が
、

憲
法
上
の
裁
量
を
逸
脱
し
て
い
る
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
の
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に
根
拠
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
異
議
申
立
人
の
論
証
に
は
、
他
人
を
保
護
す
る
た
め
に

の
で
、
六
〇
歳
未
満
の
者
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
基
本
権
制
限
は

一
般
的
に
比
例
原
則
に
反
す
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
範
囲

に
お
い
て
、
憲
法
異
議
の
訴
え
に
は
理
由
が
な
い
。
六
〇
歳
未
満

の
者
に
と
っ
て
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
リ
ス
ク
の
評
価
が
適
切

で
あ
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
異
議
申
立
人
は
、
個
人
に
対
す

る
制
限
は
ま
さ
に
第
三
者
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。
国
は
、
基
本
法
二
条
二
項
一
文
に

よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
保
護
義
務
に
基
づ
い
て
、
感
染
の
危
険

度
の
高
い
人
々
を
感
染
か
ら
保
護
す
る
権
限
を
有
す
る
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
保
護
を
憲
法
上
義
務
付
け
ら
れ
る
（R

n. 8

）。

ⅱ
　
異
議
申
立
人
が
、
六
〇
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
自
由
権
制

限
の
違
憲
性
の
論
拠
を
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
自
由
を
危
険
度
が
高

い
グ
ル
ー
プ
や
病
院
及
び
介
護
施
設
の
職
員
の
保
護
の
た
め
に
制

限
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

人
に
対
し
て
「
隔
離
措
置
」
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

求
め
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、
憲
法
異
議
の
訴
え
は
勝
訴
の
見
込

み
が
な
い
。
国
は
、
基
本
法
に
基
づ
い
て
、
健
康
及
び
生
命
の
危

険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
の
保
護
を
そ
の
人
の
自
由
の
制
限
に

よ
っ
て
の
み
行
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

国
は
、
比
較
的
健
康
で
あ
り
、
比
較
的
危
険
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少
な
い
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日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
四
八

さ
れ
て
い
る
人
々
の
保
護
を
目
的
と
し
て
お
り
、
立
法
者
及
び
命

令
制
定
者
は
裁
量
を
有
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
命
令
制
定
者
に
よ

る
期
限
の
設
定
と
緩
和
は
調
整
を
目
的
と
し
て
い
る
。
異
議
申
立

人
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
件
基
本
権
制
約
が
違
憲
で
あ
る

と
判
断
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
異
議
申
立
人
は
こ
の
こ
と
を
よ
り
詳

細
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（R

n. 11

）。

一
六�

　二
〇
二
〇
年
五
月
一
六
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷

第
一
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月

一
六
日
の
決
定

（
26
）（

決
定
⑮
）
に
お
い
て
、
補
充
性
要
件
が
充
足
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を
不

適
法
で
あ
る
と
判
断
す
る
（R

n. 4

）
と
と
も
に
、
結
果
衡
量
の

結
果
も
申
立
人
に
不
利
な
結
果
と
な
る
と
判
断
し
た
（R

n. 7

）。

第
一
部
会
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
本
案
手
続
き
が
実
施

さ
れ
た
後
に
、
五
〇
人
を
超
え
る
集
会
参
加
者
数
に
つ
い
て

二
〇
二
〇
年
五
月
八
日
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
対
策
命
令
五
条
三
項
に
基
づ
く
例
外
的
許
可
を
与
え
な

か
っ
た
こ
と
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
基

異
議
申
立
人
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
が
そ
れ
自
体
と
し
て
違
憲

で
あ
る
と
示
唆
す
る
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
感
染
防

護
措
置
命
令
に
対
す
る
迅
速
手
続
き
の
申
立
て
に
関
す
る
連
邦
憲

法
裁
判
所
の
最
近
の
諸
決
定
の
誤
解
に
基
づ
く
。
命
令
は
自
由
権

を
制
約
し
て
い
る
と
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
説
示
は
、
命
令
が
そ

れ
故
に
す
で
に
違
憲
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
憲
法
に
お
い
て
は
、
基
本
権
制
約
の
た
ん
な
る
確
認
と

基
本
権
侵
害
の
確
認
は
区
別
さ
れ
る
。
基
本
権
制
約
は
、
そ
れ
自

体
と
し
て
は
、
そ
れ
が
合
憲
で
あ
る
か
違
憲
で
あ
る
か
に
つ
い
て

は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
基
本
権
侵
害
の
確
認
は
、
さ
ら
な
る
検

討
を
要
す
る
も
の
で
、
検
討
の
後
に
違
憲
と
な
る
。
基
本
権
制
約

は
憲
法
上
の
基
準
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
場
合
に
は
じ
め
て

基
本
権
侵
害
に
、
従
っ
て
憲
法
違
反
に
な
る
。
自
由
制
限
の
憲
法

上
の
正
当
化
の
根
拠
は
、
例
え
ば
、
こ
れ
に
よ
り
他
の
人
の
生
命

及
び
自
由
を
保
護
す
る
点
に
も
あ
る
。
憲
法
上
の
正
当
化
が
否
定

さ
れ
た
場
合
に
限
り
、
基
本
権
制
約
は
違
憲
に
な
る
。
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
感
染
防
護
措
置
命
令
に
対
す
る
迅
速
手
続
き
の
申
立

て
に
関
す
る
諸
決
定
に
お
い
て
、
基
本
権
制
約
を
確
認
し
た
が
、

し
か
し
、
こ
の
制
約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
ず
、
違
憲
で
あ
る
と

の
確
認
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
本
件
基
本
権
制
約
は
危
険
に
さ
ら

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
四
九

集
会
を
実
施
す
る
際
に
、
感
染
防
護
法
上
必
要
な
最
小
離
隔
距
離

を
下
回
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。
こ
の
評
価
に
対
し
て
異
議
を
唱

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 10

）。

ⅲ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
を
対
置
す
る
と
、
五
〇
人
の
集
会
で
は

な
く
、
九
七
五
人
の
人
々
と
一
緒
に
行
う
集
会
を
実
施
す
る
と
い

う
申
立
人
の
利
益
は
劣
位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
申
立
人
は
そ
の
基
本
権
上
の
自
由
を

行
使
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

申
立
人
は
、
場
所
及
び
時
間
の
点
か
ら
は
希
望
し
た
と
お
り
の
集

会
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
（R

n. 11

）。

一
七�

　二
〇
二
〇
年
五
月
三
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷

第
一
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月

三
一
日
の
決
定

（
27
）

に
お
い
て
、
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を
棄
却
し

た
（
主
文
）。
申
立
人
は
、「
基
本
法
の
た
め
の
第
九
回
無
言
デ
モ

集
会
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
参
加
者
数
一
〇
八
八
〇
人
の
集
会
を

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ガ
ル
ト
市
（
以
下
、「
市
」
と
い
う
。）
に
届
け
出
た
。

デ
モ
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
三
一
日
（
日
曜
日
）、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ

ガ
ル
ト
の
中
心
部
の
テ
ー
オ
ド
ー
ル
・
ホ
イ
ス
通
り
及
び
フ
リ
ー

本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
異
議
申
立
人
の
基
本
権
（
集
会
の
自

由
）
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
本
権
侵
害
は
、
本
件

集
会
に
関
連
し
て
基
本
権
上
の
自
由
を
行
使
で
き
な
く
な
る
申
立

人
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
自
由
主
義
的
国
家
秩
序
に

と
っ
て
の
集
会
の
自
由
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
る
と
、
民
主
的
共

同
体
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
も
著
し
く
重
大
で
あ
る
（R

n. 8

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
命
令
が
発
布
さ
れ
た
が
、
本
件
命
令

五
条
三
項
で
定
め
ら
れ
て
い
る
参
加
者
数
の
上
限
に
対
し
て
憲
法

上
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
五
〇
人
を
超
え
る
参

加
者
数
を
許
可
し
な
か
っ
た
こ
と
が
正
当
で
あ
る
こ
と
が
事
後
に

明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
第
三
者
で
あ
る
多
く
の
人
々
の
高
度
の

重
大
性
を
有
す
る
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
利
益
が
影
響
を

受
け
る
。
本
件
命
令
五
条
一
項
及
び
三
項
に
基
づ
く
例
外
留
保
付

き
の
集
会
の
原
則
的
禁
止
は
、
現
在
の
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

を
考
慮
し
て
、
感
染
病
を
予
防
し
、
感
染
を
早
期
に
認
識
し
、
感

染
拡
大
を
阻
止
す
る
と
い
う
感
染
防
護
法
一
条
に
定
め
ら
れ
た
目

的
に
役
立
つ
も
の
で
、
本
件
命
令
の
目
的
は
、
国
が
原
理
的
に
基

本
法
二
条
二
項
二
文
に
基
づ
く
基
本
権
保
護
義
務
に
よ
っ
て
義
務

付
け
ら
れ
る
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
保
護
で
あ
る
（R

n. 9

）。

行
政
裁
判
所
及
び
上
級
行
政
裁
判
所
の
一
致
し
た
見
解
に
よ
る
と
、

）
五
三
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
四
九

集
会
を
実
施
す
る
際
に
、
感
染
防
護
法
上
必
要
な
最
小
離
隔
距
離

を
下
回
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。
こ
の
評
価
に
対
し
て
異
議
を
唱

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 10

）。

ⅲ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
を
対
置
す
る
と
、
五
〇
人
の
集
会
で
は

な
く
、
九
七
五
人
の
人
々
と
一
緒
に
行
う
集
会
を
実
施
す
る
と
い

う
申
立
人
の
利
益
は
劣
位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
申
立
人
は
そ
の
基
本
権
上
の
自
由
を

行
使
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

申
立
人
は
、
場
所
及
び
時
間
の
点
か
ら
は
希
望
し
た
と
お
り
の
集

会
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
（R

n. 11

）。

一
七�

　二
〇
二
〇
年
五
月
三
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷

第
一
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月

三
一
日
の
決
定

（
27
）

に
お
い
て
、
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を
棄
却
し

た
（
主
文
）。
申
立
人
は
、「
基
本
法
の
た
め
の
第
九
回
無
言
デ
モ

集
会
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
参
加
者
数
一
〇
八
八
〇
人
の
集
会
を

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ガ
ル
ト
市
（
以
下
、「
市
」
と
い
う
。）
に
届
け
出
た
。

デ
モ
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
三
一
日
（
日
曜
日
）、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ

ガ
ル
ト
の
中
心
部
の
テ
ー
オ
ド
ー
ル
・
ホ
イ
ス
通
り
及
び
フ
リ
ー

本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
異
議
申
立
人
の
基
本
権
（
集
会
の
自

由
）
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
本
権
侵
害
は
、
本
件

集
会
に
関
連
し
て
基
本
権
上
の
自
由
を
行
使
で
き
な
く
な
る
申
立

人
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
自
由
主
義
的
国
家
秩
序
に

と
っ
て
の
集
会
の
自
由
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
る
と
、
民
主
的
共

同
体
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
も
著
し
く
重
大
で
あ
る
（R

n. 8

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
命
令
が
発
布
さ
れ
た
が
、
本
件
命
令

五
条
三
項
で
定
め
ら
れ
て
い
る
参
加
者
数
の
上
限
に
対
し
て
憲
法

上
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
五
〇
人
を
超
え
る
参

加
者
数
を
許
可
し
な
か
っ
た
こ
と
が
正
当
で
あ
る
こ
と
が
事
後
に

明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
第
三
者
で
あ
る
多
く
の
人
々
の
高
度
の

重
大
性
を
有
す
る
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
利
益
が
影
響
を

受
け
る
。
本
件
命
令
五
条
一
項
及
び
三
項
に
基
づ
く
例
外
留
保
付

き
の
集
会
の
原
則
的
禁
止
は
、
現
在
の
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

を
考
慮
し
て
、
感
染
病
を
予
防
し
、
感
染
を
早
期
に
認
識
し
、
感

染
拡
大
を
阻
止
す
る
と
い
う
感
染
防
護
法
一
条
に
定
め
ら
れ
た
目

的
に
役
立
つ
も
の
で
、
本
件
命
令
の
目
的
は
、
国
が
原
理
的
に
基

本
法
二
条
二
項
二
文
に
基
づ
く
基
本
権
保
護
義
務
に
よ
っ
て
義
務

付
け
ら
れ
る
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
保
護
で
あ
る
（R

n. 9

）。

行
政
裁
判
所
及
び
上
級
行
政
裁
判
所
の
一
致
し
た
見
解
に
よ
る
と
、

）
五
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
五
〇

で
き
な
い
申
立
人
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
自
由
主
義
的
国
家
秩

序
に
と
っ
て
の
集
会
の
自
由
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
る
と
、
民
主

的
共
同
体
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
も
極
め
て
重
大
で
あ
る

（R
n. 6

）。

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
命
令
が
発
布
さ
れ
、
そ
の
後
、
参
加

者
が
多
数
で
あ
っ
た
場
合
、
場
所
の
具
体
的
状
況
を
考
慮
す
る
と
、

相
当
程
度
確
実
に
感
染
防
護
の
理
由
か
ら
必
要
な
最
小
離
隔
距
離

の
遵
守
も
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
条
件
を
付
す
こ
と

が
正
当
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
高
度
の
重
要
性

を
有
す
る
極
め
て
多
数
の
第
三
者
の
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

た
利
益
が
影
響
を
受
け
る
。
参
加
者
の
限
定
と
い
う
条
件
は
、
現

在
の
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
集
会
参
加

者
の
間
及
び
集
会
参
加
者
か
ら
第
三
者
へ
の
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
リ

ス
ク
を
低
減
す
る
た
め
に
、
集
会
参
加
者
の
間
で
最
小
離
隔
距
離

を
保
つ
よ
う
に
管
理
し
、
こ
れ
を
確
保
す
る
こ
と
に
役
立
つ
。
こ

れ
は
、
生
命
と
身
体
的
無
瑕
性
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
国
は
、
基
本
法
二
条
二
項
一
文
に
基
づ
く
基
本
権
保
護
義

務
に
よ
り
生
命
と
身
体
的
無
瑕
性
の
保
護
を
義
務
付
け
ら
れ
る

（R
n. 7

）。
五
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
人
が
参
加
す
る
集
会
が
実
施

さ
れ
た
場
合
、
必
要
な
最
小
離
隔
距
離
を
保
つ
こ
と
が
確
実
に
確

ド
リ
ヒ
通
り
で
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
市
は
、
二
〇
二
〇
年

五
月
二
八
日
の
決
定
に
よ
っ
て
、
届
出
を
確
認
し
、
参
加
者
数
を

五
〇
〇
〇
人
に
限
定
す
る
等
の
条
件
を
付
し
た
。
申
立
人
は
、
参

加
者
数
を
五
〇
〇
〇
人
に
限
定
す
る
条
件
に
つ
い
て
、
シ
ュ

ト
ゥ
ッ
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
に
仮
の
権
利
保
護
を
求
め
た
が
、
同

行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
二
九
日
の
決
定
に
よ
っ
て
こ

れ
を
棄
却
し
た
。
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政

裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
三
〇
日
の
決
定
に
よ
っ
て
抗
告
を

棄
却
し
た
。
申
立
人
は
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
及
び

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
の
決
定
を

破
棄
し
、
市
の
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て
の
延
期
効
の
回
復
を

求
め
る
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を
し
た
。

第
一
部
会
は
、
結
果
衡
量
は
申
立
人
に
不
利
な
結
論
と
な
る
と

判
断
し
た
（R

n. 5

）。
判
断
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
本
案
手
続
き
の
実
施

後
に
、
参
加
者
数
を
五
〇
〇
〇
人
に
限
定
す
る
と
い
う
市
が
集
会

法
一
五
条
一
項
に
基
づ
い
て
付
し
た
条
件
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
基
本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
申
立
人
の

基
本
権
（
集
会
の
自
由
）
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基

本
権
侵
害
は
、
当
該
集
会
と
の
関
連
で
基
本
権
上
の
自
由
を
行
使

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
五
一

憲
法
裁
判
所
の
諸
決
定
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
を
簡
単
に
指
摘

す
る
に
と
ど
め
る
。

何
よ
り
も
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
仮
命
令
の
発
布
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た
め
に
講
じ
ら
れ
た
措
置
に

よ
る
基
本
権
制
限
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
判
断
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
（
決
定
⑭
は
、
こ
の
点
を

詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。）。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
結

果
衡
量
に
基
づ
く
事
案
の
検
討
の
中
で
、
上
記
の
問
題
点
を
検
討

す
る
に
際
し
て
極
め
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

以
下
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
措
置

に
よ
り
行
わ
れ
た
基
本
権
制
限
が
極
め
て
重
大
で
あ
る
こ
と
を
繰

り
返
し
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、「
バ
イ
エ
ル
ン
に
滞
在
し
て
い
る
人
々
の
基
本
権
を
著
し

く
制
限
し
て
い
る
」（
決
定
①
）、
集
会
の
自
由
の
侵
害
は
、
申
立

人
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、「
民
主
的
共
同
体
全
体
と
の
関
係
に

お
い
て
も
極
め
て
重
大
で
あ
る
」（
決
定
②
⑩
⑪
⑮
）、
信
仰
の
自

由
及
び
告
白
の
自
由
に
対
す
る
「
極
め
て
重
大
な
…
不
可
逆
的
で

も
あ
る
」
制
約
が
な
さ
れ
る
（
決
定
③
④
）、
職
業
の
自
由
に
対

保
さ
れ
な
い
と
の
市
、
行
政
裁
判
所
及
び
上
級
行
政
裁
判
所
の
評

価
に
対
し
て
、
憲
法
裁
判
所
の
迅
速
手
続
き
に
お
い
て
異
議
を
唱

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 8

）。

ⅲ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
を
対
置
す
る
と
、
五
〇
〇
〇
人
を
超
え

る
人
が
参
加
す
る
集
会
を
実
施
す
る
と
い
う
申
立
人
の
利
益
は
劣

位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
く

に
、
申
立
人
は
そ
の
基
本
権
上
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
が
原
則

的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
申
立
人
は
、
場
所
及
び

時
間
の
点
に
お
い
て
は
希
望
し
た
仕
方
で
集
会
を
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
る
（R

n. 9

）。

Ⅲ
　
結
語

以
上
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
二
〇
二
〇
年
三
月
中
旬

か
ら
五
月
末
日
ま
で
の
間
に
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
連
す

る
事
案
に
つ
い
て
下
し
た
諸
決
定
を
時
系
列
に
沿
っ
て
紹
介
し
た
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
諸
決
定

を
客
観
的
に
紹
介
す
る
作
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
諸
決
定
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は

別
稿
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
連
邦

）
五
三
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
五
一

憲
法
裁
判
所
の
諸
決
定
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
を
簡
単
に
指
摘

す
る
に
と
ど
め
る
。

何
よ
り
も
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
仮
命
令
の
発
布
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た
め
に
講
じ
ら
れ
た
措
置
に

よ
る
基
本
権
制
限
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
判
断
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
（
決
定
⑭
は
、
こ
の
点
を

詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。）。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
結

果
衡
量
に
基
づ
く
事
案
の
検
討
の
中
で
、
上
記
の
問
題
点
を
検
討

す
る
に
際
し
て
極
め
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

以
下
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
措
置

に
よ
り
行
わ
れ
た
基
本
権
制
限
が
極
め
て
重
大
で
あ
る
こ
と
を
繰

り
返
し
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、「
バ
イ
エ
ル
ン
に
滞
在
し
て
い
る
人
々
の
基
本
権
を
著
し

く
制
限
し
て
い
る
」（
決
定
①
）、
集
会
の
自
由
の
侵
害
は
、
申
立

人
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、「
民
主
的
共
同
体
全
体
と
の
関
係
に

お
い
て
も
極
め
て
重
大
で
あ
る
」（
決
定
②
⑩
⑪
⑮
）、
信
仰
の
自

由
及
び
告
白
の
自
由
に
対
す
る
「
極
め
て
重
大
な
…
不
可
逆
的
で

も
あ
る
」
制
約
が
な
さ
れ
る
（
決
定
③
④
）、
職
業
の
自
由
に
対

保
さ
れ
な
い
と
の
市
、
行
政
裁
判
所
及
び
上
級
行
政
裁
判
所
の
評

価
に
対
し
て
、
憲
法
裁
判
所
の
迅
速
手
続
き
に
お
い
て
異
議
を
唱

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 8

）。

ⅲ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
を
対
置
す
る
と
、
五
〇
〇
〇
人
を
超
え

る
人
が
参
加
す
る
集
会
を
実
施
す
る
と
い
う
申
立
人
の
利
益
は
劣

位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
く

に
、
申
立
人
は
そ
の
基
本
権
上
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
が
原
則

的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
申
立
人
は
、
場
所
及
び

時
間
の
点
に
お
い
て
は
希
望
し
た
仕
方
で
集
会
を
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
る
（R

n. 9

）。

Ⅲ
　
結
語

以
上
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
二
〇
二
〇
年
三
月
中
旬

か
ら
五
月
末
日
ま
で
の
間
に
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
連
す

る
事
案
に
つ
い
て
下
し
た
諸
決
定
を
時
系
列
に
沿
っ
て
紹
介
し
た
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
諸
決
定

を
客
観
的
に
紹
介
す
る
作
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
諸
決
定
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は

別
稿
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
連
邦

）
五
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
五
二

要
が
あ
る
─
が
、
残
念
な
が
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
、
筆
者
に
は

こ
の
難
問
に
解
答
を
与
え
る
準
備
も
整
っ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、

そ
の
能
力
も
な
い
。
こ
の
問
題
の
本
格
的
な
検
討
も
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
以
外
の
裁
判
所
も
、
コ
ロ

ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
連
す
る
事
案
を
数
多
く
扱
っ
て
い
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
以
外
の
裁
判
所
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を

準
備
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
1
） 

「
我
々
は
い
わ
ば
ほ
と
ん
ど
基
本
権
の
な
い
状
態
で
暮
ら
し
て

い
る
。」
と
の
ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ラ
ー
ス
の
発
言
（C

h
ristoph

 
M

öllers „W
ir leben in einem

 quasi grundrechtsfreien 
Z

ustand “ 

（Interview

）, D
er T

agesspiegel, 12.4.2020 

（w
w

w
.

tagesspiegel.de/politik/verfassungsrechtler-christoph-
m

oellers-zu-corona-w
ir-leben-in-einem

-q
uasi-

grundrechtsfreien-zustand/25734468.htm
l

）
は
ド
イ
ツ
の
状

況
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ

の
状
況
を
憲
法
学
の
視
点
か
ら
分
析
し
た
有
益
な
論
稿
と
し
て
、
水

島
朝
穂
が
自
己
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る｢

直
言｣

が
あ

る
。「2020/3/30

：『
コ
ロ
ナ
危
機
』
に
お
け
る
法
と
政
治

─
ド

イ
ツ
と
日
本
」（http://w

w
w

.asaho.com
/jpn/bkno/2020/0330.

htm
l

）、「2020/4/6

：『
コ
ロ
ナ
危
機
』
に
『
緊
急
議
会
』
？

─

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
前
長
官
の
主
張
に
も
触
れ
て
」（http://

す
る
「
重
大
で
、
一
部
に
お
い
て
は
不
可
逆
的
な
制
約
」（
決
定

⑦
）
が
な
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

第
二
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
制
限
に
は
期
限
が
付
さ
れ
て

お
り
、
制
限
は
新
た
な
展
開
及
び
知
見
を
考
慮
し
つ
つ
継
続
的
に

見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
の
場
合
、
比
例
原
則
適
合

性
を
よ
り
厳
格
に
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し

強
調
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
権

制
限
が
長
期
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
基
本
権
制
限
を
正
当
化
す
る

た
め
に
は
よ
り
高
度
の
正
当
化
理
由
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

実
際
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
四
月
半
ば
に
な
る
と
、
仮
命
令
の

発
布
に
つ
い
て
判
断
す
る
中
で
、
例
外
的
許
可
の
可
能
性
を
認
め

な
い
集
会
や
礼
拝
の
一
律
禁
止
は
違
憲
で
あ
る
と
の
判
断
を
実
質

的
に
示
し
て
い
る
（
決
定
⑤
、
決
定
⑨
）。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た
め
に
講
じ
ら
れ
た
様
々
な
措
置
に
よ
る

極
め
て
重
大
な
基
本
権
制
限
が
は
た
し
て
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る

の
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
解
答
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
問
題
に
何
ら
か
の
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
憲
法
研
究
者

に
突
き
付
け
ら
れ
た
極
め
て
重
大
な
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
─

日
本
の
憲
法
研
究
者
は
日
本
の
問
題
状
況
に
即
し
て
考
察
す
る
必

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
五
三

く
な
い
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲

法
裁
判
所
の
判
例
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
な
お
継

続
し
て
い
る
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
わ
る
憲
法
上
の
問
題

を
考
察
す
る
上
で
も
一
つ
の
参
考
資
料
と
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
性
格
を
有
す
る
に
と
ど
ま

る
本
稿
を
あ
え
て
公
表
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。

（
3
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des Z
w

eiten 
S

enats vom
 19. M

ärz 2020 - 2 B
vR

 474/20 - , http://
w

w
w

.bverfg.de/e/rk20200319_2bvr047420.htm
l.

（
4
） 

仮
命
令
制
度
に
つ
い
て
は
、
畑
尻
剛
・
工
藤
達
朗
編
『
ド
イ

ツ
の
憲
法
裁
判
［
第
二
版
］』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
）

二
一
五
頁
以
下
［
畑
尻
剛
］
に
お
い
て
コ
ン
パ
ク
ト
な
解
説
が
な

さ
れ
て
い
る
。

（
5
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 20. M
ärz 2020 - 1 B

vR
 661/20 -, http://w

w
w

.bverfg.
de/e/rk20200320_1bvr066120.htm

l. 

以
下
、
判
決
の
引
用
は
、

本
文
中
に
欄
外
番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
6
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des Z
w

eiten 
S

enats vom
 23. M

ärz 2020 - 2 B
vR

 483/20 - , http://
w

w
w

.bverfg.de/e/rk20200323_2bvr048320.htm
l.

（
7
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des Z
w

eiten 
S

enats vom
 1. A

pril 2020 - 2 B
vR

 571/20 - , http://w
w

w
.

bverfg.de/e/rk20200401_2bvr057120.htm
l.

（
8
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 

w
w

w
.asaho.com

/jpn/bkno/2020/0406.htm
l

）、「2020/4/13

：

何
の
た
め
の
『
緊
急
事
態
宣
言
』
な
の
か

─
『
公
衆
衛
生
上
の

重
大
事
態
』
に
対
処
す
る
た
め
に
」（http://w

w
w

.asaho.com
/

jpn/bkno/2020/0413.htm
l

）、「2020/5/11

：
こ
の
国
の
『
目
詰

ま
り
』
は
ど
こ
に
あ
る
か

─
日
独
の
指
導
者
と
専
門
家
」

（http://w
w

w
.asaho.com

/jpn/bkno/2020/0511.htm
l

）。
な
お
、

泉
眞
樹
子
「【
ド
イ
ツ
】
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
関
連

法
」
外
国
の
立
法
（
国
立
国
会
図
書
館 

調
査
及
び
立
法
考
査
局
）

二
八
三
─
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
以
下
も
参
照
。
日
本
の
状

況
に
つ
い
て
、
石
埼
学
「『
緊
急
事
態
宣
言
』
下
に
お
け
る
公
衆
衛

生
と
人
権
と
の
バ
ラ
ン
ス
と
は
？
」
大
月
書
店note

（https://
note.com

/otsukishoten/n/na2c7b844a826

）
は
、「
緊
急
事
態

宣
言
の
も
と
で
、
国
民
の
人
権
は
、
現
行
憲
法
史
上
最
大
規
模
の

制
約
に
服
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
） 

本
稿
は
二
〇
二
〇
年
六
月
八
日
に
提
出
さ
れ
た
。
五
月
末
日

ま
で
に
下
さ
れ
た
決
定
を
研
究
の
対
象
と
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら

時
間
的
制
約
（
締
切
日
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
理
論
的
な
理
由

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
下
し
た
諸
決
定
を
時
系
列
に

沿
っ
て
客
観
的
に
紹
介
す
る
作
業
を
行
う
に
と
ど
ま
り
、
諸
決
定

に
つ
い
て
理
論
的
な
考
察
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
に

お
い
て
、
本
稿
は
、「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
性
格
を
有
す
る
に
と
ど
ま

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
危
機
の
時
期
に
お
け
る
連
邦

憲
法
裁
判
所
の
活
動
を
客
観
的
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
に
も
少
な

）
五
三
三
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
五
三

く
な
い
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲

法
裁
判
所
の
判
例
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
な
お
継

続
し
て
い
る
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
わ
る
憲
法
上
の
問
題

を
考
察
す
る
上
で
も
一
つ
の
参
考
資
料
と
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
性
格
を
有
す
る
に
と
ど
ま

る
本
稿
を
あ
え
て
公
表
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。

（
3
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des Z
w

eiten 
S

enats vom
 19. M

ärz 2020 - 2 B
vR

 474/20 - , http://
w

w
w

.bverfg.de/e/rk20200319_2bvr047420.htm
l.

（
4
） 

仮
命
令
制
度
に
つ
い
て
は
、
畑
尻
剛
・
工
藤
達
朗
編
『
ド
イ

ツ
の
憲
法
裁
判
［
第
二
版
］』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
）

二
一
五
頁
以
下
［
畑
尻
剛
］
に
お
い
て
コ
ン
パ
ク
ト
な
解
説
が
な

さ
れ
て
い
る
。

（
5
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 20. M
ärz 2020 - 1 B

vR
 661/20 -, http://w

w
w

.bverfg.
de/e/rk20200320_1bvr066120.htm

l. 

以
下
、
判
決
の
引
用
は
、

本
文
中
に
欄
外
番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
6
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des Z
w

eiten 
S

enats vom
 23. M

ärz 2020 - 2 B
vR

 483/20 - , http://
w

w
w

.bverfg.de/e/rk20200323_2bvr048320.htm
l.

（
7
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des Z
w

eiten 
S

enats vom
 1. A

pril 2020 - 2 B
vR

 571/20 - , http://w
w

w
.

bverfg.de/e/rk20200401_2bvr057120.htm
l.

（
8
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 

w
w

w
.asaho.com

/jpn/bkno/2020/0406.htm
l

）、「2020/4/13

：

何
の
た
め
の
『
緊
急
事
態
宣
言
』
な
の
か

─
『
公
衆
衛
生
上
の

重
大
事
態
』
に
対
処
す
る
た
め
に
」（http://w

w
w

.asaho.com
/

jpn/bkno/2020/0413.htm
l

）、「2020/5/11

：
こ
の
国
の
『
目
詰

ま
り
』
は
ど
こ
に
あ
る
か

─
日
独
の
指
導
者
と
専
門
家
」

（http://w
w

w
.asaho.com

/jpn/bkno/2020/0511.htm
l

）。
な
お
、

泉
眞
樹
子
「【
ド
イ
ツ
】
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
関
連

法
」
外
国
の
立
法
（
国
立
国
会
図
書
館 

調
査
及
び
立
法
考
査
局
）

二
八
三
─
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
以
下
も
参
照
。
日
本
の
状

況
に
つ
い
て
、
石
埼
学
「『
緊
急
事
態
宣
言
』
下
に
お
け
る
公
衆
衛

生
と
人
権
と
の
バ
ラ
ン
ス
と
は
？
」
大
月
書
店note

（https://
note.com

/otsukishoten/n/na2c7b844a826

）
は
、「
緊
急
事
態

宣
言
の
も
と
で
、
国
民
の
人
権
は
、
現
行
憲
法
史
上
最
大
規
模
の

制
約
に
服
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
） 

本
稿
は
二
〇
二
〇
年
六
月
八
日
に
提
出
さ
れ
た
。
五
月
末
日

ま
で
に
下
さ
れ
た
決
定
を
研
究
の
対
象
と
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら

時
間
的
制
約
（
締
切
日
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
理
論
的
な
理
由

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
下
し
た
諸
決
定
を
時
系
列
に

沿
っ
て
客
観
的
に
紹
介
す
る
作
業
を
行
う
に
と
ど
ま
り
、
諸
決
定

に
つ
い
て
理
論
的
な
考
察
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
に

お
い
て
、
本
稿
は
、「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
性
格
を
有
す
る
に
と
ど
ま

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
危
機
の
時
期
に
お
け
る
連
邦

憲
法
裁
判
所
の
活
動
を
客
観
的
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
に
も
少
な

）
五
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
五
四

de/e/rk20200415_1bvr082820.htm
l.

（
16
） B

V
erfG

E
 111, 147 

（153

）

（
17
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 17. A
pril 2020 - 1 B

vQ
 37/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/qk20200417_1bvq003720.htm

l.

（
18
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 28. A
pril 2020 - 1 B

vR
 899/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/rk20200428_1bvr089920.htm

l.

（
19
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 29. A
pril 2020 - 1 B

vQ
 47/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/qk20200429_1bvq004720.htm

l.

（
20
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 29. A
pril 2020 - 1 B

vQ
 44/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/qk20200429_1bvq004420.htm

l.

（
21
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 1. M
ai 2020 1 B

vR
 1003/20 - , http://w

w
w

.bverfg.de/
e/rk20200501_1bvr100320.htm

l.

事
実
関
係
は
、O

V
G

 H
am

burg, B
eschluss vom

 30. 04. 
2020 - 5 B

s 66/20, B
eckR

S
 2020, 7212

に
よ
る
。

（
22
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 1. M
ai 2020 1 B

vR
 1004/20 - , http://w

w
w

.bverfg.de/
e/rk20200501_1bvr100420.htm

l.
（
23
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 1. M
ai 2020 - 1 B

vR
 1005/20 - , http://w

w
w

.bverfg.

vom
 31. M

ärz 2020 - 1 B
vR

 712/20 - , http://w
w

w
.bverfg.

de/e/rk20200331_1bvr071220.htm
l.

（
9
） B

V
erfG

, B
eschluss der 3. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 1. A
pril 2020 - 1 B

vR
 714/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/rk20200401_1bvr071420.htm

l.

（
10
） B

V
erfG

, B
eschluss der 3. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 7. A
pril 2020 - 1 B

vR
 755/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/rk20200407_1bvr075520.htm

l.

（
11
） 

下
記
の
①
に
つ
い
て
、B

V
erfG

E
 112, 284 

（291

）; 121, 1 

（14 f.

）
の
参
照
を
求
め
、
②
に
つ
い
て
、B

V
erfG

E
 131, 47 

（55

）; 132, 195 

（232

）; B
V

erfG
, B

eschluss der 3. K
am

m
er 

des E
rsten S

enats vom
 10. M

ärz 2020 - 1 B
vQ

 15/20 -, 
R

n. 16

の
参
照
を
求
め
て
い
る
。

（
12
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 9. A
pril 2020 - 1 B

vQ
 29/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/ qk20200409_1bvq002920.htm

l.

（
13
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 10. A
pril 2020 - 1 B

vQ
 28/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/qk20200410_1bvq002820.htm

l.

（
14
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 10. A
pril 2020 - 1 B

vQ
 31/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/qk20200410_1bvq003120.htm

l.

（
15
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 15. A
pril 2020 - 1 B

vR
 828/20 - , http://w

w
w

.bverfg.

）
五
三
三
（

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
五
五

de/e/rk20200501_1bvr100520.htm
l.

（
24
） B

V
erfG

, B
eschluss der 3. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 12. M
ai 2020 - 1 B

vR
 1027/20 -, http://w

w
w

.bverfg.
de/e/rk20200512_1bvr102720.htm

l.

（
25
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 13. M
ai 2020 - 1 B

vR
 1021/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/rk20200513_1bvr102120.htm

l.

（
26
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 16. M
ai 2020 - 1 B

vQ
 55/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/qk20200516_1bvq005520.htm

l.

（
27
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 31. M
ai 2020 - 1 B

vQ
 63/20 -, http://w

w
w

.bverfg.de/
e/qk20200531_1bvq006320.htm

l.

事
実
関
係
は
、P

ressem
itteilung des V

G
H

 M
annheim

 N
r. 

29/2020. v. 30. 05. 2020 

及
び P

ressem
itteilung des V

G
 

S
tuttgart v. 29. 05. 2020 

に
よ
る
。

）
五
三
五
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
岡
田
）

一
五
五

de/e/rk20200501_1bvr100520.htm
l.

（
24
） B

V
erfG

, B
eschluss der 3. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 12. M
ai 2020 - 1 B

vR
 1027/20 -, http://w

w
w

.bverfg.
de/e/rk20200512_1bvr102720.htm

l.

（
25
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 13. M
ai 2020 - 1 B

vR
 1021/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/rk20200513_1bvr102120.htm

l.

（
26
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 16. M
ai 2020 - 1 B

vQ
 55/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/qk20200516_1bvq005520.htm

l.

（
27
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 31. M
ai 2020 - 1 B

vQ
 63/20 -, http://w

w
w

.bverfg.de/
e/qk20200531_1bvq006320.htm

l.

事
実
関
係
は
、P

ressem
itteilung des V

G
H

 M
annheim

 N
r. 

29/2020. v. 30. 05. 2020 

及
び P

ressem
itteilung des V

G
 

S
tuttgart v. 29. 05. 2020 

に
よ
る
。

）
五
三
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
九
〇

輸入商品譲渡担保の設定者の再生手続開始と
転売代金債権への物上代位

平成29年 5 月10日最高裁第 2 小法廷決定、平成28年（許）
第26号債権差押命令取消及び申立て却下決定に対する抗告
審の取消決定に対する許可抗告事件、抗告棄却、民集71巻
5 号789頁、判タ1440号112頁、判時2347号86頁、金判1518
号 8 頁、金判1525号 8 頁、金法2075号64頁

清　水　恵　介

【事実の概要】

Ｘは、京都府内を中心として営業を行う地方銀行であり、Ｙは、紳

士・婦人・子供服、それに伴う服飾雑貨の輸入及び販売等を目的とす

る株式会社である。

Ｙは、平成24年 9 月 5 日、Ｘとの間で、以下の合意を含む各約定を

締結した。

①　銀行取引約定　　Ｙが民事再生手続の申立てをしたときは、Ｘと

の間の一切の銀行取引に関する債務について当然に期限の利益を喪

失するとの合意

②　信用状取引に係る基本約定　　信用状取引によってＹが負担する

債務並びに同取引に付随する利息等の担保として、付属書類（運送書

類等輸入為替手形に添付された書類）及びこれに表示された荷物（付帯荷

物）をＸに譲渡するとの合意

③　輸入担保荷物保管に関する約定　　⒜ＹがＸに発行を依頼した信

判例研究

）
三
一
八
（

37



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
九
〇

輸入商品譲渡担保の設定者の再生手続開始と
転売代金債権への物上代位

平成29年 5 月10日最高裁第 2 小法廷決定、平成28年（許）
第26号債権差押命令取消及び申立て却下決定に対する抗告
審の取消決定に対する許可抗告事件、抗告棄却、民集71巻
5 号789頁、判タ1440号112頁、判時2347号86頁、金判1518
号 8 頁、金判1525号 8 頁、金法2075号64頁

清　水　恵　介

【事実の概要】

Ｘは、京都府内を中心として営業を行う地方銀行であり、Ｙは、紳

士・婦人・子供服、それに伴う服飾雑貨の輸入及び販売等を目的とす

る株式会社である。

Ｙは、平成24年 9 月 5 日、Ｘとの間で、以下の合意を含む各約定を

締結した。

①　銀行取引約定　　Ｙが民事再生手続の申立てをしたときは、Ｘと

の間の一切の銀行取引に関する債務について当然に期限の利益を喪

失するとの合意

②　信用状取引に係る基本約定　　信用状取引によってＹが負担する

債務並びに同取引に付随する利息等の担保として、付属書類（運送書

類等輸入為替手形に添付された書類）及びこれに表示された荷物（付帯荷

物）をＸに譲渡するとの合意

③　輸入担保荷物保管に関する約定　　⒜ＹがＸに発行を依頼した信

判例研究

）
三
一
八
（

37



輸
入
商
品
譲
渡
担
保
の
設
定
者
の
再
生
手
続
開
始
と
転
売
代
金
債
権
へ
の
物
上
代
位
（
清
水
）

一
八
九

用状によりＸに仕向けられた輸入荷為替の付属書類・付帯荷物は、

信用状取引によってＹが負担する債務の担保として、Ｘの所有に属

することを確認し、⒝Ｙが、Ｘの担保である付帯荷物を、Ｘに代

わって引取りの上処理するため、Ｘの承諾を得て当該付属書類・付

帯荷物の貸渡しを受ける場合は、Ｙは、Ｘの代理人として付帯荷物

の陸揚げ、通関、付保、運搬、倉入れ又は自家保管及び所定の売先

への売却を行うこととする旨の合意（以下、「本件貸渡合意」という。）

Ｙは、下記表 1記載の各商品を各売主から購入するため、Ｘに対し

て信用状の発行を申し込み、Ｘは、下記の日にそれぞれ信用状を発行

した。

表 1・本件各商品の輸入契約と信用状発行年月日

売　主 信用状発行年月日
本件商品 1 中国企業であるＡ有限公司 平成26年12月25日

（本件信用状 1 ）
本件商品 2 中国企業であるＢ有限公司 平成27年 1 月14日

（本件信用状 2 ）
本件商品 3

（以下、上記各商品
を合わせて、「本件
各商品」という。）

上記Ａ有限公司 平成27年 1 月29日
（本件信用状 3 。以下、本
件信用状 1 ・ 2 を合わせて、

「本件各信用状」という。）

Ｙは、上記表 1記載の各売主との間で、本件各商品の輸入契約を締

結した。

これらの輸入契約に基づいて、本件商品 1 （船積日平成27年 1 月 3 日、

同月 5 日）は、Ｃ株式会社の船舶により、本件商品 2 （船積日同年 1 月20

日、同月22日着）及び本件商品 3 （船積日同年 2 月 3 日、同月 5 日着）は、

Ｄ株式会社の船舶により、中国上海から大阪南港へ輸送された。

本件各商品の輸入取引については、「サレンダード B/L（Surrendered	

Bill	of	Lading）」（ 1 ）と呼ばれる取引の方式が用いられており、発行され

た B/L（船荷証券）が有価証券の効力を持たないため、Ｙは、B/L の原

）
三
一
三
（
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日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
八
八

本なしに本件各商品を受領することができた。輸入・通関手続におい

ては、本件各商品が記載されている B/L の写しが送り状として用いら

れた。

Ｘは、Ｅ銀行に対し、本件信用状 1 に基づき、平成27年 1 月22日、

3 万5162.85US ドルを、本件信用状 2 に基づき、同月29日、6581.90US

ドル（ 2 ）を、本件信用状 3 に基づき、同年 2 月19日、 5 万2309.70US ド

ルを、それぞれ支払って決済し、Ｙに対する本件各信用状に係る信用

状取引によって生じた債権として、手形貸付債権496万5149円及び償還

債務支払請求権621万2823円（合計1117万7972円）を取得した。

Ｙは、Ｆ株式会社（平成27年 2 月 1 日、Ｇ株式会社から会社分割。以下、

「本件買主」という。）に対し、本件商品 1 の一部である商品（以下、「本件

転売商品 1 」という。）、本件商品 2 の一部である商品（以下、「本件転売商

品 2 」という。）及び本件商品 3 の一部である商品（以下、「本件転売商品

3 」という。）を売却した（ 3 ）。

Ｙは、同年 1 月 5 日、乙仲（海運貨物取扱業者。以下、「海貨業者」とい

う。）である株式会社Ｈに対し、本件信用状 1 の番号が記載された商業

送り状を送付し、本件商品 1 を受領した上で、通関手続を行い、本件

買主が指定した送り先である株式会社Ｉの保有する物流センター「Ｊ」

（以下、「本件送り先」という。）に本件転売商品 1 を納入することを有償

で委託した。Ｈは、本件商品 1 を受領し、通関手続を行った上で、同

月 9 日、Ｋ株式会社に委託して、本件転売商品 1 を本件送り先に納入

した。

Ｙは、同月21日、Ｈに対し、本件信用状 2 の番号が記載された商業

送り状を送付して、本件商品 2 を受領した上で、通関手続を行い、本

件送り先に本件転売商品 2 を納入することを有償で委託した。Ｈは、

本件商品 2 を受領し、通関手続を行った上で、同月23日、本件転売商

品 2 を本件送り先に納入した。

Ｙは、同年 2 月 3 日、海貨業者であるＬ株式会社（以下、Ｈと併せて

「Ｈ等」という。）に対し、本件信用状 3 の番号が記載された商業送り状
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本なしに本件各商品を受領することができた。輸入・通関手続におい

ては、本件各商品が記載されている B/L の写しが送り状として用いら

れた。

Ｘは、Ｅ銀行に対し、本件信用状 1 に基づき、平成27年 1 月22日、

3 万5162.85US ドルを、本件信用状 2 に基づき、同月29日、6581.90US

ドル（ 2 ）を、本件信用状 3 に基づき、同年 2 月19日、 5 万2309.70US ド

ルを、それぞれ支払って決済し、Ｙに対する本件各信用状に係る信用

状取引によって生じた債権として、手形貸付債権496万5149円及び償還

債務支払請求権621万2823円（合計1117万7972円）を取得した。

Ｙは、Ｆ株式会社（平成27年 2 月 1 日、Ｇ株式会社から会社分割。以下、

「本件買主」という。）に対し、本件商品 1 の一部である商品（以下、「本件

転売商品 1 」という。）、本件商品 2 の一部である商品（以下、「本件転売商

品 2 」という。）及び本件商品 3 の一部である商品（以下、「本件転売商品

3 」という。）を売却した（ 3 ）。

Ｙは、同年 1 月 5 日、乙仲（海運貨物取扱業者。以下、「海貨業者」とい

う。）である株式会社Ｈに対し、本件信用状 1 の番号が記載された商業

送り状を送付し、本件商品 1 を受領した上で、通関手続を行い、本件

買主が指定した送り先である株式会社Ｉの保有する物流センター「Ｊ」

（以下、「本件送り先」という。）に本件転売商品 1 を納入することを有償

で委託した。Ｈは、本件商品 1 を受領し、通関手続を行った上で、同

月 9 日、Ｋ株式会社に委託して、本件転売商品 1 を本件送り先に納入

した。

Ｙは、同月21日、Ｈに対し、本件信用状 2 の番号が記載された商業

送り状を送付して、本件商品 2 を受領した上で、通関手続を行い、本

件送り先に本件転売商品 2 を納入することを有償で委託した。Ｈは、

本件商品 2 を受領し、通関手続を行った上で、同月23日、本件転売商

品 2 を本件送り先に納入した。

Ｙは、同年 2 月 3 日、海貨業者であるＬ株式会社（以下、Ｈと併せて

「Ｈ等」という。）に対し、本件信用状 3 の番号が記載された商業送り状
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を送付して、本件商品 3 を受領した上で、通関手続を行い、本件送り

先に本件転売商品 3 を納入することを有償で委託した。Ｌは、本件商

品 3 を受領し、通関手続を行った上で、株式会社Ｍに委託して、同月

6 日、本件転売商品 3 を本件送り先に納入した。

Ｙは、同月 9 日、大阪地方裁判所に対し、再生手続開始の申立てを

し、同月20日午前10時、同裁判所は、再生手続開始の決定をした。

Ｘは、Ｙが本件各商品に対する譲渡担保権に基づく物上代位権の行

使として、Ｙが当該商品を本件買主に売却したことによって取得した

売買代金債権について差押命令の申立てをし（以下、「本件申立て」とい

う。）、原々審裁判所（大阪地方裁判所）は、同年 3 月26日、本件申立て

を認容して、Ｙの本件買主に対する上記売買代金債権を差し押さえる

との債権差押命令を発した（以下、「本件差押命令」という）。

これに対して、Ｙは、本件差押命令の取消しを求めて執行抗告を提

起したところ、原々審裁判所は、同年 7 月 9 日、再度の考案により、

下記【原々決定要旨】のとおり判示して本件差押命令を取り消し、本

件申立てを却下するとの決定をしたため（原々決定（ 4 ））、Ｘは、原々決

定の取消し及び本件申立ての認容を求めて執行抗告をした。

原審裁判所（大阪高等裁判所）は、平成28年 3 月30日、下記【原決定

要旨】のとおり判示して本件申立てを認め、原々決定を取り消した

（原決定（ 5 ））。そこで、Ｙは、原決定の取消しを求めて許可抗告を申し

立てた。

【本決定要旨】

抗告棄却。

「Ｙは本件譲渡担保権の目的物である本件商品について直接占有した

ことはないものの、輸入取引においては、輸入業者から委託を受けた

海貨業者によって輸入商品の受領等が行われ、輸入業者が目的物を直

接占有することなく転売を行うことは、一般的であったというのであ

り、ＹとＸとの間においては、このような輸入取引の実情の下、Ｘが、

信用状の発行によって補償債務を負担することとされる商品について

）
三
一
三
（

40

日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
八
六

譲渡担保権の設定を受けるに当たり、Ｙに対し当該商品の貸渡しを行

い、その受領、通関手続、運搬及び処分等の権限を与える旨の合意が

されている。一方、Ｙの海貨業者に対する本件商品の受領等に関する

委託も、本件商品の輸入につき信用状が発行され、同信用状を発行し

た金融機関が譲渡担保権者として本件商品の引渡しを占有改定の方法

により受けることとされていることを当然の前提とするものであった

といえる。そして、海貨業者は、上記の委託に基づいて本件商品を受

領するなどしたものである。

以上の事実関係の下においては、本件商品の輸入について信用状を

発行した銀行であるＸは、Ｙから占有改定の方法により本件商品の引

渡しを受けたものと解するのが相当である。そうすると、Ｘは、Ｙに

つき再生手続が開始した場合において本件譲渡担保権を別除権として

行使することができるというべきであるから、本件譲渡担保権に基づ

く物上代位権の行使として、本件転売代金債権を差し押さえることが

できる。

原審の判断は、以上と同旨をいうものとして是認することができる。

所論引用の大審院判例は、事案を異にし、本件に適切でない。」

【原々決定要旨】

「民法184条は、『代理人によって占有をする場合において、本人がそ

の代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、

その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得す

る』と定めているところ、文言上、同条における第三者とは、占有権

の譲受人であることは明らかである。

そして、同条が規定する指図による占有移転が民法178条により動産

物権変動の公示方法の一つとして規定されていることからすれば、代

理人によって占有する債務者が占有権を移転するためには、直接占有

者に対して、譲受人である債権者のためにその物を占有することを命

じることを要するものと解されるのであり、債権者が主張するように、

具体的な譲渡担保権者を特定せずに抽象的に譲渡担保権者のために占

）
三
一
三
（

41



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
八
六

譲渡担保権の設定を受けるに当たり、Ｙに対し当該商品の貸渡しを行

い、その受領、通関手続、運搬及び処分等の権限を与える旨の合意が

されている。一方、Ｙの海貨業者に対する本件商品の受領等に関する

委託も、本件商品の輸入につき信用状が発行され、同信用状を発行し

た金融機関が譲渡担保権者として本件商品の引渡しを占有改定の方法

により受けることとされていることを当然の前提とするものであった

といえる。そして、海貨業者は、上記の委託に基づいて本件商品を受

領するなどしたものである。

以上の事実関係の下においては、本件商品の輸入について信用状を

発行した銀行であるＸは、Ｙから占有改定の方法により本件商品の引

渡しを受けたものと解するのが相当である。そうすると、Ｘは、Ｙに

つき再生手続が開始した場合において本件譲渡担保権を別除権として

行使することができるというべきであるから、本件譲渡担保権に基づ

く物上代位権の行使として、本件転売代金債権を差し押さえることが

できる。

原審の判断は、以上と同旨をいうものとして是認することができる。

所論引用の大審院判例は、事案を異にし、本件に適切でない。」

【原々決定要旨】

「民法184条は、『代理人によって占有をする場合において、本人がそ

の代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、

その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得す

る』と定めているところ、文言上、同条における第三者とは、占有権

の譲受人であることは明らかである。

そして、同条が規定する指図による占有移転が民法178条により動産

物権変動の公示方法の一つとして規定されていることからすれば、代

理人によって占有する債務者が占有権を移転するためには、直接占有

者に対して、譲受人である債権者のためにその物を占有することを命

じることを要するものと解されるのであり、債権者が主張するように、

具体的な譲渡担保権者を特定せずに抽象的に譲渡担保権者のために占
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有することを命じたとしても、具体的な物権変動を公示したといえな

いことは明らかである。

また、動産物権変動は直接占有者の占有意思を通して公示されるも

のであって、対抗要件としての占有移転の先後は、直接占有者への指

図の先後によって決定されるものであるから、譲渡人から直接占有者

に対する指図は明示的になされることを要すると解される。

本件についてみると、本件各商業送り状には、本件各信用状の番号

が記載されているにすぎず、同送り状の送付をもって、債務者がＨ等

に対し、債権者のために占有することを明示的に命じたとは認められ

ないし、仮に、債権者の主張のとおり、抽象的に譲渡担保権者のため

に占有することを命じることで足りるとしても、同送り状の送付を

もって、債務者がＨ等に対し、譲渡担保権者のために占有することを

明示的に命じたとも認められない。

したがって、…本件において、債務者から債権者に対し、本件各商

品について指図による占有移転がなされたとは認められない。」

【原決定要旨】

「代理占有（民法181条）が認められるのは、本人（間接占有者）が代理

人（直接占有者）を介して目的物の事実的支配を有していると認められ

るからにほかならず、本件では、Ｈ等の海貨業者が本件各商品の直接

占有を取得した時点で、Ｙは、Ｈ等を介して本件各商品の事実的支配

を獲得すると認められ、間接占有を取得することになる。そして、Ｙ

とＸとの上記法律関係からすると、Ｙは、Ｘのために本件各商品の事

実的支配を獲得するものであり、これによって、ＸもＹを介して本件

各商品の事実的支配を獲得すると解することができる。そうすると、

Ｘは、Ｈ等が本件各商品の直接占有を取得した時点で、Ｙを介してＨ

等から本件各商品の間接占有を取得するものであり、このような占有

の取得の形態も、占有改定に当たると解される。以上のように、他人

のために占有を取得する法律関係が複数牽連する場合において、中間

者（双方の法律関係の当事者である間接占有者）を介して直接占有者からの
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占有（間接占有）の取得を認めることは、間接占有（代理占有：民法181

条）の性質に反するものではない。」

「輸入取引においては、信用状の利用が一般的であると認められると

ころ、ＸとＹとの信用取引約定の内容は、一般社団法人全国銀行協会

が制定した信用状取引約定書のひな型と同一であり、輸入担保荷物保

管に関する約定も一般に利用されている約定書に準拠しているものと

考えられる。

そして、このように一般的に用いられている約定書に基づいて行わ

れる信用状取引においては、信用状を発行する金融機関は、輸入商品

について直接占有を取得することがなくても、当該商品について譲渡

担保権を取得し、かつ、譲渡担保権について対抗要件を具備している

ものとして取り扱われてきたものと考えられる。Ｙが、当初は、Ｘを

含む金融機関が信用状取引に係る輸入商品について別除権（譲渡担保

権）を有することを認めていたこと…も、このような取引慣行及び取

引関係者の認識を裏付けるものというべきである。」

「動産取引については、占有が対抗要件とされ、外形的に占有の移転

が明確とはいえない占有改定によっても対抗要件を具備すると解され

ている。

そして、輸入取引においては、本件のように輸入・通関手続の専門

業者である海貨業者を介して目的物の受領、通関が行われ、輸入業者

が目的物の直接占有を取得することなく、輸入及び転売を行うのが一

般的である。

以上の点からすると、上記のように輸入業者（Ｙ）を介して信用状発

行金融機関（Ｘ）が占有改定により対抗要件を取得すると解することは、

第三者に不測の損害を与え、取引の安全を害するものとはいえない。」

「ＹとＨ等の海貨業者との間では、Ｙが輸入商品の受領等を委託する

に際して、Ｘの代理人として、Ｘのためにするものであることは明示

されていない。

もっとも、輸入取引は、信用状の発行を伴うことが多く、信用状取
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占有（間接占有）の取得を認めることは、間接占有（代理占有：民法181

条）の性質に反するものではない。」

「輸入取引においては、信用状の利用が一般的であると認められると

ころ、ＸとＹとの信用取引約定の内容は、一般社団法人全国銀行協会

が制定した信用状取引約定書のひな型と同一であり、輸入担保荷物保

管に関する約定も一般に利用されている約定書に準拠しているものと

考えられる。

そして、このように一般的に用いられている約定書に基づいて行わ

れる信用状取引においては、信用状を発行する金融機関は、輸入商品

について直接占有を取得することがなくても、当該商品について譲渡

担保権を取得し、かつ、譲渡担保権について対抗要件を具備している

ものとして取り扱われてきたものと考えられる。Ｙが、当初は、Ｘを

含む金融機関が信用状取引に係る輸入商品について別除権（譲渡担保

権）を有することを認めていたこと…も、このような取引慣行及び取

引関係者の認識を裏付けるものというべきである。」

「動産取引については、占有が対抗要件とされ、外形的に占有の移転

が明確とはいえない占有改定によっても対抗要件を具備すると解され

ている。

そして、輸入取引においては、本件のように輸入・通関手続の専門

業者である海貨業者を介して目的物の受領、通関が行われ、輸入業者

が目的物の直接占有を取得することなく、輸入及び転売を行うのが一

般的である。

以上の点からすると、上記のように輸入業者（Ｙ）を介して信用状発

行金融機関（Ｘ）が占有改定により対抗要件を取得すると解することは、

第三者に不測の損害を与え、取引の安全を害するものとはいえない。」

「ＹとＨ等の海貨業者との間では、Ｙが輸入商品の受領等を委託する

に際して、Ｘの代理人として、Ｘのためにするものであることは明示

されていない。

もっとも、輸入取引は、信用状の発行を伴うことが多く、信用状取
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引の場合には、信用状を発行した金融機関が目的物について譲渡担保

権を取得することが一般的であると認められるところ、輸入・通関業

務を専門的に取り扱う海貨業者としては、このような取引の実情は当

然認識していると考えられる。また、本件各取引においては、Ｈ等に

対して、信用状番号が記載されている本件各商業送り状…が交付され

ており、金融機関によって信用状が発行された取引であることが明ら

かにされている。以上に加え、商行為については代理の顕名が不要と

されていること（商法504条）をも考え合わせると、Ｙを介してＸが本

件各商品の占有を取得し、譲渡担保権について対抗要件を具備したと

解しても、Ｈ等の海貨業者にとって不測の損害を与えるものではない

というべきである。」

「以上によれば、Ｈ等の海貨業者がＹの委託に基づいてＹのために本

件各商品を受領し、その直接占有を取得した時点で、Ｘは、Ｙを介し

てＨ等から本件各商品の占有（間接占有）を取得し、占有改定により譲

渡担保権について対抗要件を具備したものと認められる。」

【抗告理由要旨】

「大審院大正 4 年 9 月29日判決（大正 4 年（オ）第62号）（以下「本件判

例」という。）は、民法183条と同法182条の『代理人』の意義を判断し

た大審院の判例であるが、その判断の前提として、占有改定の意義に

ついて、『占有改定ハ甲権利ニ基キテ物ヲ占有スル改定者カ其権利ヲ本

人ニ譲渡スルト同時ニ其譲渡シタル権利ニ伝来スル乙権利ヲ本人ヨリ

取得シ乙権利ニ基キテ物ノ所持ヲ継続シ乙権利ノ為ニスル直接占有者

トナリ本人ハ同一物ニ付キ返還請求権ニ基キテ甲権利ノ為メニスル間

接占有権ヲ取得スル場合ヲ指スモノナリ』と判示した。なお、ここで

いう『甲権利』とは所有権、『乙権利』とは賃借権のことである。

その上で、同大審院判例は、『第183条ニ『代理人ガ云云』トアルハ

改定者ノ所持スル物ニ付キ本人カ間接占有権ヲ有スル状態ニ就キ立言

シタルマテニシテ改定者カ予メ代理人タルコトヲ必要トスル法意ニア

ラス殊ニ所謂代理人モ占有権取得ノ法律行為ニ付テノ代理人ヲ指スモ
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ノニアラスシテ間接占有ニ対シ物ノ現実ノ所持者を
ママ

指称スルニ過キサ

ルモノトス』として、同条の『代理人』とは、動産の現実の所持者を

指すものであると判示した。

したがって、同大審院判例は、譲渡人が動産の直接占有者である場

合に限り、占有改定を行うことができることを判示したものと考えら

れる。」

「本件は、申立人が本件動産を手元に置くなどして直接占有したこと

は一度もなかった事案であり、このような場合でも、占有改定により

占有を移転することができると考えると、目的物の直接占有者が占有

移転の事実を全く把握できないまま、占有の主体が変更されるという

事態が生じ、法律関係が錯綜してしまうし、民法が引渡しの方法とし

て、占有改定と指図による占有移転を分けて規定している趣旨すら没

局されてしまう（民法183条、184条）。」

「相手方は、ABL 協会の正会員であるところ…、同協会から公報さ

れた『経済産業省等資料』のうち…、『動産・債権担保融資（ABL）の

普及・インフラ構築に関する調査研究』報告書テキスト編…により、

平成20年 4 月ころには、動産担保に関する設定契約書を作成する際、

第三者が動産を占有している場合には、指図による占有移転により引

渡しを行うべきであることを承知していた。

また、同協会が相手方を含む正会員に対して集合動産譲渡担保権設

定契約書（参考例）解説書…を解説していたところ、同解説書にも、

『本契約では、担保対象物となる動産を設定者が直接占有している場合

を想定している。（これに対し、倉庫業者等設定者以外の物が担保対象物を直

接占有している場合には、『占有改定』ではなく、『指図による占有移転』の方

法を用いることになる。）』と同様の記載がなされていた。」
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【評　釈】

1 　はじめに　─　本決定の意義と本評釈の構成（ 6 ）

本決定（ 7 ）は、貿易実務の法理的難点といえる動産譲渡担保権者の代

理占有による第三者対抗要件具備（民法178条）の問題につき、慎重な

事例判断という形をとりながらも対抗要件の具備を肯定したことで、

当該実務を追認した決定である。

このような問題が近時に至って争点化するに至った背景には、次の

2 つの事情があると思われる。

第 1 に、動産譲渡担保権の実行が問題となる現実的な場面として、

転売代金債権等に対する物上代位権の行使の場面があり、その行使の

可否については明文の規定がなく疑義があったところ、最高裁は、平

成11年決定（ 8 ）及び平成22年決定（ 9 ）においてこれを肯定するに至ったた

め、これらの判例の素地に立つならば、かかる物上代位権の行使につ

き、もはや実務上の障害がなくなったとの事情である。

第 2 に、一般の貿易取引において利用されてきた船荷証券（B/L）の

場合、運送品の上に行使する権利（所有権や譲渡担保権など）の取得につ

き、船荷証券の引渡しが運送品の引渡しと同一の効力、いわゆる物権

的効力を有することとなるため（商法776条・575条）、対抗要件の具備に

つき疑義を生じないところ、本件では、日中航路を中心にアジア近海

航路だけで行われている商慣習とされる、いわゆるサレンダー B/L が

用いられ、これには上記の物権的効力が認められないため、別途対抗

要件の具備が問われざるを得ないとの事情である。

それゆえ、本決定により、サレンダー B/L を用いた貿易取引に際し

て発行される信用状につき、その発行銀行による償還債権の回収にあ

たっては、債務者の倒産にもかかわらず、物上代位による輸入品の転

売代金債権からの取立てが認められることとなった。

本評釈では、原々決定のように、発行銀行側の対抗要件の具備を認

めず、サレンダー B/L の実務を見直すべきとの方向で議論（10）を展開
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することは企図しない。実務的なニーズを受けて生成され普及してき

た貿易実務の現状を追認した本決定のメッセージはひとまず尊重に値

するものと思われるし、かかる貿易実務そのものの適法性を判断する

だけの見識も持ち合わせておらず、軽々な判断を行い得ないからであ

る。

そうした議論に代えて、本評釈は、本決定の結論を支持することを

前提に、その結論に至り得る以下の 3 つのアプローチに注目する。

すなわち、本決定は、動産譲渡担保権の第三者対抗要件具備を認め

ることで、譲渡担保権者による物上代位権行使を認めるとの結論に

至ったものの（対抗要件具備アプローチ）、それ以外にも、対抗要件は具

備していないが相手方の第三者性を否定すること（第三者性否定アプ

ローチ）や、そもそも対抗要件を不要であると解すること（対抗要件不

要アプローチ）でも、同様の結論に至る余地があるように思われる。

そこで、以下では、本決定が採用した対抗要件具備アプローチを中

心に検討しつつも（ 2 ）、第三者性否定アプローチ（ 3 ）や対抗要件不

要アプローチ（ 4 ）についても検討を加える。また、本件が直接的には

物上代位に関する判例であることから、物上代位固有の問題について

も言及したい（ 5 ）。

2 　対抗問題具備アプローチ

⑴　序　説

本決定は、当該「事実関係の下において」、信用状発行銀行（Ｘ）が

発行依頼者である動産買主（Ｙ）からの「占有改定の方法により本件商

品の引渡しを受けた」として対抗要件の具備を認めた。この判断は、

民法183条に定める「占有改定」が、民法178条に定める動産物権譲渡

の第三者対抗要件としての「引渡し」にあたることを前提としている。

しかし、ここで確認をしておきたいことは、これ自体が 1 つの解釈

の所産であるということである。民法183条は代理占有（間接占有）を

）
三
三
八
（

47



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

一
八
〇

することは企図しない。実務的なニーズを受けて生成され普及してき

た貿易実務の現状を追認した本決定のメッセージはひとまず尊重に値

するものと思われるし、かかる貿易実務そのものの適法性を判断する

だけの見識も持ち合わせておらず、軽々な判断を行い得ないからであ

る。

そうした議論に代えて、本評釈は、本決定の結論を支持することを

前提に、その結論に至り得る以下の 3 つのアプローチに注目する。

すなわち、本決定は、動産譲渡担保権の第三者対抗要件具備を認め

ることで、譲渡担保権者による物上代位権行使を認めるとの結論に

至ったものの（対抗要件具備アプローチ）、それ以外にも、対抗要件は具

備していないが相手方の第三者性を否定すること（第三者性否定アプ

ローチ）や、そもそも対抗要件を不要であると解すること（対抗要件不

要アプローチ）でも、同様の結論に至る余地があるように思われる。

そこで、以下では、本決定が採用した対抗要件具備アプローチを中

心に検討しつつも（ 2 ）、第三者性否定アプローチ（ 3 ）や対抗要件不

要アプローチ（ 4 ）についても検討を加える。また、本件が直接的には

物上代位に関する判例であることから、物上代位固有の問題について

も言及したい（ 5 ）。

2 　対抗問題具備アプローチ

⑴　序　説

本決定は、当該「事実関係の下において」、信用状発行銀行（Ｘ）が

発行依頼者である動産買主（Ｙ）からの「占有改定の方法により本件商

品の引渡しを受けた」として対抗要件の具備を認めた。この判断は、

民法183条に定める「占有改定」が、民法178条に定める動産物権譲渡

の第三者対抗要件としての「引渡し」にあたることを前提としている。

しかし、ここで確認をしておきたいことは、これ自体が 1 つの解釈

の所産であるということである。民法183条は代理占有（間接占有）を

）
三
三
八
（

47



輸
入
商
品
譲
渡
担
保
の
設
定
者
の
再
生
手
続
開
始
と
転
売
代
金
債
権
へ
の
物
上
代
位
（
清
水
）

一
七
九

取得する 1 つの方法を定めたにとどまり、民法178条にいう「引渡し」

の内容を直接的に指示するものではない。占有取得方法に関する一連

の規定（民法180条～184条）でいえば、形式論理上、民法178条の「引渡

し」に対応するのは、あくまで民法182条 1 項にいう「引渡し」（いわゆ

る現実の引渡し）に限られている。他方で、動産譲渡登記（動産・債権譲

渡特例法 3 条 1 項）のように、「民法第178条の引渡しがあったものみな

す」ことで第三者対抗要件にはなるものの、占有取得方法としては評

価されないものもみられる。

もちろん、本評釈は、民法178条の「引渡し」を上記のように解釈す

べきと主張するものではない。民法183条（あるいは同184条）にいう占

有取得方法を論ずる点に問題の本質があるのではなく、あくまで民法

178条の「引渡し」として、つまりは動産物権譲渡の第三者対抗要件と

して、実質的に評価できるか否かとの点に問題の本質があるというこ

とを確認するにとどめる。

とりわけ、代理占有の取得方法である民法183条・184条は極めて観

念的な法的仕組みであり、占有制度の系譜の二面性（11）と相まって、こ

れらが必要にして十分な規定なのかは疑わしく、また、これらの規定

を他の占有関連規定とどのように接合させるべきかも必ずしも明瞭と

はいえないように思われる（12）。

このことは、代理占有規定の解釈をめぐる学説史からもうかがわれ

よう。

わが国の代理占有規定は、旧民法を通してフランス法から継受した

ものといわれる（13）。所持意思のほか、「本人のために占有する意思」

（民法183条参照）を代理占有の要件とする主観説を採用し、占有権の取

得にはあくまで「自己のためにする意思」が必要であること（民法180

条）との対比から、占有代理人は単なる占有補助者（あるいは所持補助

者）にすぎず、独自の占有権を有しない（14）と解する余地のある規定と

なっていた。ところが、その後、鳩山秀夫・末弘厳太郎・我妻栄らに

より、占有代理人も独自の占有権を有することが承認される（15）ととも
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に、占有意思の存否を権原の性質によって決する立場を採用すること

で、ドイツの現行法が採用する客観説（16）に接近させる解釈論が展開さ

れ、定着することとなった（17）。ここにもまた、フランス法の土台にド

イツ法の学説を継受させるという、民法学において時折みられる伝統

的営為が看取されよう。

しかし、ドイツの現行法は、わが国の代理占有に相当する間接占有

を、直接占有者との実体的法律関係と連動させ、しかも、これを、占

有取得方法として規定するとともに、動産物権変動の効力要件である

「引渡し」に直接結びつける形でも重ねて規定している（18）。これに対

し、日本法は、代理占有を実体的権利関係と連動させずに占有取得方

法として純化させ、動産物権変動の対抗要件である「引渡し」には、

少なくとも条文上は直結させていない（19）。

この相違は、上記のとおり、効力要件主義か対抗要件主義かの相違

等、ドイツ法と日本法との法体系の相違と相まって、解釈論上の姿勢

に大きな差異をもたらすものといえる。なぜなら、ドイツ法の下では、

効力要件である「引渡し」の有無によって動産物権変動の有無を決す

る法構造となっているため、これを厳格に規定し、専ら当該規定の解

釈によって判断せざるを得ないのに対し、日本法の下では、対抗要件

である「引渡し」の有無だけでなく、動産譲渡登記や有価証券法理に

よる「引渡し」の擬制や、対抗力の及ぶ範囲に関する解釈、さらには、

動産先取特権のように、対抗要件が不要とされる場面が存することも

視野に入れながら議論を展開する余地があるからである（20）。

そのため、一方では、本決定のように、当該事案の下ではありなが

ら、占有改定による対抗要件具備を肯定することも許容されるように

思われるし、他方では、指図による占有移転を、現在の判例法理にお

ける要件論よりも緩和することで、これによる対抗要件具備を肯定す

ることもまた許容されるように思われる。

本件は、典型的な占有改定とも典型的な指図による占有移転とも異

なる事例であるがゆえに、対抗要件具備を是とした場合、その双方か
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動産先取特権のように、対抗要件が不要とされる場面が存することも

視野に入れながら議論を展開する余地があるからである（20）。

そのため、一方では、本決定のように、当該事案の下ではありなが

ら、占有改定による対抗要件具備を肯定することも許容されるように

思われるし、他方では、指図による占有移転を、現在の判例法理にお

ける要件論よりも緩和することで、これによる対抗要件具備を肯定す

ることもまた許容されるように思われる。

本件は、典型的な占有改定とも典型的な指図による占有移転とも異

なる事例であるがゆえに、対抗要件具備を是とした場合、その双方か
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らのアプローチが可能であり、学説における受け止め方もすでに種々

表明されている。

⑵　占有改定（民法183条）からのアプローチ

現在、原決定のように間接占有者からの占有改定を単純に認める立

場（下記①説）のほか、本決定を踏まえ、その理解として示された下記

②③の立場が存在する。

①　単純肯定説
第 1 に、占有の移転をなす者が間接占有者である場合には、占有改

定と指図による占有移転の 2 方法を選択でき、したがって、指図によ

る占有移転とは別に、間接占有者による占有改定も、民法183条の枠内

で一般に許容されるものと解する立場である。この場合、占有改定と

指図による占有移転とは、後者が代理占有を完全に移転させ、譲渡人

は占有代理関係から離脱するものであるのに対し、前者が代理占有を

前提とした復代理占有を成立させるものとして区別されることとなろ

う（21）。

②　森田修説
第 2 に、代理占有関係の移転を受ける方法として、間接占有者との

合意による占有改定という新しい類型を認めつつも、「指図による占有

移転」という伝統的な類型をなおも参照して、直接占有者との間に、

「指図」によって生じるのに類似した意思的連絡が存在していることを

要求しているものと解し、「理論的には、指図による占有移転と占有改

定とのハイブリッドなタイプの『動産の引渡し』を、しかしあくまで

占有改定の亜種として（きわめて例外的に）承認したものと位置付ける」

との立場である（22）。上記①説とは、直接占有者による占有改定の場合

よりも意思的連絡を要求する分、要件が厳しくなる点、及び、占有改

定後の法律関係として、復代理占有の成立が必ずしも想定されていな

い点が異なる。

③　角紀代恵説
第 3 に、一連の取引の流れによっては、第三者（本件における譲渡担
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保権者）から見て、直接占有者と間接占有者の関係は、単なる代理占有

関係を越えて一体として把握でき、間接占有者も直接占有者と評価さ

れる場合があり、その場合には、あくまで直接占有者からの占有改定

と同視できるとの立場である（23）。本件の信用状取引のような一連の取

引の流れに着目する点において単純肯定説（上記①説）とは異なり、上

記②説とは、同説にいう意思的連絡を重視しない点、及び、占有改定

後の法律関係として、復代理占有の成立を想定している点が異なる。

④　�もう 1つのアプローチ�
　─　海貨業者（直接占有者）からの占有改定としての構成

ここで、少し視点を変え、民法178条による動産物権譲渡の対抗要件

具備を認める上で、指図による占有移転等による動産占有の移転は、

所有権や譲渡担保権等、占有以外の動産物権の変動の過程と一致して

いなければならないのかとの基礎的問題について確認する。なぜなら、

不動産物権変動の対抗要件である登記については、当該物権変動の過

程を忠実に公示すべき要請が働くため、登記上も同様の物権変動が記

録されなければ対抗要件としての効力を有しないところ、この理屈を

動産物権の譲渡に当てはめるならば、その対抗要件である「動産の引

渡し」、つまり動産の占有移転の過程もまた、当該動産の実体的な物権

変動と一致していなければならないのではないかと考えられるからで

ある。

しかし、かかる一致を厳格に要求するならば、およそ非現実的な結

論となるであろう。

たとえば、本件においても、輸入商品の所有者ではない海貨業者が

当該商品を転売先に納入し、つまりは現実の引渡し（民法182条 1 項）を

しているところ、これは当該転売の買主にとっては当該商品の所有権

譲渡についての対抗要件である「引渡し」（同178条）として評価されざ

るを得ないとすれば、少なくとも現実の引渡しは、所有者ではない第

三者（海貨業者）からなされたものであっても対抗要件を具備し得ると

いうことを意味することになる（24）。
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保権者）から見て、直接占有者と間接占有者の関係は、単なる代理占有

関係を越えて一体として把握でき、間接占有者も直接占有者と評価さ

れる場合があり、その場合には、あくまで直接占有者からの占有改定

と同視できるとの立場である（23）。本件の信用状取引のような一連の取

引の流れに着目する点において単純肯定説（上記①説）とは異なり、上

記②説とは、同説にいう意思的連絡を重視しない点、及び、占有改定

後の法律関係として、復代理占有の成立を想定している点が異なる。

④　�もう 1つのアプローチ�
　─　海貨業者（直接占有者）からの占有改定としての構成

ここで、少し視点を変え、民法178条による動産物権譲渡の対抗要件

具備を認める上で、指図による占有移転等による動産占有の移転は、

所有権や譲渡担保権等、占有以外の動産物権の変動の過程と一致して

いなければならないのかとの基礎的問題について確認する。なぜなら、

不動産物権変動の対抗要件である登記については、当該物権変動の過

程を忠実に公示すべき要請が働くため、登記上も同様の物権変動が記

録されなければ対抗要件としての効力を有しないところ、この理屈を

動産物権の譲渡に当てはめるならば、その対抗要件である「動産の引

渡し」、つまり動産の占有移転の過程もまた、当該動産の実体的な物権

変動と一致していなければならないのではないかと考えられるからで

ある。

しかし、かかる一致を厳格に要求するならば、およそ非現実的な結

論となるであろう。

たとえば、本件においても、輸入商品の所有者ではない海貨業者が

当該商品を転売先に納入し、つまりは現実の引渡し（民法182条 1 項）を

しているところ、これは当該転売の買主にとっては当該商品の所有権

譲渡についての対抗要件である「引渡し」（同178条）として評価されざ

るを得ないとすれば、少なくとも現実の引渡しは、所有者ではない第

三者（海貨業者）からなされたものであっても対抗要件を具備し得ると

いうことを意味することになる（24）。
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また、理論的可能性としては、本件事案から離れて、たとえば、Ａ

がＢに動産を賃貸して引き渡した後、当該賃貸借が終了したものの、

当該動産の返還を受けないまま、Ａから当該動産の所有権を譲り受け

たＣがあらためてＢとの間で賃貸借契約を締結した場合のように、所

有者ではない第三者（Ｂ）から占有改定（同183条）がなされたと評価さ

れるケースが考えられるであろう（25）（26）。

このことは、本件のようなケースにおいても、所有者ではない第三

者である海貨業者からの占有改定によって金融機関の譲渡担保権につ

き対抗要件を具備する構成の余地があることを示唆する。本件では、

海貨業者Ｈ等から金融機関Ｘへの占有改定として構成するには両者間

の合意が求められることとなるが、本決定が指摘するように、「Ｙの海

貨業者に対する本件商品の受領等に関する委託も、本件商品の輸入に

つき信用状が発行され、同信用状を発行した金融機関が譲渡担保権者

として本件商品の引渡しを占有改定の方法により受けることとされて

いることを当然の前提とするものであった」とするならば、当該委託

に際し、海貨業者から不特定の金融機関に対する占有改定の申込みが

あったことまでは認定できよう。

あとは、金融機関Ｘからの承諾の意思表示が認定できればかかる構

成も取り得たところであるが、少なくとも申込者である海貨業者が当

該承諾の意思表示の相手方になる以上、そこまでの認定は困難と思わ

れ、そのため、かかる構成は取り得なかったものと考えられる。

⑶　指図による占有移転（民法184条）からのアプローチ

以上のアプローチに対し、本稿では、指図による占有移転（民法184

条）の側からのアプローチも可能であることを示したい。

この点、おそらく本決定も前提としたように、本件取引においては、

直接占有者に送付された商業送り状に具体的な譲渡担保権者が特定さ

れておらず、これは占有移転のための「指図」としては評価できない

との見方が趨勢と思われる。その背景には、 2 つの最高裁判例（27）を中

心に、「指図」認定のハードルを高める裁判例群の存在がある。
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しかし、これらの裁判例は、本来の対抗問題を処理するため、民法

178条の適用上、指図による占有移転の有無が争われたといったケース

ではなく、そのほとんどが、⒜転々譲渡の場合に、最終の譲受人がい

わゆる解除前の第三者として民法545条 1 項ただし書により保護される

か否か、あるいは、⒝所有権留保特約の存在等により、第三者が無権

利者からの譲受人となった場合に、その者を民法192条の即時取得に

よって保護できるか否かのいずれかが争われたケースとなっている。

そのため、⒜のケースにおいては、民法545条 1 項ただし書という「第

三者」に、いわゆる権利保護資格要件として、いかなる占有移転行為

が必要かが問われることとなるし、⒝のケースにおいては、民法192条

にいう「動産の占有を始めた」に、判例が占有改定（民法183条）を除

外する中、指図による占有移転はなお含めてよいのかが問われること

となる。つまりは、民法178条の適用問題以上に別異の配慮が必要であ

るとも思われる中での解釈であり、自ずと認定のハードルは高くなる

とも考えられよう。以下、これらの論点を個別に検討する。

①　指図による占有移転と即時取得
概ね否定説で趨勢を決している占有改定と即時取得の問題とは異な

り、指図による占有移転が即時取得の要件を満たし得るかの問題につ

いては、昭和57年の最高裁判例（28）が一般法理ではなく、射程の狭い事

例判断として適用を肯定しているにすぎない現状において、なお議論

が尽くされていないように思われる。

すなわち、占有改定とは異なり、「簡易の引渡や指図による引渡が

あった場合には、所持こそ動かぬが、真正の権利者の信頼は形の上で

も完全に裏切られて第三者が占有権を取得するのであるから、第192条

は適用されてよい」とする適用肯定説（29）が広く知られる一方で、具体

的事案を類型化して個別的に検討すべきであるとする見解（30）が提唱さ

れ、例えば、無権利者からの占有改定により動産の間接占有を得た者

が第三者に指図による占有移転を行った場合における当該第三者や、

指図による占有移転の方法を用いた動産の二重譲渡の場合における第
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しかし、これらの裁判例は、本来の対抗問題を処理するため、民法

178条の適用上、指図による占有移転の有無が争われたといったケース

ではなく、そのほとんどが、⒜転々譲渡の場合に、最終の譲受人がい

わゆる解除前の第三者として民法545条 1 項ただし書により保護される

か否か、あるいは、⒝所有権留保特約の存在等により、第三者が無権

利者からの譲受人となった場合に、その者を民法192条の即時取得に

よって保護できるか否かのいずれかが争われたケースとなっている。

そのため、⒜のケースにおいては、民法545条 1 項ただし書という「第

三者」に、いわゆる権利保護資格要件として、いかなる占有移転行為

が必要かが問われることとなるし、⒝のケースにおいては、民法192条

にいう「動産の占有を始めた」に、判例が占有改定（民法183条）を除

外する中、指図による占有移転はなお含めてよいのかが問われること

となる。つまりは、民法178条の適用問題以上に別異の配慮が必要であ

るとも思われる中での解釈であり、自ずと認定のハードルは高くなる

とも考えられよう。以下、これらの論点を個別に検討する。

①　指図による占有移転と即時取得
概ね否定説で趨勢を決している占有改定と即時取得の問題とは異な

り、指図による占有移転が即時取得の要件を満たし得るかの問題につ

いては、昭和57年の最高裁判例（28）が一般法理ではなく、射程の狭い事

例判断として適用を肯定しているにすぎない現状において、なお議論

が尽くされていないように思われる。

すなわち、占有改定とは異なり、「簡易の引渡や指図による引渡が

あった場合には、所持こそ動かぬが、真正の権利者の信頼は形の上で

も完全に裏切られて第三者が占有権を取得するのであるから、第192条

は適用されてよい」とする適用肯定説（29）が広く知られる一方で、具体

的事案を類型化して個別的に検討すべきであるとする見解（30）が提唱さ

れ、例えば、無権利者からの占有改定により動産の間接占有を得た者

が第三者に指図による占有移転を行った場合における当該第三者や、

指図による占有移転の方法を用いた動産の二重譲渡の場合における第
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2 譲受人には、即時取得を否定すべきとされる。むしろ大審院判例の

主流は即時取得の成立を否定していた（31）にもかかわらず、上記の昭和

57年最判が即時取得を肯定したのは、無権利者による寄託後に指図に

よる占有移転が行われた事案であって、上記類型論の下でも即時取得

を認めるべきとされた類型であった等の事情が存したためと思われ

る（32）。

それゆえ、その後の裁判例の動向にも大きな変化がみられず、現在

の判例法理の下でも、指図による占有移転一般につき即時取得が成立

するとはされておらず、いわば192条のフィルターを経た184条の姿が

現れるにすぎないのであるから、そこでの判示内容から、指図による

占有移転一般に関する解釈を引き出すことには慎重となるべきであろ

う。

②　権利保護資格要件としての占有取得行為
契約の解除前に当該契約上の権利につき利害関係を有するに至った

第三者は、民法545条 1 項ただし書の適用上、解除によって当該権利を

回復すべき者との関係で、保護の資格を主張するため、不動産登記等

の対抗要件具備行為をしなければならないかが、ここでの問題である。

この場合に第三者に求められる要件は、権利保護資格要件などと呼ば

れる。

この点、不動産取引の場面における登記の要否が典型的な問題であ

るが、これを本件のような動産取引に引き直すならば、権利保護資格

要件としての占有取得行為となり、ここではさらに、権利保護資格要

件としての指図による占有移転の当否が問題となる。

もっとも、登記に公信力がない中で、必ずしも帰責性のない解除権

者とのバランスから、第三者に登記を要求する不動産取引の場合とは

異なり、即時取得制度による保護の余地がある動産取引においては別

異の考慮が働くとも考えられる。すなわち、現実の裁判例が示唆する

ように、動産が転々譲渡された後に最初の譲渡契約が解除され、最後

の譲受人が第三者として保護されるか否かが争われるケースと、最初
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の譲渡契約に所有権留保特約が付されたため、最後の譲渡契約が他人

物譲渡となり、その譲受人が即時取得によって保護されるか否かが争

われるケースとは、いわば紙一重であるといえ（33）、上記①で述べた類

型論のような解釈がこの問題にも影響を及ぼすのではないかとも考え

られるところであり、そうであるならば、権利保護資格要件なるもの

の当否をめぐる解釈論のフィルターを経ることも含め、そこでの判示

内容もまた、指図による占有移転一般に関する解釈論としては参照に

値しないように思われる。

③　民法184条そのものの当否
さらにいえば、指図による占有移転を定める民法184条そのものの当

否も問題となり得る。

民法184条は、フランス法に直接のルーツはなく、ドイツ民法第 1 草

案804条、ザクセン民法201条及び（旧）スイス債務法201条に範をとっ

たものと思われる（34）。そこには、「指示」や「指図」、「指令」、「委託」

などと訳される語を用いた占有移転の規定がみられ、これらを参考に

民法184条が起草されたものとみられる。

この点、確かに、譲渡人から占有代理人への指図を要件とすること

で、あたかも債権譲渡につき譲渡人から債務者への通知を要求する

（民法467条）のと同様の要件を要求し、譲渡についての占有代理人の認

識を占有移転の条件とするとの考えは決して理解できないものではない。

しかし、物権に属する占有の譲渡を要件面において債権譲渡と同列

においてよいかは一考に値するであろう。一般に、直接占有者に向け

られる物権的返還請求権を行使するにあたって、当該請求権の根拠と

なる物権を有することの立証はもっぱら請求者側に求められるものの、

その立証が可能である限り、それ以上に直接占有者への通知や指図と

いったものは要求されてはいない。現に、現行ドイツ民法931条（返還

請求権の譲渡）は、指図を要求することなく、返還請求権の譲渡により、

間接占有の移転と動産物権譲渡の効力要件としての引渡しとを基礎づ

けている。
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の譲渡契約に所有権留保特約が付されたため、最後の譲渡契約が他人

物譲渡となり、その譲受人が即時取得によって保護されるか否かが争

われるケースとは、いわば紙一重であるといえ（33）、上記①で述べた類

型論のような解釈がこの問題にも影響を及ぼすのではないかとも考え

られるところであり、そうであるならば、権利保護資格要件なるもの

の当否をめぐる解釈論のフィルターを経ることも含め、そこでの判示

内容もまた、指図による占有移転一般に関する解釈論としては参照に

値しないように思われる。

③　民法184条そのものの当否
さらにいえば、指図による占有移転を定める民法184条そのものの当

否も問題となり得る。

民法184条は、フランス法に直接のルーツはなく、ドイツ民法第 1 草

案804条、ザクセン民法201条及び（旧）スイス債務法201条に範をとっ

たものと思われる（34）。そこには、「指示」や「指図」、「指令」、「委託」

などと訳される語を用いた占有移転の規定がみられ、これらを参考に

民法184条が起草されたものとみられる。

この点、確かに、譲渡人から占有代理人への指図を要件とすること

で、あたかも債権譲渡につき譲渡人から債務者への通知を要求する

（民法467条）のと同様の要件を要求し、譲渡についての占有代理人の認

識を占有移転の条件とするとの考えは決して理解できないものではない。

しかし、物権に属する占有の譲渡を要件面において債権譲渡と同列

においてよいかは一考に値するであろう。一般に、直接占有者に向け

られる物権的返還請求権を行使するにあたって、当該請求権の根拠と

なる物権を有することの立証はもっぱら請求者側に求められるものの、

その立証が可能である限り、それ以上に直接占有者への通知や指図と

いったものは要求されてはいない。現に、現行ドイツ民法931条（返還

請求権の譲渡）は、指図を要求することなく、返還請求権の譲渡により、

間接占有の移転と動産物権譲渡の効力要件としての引渡しとを基礎づ

けている。
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他方、日本法の下でも、代理占有の成立場面の 1 つである不動産賃

貸借において、間接占有者である賃貸人の地位は、当該不動産又は当

該地位の譲渡により、直接占有者である賃借人の承諾を要しないで移

転するため（民法605条の 2 第 1 項、605条の 3 前段参照）、それに伴って間

接占有もまた移転するものと解される。

また、債権法改正後の民法では、これまでの判例を変更し、賃貸人

の地位を留保しながら原賃貸借を転貸借に移行させる形の賃貸借を許

容するに至ったが（民法605条の 2 第 2 項前段）、これは、本来の指図によ

る占有移転とは区別された、間接占有を維持しつつ再間接占有（復代理

占有）が成立する場面を想定した新たな立法と評し得る。

このような扱いと民法184条とが果たして整合しているかが問われよ

う。

④　小　括
以上の検討からは、少なくとも民法178条の適用上は、「指図」認定

のハードルをむしろ低くする方向で、指図による占有移転による対抗

要件具備を緩やかに認めることが可能と思われる。

⑷　動産譲渡担保権からのアプローチ

つぎに、本件が動産譲渡担保権の対抗要件具備が問われた事例であ

ることから、動産譲渡担保権特有の視点からもアプローチを試みたい。

①　譲渡担保権の法的構成による影響
譲渡担保権については、目的物が動産か不動産かを問わず、その法

的構成が議論されてきた。形式を重視し、目的物の所有権は譲渡担保

権者に完全に移転していると捉える所有権的構成と、実質を重視し、

譲渡担保権者は目的物についての担保権を取得し、所有権は設定者に

とどまると捉える担保権説が対極であるが、近時は、目的物の所有権

が譲渡担保権者に移転することを認めるものの、それは債権担保の目

的に応じた部分に限られ、残りの権能は設定者に留保されるものとし

て、設定者も目的物に関する物権（設定者留保権＝所有権－担保権）を有

すると捉える設定者留保権説も有力である。
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この譲渡担保権が一般には担保権者に目的物の占有を移さない非占

有担保であることを前提とするならば、設定者が間接占有者である場

合の譲渡担保権設定による間接占有の帰すうは、この法的構成論に

よって左右されるのではないかと考えられる。すなわち、論理必然的

でないとは思われるものの、設定者が直接占有者である場合の譲渡担

保権設定においては、もっぱら占有改定による対抗要件具備が目指さ

れるのに対し、設定者が間接占有者である場合の譲渡担保権設定にお

いては、所有権的構成によれば、設定者に物権的権能を残さない構成

であることから、物権的権能の一部を成す間接占有をも譲渡担保権者

に移転させる方法として、⒜（純粋な）指図による占有移転が目指され、

担保権説によれば、所有権を設定者にとどめつつ、その一部の権能で

ある担保権を譲渡担保権者に取得させる構成であることから、間接占

有を設定者に残しつつ、再間接占有（復代理占有）を譲渡担保権者に取

得させる方法として、⒝間接占有者からの占有改定が目指されること

となろう。

また、いわゆる設定者留保権説によれば、所有権を譲渡担保権者に

移転させつつ、設定者留保権なる物権的権能を設定者にも残存させる

構成であることから、設定者と譲渡担保権者双方に重畳的な間接占有

を成立させる方法が目指されるものと思われる。この方法としては、

前記⑵④で考察した、⒞直接占有者（海貨業者）からの占有改定により、

先に間接占有を得ていた設定者とともに譲渡担保権者が二重の間接占

有を得るものと解するか、あるいは、⒟設定者（間接占有者）からの指

図による占有移転を観念するも、設定者は間接占有を失わず、譲渡担

保権者に二重の間接占有を成立させるといった、いわば特殊な指図に

よる占有移転がなされたものと解するかのいずれかが考えられる。

したがって、⒝の方法を採ったもの思われる本決定は、ここから逆

算をすれば、上記の法的構成のうち、担保権説に親近性をもつとはい

えそうであるものの、ここで重要と思われる指摘は、譲渡担保権者に

間接占有を取得させる方法が複数存在し、そのいずれによるかは、譲
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この譲渡担保権が一般には担保権者に目的物の占有を移さない非占

有担保であることを前提とするならば、設定者が間接占有者である場

合の譲渡担保権設定による間接占有の帰すうは、この法的構成論に

よって左右されるのではないかと考えられる。すなわち、論理必然的

でないとは思われるものの、設定者が直接占有者である場合の譲渡担

保権設定においては、もっぱら占有改定による対抗要件具備が目指さ

れるのに対し、設定者が間接占有者である場合の譲渡担保権設定にお

いては、所有権的構成によれば、設定者に物権的権能を残さない構成

であることから、物権的権能の一部を成す間接占有をも譲渡担保権者

に移転させる方法として、⒜（純粋な）指図による占有移転が目指され、

担保権説によれば、所有権を設定者にとどめつつ、その一部の権能で

ある担保権を譲渡担保権者に取得させる構成であることから、間接占

有を設定者に残しつつ、再間接占有（復代理占有）を譲渡担保権者に取

得させる方法として、⒝間接占有者からの占有改定が目指されること

となろう。

また、いわゆる設定者留保権説によれば、所有権を譲渡担保権者に

移転させつつ、設定者留保権なる物権的権能を設定者にも残存させる

構成であることから、設定者と譲渡担保権者双方に重畳的な間接占有

を成立させる方法が目指されるものと思われる。この方法としては、

前記⑵④で考察した、⒞直接占有者（海貨業者）からの占有改定により、

先に間接占有を得ていた設定者とともに譲渡担保権者が二重の間接占

有を得るものと解するか、あるいは、⒟設定者（間接占有者）からの指

図による占有移転を観念するも、設定者は間接占有を失わず、譲渡担

保権者に二重の間接占有を成立させるといった、いわば特殊な指図に

よる占有移転がなされたものと解するかのいずれかが考えられる。

したがって、⒝の方法を採ったもの思われる本決定は、ここから逆

算をすれば、上記の法的構成のうち、担保権説に親近性をもつとはい

えそうであるものの、ここで重要と思われる指摘は、譲渡担保権者に

間接占有を取得させる方法が複数存在し、そのいずれによるかは、譲

）
三
三
八
（

57



輸
入
商
品
譲
渡
担
保
の
設
定
者
の
再
生
手
続
開
始
と
転
売
代
金
債
権
へ
の
物
上
代
位
（
清
水
）

一
六
九

渡担保権の法的構成をめぐる議論によって影響を受け得るとともに、

その取得方法のいずれによるかによって、要件・効果が異なり得るの

ではないかということである。こうした視点からの検討も重要であろう。

②　動産担保権と動産所有権とで対抗要件を区別する視点の当否
ついで、動産担保権の対抗要件を動産所有権の対抗要件一般と区別

する視点の当否についても検討を加える。

動産譲渡担保権については、集合動産譲渡担保権の設定が可能とさ

れていることからわかるように、目的物の特定性を緩和した状況で一

括の対抗要件具備が許容されており（35）、動産所有権一般とは異なる扱

いを受けていることから（36）、対抗要件具備に必要な占有移転を動産所

有権一般よりも緩和できるものとして、本決定のような緩やかな対抗

要件具備は、動産担保権だからこそ許容できるとの見解もあり得よう。

しかし、同じ動産担保権であっても、占有の移転を必須とする動産

質権については、理論上、指図による占有移転（民法184条）による質

権設定、すなわち、間接占有者からの質権設定が可能であるところ、

その場合においても対抗要件を緩和できるとするのは、質権の占有担

保性（民法344条、345条）を骨抜きにし、およそ妥当とはいえないであ

ろう。

したがって、かかる対抗要件の緩和は、非占有担保としての動産譲

渡担保権であるからこそ可能ではないかと考えられる。

⑸　動産譲渡登記（特例法登記）制度からの評価

なお、本決定が間接占有者との合意による占有改定という新しい類

型を認めたことで、動産・債権譲渡特例法が平成16（2004）年に創設し

た動産譲渡登記制度への悪影響（特例法登記改善に向けた制度力学が生じ

ないということ）が懸念されている（37）。

もっとも、同一の物権について二重の公示方法が許容されているの

は、不動産賃借権についての民法605条登記と借地借家法上の対抗要件

（同法10条 1 項、31条）や、立木所有権についての明認方法と立木法登記

など、決して珍しいことではないところ、先に認められていた公示方
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法（民法605条登記、明認方法）よりも後に認められた公示方法（借地借家

法上の対抗要件、立木法登記）の方が容易であれば、公示方法の柔軟化に

より後発の公示方法の利用が促進され、より困難であれば、公示方法

を多元化しても（他のインセンティブが働かない限り）後発の公示方法の

利用は停滞することとなる。そして、前者のパターンに属するのが不

動産賃借権であり、後者のパターンに属するのが立木所有権と動産所

有権であったといえる。

それゆえ、本決定により、先発の公示方法である占有移転が柔軟化

したことから、後発の公示方法である動産譲渡登記の利用がいっそう

停滞することになるものの、取引の実状を踏まえた政策的判断として

は受け容れざるを得ないものと思われる（38）。

3 　第三者性否定アプローチ

冒頭で述べたように、本決定の結論は、理論上、対抗要件は具備し

ていないものの相手方（再生債務者）の第三者性を否定することでも到

達し得る。

不動産物権変動に関して広く知られている第三者性（民法177条）の

制限、すなわち、「第三者トハ当事者若クハ其包括承継人ニ非スシテ不

動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ノ登記欠缺ヲ主張スル正当ノ利益ヲ

有スル者」を指称するとの、いわゆる制限説（大判明治41年12月15日民録

14輯1276頁等）は、動産物権変動にも妥当し、民法178条にいう「第三

者」は、「引渡の欠缺を主張する正当の利益」（最二小判昭和33年 3 月14日

民集12巻 3 号570頁等）を有する者に制限されるものと解されている。た

とえば、寄託契約における受寄者は民法178条にいう「第三者」には当

たらないとの判例（39）が存在する。

もっとも、民事再生手続においては、一般に、再生債務者の第三者

性が肯定されており、しかも、登記・登録については、「再生手続開始

前に生じた登記原因に基づき再生手続開始後にされた」ものは、「再生
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法（民法605条登記、明認方法）よりも後に認められた公示方法（借地借家

法上の対抗要件、立木法登記）の方が容易であれば、公示方法の柔軟化に

より後発の公示方法の利用が促進され、より困難であれば、公示方法

を多元化しても（他のインセンティブが働かない限り）後発の公示方法の

利用は停滞することとなる。そして、前者のパターンに属するのが不

動産賃借権であり、後者のパターンに属するのが立木所有権と動産所

有権であったといえる。

それゆえ、本決定により、先発の公示方法である占有移転が柔軟化

したことから、後発の公示方法である動産譲渡登記の利用がいっそう

停滞することになるものの、取引の実状を踏まえた政策的判断として

は受け容れざるを得ないものと思われる（38）。

3 　第三者性否定アプローチ

冒頭で述べたように、本決定の結論は、理論上、対抗要件は具備し

ていないものの相手方（再生債務者）の第三者性を否定することでも到

達し得る。

不動産物権変動に関して広く知られている第三者性（民法177条）の

制限、すなわち、「第三者トハ当事者若クハ其包括承継人ニ非スシテ不

動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ノ登記欠缺ヲ主張スル正当ノ利益ヲ

有スル者」を指称するとの、いわゆる制限説（大判明治41年12月15日民録

14輯1276頁等）は、動産物権変動にも妥当し、民法178条にいう「第三

者」は、「引渡の欠缺を主張する正当の利益」（最二小判昭和33年 3 月14日

民集12巻 3 号570頁等）を有する者に制限されるものと解されている。た

とえば、寄託契約における受寄者は民法178条にいう「第三者」には当

たらないとの判例（39）が存在する。

もっとも、民事再生手続においては、一般に、再生債務者の第三者

性が肯定されており、しかも、登記・登録については、「再生手続開始

前に生じた登記原因に基づき再生手続開始後にされた」ものは、「再生
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手続の関係においては、その効力を主張することができない」との明

文規定（民事再生法45条）が存在する。同条に関して語られる、「個別の

権利行使が禁止される一般債権者と再生手続によらないで別除権を行

使することができる債権者との衡平を図るなどの趣旨」（最二小判平成22

年 6 月 4 日民集64巻 4 号1107頁）は、動産担保権にも等しく妥当すると解

するならば、再生債務者に第三者性を認め、その対抗要件である「引

渡し」等の具備が求められることとなろう（40）。

したがって、譲渡担保権設定者である再生債務者が再生手続開始後

に自ら設定した譲渡担保権に基づく物上代位権行使を否定するかのよ

うな主張を行うのはいわゆる禁反言則に触れ、信義則に反するのでは

ないかとの一見もっともらしい指摘は当たらないこととなる。

しかし、他方で、未登記通行地役権の対抗力をめぐる近時の判例法

理によれば、通行地役権の承役地が第三者に譲渡されても、「譲渡の時

に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用され

ていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明ら

かであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識するこ

とが可能であったとき」は、特段の事情がない限り、当該譲受人は

「第三者」に当たらず（41）、つまりは、背信的悪意の排除にとどまらず、

善意であってもかかる認識が可能であった場合には「第三者」から排

除されることとなる。そして、その根拠として、承役地の譲受人は、

要役地の所有者が承役地について「何らかの通行権を有していること

を容易に推認することができ、また、要役地の所有者に照会するなど

して通行権の有無、内容を容易に調査することができる」ため、通行

地役権の設定につき善意であっても、「何らかの通行権の負担のあるも

のとしてこれを譲り受けたものというべきであって」、当該譲受人が

「地役権設定登記の欠缺を主張することは、通常は信義に反する」との

理由を掲げる。

そこで、この判例法理が譲渡担保権その他の担保物権に応用できる

かが問題となる。この点、担当調査官の解説によれば、「どこまで及ぶ
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かは問題である」としつつも、上記の要件は、「『物理的状況から客観

的に明らかである』というものであるから、本判決の射程距離が抵当

権その他の担保物権に及ぶとはいえないが、通行地役権以外の地役権

や地上権その他の用益物権には及ぶと解する余地があろう」との指摘

がみられる（42）。確かに、「物理的状況から客観的」な形で担保目的物

であることが明らかとなるケースはおよそ想定し難いものの、上記の

根拠を変形させ、“ 他の者が輸入商品について何らかの担保権を有して

いることを容易に推認することができ、また、担保権の有無、内容を

容易に調査することができる ” との状況が認められるならば、応用の

余地はあろう。しかも、本決定は、「Ｙの海貨業者に対する本件商品の

受領等に関する委託も、本件商品の輸入につき信用状が発行され、同

信用状を発行した金融機関が譲渡担保権者として本件商品の引渡しを

占有改定の方法により受けることとされていることを当然の前提とす

るものであった」と述べており、少なくとも海貨業者等の輸入関係者

にとっては、輸入商品上の譲渡担保権の存在を容易に推認できる状況

にあったとはいえそうである。

しかしながら、再生債務者によって利益を代表される立場にある再

生債権者のすべてが輸入関係者であるとは限らない点に鑑みるならば、

やはり応用は困難とみるべきではないかと思われる。

4 　対抗要件不要アプローチ

第 3 のアプローチは、そもそも対抗要件を不要であると解するアプ

ローチである。これには、公示方法なくして対抗可能な動産先取特権

（民法311条以下）に依拠するアプローチと、公示方法が不要とされる弁

済による法定代位（同499条以下）に依拠するアプローチとがあり得る。

前者（動産先取特権）は、現に、同様の輸入商品につき動産譲渡担保

権に基づく物上代位を認めた先例である前記平成11年決定の評価とし

て、動産売買先取特権（民法321条）を行使すべき場面と利益状況が共
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かは問題である」としつつも、上記の要件は、「『物理的状況から客観

的に明らかである』というものであるから、本判決の射程距離が抵当

権その他の担保物権に及ぶとはいえないが、通行地役権以外の地役権

や地上権その他の用益物権には及ぶと解する余地があろう」との指摘

がみられる（42）。確かに、「物理的状況から客観的」な形で担保目的物

であることが明らかとなるケースはおよそ想定し難いものの、上記の

根拠を変形させ、“ 他の者が輸入商品について何らかの担保権を有して

いることを容易に推認することができ、また、担保権の有無、内容を

容易に調査することができる ” との状況が認められるならば、応用の

余地はあろう。しかも、本決定は、「Ｙの海貨業者に対する本件商品の

受領等に関する委託も、本件商品の輸入につき信用状が発行され、同

信用状を発行した金融機関が譲渡担保権者として本件商品の引渡しを

占有改定の方法により受けることとされていることを当然の前提とす

るものであった」と述べており、少なくとも海貨業者等の輸入関係者

にとっては、輸入商品上の譲渡担保権の存在を容易に推認できる状況

にあったとはいえそうである。

しかしながら、再生債務者によって利益を代表される立場にある再

生債権者のすべてが輸入関係者であるとは限らない点に鑑みるならば、

やはり応用は困難とみるべきではないかと思われる。

4 　対抗要件不要アプローチ

第 3 のアプローチは、そもそも対抗要件を不要であると解するアプ

ローチである。これには、公示方法なくして対抗可能な動産先取特権

（民法311条以下）に依拠するアプローチと、公示方法が不要とされる弁

済による法定代位（同499条以下）に依拠するアプローチとがあり得る。

前者（動産先取特権）は、現に、同様の輸入商品につき動産譲渡担保

権に基づく物上代位を認めた先例である前記平成11年決定の評価とし

て、動産売買先取特権（民法321条）を行使すべき場面と利益状況が共
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通しているとの指摘もみられたところであり、その類推適用による対

応が考えられる（43）。これは、信用状取引の機能を動産売買との対比に

おいてどう評価するかにもよると思われるが、一般に厳格解釈が志向

されるものと思われる先取特権規定の解釈の限界を見定めつつ検討す

べき課題であろう。

他方、後者（弁済による法定代位）は、自動車の留保所有権に基づき

登録なくして別除権行使を認めた近時の最高裁判例（最一小判平成29年

12月 7 日民集71巻10号1925頁）を受け、今後検討が深められるものと思わ

れる。とりわけ、登録なき別除権行使を逆に否定した最高裁判例（前記

最判平成22年 6 月 4 日）との結論の相違が法定代位構成に由来するので

あるとするならば（44）、本件のような信用状発行銀行による弁済のケー

スをこれに近づけることで対抗要件を不要と解することが考えられよ

う。

なお、両者のアプローチは一見無関係であるようにみえるものの、

近時の判例（最三小判平成23年11月22日民集65巻 8 号3165頁）によれば、弁

済による代位の制度もまた、「原債権を求償権を確保するための一種の

担保として機能させることをその趣旨とするものである」と説かれる

に至っている。つまりは、ともに担保制度であるとの共通項を見出す

ことができる。しかも、本件も、国際物品売買であることを度外視す

るならば、売主（輸出業者）が有する動産先取特権が代位弁済によって

移転したとも構成し得るところであり（45）、より強固な理由によって対

抗要件が不要であるとも解し得よう。

5 　物上代位に関する問題

ついで、物上代位固有の問題について検討を加える。

（特定）動産譲渡担保権に基づく売却代金債権への物上代位の可否に

ついては、すでに前記平成11年決定が当該事例上の判断としてこれを

肯定し、その後さらに、前記平成22年決定が、集合動産譲渡担保権に
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基づく共済金請求権への物上代位を、今度は一般論として肯定した。

そのため、物上代位に関する本決定の意義としては、（特定）動産譲渡

担保権に基づく売却代金債権への物上代位を、事例判断としてではな

く、一般論として肯定した点に求められよう。もっとも、これらの決

定を慎重に読み解くならば、判例法理は、集合動産譲渡担保権に基づ

く “ 売却代金 ” 債権への物上代位も肯定するものであるとは必ずしも

いえないように思われる。同じ売却代金債権であっても、（特定）動産

譲渡担保権にあっては、当該動産への追及効が遮断される反面におい

て取得される代替的財産であるのに対し、集合動産譲渡担保権にあっ

ては、指定範囲に含まれる集合動産への譲渡担保権実行が確保される

上での付加的な財産にすぎないからである。

また、本決定は、物上代位権行使の前提として占有改定の有無を検

討していることから、占有改定がなければ再生債務者との関係で物上

代位権を行使できないことを意味するところ、こうした結論は、動産

先取特権に基づく物上代位権行使を破産・執行手続との関係において

も認めた最高裁判例（46）や、抵当権に基づく物上代位権行使を執行手続

や債権譲渡との関係においても認めた最高裁判例（47）と対比させたとき、

やや異質な印象を与えるように思われる。実際上、動産譲渡担保権に

ついては、設定契約と同時に対抗要件が具備されると思われることか

ら、本件のようにその具備自体が争われない限り、執行・倒産手続開

始前に譲渡担保権が設定されてさえいれば、物上代位権を行使できる

との結論に至るものの、理論上は、（設定契約時ではなく）対抗要件具備

時と執行・倒産手続開始時との先後によって物上代位権行使の可否が

決せられるとの立場が本決定によって示されたとみるべきであろう。

ただ、そのように理解した場合、今度は、動産先取特権に基づく物

上代位権行使を債権譲渡との関係において否定した最高裁判例（48）との

整合性が問題となり得るように思われる。動産先取特権に基づく物上

代位権行使の場面における執行・倒産手続開始と債権譲渡とのこうし

た結論の相違につき、「物上代位の目的である転売代金債権が第三者に
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基づく共済金請求権への物上代位を、今度は一般論として肯定した。

そのため、物上代位に関する本決定の意義としては、（特定）動産譲渡

担保権に基づく売却代金債権への物上代位を、事例判断としてではな

く、一般論として肯定した点に求められよう。もっとも、これらの決

定を慎重に読み解くならば、判例法理は、集合動産譲渡担保権に基づ

く “ 売却代金 ” 債権への物上代位も肯定するものであるとは必ずしも

いえないように思われる。同じ売却代金債権であっても、（特定）動産

譲渡担保権にあっては、当該動産への追及効が遮断される反面におい

て取得される代替的財産であるのに対し、集合動産譲渡担保権にあっ

ては、指定範囲に含まれる集合動産への譲渡担保権実行が確保される

上での付加的な財産にすぎないからである。

また、本決定は、物上代位権行使の前提として占有改定の有無を検

討していることから、占有改定がなければ再生債務者との関係で物上

代位権を行使できないことを意味するところ、こうした結論は、動産

先取特権に基づく物上代位権行使を破産・執行手続との関係において

も認めた最高裁判例（46）や、抵当権に基づく物上代位権行使を執行手続

や債権譲渡との関係においても認めた最高裁判例（47）と対比させたとき、

やや異質な印象を与えるように思われる。実際上、動産譲渡担保権に

ついては、設定契約と同時に対抗要件が具備されると思われることか

ら、本件のようにその具備自体が争われない限り、執行・倒産手続開

始前に譲渡担保権が設定されてさえいれば、物上代位権を行使できる

との結論に至るものの、理論上は、（設定契約時ではなく）対抗要件具備

時と執行・倒産手続開始時との先後によって物上代位権行使の可否が

決せられるとの立場が本決定によって示されたとみるべきであろう。

ただ、そのように理解した場合、今度は、動産先取特権に基づく物

上代位権行使を債権譲渡との関係において否定した最高裁判例（48）との

整合性が問題となり得るように思われる。動産先取特権に基づく物上

代位権行使の場面における執行・倒産手続開始と債権譲渡とのこうし

た結論の相違につき、「物上代位の目的である転売代金債権が第三者に
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譲渡され…債務者の一般財産から逸出した場合にはこれを行使するこ

とができないが、債務者に対して破産宣告がされた場合であっても、

目的債権の特定性保持により物上代位の効力保全、第三債務者を含む

第三者の不測の損害防止の各目的を達することができるから、これを

なお行使することができる」（49）などと正当化を試みるものの、こうし

た理屈自体は、本件のような譲渡担保権と再生手続との関係にも応用

できるため、そうすると、動産譲渡担保権に基づく物上代位権行使の

場面においても、執行・倒産手続開始と債権譲渡とで結論を異にすべ

きこととなるが、それでよいかが問われよう（表 ２参照）。

表 ２・担保の種別による物上代位の可否

動産担保 不動産担保
法定担保

（先取特権）
執行・倒産
手続開始

物上代位三
（最一小判昭和59年 2 月
2 日民集38巻 3 号431頁、
最二小判昭和60年 7 月19
日民集39巻 5 号1326頁）

債権譲渡 物上代位×
（最三小判平成17年 2 月
22日民集59巻 2 号314頁）

約定担保
（譲渡担保権、
抵当権）

執行・倒産 物上代位三
（最二小決平成11年 5 月
17日民集53巻 5 号863頁、
最二小決平成29年 5 月
10日民集71巻 5 号789頁）

物上代位三
（最一小判平成10年 3 月
26日民集52巻 2 号483頁）

債権譲渡 物上代位×？ 物上代位三
（最二小判平成10年 1 月
30日民集52巻 1 号 1 頁）

6　おわりに

本決定は、民法（178条）制定時に想定していたと思われる動産取引

における一般の引渡方法（民法が定める 4 つの方法）からズレた輸入取引
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上の引渡実務につき、輸入実務の混乱を回避すべく、差し当たりは現

状追認的に、判例法理として、法の欠落を埋める対応をとったものと

評価できる。もはや取引当事者による動産の物理的経由は必須ではな

く、それを前提に譲渡担保権の設定も対抗力の具備も可能にすべきと

思われ、そうした傾向は、証券のペーパーレス化・電子化の進展によ

り、いっそう強まるものと思われる。本来であれば、船荷証券や倉荷

証券を規定し、証券の引渡しを運送品の引渡しと擬制する、いわゆる

引渡擬制（商法575条、776条等）の方途を定めた明治商法制定の段階で

すでに、本来の引渡方法は不要とされていたとの事実にも照らせば、

本来的には、立法による適切な対応が100年以上にわたって求められて

いたとはいえよう。

物権法定主義（民法175条）が妥当し、とかく硬直的に捉えられがち

な物権法の中にあって、新たな商慣習法（商法 1 条 2 項）上の公示方法

ともいえる間接占有者からの占有改定を認めた本決定は、物権法秩序

の柔軟性を示す一事例としても興味深い素材を提供するものといえる。

また、本決定後、法定不安定性を回避し、あくまで民法に則った明

確な「指図」による占有移転の実務が今後形成されていくかについて

も注視していきたい。

（ 1 ）	 元地回収船荷証券などと訳される。
（ 2 ）	 本文の金額は原決定の前提事実（第 1 の 2 ⑼）に記された金額である。

これに対し、原決定別紙の担保権・被担保債権・請求債権目録によれば、
6641.90US ドルとあり、いずれが正しいか定かでない。

（ 3 ）	 転売代金合計額は、579万6646円である。
（ 4 ）	 裁判官：中垣内健治（裁判長）、瀬戸茂峰、宮本浩治。
（ 5 ）	 裁判官：山下郁夫（裁判長）、杉江佳治、吉川愼一。
（ 6 ）	 本評釈は、2018年 9 月20日、東京弁護士会金融取引法部定例会にて報

告した内容を基にしたものである。当日、貴重なご意見を賜った部員各位
にこの場を借りて御礼申し上げる。

（ 7 ）	 小貫芳信裁判長のほか、鬼丸かおる・山本庸幸・菅野博之各裁判官、
全員一致の意見による決定。本決定の評釈・解説として、大寄麻代『最判
解民事篇平成29年度』244頁（2020年 3 月）のほか、粟田口太郎「判批」
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上の引渡実務につき、輸入実務の混乱を回避すべく、差し当たりは現

状追認的に、判例法理として、法の欠落を埋める対応をとったものと
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6641.90US ドルとあり、いずれが正しいか定かでない。

（ 3 ）	 転売代金合計額は、579万6646円である。
（ 4 ）	 裁判官：中垣内健治（裁判長）、瀬戸茂峰、宮本浩治。
（ 5 ）	 裁判官：山下郁夫（裁判長）、杉江佳治、吉川愼一。
（ 6 ）	 本評釈は、2018年 9 月20日、東京弁護士会金融取引法部定例会にて報

告した内容を基にしたものである。当日、貴重なご意見を賜った部員各位
にこの場を借りて御礼申し上げる。

（ 7 ）	 小貫芳信裁判長のほか、鬼丸かおる・山本庸幸・菅野博之各裁判官、
全員一致の意見による決定。本決定の評釈・解説として、大寄麻代『最判
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金法2068号 4 頁（2017年 6 月）、水野信次「判批」銀法826号36頁（2018年
3 月）、森田修「判批」金法2075号10頁（2017年10月）、藤澤治奈「判批」
法教446号49頁（2017年11月）、本村健ほか「判批」商事法務2154号59頁

（2017年12月）、青木則幸「判批」新・判例解説 Watch22号89～92頁（2018
年 4 月）、角紀代恵「判批」リマークス56号18頁（2018年 2 月）、下村信江

「判批」近畿大学法科大学院論集14号117頁（2018年 3 月）、町田余理子
「判批」中央学院大学法学論叢31巻 2 号143頁（2018年 3 月）、吉岡伸一
「外為取引における動産の譲渡担保権の利用」岡山大学法学会雑誌67巻 3 =
4 号409頁（2018年 3 月）、三笘裕「判批」ビジネス法務18巻 4 号43頁

（2018年 4 月）、小山泰史「判批」民商154巻 1 号173頁（2018年 4 月）、生
熊長幸「判批」ジュリ1518号（平成29年度重要判例解説）71頁（2018年 4
月）、石尾賢二「判批」静岡大学法政研究22巻 3 = 4 号113頁（2018年 4 月）、
遠藤元一「判批」金判1540号16頁（2018年 5 月）、水津太郎「判批」民事
判例16号78頁（2018年 5 月）、和田勝行「判批」金法2091号32頁（2018年
6 月）、河野憲一郎「判批」熊本法学143号81頁（2018年 7 月）、阿部裕介

「判批・輸入商品を直接占有しない輸入業者による輸入商品の譲渡担保と
占有改定の成否」金法2097（金融判例研究28）号29頁（2018年 9 月）、吉
岡伸一「判批」NBL1131号93頁（2018年10月）、渡辺幹典「判批」松山大
学論集30巻 5 - 1 号465頁（2018年12月）、小出篤「判批・信用状取引に伴
う譲渡担保と占有改定」『商法判例百選（別冊ジュリ243号）』120頁（2019
年 6 月）がある。

（ 8 ）	 最二小決平成11年 5 月17日民集53巻 5 号863頁。拙著「判批」金判
1286号88頁（2008年）参照。

（ 9 ）	 最一小決平成22年12月 2 日民集64巻 8 号1990頁。拙著「判批」日本法
学78巻 2 号311頁（2012年）参照。

（10）	 たとえば、譲渡担保権者にとっては、担保的機能をもつ正式な船荷証
券をあえて経由させなかった以上、債務者の倒産によるリスクは甘受すべ
きであり、かかるサレンダー B/L の実務は見直されるべきであるといっ
た立論が考えられる。

（11）	 今日の占有制度はローマ法のポセッシオ〔Possessio〕とゲルマン法
のゲヴェーレ〔Gewere〕という 2 つの系譜に属し、例えば、占有訴権

（民法197条以下）は前者、即時取得（民法192条）は後者に由来するなど
と説かれる。その中で、「代理占有制度はその 1 つの法制度のなかに両制
度が相互に乗り入れ融合状態にまでいたっている点で、特異なもの」（田
中整爾「代理占有の特性」大阪学院大学法学研究22巻 1 = 2 号86頁（1996
年））などと指摘される。

（12）	 その証左として、占有改定による即時取得を否定した判例（最判昭和
35年 2 月11日民集14巻 2 号168頁）が想起されよう。そこでは、占有改定
が占有取得方法にはなるが本権取得方法にはならず、両者が区別されてい
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る。
（13）	 佐賀徹哉「代理占有に関する覚書」林良平先生献呈論文集『現代にお

ける物権法と債権法の交錯』150頁（有斐閣、1998年 6 月）。星野英一『民
法概論Ⅱ』88頁（良書普及会、年月）も、「借りたり預ったりしている者を、
民法は、フランス民法学を受けついで『占有代理人』と呼び、貸したり預
けたりしている者は『代理人による占有』または『代理占有』をしている
という」と述べる。旧民法財産編190条 1 項は、「物ノ所持又ハ権利ノ行使
ハ之ヲ第三者ノ所為ニ委ヌルコトヲ得但占有スルノ意思ハ占有ニ付キ利益
ヲ得ント主張スル其人ニ存スルコトヲ要ス」と定め、これは、フランス民
法典2255条（2008年改正前の2228条）に近い内容となっている。

（14）	 この場合、本人とともに占有代理人もまた占有者であるという形での
階層的占有の成立自体が否定される。

（15）	 我妻栄（有泉亨補訂）『新訂物権法』476頁（岩波書店、1983年）など。
この場合、本人とともに占有代理人もまた占有者であるという形での階層
的占有の成立が肯定される。

（16）	 ドイツの現行民法典は、占有意思を要せずに所持のみで占有を認める
客観説を採用する（同854条 1 項参照）。これは、ドイツ民法制定時の第 2
草案から採用された立場であったが、わが国の民法は、いまだ主観説を採
用していたドイツ民法第 1 草案を参考にしたため、客観説が採用されるこ
とはなかった。

（17）	 河上正二『物権法講義』211頁（日本評論社、2012年）、佐久間毅『民
法の基礎 2 物権〔第 2 版〕』265頁（有斐閣、2019年）など。

（18）	 ドイツ民法典は、間接占有の取得方法として868条・870条等の規定を
置き、動産の引渡方法として930条・931条の規定を置くことで両者を区別
する。すなわち、間接占有の取得方法としての占有改定（後掲注（19）のと
おり、厳密には、意思表示による占有取得方法としての占有改定とは異な
る。）は868条、動産の引渡方法としての占有改定は930条がそれぞれ根拠
規定となり、間接占有の取得方法としての返還請求権の譲渡（日本の指図
による占有移転に相当するもの）は870条、動産の引渡方法としての返還
請求権の譲渡は931条がそれぞれ根拠規定となる。ちなみに、930条は、「所
有者が物を占有するときは、その引渡しは、所有者及び取得者が取得者に
間接占有を取得させる法律関係を合意することをもって代えることができ
る」と定め、931条は、「第三者が物を占有するときは、その引渡しは、所
有者が取得者に物の返還請求権を譲渡することをもって代えることができ
る」と定める（訳文は、マンフレート・ヴォルフほか（大場浩之ほか訳）

『ドイツ物権法』614頁〔鳥山泰志〕（成文堂、2016年11月）による。）。
（19）	 もっとも、日本法の規定振りは、占有改定等を占有取得方法として規

定しつつも、その実は、意思表示や指図の要件を通じ、第三者対抗要件と
しての「引渡し」に代替し得るものとして機能することを専ら想定した規
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民法は、フランス民法学を受けついで『占有代理人』と呼び、貸したり預
けたりしている者は『代理人による占有』または『代理占有』をしている
という」と述べる。旧民法財産編190条 1 項は、「物ノ所持又ハ権利ノ行使
ハ之ヲ第三者ノ所為ニ委ヌルコトヲ得但占有スルノ意思ハ占有ニ付キ利益
ヲ得ント主張スル其人ニ存スルコトヲ要ス」と定め、これは、フランス民
法典2255条（2008年改正前の2228条）に近い内容となっている。

（14）	 この場合、本人とともに占有代理人もまた占有者であるという形での
階層的占有の成立自体が否定される。

（15）	 我妻栄（有泉亨補訂）『新訂物権法』476頁（岩波書店、1983年）など。
この場合、本人とともに占有代理人もまた占有者であるという形での階層
的占有の成立が肯定される。

（16）	 ドイツの現行民法典は、占有意思を要せずに所持のみで占有を認める
客観説を採用する（同854条 1 項参照）。これは、ドイツ民法制定時の第 2
草案から採用された立場であったが、わが国の民法は、いまだ主観説を採
用していたドイツ民法第 1 草案を参考にしたため、客観説が採用されるこ
とはなかった。

（17）	 河上正二『物権法講義』211頁（日本評論社、2012年）、佐久間毅『民
法の基礎 2 物権〔第 2 版〕』265頁（有斐閣、2019年）など。

（18）	 ドイツ民法典は、間接占有の取得方法として868条・870条等の規定を
置き、動産の引渡方法として930条・931条の規定を置くことで両者を区別
する。すなわち、間接占有の取得方法としての占有改定（後掲注（19）のと
おり、厳密には、意思表示による占有取得方法としての占有改定とは異な
る。）は868条、動産の引渡方法としての占有改定は930条がそれぞれ根拠
規定となり、間接占有の取得方法としての返還請求権の譲渡（日本の指図
による占有移転に相当するもの）は870条、動産の引渡方法としての返還
請求権の譲渡は931条がそれぞれ根拠規定となる。ちなみに、930条は、「所
有者が物を占有するときは、その引渡しは、所有者及び取得者が取得者に
間接占有を取得させる法律関係を合意することをもって代えることができ
る」と定め、931条は、「第三者が物を占有するときは、その引渡しは、所
有者が取得者に物の返還請求権を譲渡することをもって代えることができ
る」と定める（訳文は、マンフレート・ヴォルフほか（大場浩之ほか訳）

『ドイツ物権法』614頁〔鳥山泰志〕（成文堂、2016年11月）による。）。
（19）	 もっとも、日本法の規定振りは、占有改定等を占有取得方法として規

定しつつも、その実は、意思表示や指図の要件を通じ、第三者対抗要件と
しての「引渡し」に代替し得るものとして機能することを専ら想定した規
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定内容となっている。すなわち、直接占有を移転させないまま、意思表示
のみによってその相手方に間接占有を取得させる占有改定（民法183条）
は、直接占有から間接占有が派生する場面を網羅するものとはなっていな
い。例えば、動産の賃貸借契約に基づき賃貸人が賃借人に当該動産を現実
に引き渡した場面では、賃借人に直接占有が取得されるとともに、それと
同時に、賃貸人の下で間接占有が成立することとなるが、これをもって賃
借人から賃貸人への占有改定の意思表示があったとは考えないであろう。
この場面では、賃借人から賃貸人に向けた動産の物権譲渡がそもそも存在
しないために民法178条の適用問題とはなり得ず、議論の実益が乏しいこ
とからこれまで疑問視されてこなかったように思われる。この点、占有取
得方法と引渡方法とを区別して規定するドイツ法によれば、「用益権者、
質権者、用益賃借人、使用賃借人若しくは受寄者として、又はこれらに類
する関係において、他人に対してある期間の占有をする権原を有し、又は
義務を負う者が物を占有するときは、その他人も占有者とする（間接占
有）」と定める民法典868条により、占有改定の意思表示を待つまでもなく、
間接占有が成立することとなる。占有取得方法として、本来はこのような
規定が望ましかったといえる。

（20）	 これは、ヨーロッパ私法に関する共通参照枠草案（いわゆる DCFR）
が、動産担保権者による直接占有を要求していること（Ⅸ .- 3 :201条）と
も立場を異にしている。

（21）	 井口牧郎「最判解民事篇昭和34年度」211頁以下参照。ドイツ民法典
930条（前掲注（18）参照）における譲渡人は間接占有者であっても足りる
と解されている（於保不二雄『独逸民法Ⅲ物権法（現代外国法典叢書）』
102頁（有斐閣、1942年）、ヴォルフほか・前掲注（18）105頁参照）。また、
この立場に属する評釈として、水津・前掲注（ 7 ）81頁、和田・前掲注（ 7 ）
42頁がある。

（22）	 森田・前掲注（ 7 ）17頁。
（23）	 角・前掲注（ 7 ）21頁。粟田口・前掲注（ 7 ）5 頁も参照。
（24）	 かかる現実の引渡しにより、Ｘ（譲渡担保権者）やＹ（売主）が有し

ていた間接占有はどうなるのかも問題となる。処分授権に基づいた有効な
売却に伴う引渡しである限り、間接占有は消滅するものと解されるが、そ
の論拠は必ずしも自明とはいえない。

（25）	 その他、ＡがＢに動産を賃貸し、ＢがＣに当該動産を転貸してそれぞ
れ引き渡した後、ＡＢ間の賃貸借が終了したものの、Ａから当該動産の所
有権を譲り受けたＤがＢから賃貸人たる地位を譲り受けてＣとの賃貸借契
約関係を承継した場合は、所有者ではない第三者からの指図による占有移
転（民法184条）を観念できるし、Ａ所有の動産をＢがＣに賃貸していた
ところ、ＣがＡから当該動産を買い受けたため、ＢＣ間の賃貸借が終了し
た場合は、所有者ではない第三者からの簡易引渡し（同182条 2 項）を観
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念できる。すなわち、第三者弁済が原則許容されているのと同様に、第三
者からの占有移転が可能であるとともに、これらはいずれも動産物権譲渡
の対抗要件（同178条）として評価できるものと解される。

（26）	 同様に、第三者への占有移転が動産物権変動の対抗要件として評価で
きるかとの問題も考えられる。たとえば、本件における売主が（船舶によ
る輸送を通じて）海貨業者に現実の引渡しをしたことで、買主であるＹが
当該輸入商品の所有権譲渡につき対抗要件を具備したものと評価されるか
との問題である。この問題も、実体的な物権変動との一致を厳格に要求し、
対抗要件具備を認めないとの結論は非現実的であるゆえ、具備を認めると
するならば、少なくとも弁済受領権限を与えられた海貨業者への引渡しは、
弁済として評価されるとともに、対抗要件も具備されると評価すべきこと
となろう。

（27）	 最一小判昭和48年 3 月29日判時705号103頁、最三小判昭和57年 9 月 7
日民集36巻 8 号1527頁。

（28）	 最三小判昭和57年 9 月 7 日民集36巻 8 号1527頁。
（29）	 末川博『物権法』235頁（日本評論新社、1956年）。
（30）	 川島武宜編『注釈民法⑺』122頁以下〔好美清光〕（有斐閣、1968年）。
（31）	 大判昭和 8 年 2 月13日新聞3520号11頁、大判昭和 9 年11月20日民集13

巻2302頁、大判昭和10年 5 月31日民集14巻12号1037頁、大判昭和12年 9 月
6 日新聞4181号14頁。もっとも、大判昭和 7 年 2 月23日民集11巻148頁は、
即時取得を肯定する。

（32）	 塩崎勤「最判解民事篇昭和57年度」662頁以下参照。
（33）	 例えば、大阪地判昭和52年 1 月27日判タ360号252頁、東京地判昭和55

年 2 月25日判タ417号147頁は、民法545条 1 項ただし書の適用が争われた
事案、名古屋高金沢支判昭和54年12月24日下民集30巻 9 ～12号694頁、前
掲最判昭和57年 9 月 7 日は、同192条の適用が争われた事案である。

（34）	 手嶋豊ほか「史料・物権法⑵」判タ613号199頁以下（1986年10月）参
照（ただし、同頁の【参照条文】に掲げられたドイツ民法第 1 草案805条
は、804条（同号193頁に訳文あり）の誤りと思われる。）。なお、スイスの
現行法では、「占有の譲渡は、譲渡人がその旨を知らせるまで、占有して
いる第三者に対して効力を生じない」（民法典924条 2 項、私訳）ものとさ
れ、規定振りは異なるものの、直接占有者への通知の要件を維持している。

（35）	 最三小判昭和62年11月10日民集41巻 8 号1559頁。一般の動産所有権に
ついては、いわゆる種類物売買のケースからもわかるように、目的物が特
定される前に所有権が移転することはないものと解されている。

（36）	 他に、動産担保権の設定を受けるにあたり、先行する譲渡担保権設定
を把握するため、事前に動産譲渡登記を確認すべきことが要請される点な
ども、単に売買等によって動産所有権を譲り受ける場合との相違として指
摘できる。これは、具体的には、無権利者からの設定・譲受けにおいて、
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者からの占有移転が可能であるとともに、これらはいずれも動産物権譲渡
の対抗要件（同178条）として評価できるものと解される。

（26）	 同様に、第三者への占有移転が動産物権変動の対抗要件として評価で
きるかとの問題も考えられる。たとえば、本件における売主が（船舶によ
る輸送を通じて）海貨業者に現実の引渡しをしたことで、買主であるＹが
当該輸入商品の所有権譲渡につき対抗要件を具備したものと評価されるか
との問題である。この問題も、実体的な物権変動との一致を厳格に要求し、
対抗要件具備を認めないとの結論は非現実的であるゆえ、具備を認めると
するならば、少なくとも弁済受領権限を与えられた海貨業者への引渡しは、
弁済として評価されるとともに、対抗要件も具備されると評価すべきこと
となろう。

（27）	 最一小判昭和48年 3 月29日判時705号103頁、最三小判昭和57年 9 月 7
日民集36巻 8 号1527頁。

（28）	 最三小判昭和57年 9 月 7 日民集36巻 8 号1527頁。
（29）	 末川博『物権法』235頁（日本評論新社、1956年）。
（30）	 川島武宜編『注釈民法⑺』122頁以下〔好美清光〕（有斐閣、1968年）。
（31）	 大判昭和 8 年 2 月13日新聞3520号11頁、大判昭和 9 年11月20日民集13

巻2302頁、大判昭和10年 5 月31日民集14巻12号1037頁、大判昭和12年 9 月
6 日新聞4181号14頁。もっとも、大判昭和 7 年 2 月23日民集11巻148頁は、
即時取得を肯定する。

（32）	 塩崎勤「最判解民事篇昭和57年度」662頁以下参照。
（33）	 例えば、大阪地判昭和52年 1 月27日判タ360号252頁、東京地判昭和55

年 2 月25日判タ417号147頁は、民法545条 1 項ただし書の適用が争われた
事案、名古屋高金沢支判昭和54年12月24日下民集30巻 9 ～12号694頁、前
掲最判昭和57年 9 月 7 日は、同192条の適用が争われた事案である。

（34）	 手嶋豊ほか「史料・物権法⑵」判タ613号199頁以下（1986年10月）参
照（ただし、同頁の【参照条文】に掲げられたドイツ民法第 1 草案805条
は、804条（同号193頁に訳文あり）の誤りと思われる。）。なお、スイスの
現行法では、「占有の譲渡は、譲渡人がその旨を知らせるまで、占有して
いる第三者に対して効力を生じない」（民法典924条 2 項、私訳）ものとさ
れ、規定振りは異なるものの、直接占有者への通知の要件を維持している。

（35）	 最三小判昭和62年11月10日民集41巻 8 号1559頁。一般の動産所有権に
ついては、いわゆる種類物売買のケースからもわかるように、目的物が特
定される前に所有権が移転することはないものと解されている。

（36）	 他に、動産担保権の設定を受けるにあたり、先行する譲渡担保権設定
を把握するため、事前に動産譲渡登記を確認すべきことが要請される点な
ども、単に売買等によって動産所有権を譲り受ける場合との相違として指
摘できる。これは、具体的には、無権利者からの設定・譲受けにおいて、
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即時取得規定（民法192条）の適用上、担保権者・所有権譲受人につき過
失を認定できるかの違いとして現れる。すなわち、動産譲渡登記を確認し
なかったことにつき、担保権者については過失を認めて即時取得を認めず、
所有権譲受人については過失を認めずに即時取得を認めることとなる。

（37）	 森田・前掲注（ 7 ）18頁以下。
（38）	 これと似た現象として、後述する第三者性否定アプローチを用いて未

登記通行地役権者の対抗力を認めた判例法理（最二小判平成10年 2 月13日
民集52巻 1 号65頁等）が挙げられる。

（39）	 大判明治36年 3 月 5 日民録 9 輯234頁、大判昭和13年 7 月 9 日民集17
巻1409頁、最三小判昭和29年 8 月31日民集 8 巻 8 号1567頁。もっとも、受
寄者の第三者性については、学説上の反対が強い。

（40）	 角・前掲注（ 7 ）20頁は、本決定は、登記・登録以外の対抗要件に民事
再生法45条の適用を認めた初めての最高裁決定といえると説く。

（41）	 前掲注（38）最判平成10年 2 月13日。
（42）	 近藤崇晴「最判解民事編平成10年度」106頁。
（43）	 拙稿・前掲注（ 8 ）89頁参照。
（44）	 堀内有子「最判解民事篇平成29年度」681頁参照。
（45）	 本件は中国からの輸入の事例のため、国際私法上、中国側の売主に先

取特権が付与される保障がないものの、国内の海上輸送を伴う商品売買に
おいては、かかる構成による対応が考えられる。

（46）	 破産手続との関係につき、最一小判昭和59年 2 月 2 日民集38巻 3 号
431頁、執行手続との関係につき、最二小判昭和60年 7 月19日民集39巻 5
号1326頁。

（47）	 執行手続との関係につき、最一小判平成10年 3 月26日民集52巻 2 号
483頁、債権譲渡との関係につき、最二小判平成10年 1 月30日民集52巻 1
号 1 頁。

（48）	 最三小判平成17年 2 月22日民集59巻 2 号314頁。
（49）	 遠藤賢治「最判解民事編昭和59年度」79頁。
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ゲルマン私法からみた物の差異について

クリスティアン・トマジウス
ヨーハン・コンラット・ネーゼン

出　雲　　孝　訳

1 　解題

本稿は、プロイセンの法学者クリスティアン・トマジウス（Christian 

THOMASIUS, 1655-1728年）が主査を務めた学位請求論文「ゲルマン私法

か ら み た 物 の 差 異 に つ い て De rerum differentiis intuitu juris 

Germanici privati」（1721年）の日本語訳である（以下、本学位請求論文

そのものを指すときは「本史料」、訳者の訳文を指すときは「本邦訳」と呼ぶ）。

学位請求者は、ヨーハン・コンラット・ネーゼン（Johann Conrad 

NESEN, 1696-17４2年）というツィッタウ出身の人物である。おそらくは、

ツィッタウの市長を務めた人文主義者コンラット・ネーゼン（Konrad 

NESEN, 1４95-1560年）の子孫であると推測される。以下、断りなくネー

ゼンの名前を挙げるときは、本史料の学位請求者であるヨーハン・コ

ンラット・ネーゼンを指すものとする。

ネーゼンの法学上の業績には、もう一点、「ゲルマン法とザクセン法

とにおける言葉の意味、およびこれらの法の古い法原則について De 

verborum in jure Germanico ac Saxonico significatione nec non 

antiquis eorum jurium regulis」（1721年）という「演習 exercitatio」

がある。この演習を指導したのは、クリスティアン・ゴットフリー

ト・ホフマン（Christian Gottfried HOFFMANN, 1692-1735年）というライプ

翻　訳
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そのものを指すときは「本史料」、訳者の訳文を指すときは「本邦訳」と呼ぶ）。

学位請求者は、ヨーハン・コンラット・ネーゼン（Johann Conrad 

NESEN, 1696-17４2年）というツィッタウ出身の人物である。おそらくは、

ツィッタウの市長を務めた人文主義者コンラット・ネーゼン（Konrad 
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チヒ大学の教授であった。なぜネーゼンは同時期に、異なる大学に所

属する 2 人の法学者の指導を受けていたのであろうか。ホフマンが

ネーゼンに宛てた1721年 3 月1４日付の書簡によれば（ 1 ）、彼の指導は正

式な師弟関係にもとづくものではなかった、というのが真相のようで

ある。両者の議論が演習というかたちになっているのは、このためで

あろう。ネーゼンはホフマンを一時的に訪問しただけであり、彼の正

式な指導教授はあくまでもトマジウスであったものと推測される。

いずれにせよ、ネーゼンは、法学によって身を立てた人物ではない。

彼のアカデミックな研究は、上記 2 点の業績に限られている。このた

め、本史料の歴史的価値について、疑義が生じるのではないかと思わ

れる。以下、この点について、若干の解説を付しておく。トマジウス

が主査を務めた学位論文は、一部の例外を除いて、後世の法学者たち

からトマジウス自身の著作として扱われてきた（ 2 ）。とりわけ本史料に

ついてはこの取り扱いを積極的に肯定してよい、と訳者は考えている。

というのも、本史料は、トマジウスがライフワークとして構想してい

た『ゲルマン法学提要 Institutiones jurisprudentiae Germanicae』の

一部にあたるからである（ 3 ）。本史料の序論が学位請求論文らしからぬ

書き出しになっていることも、これによって説明がつく。トマジウス

の『ゲルマン法学提要』は、その草稿が遅くとも1707年の段階で言及

されていたにもかかわらず、現在は所在不明である。紛失の経緯は判

明しておらず、完全に散逸したのか否かも詳らかではない。いずれに

せよ、現代の私たちが目にすることができるのは、学位請求論文の体

裁で公刊された本史料と、同年 6 月に提出された別の学位請求論文

「ゲルマン私法からみた所有とその自然本性一般について De dominio 

et ejus natura in genere intuitu juris Germanici privati」（1721年）の

みである。後者の論文は、本史料の続きに当たる内容となっている。

トマジウスはさらに、ゲルマン私法からみた占有論を第 3 論文として

構想していたようであるけれども（ ４ ）、これは公表されていない。

以上のように、本史料は、トマジウスのライフワークの一部であり、
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単なる学位請求論文にとどまらない価値を有している。以下では、そ

の法思想史上の位置づけについて、訳者の先行研究をもとにしながら

簡潔に述べておきたい（ 5 ）。まず、トマジウスよりも前の世代の法学者

たちまたは彼と同世代の法学者たちとの比較においては、 2 つの点が

重要である。まず、パンデクテンの現代的慣用の大家であったザミュ

エル・ストゥリュク（Samuel STRYK, 16４0-1710年）に代表されるところ

の法典編纂不要論に対して、トマジウスは批判的な立場をとっていた。

ストゥリュクによれば、神聖ローマ帝国に新しい法典は必要なく、パ

ンデクテンの現代的慣用で事足りるものとされた。これに対して、ト

マジウスは法典編纂の必要性を説き、みずからもその事業に携わろう

とした。次に、法典編纂は必要であるけれどもその法典は『市民法大

全 Corpus juris civilis』の修正版で足りる、というローマ法尊重論に

対しても、トマジウスは攻撃を加えた。このようなローマ法尊重論の

代表者として、ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ

（Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, 16４6-1716年）がいた。つまり、トマジウスは、

ローマ法にこだわらないゲルマン的な法典編纂の必要性を強調してお

り、その一環として『ゲルマン法学提要』を執筆しようとしていた。

それは、ローマ法大全の一部である『ユスティニアヌス帝の法学提要

Institutiones Justiniani』に取って代わるはずのものであった。本史

料は、法典編纂の時代に先立つ立法理論の記念碑的著作であると言え

よう。

次に後世からみた本史料の位置づけを述べる。まず、今日において

も積極的に評価しうる点として、「私法 jus privatum」という用語の洗

練が挙げられる（ 6 ）。レーエン法と罰訴権をこの分野から排除したこと、

財産法を身分法の前に、また無遺言相続を遺言相続の前に置いたこと

は、現代私法にも繋がる大きな改革であった。これに対して、消極的

に評価しなければならないのは、トマジウスによる史料の取り扱い方

である。後世からみたとき、本史料は、いわゆるゲルマン法を正確に

記述したものにはなっていない。これは、トマジウスを取り巻いてい
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重要である。まず、パンデクテンの現代的慣用の大家であったザミュ

エル・ストゥリュク（Samuel STRYK, 16４0-1710年）に代表されるところ

の法典編纂不要論に対して、トマジウスは批判的な立場をとっていた。

ストゥリュクによれば、神聖ローマ帝国に新しい法典は必要なく、パ

ンデクテンの現代的慣用で事足りるものとされた。これに対して、ト

マジウスは法典編纂の必要性を説き、みずからもその事業に携わろう

とした。次に、法典編纂は必要であるけれどもその法典は『市民法大

全 Corpus juris civilis』の修正版で足りる、というローマ法尊重論に

対しても、トマジウスは攻撃を加えた。このようなローマ法尊重論の

代表者として、ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ

（Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, 16４6-1716年）がいた。つまり、トマジウスは、

ローマ法にこだわらないゲルマン的な法典編纂の必要性を強調してお

り、その一環として『ゲルマン法学提要』を執筆しようとしていた。

それは、ローマ法大全の一部である『ユスティニアヌス帝の法学提要

Institutiones Justiniani』に取って代わるはずのものであった。本史

料は、法典編纂の時代に先立つ立法理論の記念碑的著作であると言え

よう。

次に後世からみた本史料の位置づけを述べる。まず、今日において

も積極的に評価しうる点として、「私法 jus privatum」という用語の洗

練が挙げられる（ 6 ）。レーエン法と罰訴権をこの分野から排除したこと、

財産法を身分法の前に、また無遺言相続を遺言相続の前に置いたこと

は、現代私法にも繋がる大きな改革であった。これに対して、消極的

に評価しなければならないのは、トマジウスによる史料の取り扱い方

である。後世からみたとき、本史料は、いわゆるゲルマン法を正確に

記述したものにはなっていない。これは、トマジウスを取り巻いてい
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た当時の研究環境と関連している。トマジウスが「ゲルマン法 jus 

Germanicum」という言葉を使うとき、それは、中世の法書『ザクセン

シュピーゲル Sachsenspiegel』と『シュヴァーベンシュピーゲル

Schwabenspiegel』とに収録された諸規則を意味しており、その他の

史料に関する言及はほとんど（ 7 ）見当たらない。この事実は、トマジウ

スの次の世代に属する法学者ヨーハン・ゴットリープ・ハイネッキウ

ス（Johann Gottlieb HEINECCIUS, 1681-17４1年）などと比べて、ひとつの特

徴をなしている。トマジウスの史料言及の乏しさは、彼の時代に参照

可能であった史料が限られていたこと、さらにその史料の歴史的位置

づけも不明瞭であったこと、これら 2 点に由来する。前述の『ザクセ

ンシュピーゲル』や『シュヴァーベンシュピーゲル』についてすら、

編纂の先後が判然と知られておらず、1708年に至ってトマジウス自身

がようやく、前者が先に成立したことを明らかにした。このことは、本

史料の序論第 6 節註ｃにおいて言及されている通りである。したがっ

て、ハイネッキウスが、彼の著書『ゲルマン法要綱 Elementa juris 

Germanici』（ 2 巻本、1736-1737年）の序文において、自分はさまざまな

史料を用いてゲルマン法を解説した先駆者である、と自負した（ 8 ）こと

も、あながち自惚れとはいえない。すると、『ザクセンシュピーゲル』

と『シュヴァーベンシュピーゲル』だけでゲルマン私法の全体像を記

述することが、はたしてトマジウスに可能であったのか、という疑問

が生じる。残念ながら、これは不可能であった。そこで、トマジウス

は、本史料にもあるように、ゲルマン法の欠缺を万民法や自然法など

によって補うという手段に出た。ゲルマンの慣習は自然法と一致して

いるとか、あるいは少なくともそれに反していないとか、そのような

論証が多用された。かくして、トマジウスのゲルマン法学は、ゲルマ

ン法の解説というよりも、むしろ、自然法、万民法、ゲルマン法、は

てはトマジウスが日常的に経験した法実務などのパッチワークという

体裁になっている。本邦訳を一読しても、同様の印象が得られるので

はないかと思う。
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それにもかかわらず、本史料は、17世紀後半から18世紀初頭にかけ

てのゲルマン法をめぐる理解をよく反映しているだけでなく、当時の

用語法の紹介も含まれており、史料的価値は高い。その邦訳を公表す

ることは、我が国の法制史にとって意義あるものと、訳者は考えてい

る。

2 　凡例

本史料については、全集等の校訂を経たテキストが令和 2 年 8 月31

日時点では存在していない。訳者は、ドイツ共和国のマックス・プラ

ンク＝ヨーロッパ法史研究所で閲覧した学位請求論文コレクション

（書架記号 NETT207-001の合冊に所収のもの）を底本としつつ、誤植と思し

き箇所については、同研究所の他のコレクション等と比較照合し、校

正した。校正した箇所とその内容については、本邦訳の訳註にて明記

した。

本邦訳の訳文中における括弧の使い方は、以下の通りである。丸括

弧は、トマジウスおよびネーゼン自身が原文で使用したものである。

角括弧は、原文にない言葉を訳文に補うときに、訳者が挿入したもの

である。亀甲括弧は、訳者が註釈をつけるとき、訳註に落とし込むほ

どではないと判断した場合に、訳者が挿入したものである。鉤括弧お

よび二重鉤括弧に対応する記号は原文にはなく、筆者が日本語の慣用

に照らして挿入したものである。

本邦訳における註について、ａ）ｂ）ｃ）とアルファベットに右丸

括弧で表記されているものは、原註である。原文はいわゆる脚注を用

いておらず、本文にそのまま併記しているので、訳文もこれに従った。

いわゆる脚注のかたちになっているものは、訳註である。

本史料における文字の装飾は、以下の通りである。原文の本論部分

においてイタリックになっている箇所は、訳文において太字で強調し

た。これに対して、序論と原註はすべてイタリックになっているけれ
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それにもかかわらず、本史料は、17世紀後半から18世紀初頭にかけ

てのゲルマン法をめぐる理解をよく反映しているだけでなく、当時の

用語法の紹介も含まれており、史料的価値は高い。その邦訳を公表す

ることは、我が国の法制史にとって意義あるものと、訳者は考えてい

る。

2 　凡例

本史料については、全集等の校訂を経たテキストが令和 2 年 8 月31

日時点では存在していない。訳者は、ドイツ共和国のマックス・プラ

ンク＝ヨーロッパ法史研究所で閲覧した学位請求論文コレクション

（書架記号 NETT207-001の合冊に所収のもの）を底本としつつ、誤植と思し

き箇所については、同研究所の他のコレクション等と比較照合し、校

正した。校正した箇所とその内容については、本邦訳の訳註にて明記

した。

本邦訳の訳文中における括弧の使い方は、以下の通りである。丸括

弧は、トマジウスおよびネーゼン自身が原文で使用したものである。

角括弧は、原文にない言葉を訳文に補うときに、訳者が挿入したもの

である。亀甲括弧は、訳者が註釈をつけるとき、訳註に落とし込むほ

どではないと判断した場合に、訳者が挿入したものである。鉤括弧お

よび二重鉤括弧に対応する記号は原文にはなく、筆者が日本語の慣用

に照らして挿入したものである。

本邦訳における註について、ａ）ｂ）ｃ）とアルファベットに右丸

括弧で表記されているものは、原註である。原文はいわゆる脚注を用

いておらず、本文にそのまま併記しているので、訳文もこれに従った。

いわゆる脚注のかたちになっているものは、訳註である。

本史料における文字の装飾は、以下の通りである。原文の本論部分

においてイタリックになっている箇所は、訳文において太字で強調し

た。これに対して、序論と原註はすべてイタリックになっているけれ

）
〇
四
四
（
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ども、これらをすべて太字にすることはしなかった。トマジウスは序

文、註、目次などをイタリックで書く癖があり、強調の意図ではない

と解されるからである。序論第 ４ 節註ｂ）において、「死すべき者たち

の中で！最も賢い」という表現が出てくるが、このエクスクラメー

ションマークの位置は原文のままである。

最後に、トマジウスとネーゼンがラテン語、ドイツ語、フランス語

を解説しているときは、その単語を訳文に載せた。綴りの現代化も控

えた。例えば、トマジウスとネーゼンは Zinß という古い表記法を用い

ており、現代の正書法では Zins とすべきであるが、訳者は校正してい

ない。歴史的用語法の解説である以上、原文を尊重する必要があると

考えたからである。

3 　翻訳

序論

第 1 節　ユスティニアヌス帝のローマ法と、カノン法とは、ゲルマン

からみれば、現代のとても精緻な法学者たちが認めているように、

補充的な法であるにもかかわらず、驚くべきことに、法学者たちの

だ れ も ま だ『 ゲ ル マ ン 法 学 提 要 Institutiones jurisprudentiae 

Germanicae』というものを書こうとしていないａ）。ところが、この

仕事は、それほど難しくはないように思われるのだけれども。

ａ）なぜなら、補充のために継受されたローマ法の諸法文は、抗弁あ

るいは［欠缺の場合の］補完に過ぎず、基礎の箇所にすえられるべ

きなのは正規の法すなわちゲルマン法であるにもかかわらず、すべ

ての法学者たちが、（あのヨーハン・シルター（ 9 ）ですらも）補充的なユ

スティニアヌス法を基礎の箇所にすえて、そしてゲルマン法の差異

をあたかも抗弁であるかのようにそこへ従属させているからである。
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な る ほ ど、 ゲ オ ル ク・ バ イ ヤ ー（10）は 独 り、『 ゲ ル マ ン 法 要 覧

Specimen juris Germanici』においてゲルマン法を説明したのだが、

しかし、彼はローマ法が知らないことがらのみを説明したにすぎな

い。

第 2 節　私が、法学 jurisprudentia という名称によってここで念頭にお

いているのは、学術の形式に合わせられ、簡潔な主題を通じて説明

された法の原理であり、定義、区別、法原則および司法慣行を含む

ものである。

第 3 節　ゲルマン法学 jurisprudentia Germanica と私が言うとき、念頭

においているのは、ローマ人たちの慣習とははっきり異なるゲルマ

ン人たちの古い慣習に起源を有しており、かつ、ゲルマンの法廷に

おける現代的（11）慣用を普通に有しているような、そのような法学で

ある。たとえしばしば、この法学が、現代の法学者たちによって、

外国法に対する過度の愛着から、壊されてしまっているとしても、

そうである。ただし、時代の流れに応じて、慣習の明らかな変化が、

外国法の補充的な継受を促したときは、この限りでない。

第 ４ 節　ところで、ゲルマン法学の学習の主題は 2 つある。すなわち、

公法の学習と私法の学習である。公法の学習とは、皇帝と帝国等族

との拘束行為 nexum に関するものであり、これには、皇帝および帝

国等族から相互にみた場合と、臣民からみた場合とがある。私法の

学習とは、私のものと君のものとをめぐる私人たちの取引と関係し

ているｂ）。

ｂ）この定義は新奇なものであるとか、死すべき者たちの中で！最も

賢いローマ人たちが別様に判断しているとか、君は叫ばないように

しなさい。というのも、仮にそうだとして、いったいどうしたとい

）
〇
〇
四
（

7



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

二
二
〇

な る ほ ど、 ゲ オ ル ク・ バ イ ヤ ー（10）は 独 り、『 ゲ ル マ ン 法 要 覧

Specimen juris Germanici』においてゲルマン法を説明したのだが、

しかし、彼はローマ法が知らないことがらのみを説明したにすぎな

い。

第 2 節　私が、法学 jurisprudentia という名称によってここで念頭にお

いているのは、学術の形式に合わせられ、簡潔な主題を通じて説明

された法の原理であり、定義、区別、法原則および司法慣行を含む

ものである。

第 3 節　ゲルマン法学 jurisprudentia Germanica と私が言うとき、念頭

においているのは、ローマ人たちの慣習とははっきり異なるゲルマ

ン人たちの古い慣習に起源を有しており、かつ、ゲルマンの法廷に

おける現代的（11）慣用を普通に有しているような、そのような法学で

ある。たとえしばしば、この法学が、現代の法学者たちによって、

外国法に対する過度の愛着から、壊されてしまっているとしても、

そうである。ただし、時代の流れに応じて、慣習の明らかな変化が、

外国法の補充的な継受を促したときは、この限りでない。

第 ４ 節　ところで、ゲルマン法学の学習の主題は 2 つある。すなわち、

公法の学習と私法の学習である。公法の学習とは、皇帝と帝国等族

との拘束行為 nexum に関するものであり、これには、皇帝および帝

国等族から相互にみた場合と、臣民からみた場合とがある。私法の

学習とは、私のものと君のものとをめぐる私人たちの取引と関係し

ているｂ）。

ｂ）この定義は新奇なものであるとか、死すべき者たちの中で！最も

賢いローマ人たちが別様に判断しているとか、君は叫ばないように

しなさい。というのも、仮にそうだとして、いったいどうしたとい

）
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うのか。私が［ローマ人たちの］あの思い込みでしかない賢しらを

否定したからといって、いったいどうしたというのか。いったいど

うして、私はこの主張を帰納によって証明しなければならないのか。

とはいえ、私は君を苛立たせるつもりはない。というわけで、私は

むしろ、ウルピアーヌスの権威を引き合いに出しておこう。『学説彙

纂』第 1 巻第 3 章第４1法文（ウルピアーヌス『法学提要』第 2 巻）「とこ

ろで、法＝権利はおしなべて、取得するか維持するか減少させるか

の、いずれかから成り立っている。というのも、なにかが各人のも
のになるように、あるいは、だれかが自分の物または権利を維持す

るように、あるいは、［それらを］譲渡したり放棄したりするように、

そのように法＝権利は行使されるからである」〔強調はトマジウスお

よびネーゼンによる〕。

第 5 節　ところで、どちらの法も、自然な原理、万民の原理および市

民的な原理から得られている。前 2 つのクラスは、輪郭をはっきり

させるためでない限り、ゲルマン法のテキストによって証明される

必要がない。というわけで、むしろここでは、共通の理性と推論、

また時として、共通感覚や経験でも事足りる。

第 6 節　他方で、市民的な原理、すなわちゲルマンに固有である原理

および固有であった原理は、一部は『ザクセンシュピーゲル』と

『シュヴァーベンシュピーゲル』からｃ）、一部は、本当にゲルマンへ

継受されたときに限って、カノン法とローマ市民法から、一部は帝

国決議から、一部は共通の慣行から、一部は、とりわけプロテスタ

ントである多くの帝国等族に共通した条例と都市法から、導き出さ

れるべきである。

ｃ）『シュヴァーベンシュピーゲル』は『ザクセンシュピーゲル』より

もかなり新しいと同時に、『ザクセンシュピーゲル』とはわずかにし
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か異なっていない。ランベック（12）とシルターに反対して初めて詳細

にこのことを証明したのは、主査であるトマジウス先生の「ゲルマ

ン・ レ ー エ ン 法 の 歴 史 の 抜 粋 録 Selecta capita historiae juris 

feudalis Germanici」［『トマジウスのレーエン選集 Selecta feudalia 

Thomasiana』〔1708年〕所収］第４5節59頁以下である。

第 7 節　ゲルマン法は、前述の 2 つのシュピーゲルから明らかなよう

に、普通、ラント法とレーエン法とに（［ドイツ語では］Land=Recht と

Lehn=Recht とに）区別される。例えば、マグデブルク都市法（［ドイツ

語 で は ］Weichbild） は、 そ の 大 部 分 を ザ ク セ ン の ラ ン ト 法

Land=Recht から集めている。

第 8 節　ラント法とは、貴族、都市市民および農村市民が、私のもの

と君のものとをめぐる共通の問題において、お互いに用いた法であ

る。これに対して、レーエン法とは、貴族たちのレーエンに関する

事件を扱う。

第 9 節　さて、たとえレーエンに関する事件が、私のものと君のもの

とに関する紛争を部分的には含んでいるとしても、しかしこれらの

事件をよりよく理解するためには、帝国の長と構成員たちとの拘束

行為 nexum に関する多くの項目を同時に論じねばならず、そしてそ

れゆえにほとんどいたるところで、レーエンの事件は公法と私法と

の混合から成っているので、このことから、レーエン法は専用の書

物で提示されることが長いあいだ受け入れられてきたｄ）。

ｄ）おそらく、次のように言うべきであろう。これらのシュピーゲル

がまとめられた時代には、ゲルマン公法は jus feudale すなわちレー

エン法 Lehn=Recht という表題のついた書物で提示されてきた。な

ぜなら、それらの書物の多くの章は、一部は皇帝の選挙と権限とに

）
〇
〇
四
（
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年
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）

二
一
八

か異なっていない。ランベック（12）とシルターに反対して初めて詳細

にこのことを証明したのは、主査であるトマジウス先生の「ゲルマ

ン・ レ ー エ ン 法 の 歴 史 の 抜 粋 録 Selecta capita historiae juris 

feudalis Germanici」［『トマジウスのレーエン選集 Selecta feudalia 

Thomasiana』〔1708年〕所収］第４5節59頁以下である。

第 7 節　ゲルマン法は、前述の 2 つのシュピーゲルから明らかなよう

に、普通、ラント法とレーエン法とに（［ドイツ語では］Land=Recht と

Lehn=Recht とに）区別される。例えば、マグデブルク都市法（［ドイツ

語 で は ］Weichbild） は、 そ の 大 部 分 を ザ ク セ ン の ラ ン ト 法

Land=Recht から集めている。

第 8 節　ラント法とは、貴族、都市市民および農村市民が、私のもの

と君のものとをめぐる共通の問題において、お互いに用いた法であ

る。これに対して、レーエン法とは、貴族たちのレーエンに関する

事件を扱う。

第 9 節　さて、たとえレーエンに関する事件が、私のものと君のもの

とに関する紛争を部分的には含んでいるとしても、しかしこれらの

事件をよりよく理解するためには、帝国の長と構成員たちとの拘束

行為 nexum に関する多くの項目を同時に論じねばならず、そしてそ

れゆえにほとんどいたるところで、レーエンの事件は公法と私法と

の混合から成っているので、このことから、レーエン法は専用の書

物で提示されることが長いあいだ受け入れられてきたｄ）。

ｄ）おそらく、次のように言うべきであろう。これらのシュピーゲル

がまとめられた時代には、ゲルマン公法は jus feudale すなわちレー

エン法 Lehn=Recht という表題のついた書物で提示されてきた。な

ぜなら、それらの書物の多くの章は、一部は皇帝の選挙と権限とに

）
〇
〇
四
（
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ついて、一部は等族［そのもの］および主要諸等族（13）の諸権利につ

いて論じているからである。ゲルマン私法は、jus provinciale すなわ

ちラント法 Land=Recht という表題のついた書物で提示されてきた。

しかし、現代においては、当時知られていなかった多くの紛争が公

法に入り込んでおり、その結果、レーエンに関する紛争は、公法の

極一部をかたちづくるにすぎなくなった。それゆえに、レーエン法

の論考は、大学において、私法と公法との中間部分であるかのよう

な座を占め始め、そして、公法への準備段階であるかのように考え

られ始めたのである。

第10節　さらに、狭義の私法、すなわちレーエン法とも区別される私

法は、たとえまずは私のものと君のものとの取得を、次にその維持

を、そして最後にその喪失を扱うという方法（1４）によって論じること

も可能であるとしてもｅ）、しかし、以下の方が、諸等族のラント条

例またはポリツァイ条例の多くに、またそれらの秩序にｆ）、あるい

は、単純明快な方法論の諸規則にも、より合致しているであろう。

すなわち、①所有に服したり服さなかったりするという観点からの

物の区別について、また、所有の自然本性とさまざまな効果につい

て、②私のものと君のもの、すなわち所有の取得、維持、移転と関

係するところの、物をめぐる契約について、③無遺言相続について、

④遺言相続について、⑤私のものと君のものとに関する司法上の訴

訟手続について、⑥諸人格の身分の違いから生じる個別の権利 jus 

singulare（15）について。

ｅ）既に前掲註ｂで引用したウルピアーヌスの箇所に従って。

ｆ ） 例 え ば、 ザ ク セ ン 選 帝 侯 ア ウ グ ス ト の『 ザ ク セ ン 勅 法 集

Constitutiones Saxonicae』［1572年］およびその諸部分を見よ。同

じく、リューベックの都市法なども見よ。しかしながら、これらが

）
〇
〇
四
（
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あらゆる点で前述の方法論と一致しているわけではない。

第11節　というのも、私のものと君のものとに関する問題はすべて、

これらの 6 つの項目にうまく割りふることができるからである。と

いうのも、ローマの〔＝ユスティニアヌス帝の〕『法学提要

Institutiones』においては、最初の箇所で人の法が扱われていると

しても、しかし、良き方法論の諸規則により合致していると思われ

るのは、［所有権などの］共通の法原則を扱ったあとで、［身分の］

異なる人々のさまざまな権利を、前者の例外であるかのように最後

の箇所で論じることだからである。

第12節　不法行為を犯した者の［損害賠償ではない］懲罰および刑事

手続については、言及しない。以下のような理由を挙げることがで

きる。この教えはむしろ公法に属しており、また、ゲルマン法によ

れば、不法行為から生じる［ローマ法上の］罰訴権が私人に与えら

れることはないからであるｇ）。ただし、人格侵害訴権だけは除く。

とはいえ、この人格侵害訴権が民事手続に関する教えとうまく結び

つくのは、［数学における］系のような仕方〔＝付随的な仕方〕に限

られる。

ｇ）主査であるトマジウス先生は、1693年の専門論文「ゲルマンの法

廷におけるローマ法上の罰訴権の慣用について De usu actionum 

poenalium juris Romani in foris Germaniae」で、このことを詳細

に証明した。また、ある高名な反対論者〔＝ストゥリュク〕の異論

に対して、『法学提要ノート Notae ad Institutiones』の第 ４ 巻第 1

章に対するノート2４0頁以下で反論した。 ）
〇
〇
〇
（
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あらゆる点で前述の方法論と一致しているわけではない。

第11節　というのも、私のものと君のものとに関する問題はすべて、

これらの 6 つの項目にうまく割りふることができるからである。と

いうのも、ローマの〔＝ユスティニアヌス帝の〕『法学提要

Institutiones』においては、最初の箇所で人の法が扱われていると

しても、しかし、良き方法論の諸規則により合致していると思われ

るのは、［所有権などの］共通の法原則を扱ったあとで、［身分の］

異なる人々のさまざまな権利を、前者の例外であるかのように最後

の箇所で論じることだからである。

第12節　不法行為を犯した者の［損害賠償ではない］懲罰および刑事

手続については、言及しない。以下のような理由を挙げることがで

きる。この教えはむしろ公法に属しており、また、ゲルマン法によ

れば、不法行為から生じる［ローマ法上の］罰訴権が私人に与えら

れることはないからであるｇ）。ただし、人格侵害訴権だけは除く。

とはいえ、この人格侵害訴権が民事手続に関する教えとうまく結び

つくのは、［数学における］系のような仕方〔＝付随的な仕方〕に限

られる。

ｇ）主査であるトマジウス先生は、1693年の専門論文「ゲルマンの法

廷におけるローマ法上の罰訴権の慣用について De usu actionum 

poenalium juris Romani in foris Germaniae」で、このことを詳細

に証明した。また、ある高名な反対論者〔＝ストゥリュク〕の異論

に対して、『法学提要ノート Notae ad Institutiones』の第 ４ 巻第 1

章に対するノート2４0頁以下で反論した。 ）
〇
〇
〇
（
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物の差異について

第 1 節　物の差異に関する教えにおいては、昔のシュピーゲルからで

あれ新しい帝国決議からであれ諸等族のラント条例からであれ、ゲ

ルマン法からのテキストの引用がないのだけれども、このことは、

祖国のこれらの法が、正当にも次のように考えたことにもとづく。

法は人間の行為を正しく律することに関して作成されるべきであり、

文法学や論理学、すなわち物の定義や差異に関して作成されるべき

ではない、と。そして、ここでは、私たちの祖先や立法者たちをむ

しろ褒めるべきであって、非難すべきではない。なぜなら、彼らは、

諸民族の、しかも高度にモラルのある諸民族のお手本すなわち共通

の慣習に従ったからである。これらの民族は、自分たちの法の中で、

立法の対象になっている物の性質を常に説明しているわけではない。

第 2 節　ここで物とは、私のものや君のものになることができるもの
すべてを意味する。すなわち、私人たちがその所有権を取得するよ

うな、所有可能なものすべてを意味する。部分的には、人格すなわ

ち自由人や、訴権もまた、それらが取得されたり譲渡されたりする

ことができるときは、ここに含まれるａ）。

ａ）訴権は、譲渡 cessio を通じて、自由人は、献身 oblatio〔＝自発的

農奴化〕、時効 praescriptio、自由人女性と農奴男性との婚姻あるい

はその反対〔＝自由人男性と農奴女性との婚姻〕などを通じて。バ

イヤーの『ゲルマン法概論 Delineatio juris Germanici』第 1 巻第22

章第 6 節、第 7 節および第19節を見よ。

第 3 節　したがって、たとえ取引不能なものが私法に属さないとして

も、しかしここでは、次のような区別を前提とし、かつ、あらかじ

め論じておくべきであろう。すなわち、ある物は私人にとって取引

）
〇
〇
三
（
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（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

二
一
四

不能なものであり、ある物は取引可能なものである。この区別は、

ようするに混乱を避けるためである。なぜなら、取引不能でないも

のはすべて私人にとって取引可能である、というあのよく知られた

公理は、まったくもって曖昧だからである。すなわち、［どれが取引

可能なものでどれが取引不能なものかという］未決定の問題を、判

明なかたちで説明していないからである。

第 ４ 節　というわけで、あるものは万人にとって取引不能であり、あ

るものは私人にとってのみ取引不能である。

第 5 節　万人にとって取引から除外されているものとは、純粋に精神

的で不可視な実体すべてである。例えば、神、善き天使、悪しき天

使〔＝悪魔〕、［肉体から］分離した人間の魂、天空、光、大気であ

る。ただし、光と大気が、有体物に付属しているときは、この限り

でない。

第 6 節　さらに、有体物のうちでも、天空の有体物は、人間には取引

不能である。例えば、太陽、月、その他の星である。

第 7 節　これに加えて、地球全体、同じく大洋全体も、［万人にとっ

て］取引不能なものである。他方で、一般的な海（16）ないし海岸は、

人間の所有や取引から完全に除外されているわけではない。川およ

び川の一部であるかのように流れている水も、同様である。

第 8 節　私人の取引のみから除外されているものには、私人全員に
とって取引不能なものと、特定の私人にとってのみ取引不能なもの

とがある。後者の例として、キリスト教徒たる捕虜は、ユダヤ人た

ちの取引から除外されており、自由人は、なおさらである。

）
〇
〇
二
（

13



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

二
一
四

不能なものであり、ある物は取引可能なものである。この区別は、

ようするに混乱を避けるためである。なぜなら、取引不能でないも

のはすべて私人にとって取引可能である、というあのよく知られた

公理は、まったくもって曖昧だからである。すなわち、［どれが取引

可能なものでどれが取引不能なものかという］未決定の問題を、判

明なかたちで説明していないからである。

第 ４ 節　というわけで、あるものは万人にとって取引不能であり、あ

るものは私人にとってのみ取引不能である。

第 5 節　万人にとって取引から除外されているものとは、純粋に精神

的で不可視な実体すべてである。例えば、神、善き天使、悪しき天

使〔＝悪魔〕、［肉体から］分離した人間の魂、天空、光、大気であ

る。ただし、光と大気が、有体物に付属しているときは、この限り

でない。

第 6 節　さらに、有体物のうちでも、天空の有体物は、人間には取引

不能である。例えば、太陽、月、その他の星である。

第 7 節　これに加えて、地球全体、同じく大洋全体も、［万人にとっ

て］取引不能なものである。他方で、一般的な海（16）ないし海岸は、

人間の所有や取引から完全に除外されているわけではない。川およ

び川の一部であるかのように流れている水も、同様である。

第 8 節　私人の取引のみから除外されているものには、私人全員に
とって取引不能なものと、特定の私人にとってのみ取引不能なもの

とがある。後者の例として、キリスト教徒たる捕虜は、ユダヤ人た

ちの取引から除外されており、自由人は、なおさらである。

）
〇
〇
二
（
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第 9 節　私人全員にとって取引不能なものとは、真の意味での公共物、

すなわち、国家や自治組織 universitas によってすら譲渡されえない

ものである。

第10節　ところで、公共物には、市民社会全体の所有に服する物と、

国家よりは小さいが家族よりは大きい社会である自治組織の所有に

服する物とがある。

第11節　したがって、私人にとって取引不能なものにはｂ）、領土、海、

川、湖、岸、および王権または王権の行使に関する一般的な物すべ

てが当てはまる。例えば、絞首台、罪人を斬首するために作られた

部屋、市民共同体の壁〔＝市壁〕および門〔＝市門〕が当てはまる。

これら〔＝市壁と市門〕は、ゲルマン法の慣用によれば（とりわけプ

ロテスタントのそれに鑑みれば）、神聖物でもなければ神の法に服する

物でもない。

ｂ）ここで挙げられているのは、公共物ないし自治組織に属する物の

全種類ではなく、それらの顕著な例に過ぎない。なぜなら、そのよ

うな物のより完璧な叙述は、公法に属するからである。ローマ人た

ちのもとでは、劇場や浴場なども、ここに数え入れられていた。し

かし、劇場や浴場は、私たちのもとでは、元首の財産または私有物

である。さしあたり、ティティウス（17）の『ローマ＝ゲルマン公法要

覧 Specimen juris publici Romano-Germanici』第 3 巻第 7 章を参照せよ。

同じく、主査であるトマジウス先生の『法学提要ノート』の第 2 巻

第 1 章に対するノートを、すなわち本稿第 9 節から第13節に含まれ

ていることがらに対するノートも参照せよ。ここでは同時に、次の

ことに注意しなさい。なるほど、元首によって時には私人たちに、

公共物の使用が認められる慣わしになっている、と。しかし、使用

から所有へと論を進めることは許されない。

）
〇
〇
一
（
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第12節　同じ理が、墓地、教会、神の礼拝に関する道具および器具に

も当てはまる。というのは、これらの物も、私たちのもとでは、神

の法に属する物では決してなく、人間の法に属する物すなわち公共

物だからである。

第13節　もちろん、教会の腰掛けや、教会に隣接する小屋すなわち礼

拝堂 Capellen も、さらには部分的に墓も、私人にとって取引可能な

物である。

第1４節　一言で言えば、これまで列挙された物以外の物はすべて、私

人にとって取引可能な物である。

第15節　さて、私人にとって取引可能な物の最初の差異は、レーエン
物と非レーエン物すなわち私有物である。これらの差異とその慣用

は、レーエン法においてより詳細に論じるのが常である。

第16節　この［ゲルマン私法というテーマに］ふさわしい私有物には、

さらに共同所有の物と単独所有の物とがある。共同所有の物とは、

その物全体が複数の私人に帰属しつつ、それでいてその持ち分は

個々人に帰属している物である。単独所有の物とは、その物全体が

個人に帰属している物である。

第17節　共同所有の物となるのは、無主物があったときに複数人がそ

れを先占する場合と、合意または組合による場合と、そのどちらで

もない場合、例えば、相続財産や遺贈が複数人に遺された場合であ

る。

第18節　ところで、単独所有の物についていえば、原則的にだれも、

自分の物を売るように強制されないのだが、同様に、共同所有の物

）
〇
〇
四
（
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第12節　同じ理が、墓地、教会、神の礼拝に関する道具および器具に

も当てはまる。というのは、これらの物も、私たちのもとでは、神

の法に属する物では決してなく、人間の法に属する物すなわち公共

物だからである。

第13節　もちろん、教会の腰掛けや、教会に隣接する小屋すなわち礼

拝堂 Capellen も、さらには部分的に墓も、私人にとって取引可能な

物である。

第1４節　一言で言えば、これまで列挙された物以外の物はすべて、私

人にとって取引可能な物である。

第15節　さて、私人にとって取引可能な物の最初の差異は、レーエン
物と非レーエン物すなわち私有物である。これらの差異とその慣用

は、レーエン法においてより詳細に論じるのが常である。

第16節　この［ゲルマン私法というテーマに］ふさわしい私有物には、

さらに共同所有の物と単独所有の物とがある。共同所有の物とは、

その物全体が複数の私人に帰属しつつ、それでいてその持ち分は

個々人に帰属している物である。単独所有の物とは、その物全体が

個人に帰属している物である。

第17節　共同所有の物となるのは、無主物があったときに複数人がそ

れを先占する場合と、合意または組合による場合と、そのどちらで

もない場合、例えば、相続財産や遺贈が複数人に遺された場合であ

る。

第18節　ところで、単独所有の物についていえば、原則的にだれも、

自分の物を売るように強制されないのだが、同様に、共同所有の物
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に関していえば、原則的にだれも、共有に留まる責任を負わない。

なぜなら、共有は紛争の母だからである。

第19節　したがって、だれであれ、共有物の分割を求めることができ

るし、また、共同所有権の訴えによってｃ）、強制的に分割させるこ

ともできる。ただし、短期の共有に関する合意やその他の衡平が、

妨げにならないときに限られる。例えば、ある人が、無節操に悪意

で組合を清算させるときである。

ｃ）家産分割訴権の方式書と共有物分割訴権の方式書とを区別する

ローマ法の細かさは、ゲルマン法においては使われていない。これ

については既に、主査であるトマジウス先生が、『学説彙纂ノート

Notae ad Pandectas』で第10巻第 2 章および第10巻第 3 章に対して

註記した通りである。

第20節　ところで、ある物については分割が必要なく、むしろ法それ

自体によって分割がおこなわれるので、次のことを知っておかねば

ならない。ある物は分割物であり、ある物は非分割物である。

第21節　さて、分割物および非分割物と呼ばれるのは、ある物の部分

について 2 人以上の人々が権利を主張しており、その部分が問題に

なっているときに限られる。というのも、［なぜこの場合に限るかと

いえば、］どのような物であれ何らかの全体であって、その部分が見

出されるからであるｄ）。［つまり、単に部分があるかないかだけを問

題にするならば、あらゆる物は分割物である。］

ｄ）博士たちが、分割物と非分割物との定義についておたがいに意見

を違えているのは、不思議なことである。このような意見の相違を

詳しく提示してみせたのは、アウグスト・ホフマン（18）の「分割不能
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性、一名、非分割物の法について De individuitate, sive de jure 

rerum individuarum」第 1 章であった。しかし、ホフマン自身もま

た、この区別について判明な概念を定式化しなかった。したがって、

私がこの意見の相違を取り除く方法を発見できるかどうか、試みる

ことが許されるであろう。

第22節　さて、部分には、未分割な部分と既分割な部分とがある。よ

り明晰に言えば、知性的な部分と現実の部分とがある。未分割な部

分の例は、ティティウスとカーユスが、共有の農地や家屋を占有し

ているときであり、既分割な部分の例は、ティティウスとカーユス

が、一方は家屋の上層部分を、あるいは、農地の池に近い部分を所

有しており、他方は家屋の下層部分を、あるいは、農地の池から遠

い部分を所有している、というように、家屋や農地を［部分的にか

つ単独で］所有しているときである。

第23節　ところで、物が分割物または非分割物と言われるとき、 2 つ

の意味がある。ひとつは、既におこなわれた分割からみたときであ

り、もうひとつは、将来おこなわれる分割からみたときである。

第2４節　［既におこなわれた分割という］ １ 番目の意味によれば、物が

非分割であるのは、 2 人以上の人々のうちだれも現実の部分を持っ

ていない、というかたちで、その物が彼らの権利の対象となってい

るときであり、分割であるのは、個々人が、現実の部分を有してい

る場合である。［つまり、ある物を複数人で使っているときに、まだ

持分しか観念できない場合が 1 番目の意味の非分割物〔＝未分割物〕

であり、既に単独所有が実現されている場合が 1 番目の意味の分割

物〔＝既分割物〕である。］

第25節　この意味によれば、原則的に、共有物はすべて非分割物であ

）
〇
三
四
（
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る。なぜなら、仮にそれらの物が分割物であるならば、より明晰に

言えば、もしそれらの物が既に分割されているならば、実際には異

なる 2 つの物があり、これらはもはや共有物ではなく単独所有物だ

からである。たとえ物理的には一体であるとしても、そうなる。こ

れは、家屋や農地の現実の部分について直前に例を挙げておいた通

りであるｅ）。

ｅ）この考察は、とりわけ持分増加権において有用である。さしあた

り、博士たちの、『学説彙纂』第 7 巻第 2 章に対する註釈を、とりわ

け第12法文に対するそれを参照せよ。

第26節　［債権額や債務額のような］量は除外される。量は、原則的に、

もし複数の人々に対して義務づけられていたり、あるいは複数の

人々によって義務として負われたりしているならば、法それ自体に

よって、それぞれの持ち分に応じて、各人に対して義務づけられた

り、あるいは各人によって義務として負われたりすることになるか

らである。ただし、別様に合意したときは、この限りでないｆ）。

ｆ）この考察は、単独の債権者または単独の債務者を複数人が相続す

る場合において、有用であろう。

第27節　［将来おこなわれる分割という］ ２ 番目の意味によれば、非分

割物と言われるのは、現実の部分を持たず、かつ、持つことがそも

そもできない物であり、分割物とは、現実の部分へと分割可能な物

である。

第28節　この意味によれば、わずかな例外を除いて、ほとんどの物は

分割物である。例外とは、例えば、個々の人間、（生きている）獣、

分割がおこなわれるとその将来の有用さが無くなるかあるいは減じ
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る広い意味での物、例えば、農業地役権、用益権、小作権などであ

る。

第29節　ところで、非分割の権利には、農業地役権の権利のように、

その権利の有用さや行使が分割を受けつけないというかたちで、

まったくどのような仕方でも非分割なものと、用益権のように、そ

の行使や果実に鑑みれば分割を受けつけるけれども、しかしその内

的な自然本性に鑑みれば非分割なものとがあるｇ）。

ｇ）おそらくこのようにして、用益権は分割物であるのか非分割物で

あるのかという、とてもねじれた論争において、博士たちの意見の

不一致を調停させることができるであろう。ホフマンの「分割不能

性、一名、非分割物の法について」第 1 章第 7 命題を参照。

第30節　さらに、分割物にも非分割物にも、集合物と個物とがある。

とはいえ、個物だけでなく集合物も、共有ではない単独所有の個物

とみなすことができるｈ）。

ｈ）例えば、私たちは、個別の相続財産や個別の群れと言う。

第31節　集合物とは、複数の個物がまとまっているときを言う。個物

とは、他でもない、一個の物として、あるいは、（論理学で言うところ

の）個体として成立しているものを言う。

第32節　物の集まり universitas（人から成る自治組織 universitas ではない。

これについては、第10節を参照）も、集合物と言われる。ところで、こ

の集まりには、相続財産のように、法にもとづく集まりすなわち財

産の集まりと、徒党や家畜の群れや騎兵隊のように、事実にもとづ
く集まりすなわち物体の集まりとがある。
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第30節　さらに、分割物にも非分割物にも、集合物と個物とがある。

とはいえ、個物だけでなく集合物も、共有ではない単独所有の個物

とみなすことができるｈ）。

ｈ）例えば、私たちは、個別の相続財産や個別の群れと言う。

第31節　集合物とは、複数の個物がまとまっているときを言う。個物

とは、他でもない、一個の物として、あるいは、（論理学で言うところ

の）個体として成立しているものを言う。

第32節　物の集まり universitas（人から成る自治組織 universitas ではない。

これについては、第10節を参照）も、集合物と言われる。ところで、こ

の集まりには、相続財産のように、法にもとづく集まりすなわち財

産の集まりと、徒党や家畜の群れや騎兵隊のように、事実にもとづ
く集まりすなわち物体の集まりとがある。
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第33節　物には、同じ物と異なる物もある。どちらの物も、類におい

て同じであったり異なったりするときと、種において同じであった

り異なったりするときがある。ところで、次のことは注意しておか

ねばならない。法において種という言葉が意味するのは、哲学者た

ちが個体と呼ぶ慣わしになっているものであり、類という言葉が意

味するのは、彼らが種と呼ぶ慣わしになっているものであるｉ）。

ｉ）この区別は、遺贈、契約、弁済などの教えにおいて役立つ。

第3４節　物には、有体物と無体物もある。有体物とは、触ることおよ

び見ることができるものである。無体物とは、知性によって、その

作用と結果から認識されるものである。

第35節　さらに、ここでは常に法学を念頭に置いているのであるから、

無体物とは、権利から成り立っているもの、すなわち、権利そのも

のである。他方で、有体物とは、権利が付着するもの、あるいは、

その物のために権利を取得するところのものである。例えば、家屋、

家畜、奴隷、金銭など。

第36節　したがって、権利には、物における権利 jus in re すなわち物

それ自体に付着する権利と、物への権利 jus ad rem すなわち物の追

求のために与えられる権利とがある（19）。物における権利 jus in re は、

任意の占有者に対して行使されるが、物への権利 jus ad rem は、自

分の行為によって私たちに義務づけられた人またはその相続人に対

してのみ行使される。なぜ［相続人に対しても行使できる］かとい

えば、相続人は、前者と同じ人格であると評価されるからである。

第37節　物における権利 jus in re には、自分の有体物に関する権利す

なわち所有権と、他人の有体物に関する権利とがある。後者には、
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役権のように、私たち自身の利益を目的とする権利と、質権のよう

に、担保を目的とする権利とがある。

第38節　所有権には、狭義の所有権すなわち有体物に対する所有権と、

広義の所有権すなわち無体物に対する所有権とがある。無体物は、

役権や質権だけでなく、債務をも含むｌ）。

ｌ）債務（20）は、ゲルマン法においては、儀式的譲渡によらずとも譲渡

可能であり、一身専属性を有することもない。それゆえに、おそら

くローマ法においては、なるほど役権の所有や質権の所有は可能で

あっても、債務の所有は不可能であったのだろう。というのも、債

務は、所有物取戻し訴訟の対象にも譲渡の対象にもならなかったか

らである。

第39節　さらに、所有権には、畑の所有権、家屋の所有権、家畜の群

れの所有権のような個別所有権と、相続財産の所有権のような集合
所有権とがある。だからと言って、この区分を、集合物や個物とい

う物の区分と混同してはならない。後者については、前述第30節お

よび第31節で［既に説明した］。

第４0節　物への権利 jus ad rem は、約束から、あるいは与えられた損
害から、あるいはその他の自然な衡平から生じるｍ）。

ｍ）なぜここで、ローマ法の通説、すなわち、債務は契約、準契約、

不法行為あるいは準不法行為から生じるという説を無視したのかに

ついては、他の然るべき箇所でより詳しく述べよう。端的に言うと、

この通説は、一方では曖昧であり、他方ではそこからの帰結がゲル

マン法とほとんど整合しないからである。
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第４1節　約束 promissumとは、万民法およびゲルマン法によれば、自

分の物を自由に管理している人によってなされ、そして、その約束

の相手方から承諾されたものを言う。物について約束があったのか

なかったのか、文言が書面になっているのか、それとも口頭でなさ

れたのかは関係がなく、また、明示的にであろうと黙示的にであろ

うと、いかなる方法によってであれ、合意が表示されていればよ

いｎ）。

ｎ）それゆえに、ローマの教え、すなわち、約束を［ラテン語で］

pactum と contractus とに分けて、さらにそれぞれのクラスを下位分

類するという教えは、不要である。

第４2節　他人に損害を与える人は、故意によってであれ過失や懈怠に

よってであれ、等価なものの返還によって、すなわち同一の価額に

よって、この他人に同じものを賠償しなければならない。なぜなら、

悪意も過失も、自身を益したり他人を害したりしてはならないから

である。

第４3節　物への権利 jus ad rem を生じさせる別の法原則として、自然
な衡平にもとづく法原則がある。例えば、だれも自分の恩恵的行為

〔＝無償の行為〕から損害を受けてはならない、だれも他人の損害か

ら利得してはならない、だれも意に反して共有に留め置かれてはな

らないなどであるｏ）。

ｏ）ここから、事務管理訴権、後見訴権、共有物分割訴権などと、さ

らに、本訴権に対する反対訴権の大部分が［生じる］。

第４４節　さらに、たとえ債務が、その類においては権利全般の対応物

であり、［それゆえに物への権利 jus ad rem のみならず］物における
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権利 jus in re に対応するものでもあるとしても、しかし、狭義にお

いては、物への権利 jus ad rem に対応するものだけが債務であるｐ）。

このため、法学者たちは普通、債務という言葉を、あたかも物への

権利 jus ad rem と同義であるかのように用いる。

ｐ）このようにして、ドイツ語の Schuld も、物への権利 jus ad rem か

ら生じる債務を指す。

第４5節　たとえすべての債務が、［終局的には債務者が何かを］為すこ

とを目的としているとしても、しかし、次のような言葉の使い方が

妥当である。債務には、与える債務、すなわち所有権を移転する債

務と、為す債務、すなわちそれ以外の行為を目的とする債務とがあ

る。

第４6節　行為という言葉は、法においては、不作為をも含む。例えば、

受忍すること、沈黙することなどである。

第４7節　有体物の自然本性と無体物の自然本性との両方を分有してい

る物もあるｑ）。例えば、金銭すなわち貨幣である。それゆえに、金

銭は、物体に数え入れられることもあれば、量に算入されることも

ある。

ｑ）前述第3４節と関連づけなさい。

第４8節　モラルや法学における量には、人格の量、すなわち世評、評

判、名誉と、物の量、すなわち価格、価値、貨幣の外在的な財産性

とがある。

第４9節　すなわち、貨幣の中には、物体に内在的な財産性、すなわち
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第４7節　有体物の自然本性と無体物の自然本性との両方を分有してい

る物もあるｑ）。例えば、金銭すなわち貨幣である。それゆえに、金

銭は、物体に数え入れられることもあれば、量に算入されることも

ある。

ｑ）前述第3４節と関連づけなさい。

第４8節　モラルや法学における量には、人格の量、すなわち世評、評

判、名誉と、物の量、すなわち価格、価値、貨幣の外在的な財産性

とがある。
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総重量 Schrot および貴金属含有量 Korn と、外在的な財産性、すな

わち無体的な財産性である額面 Gehalt および［両替において他の通

貨との交換レートになる］秤量 Gewicht とがある（21）。

第50節　たとえ物体はすべて、物理的には移動可能であるとしても、

しかし、法の慣用に従うならば、有体物には動産と不動産とがある。

動産とは、実体を毀損せずに移動可能な物であり、不動産とは、移

動させると別の名前になってしまう物である。

第51節　不動産とは、畑、地所、家屋、土地である。土地には、都市

的な使用を目的とする都市用地と、農業的な使用を目的とする農業
用地とがある。

第52節　都市的な使用とは、農業的な使用ではない使用全般である。

農業的な使用とは、耕作と牧畜をｒ）、また、農夫たちの利用を目的

としているということである。農夫たちの利用を目的としていると

いうのは、例えば、農夫たちのビール付き食堂、すなわち［ドイツ

語では］Schencken である。

ｒ）この件については、主査であるトマジウス先生が、「市民共同体の

設 立 に 関 す る 帝 国 等 族 の 権 利 つ い て De jure statuum imperii, 

dandae civitatis」［1696年］の中であまねく論じた。しかし、特に

第33節である。

第53節　不動産には、畑のように、その自然本性からして不動産であ

るものと、家屋や家屋に取り付けられた物、すなわち［ドイツ語の

通俗的な表現で言えば］「しっかり固定されたもの was Erd= Maur= 

Nied= und Nagelfeste ist」（22）のように、そしてまさに風車製粉所

molendina pneumatica〔＝ Windmühlen〕のように、［土地や家屋に固
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定するという］行為によって不動産になっているものと、船舶製粉

所 molendina navalia〔＝ Schiffmühlen〕のように、［水辺に係留して

あるだけであるが］目的によって不動産になっているものと、反訴

や費用のための担保提供の観点から、図書および食堂の商品のよう

に、法の慣用および（少なくとも法の何らかの条文における）同一視
aequiparatio によって不動産になっているものとがある。

第5４節　動産には、農奴や動物のように、自分で動く物と、植物や無

生物のように、他のものによって動かされる物とがある。

第55節　動物には、野生の動物、すなわち、通常は人間と共同生活を

送っていない動物と、その反対に［通常は人間と共同生活を送って

いる］人懐っこい動物と、人間の努力によって野生の性質を何らか

の仕方で抑制された調教済みの動物、すなわち飼いならされた動物
とがいる。

第56節　さて、動物には、自由な空で生活するものと、水中で生活す

るものと、地上で生活するものとがいる。鳥類と魚類は、わずかな

例外を除いて、その自然本性からして野生である。わずかな例外と

は、人間に使役される鳥類、例えば、鵞鳥、鶏、鳩という特定の種

類であるｓ）。

ｓ）トリボニアヌスは『法学提要』第 2 巻第 1 章第15節において、無

駄に違う意見を述べている。

第57節　地面を四本の足で歩くだけで飛ぶことを知らない動物には、

森をさまよう野生の動物と、人懐っこい動物とがいる。後者には、

羊、山羊、［牧畜用の］牛、豚のように、群れで飼育される群畜と呼

ばれるものと、［車や道具を引く］馬や牛のように、耕作や武器の運
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送っていない動物と、その反対に［通常は人間と共同生活を送って

いる］人懐っこい動物と、人間の努力によって野生の性質を何らか

の仕方で抑制された調教済みの動物、すなわち飼いならされた動物
とがいる。

第56節　さて、動物には、自由な空で生活するものと、水中で生活す

るものと、地上で生活するものとがいる。鳥類と魚類は、わずかな

例外を除いて、その自然本性からして野生である。わずかな例外と

は、人間に使役される鳥類、例えば、鵞鳥、鶏、鳩という特定の種

類であるｓ）。

ｓ）トリボニアヌスは『法学提要』第 2 巻第 1 章第15節において、無

駄に違う意見を述べている。

第57節　地面を四本の足で歩くだけで飛ぶことを知らない動物には、

森をさまよう野生の動物と、人懐っこい動物とがいる。後者には、

羊、山羊、［牧畜用の］牛、豚のように、群れで飼育される群畜と呼

ばれるものと、［車や道具を引く］馬や牛のように、耕作や武器の運
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搬のために使役される輓獣と、［背中に何かを乗せて運ぶ］馬、牛、

驢馬、象、駱駝などのように、荷物を運ぶ駄載獣とがいる。

第58節　動産たる無生物とはｔ）、例えば、金、銀、衣服、什器など

様々であるｕ）。しかし、次のことは注意しておかねばならない。ゲ

ルマン人たちのもとでは、しばしば、mobiles というラテン語で、什

器のみを意味させることがある。これは、フランス語の meubles を

真似たものである。

ｔ）前述第5４節をもう一度見よ。

ｕ）草と樹木は、不動産に算入されることもあれば、動産に算入され

ることもある。これは、地面とくっついているのか、それともくっ

ついていないのかに応じる。

第59節　また、動産にはｖ）、代替物と非代替物とがある。代替物とは、

消尽しなければ使えない物、すなわち、減少、変化させたり、消費、

収益あるいは譲渡したりしなければ使えない物である。非代替物と

は、消尽しなくても使える物である。ただし、ある代替物が他の代

替物よりも長期間の使用に耐える、ということはある。すなわち、

後者の方が前者よりも壊れたり摩耗したりしやすい、ということは

ある。

ｖ）［なぜ動産に限定するかと言うと］、不動産は非代替物だからである。

第60節　したがって、代替物には、食べ物、飲み物、建築物の素材以

外にも、極めて多数の例があるように、非代替物にも、多くの工芸

品ｗ）、日用の衣服あるいは祭礼用の衣服ｘ）、金製、銀製、銅製、錫

製、粘土製、木製の什器が属する。

）
〇
二
四
（

26

日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

二
〇
〇

ｗ）すなわち、際立って技術的な物 sehr künstliche Dinge である。と

りわけ、希少性を理由として保管対象になるのが常であるような物

は、そうである。なぜなら、通俗的な製品に属する物、例えば、料

理人の製品、工員の製品など、ドイツ語で言えば、大工Zimmerleute、

左官 Meurer、石工 Steinmetzen、煉瓦屋 Ziegelbrenner の製品は、

通常、代替物だからある。

ｘ）『法学提要』第 2 巻第 ４ 章第 2 節で意見を違えているトリボニアヌ

スに敬意を払いつつも。

第61節　代替物に関して、万民法上の法原則は次の通りである。代替

物は、感情にもとづく価格を受けつけず、物の取引においてはむし

ろ、ある物が別の［同種の］物によって代替されるｙ）。

ｙ）主査であるトマジウス先生の「代替物に感情にもとづく価格は成

立しないことについて De pretio affectionis in res fungibiles non 

cadente」［1701年］を見よ。

第62節　というわけで、物の対価 / 価格も様々に区別される。という

のも、対価 / 価格には、［狭義の］交換における通俗的な対価 / 価格

と、売買における優れた対価 / 価格〔＝金銭から成る対価 / 価格〕

とがある。優れた対価 / 価格の例は、ヌンムス貨幣である。また、

役人によって決められた法定の対価 / 価格と、［当事者の自由な合意

によって決められた］任意の対価 / 価格もある。そして、任意の対

価 / 価格には、民衆〔＝市場〕の判断にもとづく共通の対価 / 価格と、

各所有者の自由な判断に委ねられた感情にもとづく対価 / 価格とが

ある。前者の民衆は、［目的物の］希少性または在庫の過多から生じ

た余剰性に自己を基礎づける。後者の所有者は、［目的物に関する］

損得や欲求よりも、むしろ功名の証拠力や見かけに自己を基礎づけ
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とがある。優れた対価 / 価格の例は、ヌンムス貨幣である。また、

役人によって決められた法定の対価 / 価格と、［当事者の自由な合意
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るｚ）。ただし、功名の見かけのために求められるのは、［消尽せずに

見せびらかすことができる］非代替物だけであるａ）。

ｚ ） 主 査 で あ る ト マ ジ ウ ス 先 生 の『 神 法 学 提 要 Institutiones 

jurisprudentiae divinae』第 2 巻第11章を参照。

ａ）例えば、使節を通じて元首から与えられた鎖〔非代替物〕の方が、

同じ元首から与えられた葡萄酒〔代替物〕よりも高く評価されるの

は、このためである。

第63節　さらに、物には、主物と従物とがある。人口に膾炙した公理

によれば、従物は主物に従う。それゆえに、従物は普通、付属物と

も名付けられる。このようにして例えば、家屋に併設された倉庫は、

その家屋の従物であり、地所の設備や建設物は、その地所の従物で

あり、馬具およびその他の装飾品は、馬の従物である。

第6４節　ところで、物の添付は、何らかの自然な一体性や依存性にで

はなく、むしろ人間たちの判断とその目的に、極めて多様なかたち

で依拠しているので、主物や従物の本質と定義は、確定的な法原則

によってはうまく説明することができない。

第65節　なるほど、物を装飾するために配置されるのが常であるよう
なものは何であれ、たとえ高価であっても、その［装飾された］物
に帰属する、ということが頻繁に起こる。例えば、紐や布に付着し

た紫の染料である。しかしながら、ただし装飾品が容易に分離され

えない限り、という制約が、しばしば追加されねばならない。なぜ

なら、装飾品を剥がして別個に売ったり買ったりすることも、ある

いは、別の物を飾り付けるために用いることも、よくあることだか

らである。例えば、什器、地所の建設物や設備、馬具などが、そう
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である。

第66節　同様に、それがなければ他方が存在しえないような物が、し

ばしば主物とみなされる。例えば、家屋、苗、樹木からみた地所で

ある。しかしながら、これもまた、しばしばうまくいかない。なぜ

なら、卓越した藝術家の絵が安価なキャンバスに帰属すべきである

ということもｂ）、自分は多額の金を借りていると認めている他人の

文書〔＝借用書〕が、極めて安価な羊皮紙に帰属すべきであるとい

うことも、おかしいからであるｃ）。

ｂ）それゆえに、『学説彙纂』第 6 巻第 1 章第23法文第 3 項の、それが
なければ他方が存在しえない物の方に帰属すべきである、という文

言において、パウルスは誤っている。なぜなら、パウルスは、従物

に関する法原則は必然的で数学のような真理であると、思い違いし

ているからである。

ｃ）それゆえに、『法学提要』第 2 巻第 1 章第33法文におけるユスティ

ニアヌス帝の教えは、『法学提要』第 2 巻第 1 章第3４法文と、うまく

整合しないのである。

第67節　これと関係しているのは、上で（第53節で）、目的に応じて不

動産になる物と私が呼んだところの物である。なぜなら、ここでも、

人間たちの意図は様々だからである。それゆえに、宿屋の寝台は、

宿屋の従物であり、そこに固定されている物と同一視されるべきで

あるか否かが、常に問われるのである。この疑問は、シーツや羽毛

布団のみならず、木製の寝台についても生じるのが常であるｄ）。

ｄ）さしあたり、カルプッツォフ（23）の第 3 部第2４規定第10定義を見よ。
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である。

第66節　同様に、それがなければ他方が存在しえないような物が、し

ばしば主物とみなされる。例えば、家屋、苗、樹木からみた地所で

ある。しかしながら、これもまた、しばしばうまくいかない。なぜ

なら、卓越した藝術家の絵が安価なキャンバスに帰属すべきである

ということもｂ）、自分は多額の金を借りていると認めている他人の

文書〔＝借用書〕が、極めて安価な羊皮紙に帰属すべきであるとい

うことも、おかしいからであるｃ）。

ｂ）それゆえに、『学説彙纂』第 6 巻第 1 章第23法文第 3 項の、それが
なければ他方が存在しえない物の方に帰属すべきである、という文

言において、パウルスは誤っている。なぜなら、パウルスは、従物

に関する法原則は必然的で数学のような真理であると、思い違いし

ているからである。

ｃ）それゆえに、『法学提要』第 2 巻第 1 章第33法文におけるユスティ

ニアヌス帝の教えは、『法学提要』第 2 巻第 1 章第3４法文と、うまく

整合しないのである。

第67節　これと関係しているのは、上で（第53節で）、目的に応じて不

動産になる物と私が呼んだところの物である。なぜなら、ここでも、

人間たちの意図は様々だからである。それゆえに、宿屋の寝台は、

宿屋の従物であり、そこに固定されている物と同一視されるべきで

あるか否かが、常に問われるのである。この疑問は、シーツや羽毛

布団のみならず、木製の寝台についても生じるのが常であるｄ）。

ｄ）さしあたり、カルプッツォフ（23）の第 3 部第2４規定第10定義を見よ。
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第68節　ところで、工藝品においては素材が形相の従物であるべきだ

とか、形相が素材の従物であるべきだとか、あるいは、もし出来上

がったものを原材料にまで戻すことができるならば、素材が主物で

あるべきで、反対に、戻すことができないならば、形相が主物であ

るべきだとか、こういうことには、まったく根拠が欠けているｅ）。

ｅ）ここでは、『法学提要』第 2 巻第 1 章第25法文を念頭に置いている。

第69節　農村においては、家屋は大抵、農業用地の従物である。ある

いは少なくとも、主物ではない物とみなされる。反対に、都市にお

いては、農業用地は大抵、都市用地ないし家屋の従物であるｆ）。

ｆ）都市における農業用地という言葉で私が念頭に置いているのは、

家屋に併設された家畜小屋や倉庫のように、通常の出入口が家屋そ

のものを通じてそこまで繋がっているような土地のことであり、都

市の外にある畑や、都市から離れたところに別置された倉庫のこと

ではない。

第70節　最後に、人間たちが物の専有 proprietas を求めるのは、愛着

や快楽のためだけではなく、とりわけ有用性 / 利益のためである。

ここから、物と物の果実という新たな差異が生じる。

第71節　果実とは、物の利益である（［領地などの］管轄権の果実のように、

［主物は］無体物であってもよい）。この利益は、物から、あるいは物を

媒介として生じる。それゆえに、果実の最初の区別は、自然な果実

と市民法上の果実である。

第72節　しかし、大抵の物は、果実をその自然本性だけから生み出す

ことがほとんどなく、むしろそれに加えて、重労働や出費を伴うこ
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とが稀でない人間たちの勤労を前提とする。それゆえに、自然な果

実は、その自然本性が勤労を上回っているのか、それとも勤労がそ

の自然本性を上回っているのかに応じて、純粋に自然な果実と、勤
労にもとづく自然な果実とに下位分類されるのが常である。

第73節　しかし、これら［ 2 つの］種類を、すべての事案において正

確に区別することは困難であるｇ）。また、ゲルマン法においても、

この区別は、大して用いられていない。

ｇ）とりわけ、樹木の果実については、そうである。

第7４節　市民法上の果実とは、実を結ばない物の使用によって得られ

る果実、あるいは、実を結ぶ物の賃貸から、人間たちの先行する合

意にもとづいて得られる果実である。

第75節　ゲルマン人たちのもとでは、諸々の市民法上の果実は、定期

金 census（［ドイツ語で］Zinß）という共通の名前で呼ばれる。という

のも、［ゲルマン人たちのもとでは］、利息だけでなく、農業用地の

小作料や地租も、そのように名付けられるからである。このような

農業用地は、それゆえに、定期金負担付きの土地 praedia censitica、

すなわち［ドイツ語で］Zinß=Güter や Erb=Zinß=Güter とも呼ばれ

るが、これらは大抵の場合、同じ意味でありｈ）、またなるほどロー

マ人たちの永代借地に関する財産 bona emphytheutica と親近性を有

するのだが、しかし、同じではない。たとえ多くの法学者たちが、

ローマ法に対する過度の愛着から、両者を混同するのが常であると

しても、そうである。

ｈ）さしあたり、『シュヴァーベンシュピーゲル』レーエン法の第109

章と第110章を見よ（章番号はシルター版による）。
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とが稀でない人間たちの勤労を前提とする。それゆえに、自然な果

実は、その自然本性が勤労を上回っているのか、それとも勤労がそ

の自然本性を上回っているのかに応じて、純粋に自然な果実と、勤
労にもとづく自然な果実とに下位分類されるのが常である。

第73節　しかし、これら［ 2 つの］種類を、すべての事案において正

確に区別することは困難であるｇ）。また、ゲルマン法においても、

この区別は、大して用いられていない。

ｇ）とりわけ、樹木の果実については、そうである。

第7４節　市民法上の果実とは、実を結ばない物の使用によって得られ

る果実、あるいは、実を結ぶ物の賃貸から、人間たちの先行する合

意にもとづいて得られる果実である。

第75節　ゲルマン人たちのもとでは、諸々の市民法上の果実は、定期

金 census（［ドイツ語で］Zinß）という共通の名前で呼ばれる。という

のも、［ゲルマン人たちのもとでは］、利息だけでなく、農業用地の

小作料や地租も、そのように名付けられるからである。このような

農業用地は、それゆえに、定期金負担付きの土地 praedia censitica、

すなわち［ドイツ語で］Zinß=Güter や Erb=Zinß=Güter とも呼ばれ

るが、これらは大抵の場合、同じ意味でありｈ）、またなるほどロー

マ人たちの永代借地に関する財産 bona emphytheutica と親近性を有

するのだが、しかし、同じではない。たとえ多くの法学者たちが、

ローマ法に対する過度の愛着から、両者を混同するのが常であると

しても、そうである。

ｈ）さしあたり、『シュヴァーベンシュピーゲル』レーエン法の第109

章と第110章を見よ（章番号はシルター版による）。
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第76節　市民法上の果実は、物から生じる利害 interesse〔＝損害賠償〕

とは異なる。なぜなら、物から生じる利害の方が、市民法上の果実

よりも広いからである。すなわち、物から生じる利害には、逸失利
益と既発生損害とがある。たとえ普通は、［訴状の中で］、金銭果実

fructus pecuniae や利息 usura という言葉が、利害 interesse に代わ

る言葉として登場するとしても、そうである。というのも、利害の

証明は多くの場合極めて難しく、それゆえに慣習上の利息を取る方

がより確実なので、利害の証明の代わりに、この利息を用いるのが

常だからである。

第77節　果実には、未分離の果実、すなわち、地所の一部になってい

て、不動産に帰属する果実と、収穫された果実、すなわち、分離さ

れた果実とがある。そしてもちろん、収穫された果実には、単に収

穫されただけの果実と、完全に収穫された果実、すなわち倉庫へ既

に収められた果実とがある。

第78節　収穫された果実には、残存している果実と消費された果実と

がある。消費された果実とは、収穫した人のところには、もはや

残っていない果実である。たとえ他の人のところに残っているとし

ても、そうである。というのも、消費には、自然な消費と市民法上
の消費とがあるからである。市民法上の消費とは、すなわち譲渡で

ある。

第79節　時として、収穫された果実と収穫すべきだった果実とが区別

される。収穫すべきだった果実とは、もはや未分離ではないのだが、

収穫済みでもなく、仮に然るべき注意が払われたならば、収穫され

たはずの果実〔＝地面に落下したまま放置されている果実〕を言う。

第80節　さらに、市民法上の評価によれば、果実と理解されるのは、
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出費を控除したものに限られる。ところで、出費には、果実に対す
る出費と、物に対する出費とがある。そして［それぞれに］、必要な
出費、好みにもとづく出費、有用な出費がある。

第81節　いずれにせよ、新しく開発された工藝品においてはとりわけ、

必要な出費と有用な出費とを切り分けることがしばしば困難である

し、さらには、好みにもとづく出費を有用な出費から区別して把握

することもしばしば困難である。なぜなら、嗜好性と有用性とは、

しばしば混在するからである。

終わり

（ 1 ） Christian Gottfried Hoffmann （Präs.）, Johann Conrad Nesen （Resp.）, 
Exercitatio prima quae de verborum in jure Germanico ac Saxonico 
significatione nec non antiquis eorum jurium regulis generatim agit, 
Leipzig : Literis Breitkopfianis, 1721, p. 28.

（ 2 ） こ の 経 緯 に つ い て は、Takashi Izumo, Die Gesetzgebungslehre im 
Bereich des Privatrechts bei Christian Thomasius, Frankfurt am Main : 
Peter Lang Verlag, 2016, SS. 33-39を参照。

（ 3 ） Ibid., SS. ４3-４5. 
（ ４ ） Christian Thomasius （Präs.）, Johann Georg Franck （Resp.）, De 

dominio et ejus natura in genere intuitu juris Germanici privati, Halle : 
Salfeld, 1721, p. 22., §. 56.

（ 5 ） Izumo, a. a. O. （Anm. 2）, SS. 19-27.
（ 6 ） Ibid., SS. 305-307. 
（ 7 ） Ibid., SS. 70-7４. 
（ 8 ） Johann Gottlieb Heineccius, Elementa juris Germanici, vol. 1., Halle : 

Orphanotroph, 1736, p. LXXX.
（ 9 ） ヨーハン・シルター（Johann SCHILTER, 1632-1705年）は、ドイツの

法律家である。諸事情からアカデミアにおいては不遇であり、フランスに
よる併合前後のシュトラスブルク大学で名誉教授の身分を得るなど、変則
的な学術活動をおこなっていた。

（10） ゲオルク・バイヤー（Georg BEYER, 1665-171４年）は、ドイツの法
学者である。ヴィッテンベルク大学教授。学生時代にはトマジウスの講義
を受けており、ゲルマン法の研究に尽力した。
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出費を控除したものに限られる。ところで、出費には、果実に対す
る出費と、物に対する出費とがある。そして［それぞれに］、必要な
出費、好みにもとづく出費、有用な出費がある。

第81節　いずれにせよ、新しく開発された工藝品においてはとりわけ、

必要な出費と有用な出費とを切り分けることがしばしば困難である

し、さらには、好みにもとづく出費を有用な出費から区別して把握

することもしばしば困難である。なぜなら、嗜好性と有用性とは、

しばしば混在するからである。

終わり

（ 1 ） Christian Gottfried Hoffmann （Präs.）, Johann Conrad Nesen （Resp.）, 
Exercitatio prima quae de verborum in jure Germanico ac Saxonico 
significatione nec non antiquis eorum jurium regulis generatim agit, 
Leipzig : Literis Breitkopfianis, 1721, p. 28.

（ 2 ） こ の 経 緯 に つ い て は、Takashi Izumo, Die Gesetzgebungslehre im 
Bereich des Privatrechts bei Christian Thomasius, Frankfurt am Main : 
Peter Lang Verlag, 2016, SS. 33-39を参照。

（ 3 ） Ibid., SS. ４3-４5. 
（ ４ ） Christian Thomasius （Präs.）, Johann Georg Franck （Resp.）, De 

dominio et ejus natura in genere intuitu juris Germanici privati, Halle : 
Salfeld, 1721, p. 22., §. 56.

（ 5 ） Izumo, a. a. O. （Anm. 2）, SS. 19-27.
（ 6 ） Ibid., SS. 305-307. 
（ 7 ） Ibid., SS. 70-7４. 
（ 8 ） Johann Gottlieb Heineccius, Elementa juris Germanici, vol. 1., Halle : 

Orphanotroph, 1736, p. LXXX.
（ 9 ） ヨーハン・シルター（Johann SCHILTER, 1632-1705年）は、ドイツの

法律家である。諸事情からアカデミアにおいては不遇であり、フランスに
よる併合前後のシュトラスブルク大学で名誉教授の身分を得るなど、変則
的な学術活動をおこなっていた。

（10） ゲオルク・バイヤー（Georg BEYER, 1665-171４年）は、ドイツの法
学者である。ヴィッテンベルク大学教授。学生時代にはトマジウスの講義
を受けており、ゲルマン法の研究に尽力した。
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（11） 原文では hodienum となっているが、hodiernum と校正した。
（12） ペーター・ランベック（Peter LAMBECK, 1628-1680年）は、ドイツ

の歴史家である。
（13） 本邦訳で「主要諸等族」と訳したラテン語の status praecipui は、ト

マジウスの別の文献に照らす限り、聖職者、貴族、平民の「主要三等族
（die drei Hauptstände）」を指すものと解される。Christian Thomasius 
（Präs.）, Johannes de Groin （Resp.）, De officio principis evangelici circa 
augenda salaria et honores ministrorum ecclesiae, Halle : Salfeld, 1707, 
§. ４8., p. 57を参照。

（1４） 原文では mothodo となっているが、methodo と校正した。
（15） 近世における jus singulare という用語については、Thomas Duve, 

Sonderrecht in der frühen Neuzeit. Studien zum ius singulare und den 
privilegia miserabilium personarum, senum und indorum in alter und 
neuer Welt, Frankfurt am Main : Klostermann, 2008の先行研究が詳しい。
ただし、トマジウスとネーゼンは jus singulare という言葉を、当時の慣例
的な意味すなわち「特権 Sonderrecht」という意味では使っていない。彼
らはこのラテン語で、特定の身分に帰属する固有の権利（例えば親権）を
意味させており、いわゆる身分法に近い使い方をしている。これについて
は、Izumo, a. a. O. （Anm. 2）, SS. 257-260を参照。

（16） 本邦訳において「一般的な海」と訳した mare in genere とは、陸地に
囲 ま れ た 海 を 意 味 す る。 こ れ に つ い て は、Matthias Martini et al., 
Matthiae Martini Lexicon philologicum, vol. 1., Amsterdam : J. L. de 
Lorme, 1701, p. 285（mare in genere の項目）を参照。

（17） ゴ ッ ト リ ー プ・ ゲ ル ハ ル ト・ テ ィ テ ィ ウ ス（Gottlieb Gerhard 
TITIUS, 1661-171４年）は、ドイツの法学者である。ライプチヒ大学教授。

（18） アウグスト・ホフマン（August HOFFMANN, 17世紀末頃に活動）は、
ドイツの法律家である。イェーナを活動拠点としていたようであるが、詳
細 は 不 明。 Christian Gottlieb Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, 
Bd. 2., Leipzig : Johann Friedrich Gleditschens Buchhandlung, 1750, col. 
1651を参照。

（19） ここでトマジウスは、債権と物権との峻別につながる議論をしている。
物への権利 jus ad rem については、好美清光「Jus ad rem とその発展的消
滅 : 特定物債権の保護強化の一断面」一橋大学研究年報法学研究 3 号179-
４32頁（一橋大学、1961年）の詳細な先行研究があるので、そちらを参照
されたい。

（20） 原文では obligatio の譲渡可能性の話になっているけれども、問題と
なっているのは債権譲渡であると解される。この解釈は、古典期ローマ法
において債権譲渡が原則的に禁止されていたことからも根拠づけられる。
Vgl. Max Kaser, Rolf Knütel und Sebastian Lohsse, Juristische Kurz-
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Lehrbücher: Römisches Privatrecht, 21. Aufl., München : C.H. Beck, 2017, 
SS. 331-332.

（21） この箇所については、以下のような疑念がある。 Die Hochteutsche 
Rechtsgelahrte Societät （Hrsg.）, Allgemeines juristisches Oraculum, Bd. 
11., Leipzig : Johann Samuel Heinsius, 1751, S. 555によれば、「貨幣の内在
的な財産性は、金属の正当な貴重性および重量、すなわち Gehalt と
Gewicht から成り立っており、他の人々はこれを Ligam と名付け、ドイツ
語では Schrot や Korn と名付けている。外在的な財産性とは、指定された
価値、査定すなわち貨幣の流通、つまり、もろもろの種類の貨幣が一般的
に持っている価額、値打ち、価値である」（Die bonitas intrinseca des 
Geldes bestehet in justa metalli pretiositate et pondere, in Gehalt und 
Gewicht, welche andere die Ligam, zu Teutsch Schrot und Korn, nennen; 
die bonitas extrinseca ist der valor imposititius, die Aestimation seu 
cursus monetae, der Werth, die Würdigung oder Valor der Müntz=Sorten, 
wie sie gäng und gebig sind.）。この定義によれば、トマジウスとネーゼン
が Schrot および Korn と Gehalt および Gewicht とを区別していることは
誤りであり、これら ４ つの用語はすべて貨幣の内在的な財産性に関するも
のであることになる。しかし、本邦訳ではこれを誤りとは見ず、訳文のよ
うな区別がなされているものと解した。訳者の理解によれば、例えば江戸
時代初期の貴金属貨幣であった慶長小判について、約18グラムであるとい
うのが Schrot、金が約85% 含まれているというのが Korn、一両という単
位が Gehalt、他の貨幣、例えば丁銀などとの交換レートが Gewicht に当た
る。前 2 者は小判に内在しているが、後 2 者は幕府や両替商の決定に従う
ので外在的である。

（22） すべて慣用句である。niedfest は現在では nietfest が正しい綴りとなる。
（23） ベネディクト・小カルプッツォフ（Benedikt CARPZOV der Jüngere, 

1595-1666年）は、ドイツの法学者、官僚である。ライプチヒ大学教授。
ここでネーゼンとトマジウスが言及している書物は、『ローマ・ザクセン
法廷法学 Jurisprudentia forensis Romano-Saxonica』（1638年）であると
思われるけれども、彼らがどの版を参照したのかは不明である。
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時代初期の貴金属貨幣であった慶長小判について、約18グラムであるとい
うのが Schrot、金が約85% 含まれているというのが Korn、一両という単
位が Gehalt、他の貨幣、例えば丁銀などとの交換レートが Gewicht に当た
る。前 2 者は小判に内在しているが、後 2 者は幕府や両替商の決定に従う
ので外在的である。
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（23） ベネディクト・小カルプッツォフ（Benedikt CARPZOV der Jüngere, 

1595-1666年）は、ドイツの法学者、官僚である。ライプチヒ大学教授。
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