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，
《一

、

二
、

株
式
会
社
が
そ
の
取
締
役
に
あ
て
て
約
束
手
形
を
振
り

出
す
行
為
と
商
法
二
六
五
条

商
法
二
六
五
条
に
違
反
し
て
株
式
会
社
が
振
り
出
し
た

約
束
手
形
を
取
得
し
た
第
三
者
に
対
す
る
会
社
の
手
形

上
の
責
任

中

村

一

彦

昭
和
四
六
年
一
〇
月
一
三
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
（
昭
和
四
二
年
（
オ
）
第
一
四
六
四
号
約
束
手
形
金
請
求
事
件
）
最
高
裁
民
集
二
五
巻
七
号
九
〇
〇
頁
－
棄
却

〔
参
照
条
文
〕
　
一
、
二
に
つ
き
商
法
二
六
五
条

〔
事
　
　
実
〕
　
Y
株
式
会
社
（
被
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
そ
の
取
締
役
で
あ
る
訴
外
A
に
融
資
の
た
め
約
束
手
形
二
通
を
振
出
し
、
こ
れ

ら
が
A
か
ら
X
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
に
割
引
取
得
さ
れ
た
。
そ
の
際
X
は
右
振
出
に
取
締
役
会
の
承
認
が
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
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っ
た
。
そ
し
て
、
右
の
約
束
手
形
二
通
の
う
ち
、
一
通
（
こ
れ
を
ω
の
手
形
と
い
う
）
は
、
金
額
四
三
九
万
八
、
○
○
○
円
、
満
期
昭
和
三
九
年
六
月

一
三
日
で
あ
り
、
他
の
一
通
（
こ
れ
を
㈲
の
手
形
と
い
う
）
は
、
金
額
三
八
四
万
円
、
満
期
昭
和
三
九
年
七
月
一
五
日
で
あ
り
、
両
手
形
と
も
、
受
取

人
お
よ
び
第
一
裏
書
人
は
A
で
あ
り
、
被
裏
書
人
欄
は
白
地
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
㈲
の
手
形
は
書
替
手
形
で
あ
り
、
実
際
上
で
は
、
Y
会
社
が
受
取

人
欄
を
白
地
に
し
て
直
接
X
に
交
付
し
、
X
が
A
を
し
て
右
欄
に
そ
の
氏
名
を
記
載
さ
せ
て
か
ら
裏
書
さ
せ
た
の
で
、
手
形
上
の
記
載
と
は
異
な
る
経

路
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。
X
は
、
㈱
の
手
形
お
よ
び
㈲
の
手
形
の
所
持
人
と
し
て
Y
会
社
に
手
形
金
を
請
求
し
た
が
、
Y
会
社
は
本
件
手
形
の
振
出

が
商
法
二
六
五
条
に
い
う
会
社
、
取
締
役
間
の
取
引
で
あ
る
の
に
Y
会
社
の
取
締
役
会
の
承
認
が
な
い
た
め
無
効
で
、
し
た
が
っ
て
手
形
債
務
を
負
担

し
な
い
と
抗
弁
し
た
（
蕩
齢
灘
ガ
諜
い
畿
蘇
儲
霧
騨
墓
鵯
蹴
V
。

　
第
一
審
（
備
甑
髄
鍬
謝
配
鞭
叛
幽
詔
梱
』
か
一
醐
恥
一
）
は
約
束
手
形
振
出
行
為
そ
の
も
の
は
コ
取
引
L
に
該
当
し
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
そ
の
原
因
関
係

で
あ
る
Y
会
社
と
A
間
の
信
用
の
供
与
が
「
取
引
」
に
該
当
し
、
こ
れ
は
取
締
役
会
の
承
認
を
欠
き
無
効
で
あ
る
が
、
こ
の
事
情
に
つ
い
て
X
が
悪
意

で
本
件
手
形
を
取
得
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
Y
会
社
の
抗
弁
を
排
斥
し
、
X
の
請
求
を
認
容
し
た
。

　
第
二
審
（
練
鯨
籟
鋼
媚
紳
担
訂
レ
駝
か
舟
｝
節
）
は
、
手
形
の
振
出
を
作
成
と
交
付
に
分
け
、
商
法
二
六
五
条
は
交
付
行
為
の
み
に
適
用
が
あ
り
、
ま
た
同

条
違
反
の
交
付
行
為
に
は
手
形
法
一
六
条
二
項
（
善
意
取
得
）
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
る
立
場
か
ら
、
ω
の
手
形
に
つ
い
て
は
、
X
は
善
意
取
得
者
で

あ
り
、
A
が
Y
会
社
の
取
締
役
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
の
一
事
に
よ
っ
て
、
取
締
役
会
の
承
認
が
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
点
に
重
過

失
が
あ
る
と
ま
で
い
え
な
い
と
判
示
し
た
。
ま
た
㈲
の
手
形
に
つ
い
て
は
、
手
形
上
の
記
載
は
ω
の
手
形
と
同
じ
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
Y
会
社
と
X

間
の
取
引
で
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、
手
形
の
記
載
内
容
で
は
な
く
現
実
交
付
の
当
事
者
を
基
準
と
す
る
商
法
二
六
五
条
適
用
の
余
地
な
く
、
し
か
も
㈲

の
手
形
の
書
替
前
の
手
形
に
つ
い
て
は
同
条
の
適
用
が
あ
る
か
ら
、
㈲
の
手
形
に
つ
き
原
因
関
係
上
の
抗
弁
と
な
り
う
る
が
、
右
旧
手
形
に
つ
い
て

も
、
取
締
役
会
の
承
認
が
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
X
の
悪
意
ま
た
は
重
過
失
が
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
結
局
、
第
二
審
は
Y
の
手
形
債
務
を

認
め
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。

　
Y
会
社
の
上
告
理
由
は
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ω
原
判
決
は
手
形
行
為
を
振
出
と
交
付
に
分
け
て
、
後
者
に
の
み
商
法
二
六
五
条
の
適
用
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が
あ
り
、
か
つ
、
手
形
法
一
六
条
二
項
の
適
用
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
右
各
法
条
の
解
釈
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
り
、
か
つ
判
例
に
違
反
し
て

い
る
。
商
法
二
六
五
条
違
反
の
手
形
振
出
行
為
は
無
効
で
あ
る
。
②
か
り
に
手
形
法
一
六
条
二
項
の
適
用
あ
り
と
し
て
も
、
X
の
本
件
ω
お
よ
び
㈲
の

各
手
形
取
得
に
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
㈲
本
件
㈲
の
手
形
に
つ
い
て
は
、
手
形
面
上
の
記
載
に
よ
り
商
法
二
六
五
条
を
適
用

す
べ
き
で
あ
る
。
か
り
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
書
替
前
の
手
形
が
同
条
に
違
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ω
の
手
形
と
同
様
の
結
論
に
な
り
、

Y
会
社
に
は
支
払
義
務
は
な
い
。

〔
判
決
理
由
〕
　
　
一
五
名
の
裁
判
官
全
員
が
原
審
の
結
論
を
支
持
す
る
点
に
お
い
て
は
一
致
し
、
上
告
を
棄
却
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い

そ
は
意
見
が
分
れ
た
。
多
数
意
見
の
ほ
か
は
要
約
し
て
述
べ
る
。

　
多
数
意
見
　
一
、
「
お
よ
そ
約
束
手
形
の
振
出
は
、
単
に
売
買
、
消
費
貸
借
等
の
実
質
的
取
引
の
決
済
手
段
と
し
て
の
み
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
簡
易
か
つ
有
効
な
信
用
授
受
の
手
段
と
し
て
も
行
な
わ
れ
、
ま
た
、
約
束
手
形
の
振
出
人
は
、
そ
の
手
形
の
振
出
に
よ
り
、
原
因
関
係
に
お
け
る

と
は
別
個
の
新
た
な
債
務
を
負
担
し
、
し
か
も
、
そ
の
債
務
は
、
挙
証
責
任
の
加
重
、
抗
弁
の
切
断
、
不
渡
処
分
の
危
険
等
を
伴
う
こ
と
に
よ
り
、
原

因
関
係
上
の
債
務
よ
り
も
い
っ
そ
う
厳
格
な
支
払
義
務
で
あ
る
か
ら
、
会
社
が
そ
の
取
締
役
に
宛
て
て
約
束
手
形
を
振
り
出
す
行
為
は
、
原
則
と
し

て
、
商
法
二
六
五
条
に
い
わ
ゆ
る
取
引
に
あ
た
り
、
会
社
は
こ
れ
に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。

　
原
審
の
確
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
件
ω
の
約
束
手
形
は
、
Y
会
社
が
そ
の
取
締
役
で
あ
る
A
に
宛
て
て
振
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
回
の

約
束
手
形
は
、
手
形
上
の
記
載
に
よ
る
と
、
Y
会
社
が
右
A
を
受
取
人
と
し
て
振
り
出
し
、
同
人
が
白
地
裏
書
を
し
て
X
が
こ
れ
を
所
持
し
た
こ
と
と

な
っ
て
い
る
が
、
実
際
上
は
、
Y
会
社
が
受
取
人
欄
を
白
地
に
し
て
直
接
X
に
交
付
し
、
X
が
A
を
し
て
受
取
人
欄
に
そ
の
氏
名
を
記
載
し
裏
書
さ
せ

た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
同
手
形
は
、
Y
会
社
が
A
に
宛
て
て
振
り
出
し
、
同
人
か
ら
X
に
交
付
さ
れ
た
約
束
手
形
の
書
替
手
形
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
商
法
二
六
五
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
手
形
上
の
記
載
に
よ
る
べ
ぎ
で
は
な
く
、
現
実
に
行
為
を
し
た
当
事
者
を
基
準
と
し
て
判
断
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す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
前
記
の
説
示
に
微
す
れ
ば
、
Y
会
社
に
よ
る
本
件
㈲
の
約
束
手
形
お
よ
び
㈲
の
約
束
手
形
の
書
替
前
ρ
約
束
手
形
の
振
出
行
為

は
い
ず
れ
も
商
法
二
六
五
条
に
い
わ
ゆ
る
取
引
に
あ
た
り
、
Y
会
社
は
こ
れ
に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
㈲
の
約
束
手
形

自
体
の
振
出
行
為
は
右
に
い
わ
ゆ
る
取
引
に
あ
た
ら
な
い
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
Y
会
社
は
ω
の
手
形
お
よ
び
㈲
の
手
形
の
書
替
前
の
手

形
の
振
出
に
つ
い
て
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
は
原
審
の
確
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」

　
二
、
「
と
こ
ろ
で
、
手
形
が
本
来
不
特
定
多
数
人
の
間
を
転
々
流
通
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ぽ
、
取
引
の
安
全
の
見

地
よ
り
、
善
意
の
第
三
者
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
会
社
が
そ
の
取
締
役
に
宛
て
て
約
束
手
形
を
振
り
出
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
会
社
は
、

当
該
取
締
役
に
対
し
て
は
、
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
手
形
の
振
出
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

い
っ
た
ん
そ
の
手
形
が
第
三
者
に
裏
書
譲
渡
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
第
三
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
手
形
の
振
出
に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
な
か

っ
た
こ
と
の
ほ
か
、
当
該
手
形
は
会
社
か
ら
そ
の
取
締
役
に
宛
て
て
振
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
振
出
に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
が
な

か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
右
の
第
三
者
が
悪
意
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
、
立
証
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
振
出
の
無
効
を
主
張
し
て
手
形
上
の
責
任

を
免
れ
え
な
い
も
の
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
（
こ
の
判
旨
に
反
す
る
大
審
院
明
治
四
二
年
㈹
第
二
七
九
号
同
年
一
二
月
二
日
民
事
聯
合
部
判
決
、

民
録
一
五
輯
九
二
六
頁
は
、
こ
れ
を
採
ら
な
い
。
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
手
形
法
」
六
条
二
項
の
適
用
は
な
く
、
そ
の
解
釈
適
用
に
つ
き

所
論
の
よ
う
な
論
議
を
な
す
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
ω
の
約
束
手
形
に
つ
い
て
は
、
X
は
A
か
ら
右
手
形
を
取
得
す
る
に
際
し
そ
の
手
形
の
振
出
に
つ
き
取
締
役
会
の

承
認
が
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
原
審
の
確
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
Y
会
社
が
X
に
対
し
そ
の
振
出
の
無
効
を
主
張
し
て
手

形
上
の
責
任
を
免
れ
え
な
い
こ
と
は
、
右
の
説
示
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
㈲
の
約
束
手
形
自
体
の
振
出
に
つ
い
て
は
、
会
社
は
取
締
役

会
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
が
、
そ
の
書
替
前
の
約
束
手
形
の
振
出
に
つ
き
こ
れ
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
っ

て
、
も
し
こ
の
手
形
に
つ
き
、
Y
会
社
が
、
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
X
に
対
し
そ
の
振
出
の
無
効
を
主
張
し
う
る

と
す
る
な
ら
ば
、
ひ
い
て
こ
れ
を
抗
弁
と
し
て
、
㈲
の
手
形
に
つ
い
て
も
そ
の
支
払
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
、
原
審
の
確
定
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す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
X
は
A
か
ら
書
替
前
の
手
形
を
取
得
す
る
に
際
し
そ
の
振
出
に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
が
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
Y
会
社
は
書
替
前
の
手
形
に
つ
い
て
X
に
対
し
手
形
上
の
義
務
を
負
担
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
本
件
㈲
の

手
形
に
つ
い
て
も
、
そ
の
支
払
を
拒
む
理
由
は
有
し
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
L

　
大
隅
裁
判
官
の
補
足
意
見
（
判
旨
一
お
よ
び
判
旨
二
に
賛
成
）
　
　
商
法
二
六
五
条
違
反
の
取
引
を
有
効
ま
た
は
相
対
無
効
と
解
す
る
な
ら
ば
、
取

引
を
と
く
に
狭
く
解
す
る
必
要
は
な
い
。
約
束
手
形
の
振
出
に
つ
い
て
、
取
締
役
会
の
承
認
を
要
し
な
い
と
す
る
意
見
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
妥
当
で

な
い
。
①
約
束
手
形
の
振
出
は
、
手
形
に
よ
る
信
用
供
与
の
よ
う
に
、
初
め
か
ら
原
因
関
係
な
く
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
手
形
の

振
出
に
先
だ
っ
た
融
資
契
約
を
考
え
、
そ
れ
に
つ
い
て
取
締
役
会
の
承
認
を
要
求
す
る
の
は
、
取
引
の
実
情
に
合
わ
な
い
観
念
論
で
あ
る
。
②
約
束
手

形
の
振
出
は
金
銭
に
よ
る
債
務
の
履
行
と
同
視
で
き
な
い
。
小
切
手
に
つ
い
て
は
、
会
社
が
そ
の
取
締
役
に
対
す
る
金
銭
支
出
に
つ
き
取
締
役
会
の
承

認
を
受
け
て
い
れ
ば
、
小
切
手
の
振
出
に
つ
き
改
め
て
承
認
を
得
る
必
要
は
な
い
。

　
多
数
意
見
が
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
五
日
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
採
用
せ
ず
、
手
形
の
特
質
に
論
拠
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
善
意
の

第
三
者
保
護
を
不
動
産
取
引
な
ど
に
及
ぼ
さ
な
い
趣
旨
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
区
別
す
る
理
由
は
な
い
。
な
お
、
第
三
者
の
悪
意
に
は
重
過

失
を
含
む
と
解
す
る
。

　
松
本
裁
判
官
の
意
見
（
判
旨
一
に
賛
成
、
判
旨
二
に
反
対
）
　
　
商
法
二
六
五
条
は
未
だ
手
形
を
相
手
方
に
交
付
し
な
い
以
前
の
段
階
に
お
け
る
手

形
行
為
者
の
手
形
債
務
の
発
生
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
ず
、
手
形
を
相
手
方
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
権
利
移
転
行
為
に
つ
い
て
適
用
が
あ

る
。
こ
の
場
合
、
同
条
の
承
認
の
な
い
手
形
の
交
付
を
受
け
た
相
手
方
は
無
権
利
者
で
あ
る
が
、
そ
の
者
か
ら
手
形
を
善
意
取
得
し
た
者
に
対
し
て
は

手
形
法
＝
ハ
条
二
項
を
適
用
し
て
こ
れ
を
解
決
す
べ
き
で
あ
る
。
多
数
意
見
は
法
的
根
拠
を
欠
き
安
易
に
す
ぎ
る
。
多
数
意
見
が
、
重
過
失
に
よ
っ
て

手
形
を
取
得
し
た
第
三
者
も
悪
意
の
取
得
者
と
同
様
に
考
え
る
と
、
法
的
解
釈
が
更
に
ル
ー
ズ
に
流
れ
去
る
の
で
は
な
い
か
と
憂
え
る
。

　
岩
田
・
村
上
・
関
根
・
藤
林
・
岡
原
裁
判
官
の
意
見
（
判
旨
一
に
反
対
、
判
旨
二
に
つ
い
て
は
意
見
を
示
す
必
要
が
な
い
の
で
示
さ
れ
て
な
い
）

約
束
手
形
の
振
出
は
原
因
関
係
の
手
段
と
し
て
な
さ
れ
る
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
原
因
関
係
と
独
立
し
て
、
取
締
役
個
人
に
新
た
な
利
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益
を
与
え
会
社
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
行
為
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
金
銭
の
支
払
い
と
同
様
に
（
紙
酷
評
釦
漁
）
、
原
因
関
係
に
つ
い
て
だ
け
取
締
役
会

の
承
認
が
あ
れ
ば
足
り
る
。
も
し
、
約
束
手
形
の
振
出
自
体
に
商
法
二
六
五
条
の
適
用
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
不
合
理
な
結
果
を
招
く
。

ω
原
因
関
係
が
同
条
の
取
引
に
該
当
し
な
い
場
合
に
も
、
そ
の
履
行
と
し
て
の
手
形
振
出
に
取
締
役
会
の
承
認
が
必
要
と
な
る
。
②
原
因
関
係
が
同
条

の
取
引
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
二
重
に
取
締
役
会
の
承
認
が
必
要
と
な
る
。
㈲
小
切
手
の
振
出
も
法
律
上
は
手
形
の
振
出
と
本
質
に
お
い
て
異
な
る

と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
取
締
役
会
の
承
認
が
必
要
と
な
る
。

　
色
川
裁
判
官
の
意
見
（
判
旨
一
お
よ
び
判
旨
二
に
反
対
）
　
　
約
束
手
形
の
振
出
も
債
務
の
履
行
に
類
比
す
べ
き
行
為
と
し
て
、
商
法
二
六
五
条
の

取
引
に
は
含
ま
れ
な
い
（
こ
の
点
、
前
記
五
名
の
裁
判
官
の
意
見
と
ほ
ぼ
同
旨
で
あ
る
）
。
こ
れ
に
付
言
す
る
と
、
原
因
関
係
に
つ
い
て
取
締
役
会
の
承
認
が
な
く
、
第
三
老
が
振
出
人
を
害

す
る
こ
と
を
知
っ
て
手
形
を
取
得
し
た
と
き
は
、
会
社
は
悪
意
の
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
傍
締
鰍
謝
）
。
多
数
意
見
の
解
釈
は
成
法
上

の
根
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
が
、
第
三
者
に
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
場
合
の
扱
い
に
つ
き
多
数
意
見
は
黙
し
て
語
ら
な
い
。
悪
意
と
重
大
な

過
失
と
の
間
の
差
は
紙
一
重
で
あ
る
の
に
一
を
肯
定
し
、
他
を
否
定
す
る
と
す
れ
ば
権
衡
を
失
し
、
他
方
、
重
過
失
を
悪
意
に
含
む
と
す
れ
ば
会
社
に

よ
っ
て
こ
の
種
の
抗
弁
が
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
多
数
意
見
も
約
束
手
形
の
振
出
が
商
法
二
六
五
条
の
取
引
に
あ
た
ら
な
い
例
外
を
認
め

る
よ
う
で
あ
る
が
、
部
外
者
の
容
易
に
知
り
難
い
会
社
内
部
に
お
け
る
振
出
の
経
緯
な
い
し
背
景
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
等
し
く
取
締
役
会
の
承
認
の

な
い
手
形
が
無
効
に
な
っ
た
り
有
効
に
な
っ
た
り
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
。

2
7

1

　
　
〔
考
　
　
察
〕
　
判
旨
第
一
点
に
つ
い
て
は
原
則
的
に
賛
成
。
判
旨
第
二
点
に
つ
い
て
は
結
論
は
賛
成
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
づ
け

に
は
反
対
で
あ
る
。

　
剛
、
本
判
決
の
対
象
と
な
っ
た
①
株
式
会
社
が
そ
の
取
締
役
に
あ
て
て
約
束
手
形
を
振
り
出
す
行
為
は
、
商
法
二
六
五
条
に
い
う
取

引
に
該
当
す
る
か
、
②
そ
れ
に
該
当
す
る
と
す
れ
ば
、
同
条
違
反
の
手
形
を
取
得
し
た
第
三
者
に
対
す
る
右
手
形
の
効
力
は
ど
う
か
と

い
う
問
題
は
、
会
社
法
と
手
形
法
の
双
方
に
ま
た
が
る
重
要
問
題
で
、
学
説
・
判
例
上
古
く
か
ら
多
く
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
こ
と
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は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
本
判
決
の
判
決
理
由
に
は
多
数
意
見
の
ほ
か
、
補
足
意
見
お
よ
び
反
対
意
見
が
付
さ

れ
、
ま
た
第
一
審
、
第
二
審
の
判
断
も
分
れ
て
い
て
、
あ
た
か
も
「
錯
綜
し
た
学
説
の
現
状
の
縮
図
」
と
も
見
ら
れ
る
（
籟
源
も
瀦
徹
薩
ハ
鉦

鰍
骸

闕
{ z
）
。
本
判
決
に
学
説
と
し
て
は
有
力
な
有
効
説
が
登
場
し
な
い
の
が
、
む
し
ろ
不
思
議
な
く
ら
い
で
あ
る
。

　
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
小
堀
調
査
官
の
解
説
（
法
曹
時
報
二
四
巻
一
〇
号
金
融
法
務
六
三
一
号
）
の
ほ
か
、
多
数
の
論
文
・
評
釈
等
が
出
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
紹

介
す
る
と
、
西
原
寛
一
氏
（
前
掲
、
金
融
法
務
六
三
六
号
）
、
田
中
誠
二
氏
（
咽
創
嘘
禰
蠣
鵬
鯛
媚
証
耽
勧
娚
謬
韓
灘
濫
ハ
璽
一
鷲
）
、
北
沢
正
啓
氏
（
踊
腺
肱
脇
）
、
喜
多
了

祐
氏
（
判
例
評
論
一
五
六
号
）
、
本
間
輝
雄
氏
（
測
調
捗
廻
私
）
、
菅
原
菊
志
氏
（
滋
琳
勧
↓
恥
ば
）
、
龍
田
節
氏
（
韻
適
財
七
）
な
ど
で
あ
り
、
さ
ら
に
本
判
決
に
関
連

し
て
発
表
さ
れ
た
各
界
意
見
を
加
え
る
と
（
た
と
え
ば
金
融
法
務
六
三
一
号
の
特
集
参
照
）
、
そ
の
数
は
相
当
な
も
の
に
な
る
。
　
　
　
　
．

　
二
、
本
判
決
は
、
判
旨
一
に
お
い
て
、
株
式
会
社
が
そ
の
取
締
役
に
あ
て
て
約
束
手
形
を
振
り
出
す
行
為
は
、
商
法
二
六
五
条
に
い

う
取
引
に
該
当
す
る
と
し
た
。
会
社
が
債
務
者
と
な
る
手
形
行
為
に
商
法
二
六
五
条
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
の
が
、
古
く
か
ら
の
判
例

の
態
度
で
あ
り
（
大
判
明
治
四
二
・
一
二
・
二
民
録
一
五
輯
九
二
六
頁
、
大
判
大
正
九
・
一
二
・
二
民
集
二
六
輯
一
八
八
七
頁
、
大
判
大
正
一
二
．
七
．
一
一
民
集
二
巻
四
七
七
頁
、
大
判
大
正
一
五
・
一
二
二
〇
民
集
五
巻
七
七
頁
、
大
判
昭
和
八
・
六
・
一
民
集
一
二
巻
一
四
〇
一
頁
）
、
最
高
裁
も
こ
れ
を
踏
襲

し
て
い
る
（
最
判
昭
和
三
八
・
三
・
一
四
民
集
一
七
巻
二
号
三
三
五
頁
）
。
学
説
上
も
、
通
説
は
判
例
を
支
持
し
て
お
り
、
本
判
決
も
従
来
の
判
例
の
立
場
を
踏
襲
し
た
も
の

で
あ
る
。
本
判
決
に
つ
い
て
の
評
釈
等
（
田
中
誠
、
西
原
、
喜
多
、
北
沢
本
間
、
菅
原
、
龍
田
各
評
釈
）
は
、
ほ
と
ん
ど
本
判
決
に
賛
成
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
手
形
行
為

は
そ
の
手
段
的
性
格
の
故
に
同
条
に
い
う
取
引
に
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
説
（
細
坤
鋼
．
諏
瀞
齢
趾
載
醐
職
節
囲
柏
町
o
額
醐
都
躍
棚
龍
脚
講
翻
舷
肋
助
碍
酷
恥
汰

吠
蟹
。
取
璽
監
鑛
灘
難
藻
誰
娼
蜷
）
も
有
力
で
あ
り
、
下
級
審
判
決
の
な
か
に
は
こ
の
立
場
を
採
る
も
の
も
あ
る
（
諌
輪
羅
韓
　
票
影

を
畑

?
z ?

~
就
醐
糊
肺
穂
三
山
パ
一
｛
ひ
「
姻
鉦
融
獄
猴
畝
蜷
臣
駝
鳩
虻
）
。
本
件
の
第
一
審
判
決
も
同
じ
立
場
で
あ
り
、
本
判
決
に
お
け
る
六
名
の
裁
判
官
の

意
見
が
こ
の
説
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
（
色
川
裁
判
官
の
意
見
お
よ
び
岩
田
裁
判
官
ら
五
名
の
意
見
）
。
こ
の
ほ
か
、
中
間
説
と
し
て
、
手
形
行
為
を
二

分
し
、
債
権
行
為
（
手
形
債
務
の
負
担
を
目
的
と
す
る
単
独
行
為
）
と
物
権
行
為
（
手
形
所
有
権
の
移
転
を
目
的
と
す
る
契
約
）
に
分
け
、
商
法
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判

鵬
二
六
五
条
の
「
取
引
」
に
前
者
は
該
当
し
な
い
が
、
後
者
は
該
当
す
る
と
の
説
（
松
本
付
て
」
「
敵
齢
搬
飴
唖
欄
陶
騨
膨
痂
騰
敢
）
が
あ
り
、
同
じ
立
場
の

判
例
も
あ
る
（
東
京
地
判
大
正
一
〇
・
九
・
一
七
新
聞
一
九
四
九
号
一
九
頁
、
東
京
地
判
大
正
一
一
・
五
・
二
二
新
聞
二
〇
〇
四
号
二
二
頁
、
東
京
地
判
大
正
一
一
・
一
一
。
八
新
聞
二
〇
七
二
号
一
七
頁
、
東
京
控
判
昭
和
三
・
八
・
三
一
新
報
一
六
三
号
一
四
頁
な
ど
。
）
。
ま
た
手
形
行
為
を
証
券
の
作
成

行
為
と
交
付
行
為
に
分
け
、
商
法
二
六
五
条
の
「
取
引
」
に
前
者
は
該
当
し
な
い
が
、
後
者
は
該
当
す
る
と
の
説
（
聯
黙
一
酵
彬
砿
外
瑚
碕
融

辮
辻ｭ
幽
噛
獣
搬
甜
融
昆
晦
測
物
按
艶
評
嫡
難
珊
慨
に
譜
紘
砒
領
㏄
ガ
脱
吻
鰭
兄
騎
柑
脚
潮
廟
㈲
燕
効
）
が
あ
り
、
こ
れ
も
同
じ
立
場
の
判
例
が
か
つ
て
存
在
し
た
し

（
献

J
賄繽
ｺ
肺
畿
墜
塾
塾
セ
建
）
、
本
件
の
原
審
判
決
も
同
じ
立
場
で
あ
り
、
さ
ら
に
本
判
決
に
お
け
る
松
木
裁
判
官
の
意
見
が
こ
の
説
を
採

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
判
決
に
学
説
の
ほ
と
ん
ど
の
立
場
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
商
法
二
六
五
条
の
法
意
が
「
取
締
役
個
人
と
株
式
会
社
と
の
利
害
相
反
す
る
場
合
に
お
い
て
、
取
締
役
個
人
の
利
益
を
図

り
、
会
社
に
不
利
益
な
行
為
が
濫
り
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
」
（
鵜
調
詔
紳
辺
三
。
豊
血
二
竜
民
）
点
に
あ
る
こ
と
ば
、
言

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
上
の
中
心
的
課
題
は
、
大
隅
裁
判
官
の
補
足
意
見
に
も
あ
る
と
お
り
右
の
立
法
趣
旨
と
取

引
の
安
全
を
保
護
す
べ
き
要
請
と
を
い
か
に
調
整
す
る
か
に
あ
る
。
こ
の
点
、
手
形
行
為
は
商
法
二
六
五
条
の
取
引
に
含
ま
れ
な
い
と

解
す
る
説
は
、
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
は
役
立
つ
が
、
手
形
行
為
の
手
段
的
性
格
の
故
に
会
社
と
取
締
役
個
人
と
の
利
害
相

反
は
な
い
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
形
に
つ
い
て
（
そ
の
原
因
関
係
は
別
で
あ
る
が
）
取
締
役
の
責
任
追
及
を
全
く
考
え
て
い
な

い
こ
と
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
最
近
、
企
業
の
社
会
的
責
任
お
よ
び
経
営
者
の
社
会
的
責
任
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
後
者
に
つ

い
て
経
営
者
自
身
が
強
調
す
る
場
合
は
、
何
か
「
危
機
」
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
糊
塗
的
一
面
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
も
な
い
が
、
従
来

の
会
社
経
営
者
の
倫
理
性
の
欠
如
に
対
す
る
批
判
、
責
任
の
自
覚
の
要
請
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
経
営
者
の

社
会
的
責
任
に
は
、
企
業
内
部
の
問
題
も
当
然
含
む
の
で
あ
り
、
取
締
役
の
安
易
な
手
形
濫
発
に
ょ
る
企
業
倒
産
の
多
い
現
実
を
考
え

れ
ば
、
会
社
法
の
理
論
と
し
て
も
、
取
締
役
個
人
に
対
す
る
会
社
の
手
形
の
振
出
に
は
極
度
の
慎
重
さ
が
要
請
さ
れ
る
（
同
旨
・
西
原
評
釈
）
。
相
当



㎜
数
の
最
高
裁
判
官
が
手
形
の
振
出
を
金
銭
の
支
払
と
同
じ
に
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
一
つ
の
驚
き
」
で
あ
る
（
梱
警
聡
融
砿
聯
。

と
く
に
手
形
行
為
は
簡
易
か
つ
有
効
な
信
用
供
与
の
手
段
で
あ
り
、
ま
た
手
形
行
為
者
は
原
因
関
係
上
の
債
務
と
は
別
個
独
立
の
債
務

を
負
担
し
、
そ
の
債
務
は
原
因
関
係
上
の
そ
れ
と
は
一
層
厳
格
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
判
決
の
述
べ
る
と
お
り
と
解
せ
ら
れ
る
か

ら
、
本
判
決
の
立
場
に
賛
意
を
表
し
た
い
。
手
形
行
為
を
債
権
行
為
と
物
権
行
為
に
分
け
て
考
え
る
説
は
、
手
形
上
の
権
利
と
は
別
に

手
形
紙
片
の
所
有
権
を
考
え
る
こ
と
が
手
形
理
論
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
ま
た
単
独
行
為
で
あ
っ
て
も
商
法
二
六
五
条
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（
田
中
耕
「
手
形
関
係
の
本
質
」
商
法
学
の
特
殊
問
題
中
三
二
六
頁
、
小
橋
・
手
形
行
為
論
二
四
頁
、
米
津
「
取
締
役
．
会
社
間
の
手
形
行
為
」
伊
沢
先
生
還
歴
記
念
・
判
例
手
形
法
小
切
手
法
一
五
二
頁
）
。
ま
た
、
手
形

行
為
を
証
券
の
作
成
と
交
付
に
分
け
て
考
え
る
説
は
、
そ
の
基
礎
と
な
る
手
形
上
の
権
利
の
存
在
と
所
属
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
観
念

的
に
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
般
的
に
み
て
権
利
の
発
生
は
そ
の
所
属
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
振
出
人
が
相
手
方
に
対

し
て
、
自
己
の
権
利
を
譲
渡
す
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
取
引
上
の
観
念
と
も
大
き
く
離
れ
て
い
る
か
ら
、
い
さ
さ
か
技
巧
的
に
す
ぎ
る

理
論
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（
本
間
評
釈
、
西
原
評
釈
、
小
橋
・
金
融
法
務
六
三
一
号
一
六
頁
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
商
法
二
六
五
条
違
反
の
取
引
は
手
形
法
一
六
条
二
項
を
援
用

せ
ず
、
手
形
行
為
を
含
め
取
引
一
般
に
つ
い
て
、
会
社
の
利
益
保
護
と
取
引
の
安
全
保
護
を
よ
り
直
接
的
に
調
和
す
る
理
論
が
望
ま
し

い
と
思
わ
れ
る
。

　
②
本
判
決
が
手
形
行
為
を
商
法
二
六
五
条
に
い
う
取
引
に
該
当
す
る
と
し
な
が
ら
、
「
原
則
と
し
て
」
と
い
う
限
定
を
設
け
た
の
は
、

最
判
昭
和
三
九
・
一
・
二
八
民
集
一
八
巻
一
号
一
八
〇
頁
が
、
会
社
が
約
束
手
形
を
取
締
役
に
裏
書
し
た
事
案
に
つ
き
、
取
締
役
か
ら
手

形
金
額
と
同
額
の
金
員
を
受
け
と
っ
た
場
合
は
、
商
法
二
六
五
条
の
取
引
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
こ
と
か
ら
、
実
質
的
に
会
社
・
取
締

役
間
に
利
害
相
反
が
な
い
場
合
を
「
例
外
と
し
て
」
考
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
（
小
堀
・
金
融
法
務
六
一
二
一
号
六
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
商
法
二
六

五
条
の
適
用
範
囲
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
、
具
体
的
・
実
質
的
基
準
に
ょ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
態
度
を
本
判
決
が
再
確
認
し
た
も
の
と

解
さ
れ
、
こ
れ
に
賛
成
す
る
見
解
も
あ
る
（
諦
鯨
瀞
鰍
グ
縄
細
）
。
し
か
し
、
会
社
・
取
締
役
間
に
利
害
相
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
を
取
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m 締
役
会
の
問
題
と
す
べ
き
か
否
か
の
基
準
は
、
そ
の
行
為
自
体
の
一
般
的
・
抽
象
的
性
質
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解

（
西

ｴ
評
釈
、
本
間
評
釈
、
　
大
隅
「
法
人
の
手
形
行
為
」
商
法
の
諸
問
題
三
九
五
頁
注
ω
、
　
小
橋
・
民
商
五
一
巻
五
号
九
〇
頁
、
大
原
・
判
例
評
論
七
一
号
一
＝
一
頁
、
高
田
「
取
締
役
会
社
間
の
手
形
行
為
に
つ
い
て
」
民
商
五
一
巻
五
号
四
五
頁
注
③
）
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
　
複
雑
多
岐
な
原
因
関
係
な

い
し
経
済
的
不
利
の
具
体
的
・
実
質
的
判
断
に
従
っ
て
、
承
認
が
必
要
か
否
か
を
決
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
基
準
自
体
が

あ
い
ま
い
で
、
か
つ
そ
の
事
実
は
手
形
行
為
が
無
因
行
為
で
あ
る
こ
と
を
無
視
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
・
実
質
的
基

準
は
、
取
締
役
会
が
承
認
を
な
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
さ
い
の
基
準
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　
㈹
本
判
決
は
商
法
二
六
五
条
の
適
用
が
あ
る
手
形
行
為
に
つ
き
、
当
事
者
の
決
定
の
基
準
は
手
形
上
の
記
載
に
よ
ら
ず
、
現
実
の
行

為
者
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
通
常
は
手
形
上
の
記
載
に
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
件
⑭
の
手
形
の
よ
う
に
実
際
上
は
、
Y
会

社
か
ら
直
接
X
に
交
付
さ
れ
た
場
合
に
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
、
本
判
決
の
立
言
は
一
般
論
と
し
て
は
肯
定
す
べ
ぎ
で
あ
る
（
調
詣
肝
油
酔

鯨
智

k
『[
鮪
評
）
。
し
か
し
、
本
判
決
が
、
⑭
の
手
形
の
振
出
は
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
し
て
い
る
点
は
疑
問
で

あ
る
。
Y
会
社
か
ら
直
接
X
に
交
付
さ
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
便
宜
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
手
形
関
係
と
し
て
は
、
手
形
上
の
記
載
と

同
様
に
、
Y
会
社
か
ら
A
に
⑭
の
手
形
が
振
り
出
さ
れ
、
A
か
ら
X
に
裏
書
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
、
A
は
Y
会
社
と
直
接
の
関
係
に

た
つ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
璽
目
勢
麺
源
解
邸
舗
翻
慰
。

　
三
、
本
判
決
は
、
判
旨
二
に
お
い
て
、
商
法
二
六
五
条
に
違
反
し
て
振
出
さ
れ
た
手
形
に
つ
い
て
、
会
社
は
善
意
の
第
三
者
に
対
し

無
効
を
主
張
で
き
な
い
と
判
示
し
、
い
わ
ゆ
る
相
対
的
無
効
説
（
後
述
）
を
採
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
大
審
院
判
例
は
、
は
じ

め
、
い
ず
れ
も
手
形
に
関
す
る
事
案
に
つ
い
て
、
承
認
の
な
い
取
引
は
会
社
が
取
消
し
う
る
と
し
て
い
た
（
駄
醐
醐
粕
炬
糊
腸
渤
一
一
一
姻
覗
鵬
坑
調
魂

凧
童
℃
構
蹴
糎
隙
轄
喉
剥
瑚
贈
三
）
。
そ
の
後
、
明
治
四
二
年
一
二
月
二
日
の
民
事
聯
合
部
判
決
（
本
判
決
に
お
い
て
引
用
）
で
、
大
審
院
は

一
転
し
て
、
絶
対
無
効
説
を
採
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
追
認
が
あ
れ
ば
有
効
と
な
る
と
解
し
た
（
大
判
大
正
八
・
四
。
二
一
民
録
二
五
民
録
二
五
輯
六
二
四
頁
）
。
取
締
役

が
あ
ら
か
じ
め
監
査
役
の
承
認
を
得
な
い
で
行
な
っ
た
取
引
の
効
力
は
浮
動
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
し
か



3
2

1

し
、
追
認
が
な
い
限
り
は
善
意
の
第
三
老
と
の
関
係
で
も
無
効
で
あ
る
と
い
う
立
場
は
、
依
然
堅
持
さ
れ
て
き
た
（
駄
輔
款
紐
瞳
仁
ゼ
郎
．
た
粒

紹
齢
u
呼
躰
恥
眠
膜
一
）
。
戦
後
、
最
高
裁
も
無
効
説
を
踏
襲
し
て
い
た
（
簾
糊
騙
綿
ヨ
砿
”
獣
”
己
旺
既
鱗
一
伍
螢
鳶
弐
款
勲
頁
、
）
。
と
こ
ろ
が
、
最
高
裁

は
昭
和
四
三
年
の
大
法
廷
判
決
に
ょ
り
手
形
事
件
で
は
な
い
が
、
会
社
・
取
締
役
間
の
間
接
取
引
に
つ
い
て
、
相
対
的
無
効
説
を
採
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
最
判
昭
和
四
三
・
＝
一
・
二
五
［
民
集
二
二
巻
二
二
口
互
二
五
一
一
頁
）
。

る
が
、
こ
の
点
が
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
そ
し
て
、

脂
彫

l
杁j
酷
（
新
）
。
　
一
方
、
学
説
を
概
観
す
る
と
、

あ
る
と
き
は
有
効
と
す
る
説
（
蹴
蟄
パ
酷
蝉
酬
號
確
）
が
存
在
す
る
。

と
同
じ
立
場
で
あ
る
。
次
に
、
手
形
行
為
は
商
法
二
六
五
条
に
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
説
（
前
述
）

で
利
害
相
反
行
為
が
あ
り
、
そ
れ
が
同
条
違
反
な
ら
ば
人
的
抗
弁
事
由
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

説
で
あ
る
が
、
本
判
決
中
少
数
意
見
と
は
い
え
六
名
を
数
え
る
。

（
踊k
翻
）
お
よ
び
手
形
行
為
を
証
券
の
作
成
行
為
と
交
付
行
為
に
分
け
る
説
（

本
判
決
中
一
名
（
松
本
裁
判
官
）
存
在
す
る
。
本
判
決
中
に
は
存
在
し
な
い
が
、

本
間
評
釈
、
西
原
評
釈
、
竹
田
「
会
社
と
取
締
役
と
の
取
引
と
監
査
役
の
承
認
」
民
商
九
巻
四
号
一

及
保
険
の
研
究
四
一
頁
、
大
森
・
新
版
会
社
法
講
義
（
改
訂
版
）
二
〇
八
頁
、

臆
魂
敵
脚
媚
謝
附
撫
勃
熾
郵
鰍
勘
擶
鋤
黙
。
）
、
下
級
審
で
は
あ
る
が
有
効
説
を
採
る
判
例
も
あ
る
（

対
的
無
効
説
が
次
第
に
通
説
的
見
解
に
な
っ
て
き
て
い
る
（

大
阪
谷
「
取
締
役
の
自
己
取
引
と
手
形
行
為
」
商
法
演
習
皿
一
一
八
頁
、
高
田
前
掲
民
商
五
一
巻
五
号
七
六
五
頁
、

二
六
五
条
違
反
の
行
為
の
効
力
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
八
号
七
五
頁
、
実
方
．
会
社
法
学
H
四
五
八
頁
、
米
津
・
前
掲
一
五
三
頁

関
す
る
判
例
・
学
説
も
、
非
常
に
多
彩
で
あ
る
が
、

思
わ
れ
る
相
対
的
無
効
説
を
採
っ
た
こ
と
は
、
別
段
不
思
議
で
は
あ
る
ま

　
本
判
決
は
、
直
接
取
引
の
う
ち
手
形
行
為
に
も
相
対
的
無
効
説
を
採
っ
た
の
で
あ

　
　
こ
の
こ
と
は
す
で
に
予
見
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
（
北
沢
・
（
新
版
）
瞬
昭
恥
切
溝
醐
咽
締
腿

ま
ず
商
法
二
六
五
条
違
反
の
行
為
を
無
権
代
理
行
為
と
解
し
、
取
締
役
会
の
承
認
が

　
　
　
　
　
　
こ
の
説
は
従
前
に
お
け
る
判
例
（
大
審
院
・
最
高
裁
）
の
主
流
的
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
れ
ば
、
そ
の
原
因
関
係
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
こ
の
説
は
い
わ
ゆ
る
人
的
抗
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
手
形
行
為
を
債
務
負
担
行
為
と
所
有
権
移
転
行
為
に
分
け
る
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柿
鵬
測
鈴
）
は
、
い
わ
ゆ
る
善
意
取
得
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
効
説
も
現
在
学
説
と
し
て
は
有
力
で
あ
り
（
細
琳
誠

　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
頁
、
米
谷
「
機
関
と
し
て
の
取
締
役
と
個
人
と
し
て
の
取
締
役
」
青
山
博
士
還
暦
記
念
・
商
法

　
大
隅
・
全
訂
会
社
法
論
中
二
三
二
頁
。
も
つ
と
も
、
大
隅
裁
判
官
は
前
掲
最
判
昭
和
四
三
・
＝
一
・
二
五
に
お
け
る
補
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰍
鰍
鞘
判
㎜
紳
だ
細
㍊
陣
舟
財
下
）
。
そ
し
て
、
最
近
は
相

　
　
　
　
　
北
沢
、
喜
多
、
菅
原
、
龍
田
各
評
釈
、
服
部
「
取
締
役
。
取
締
役
会
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
七
号
二
四
頁
、
同
・

　
　
　
　
　
金
融
法
務
六
三
一
号
一
〇
頁
、
鈴
木
・
前
掲
商
法
研
究
二
巻
五
九
頁
、
赤
堀
・
法
協
八
七
巻
六
号
七
八
七
頁
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
田
「
商
法
）
。
以
卜
、
商
法
二
六
五
条
違
反
行
為
の
効
力
に

　
本
判
決
の
多
数
意
見
お
よ
び
大
隅
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
現
在
の
通
説
的
見
解
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
。
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と
こ
ろ
で
、
ど
の
判
例
・
学
説
が
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
会
社
の
利
益
保
護
と
取
引
の
安
全
保
護
と
の
調
整
を
い
か
に
考
え
る

か
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
か
っ
て
の
判
例
が
採
っ
て
い
た
絶
対
無
効
説
は
会
社
の
利
益
保
護
の
た
め
に
は
十
分
で
あ
る
の
に

対
し
、
取
引
の
安
全
保
護
の
考
慮
が
全
く
欠
け
て
い
る
の
で
、
現
在
で
は
こ
の
考
え
方
を
採
る
も
の
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、

絶
対
的
無
効
で
は
な
く
、
承
認
が
あ
れ
ば
有
効
と
な
る
と
解
す
る
判
例
お
よ
び
学
説
は
、
取
引
の
安
全
保
護
を
多
少
考
慮
し
た
努
力
は

見
受
け
ら
れ
る
が
、
会
社
が
商
法
二
六
五
条
違
反
の
行
為
を
有
効
と
し
て
取
扱
う
こ
と
も
無
効
と
し
て
取
扱
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ

る
か
ら
、
か
り
に
会
社
と
取
締
役
間
の
取
引
を
無
効
と
す
れ
ば
、
第
三
者
の
善
意
悪
意
を
問
わ
ず
、
そ
の
第
三
者
に
無
効
を
主
張
で
き

る
の
で
あ
り
、
取
引
の
安
全
保
護
よ
り
も
会
社
の
利
益
保
護
を
優
先
す
る
考
え
方
と
解
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
説
を
採
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
む
し
ろ
、
理
論
に
お
い
て
、
会
社
の
利
益
保
護
と
取
引
の
安
全
保
護
の
い
ず
れ
を
採
る
べ
き
か
と
い
う
場
合
に
は
、
本
判
決

に
お
け
る
大
隅
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
す
で
に
取
引
の
安
全
の
見
地
よ
り
善
意
の
第
三
者
の
保
護
を
は
か
る
必

要
を
認
め
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
に
取
引
の
安
全
が
会
社
の
利
益
保
護
に
優
先
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
こ
の
点
、
人
的
抗
弁
説
と
善
意
取
得
説
は
、
前
者
が
手
形
法
一
七
条
但
書
の
適
用
に
よ
り
、
後
者
が
手
形
法
一
六
条
一
．
項

の
適
用
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
取
引
の
安
全
保
護
を
会
社
の
利
益
保
護
に
優
先
さ
せ
て
い
る
が
、
別
の
点
で
賛
成
で
き
な
い
こ
と
は
す
で

に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
残
る
の
は
、
相
対
的
無
効
説
と
有
効
説
で
あ
る
。
相
対
的
無
効
説
に
よ
る
と
、
会
社
は
善
意
者
か

ら
手
形
を
取
得
し
た
悪
意
者
に
対
し
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
こ
と
は
手
形
法
に
お
け
る
善
意
取
得
の
場
合
お
よ
び
民

法
一
九
二
条
の
即
時
取
得
の
場
合
と
異
な
る
結
果
を
生
じ
、
体
系
的
調
和
を
欠
き
、
取
引
の
安
全
保
護
の
点
で
不
卜
分
で
あ
る
と
批
判

さ
れ
て
い
る
（
晒
鯨
瀟
諏
釈
）
。
そ
し
て
、
相
対
的
無
効
説
は
最
新
の
理
論
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
引
の
安
全
保
護
の
点
で
、
す
で

に
存
在
し
て
い
た
人
的
抗
弁
説
、
善
意
取
得
説
お
よ
び
有
効
説
よ
り
も
後
退
し
た
理
論
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
喜
多
評
釈
参
照
）
。
こ
れ
に

対
し
て
は
、
相
対
的
無
効
説
の
立
場
か
ら
、
い
っ
た
ん
善
意
者
の
手
も
と
で
有
効
に
権
利
が
成
立
し
た
以
k
、
そ
れ
を
取
得
し
た
者
は
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た
と
え
悪
意
で
あ
っ
て
も
完
全
な
権
利
者
と
な
る
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
の
反
論
が
あ
り
（
河
本
・
現
代
会
社
法
三
一
九
頁
、
龍
田
・
前
掲
一
〇
二
頁
）
、
ま
た
有

効
説
と
比
較
し
て
、
相
対
的
無
効
説
は
取
引
の
安
全
保
護
の
結
果
に
お
い
て
、
実
際
L
ほ
と
ん
ど
差
異
が
な
い
と
の
意
見
も
あ
る
が

（
菅@
の
判
例
八
三
頁
）
、
理
論
的
に
は
、
や
は
り
有
効
説
が
取
引
の
安
全
保
護
の
点
で
優
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
糖
勧
賭
）
。
と
く
に
最
近
の
よ

う
に
企
業
の
社
会
的
責
任
が
強
調
さ
れ
る
情
勢
の
も
と
に
お
い
て
は
、
企
業
の
内
部
的
失
策
の
救
済
を
外
部
的
取
引
の
世
界
に
持
ち
込

ま
な
い
理
論
（
酒
鯨
）
と
し
て
優
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
有
効
説
は
、
企
業
の
内
部
的
処
理
の
問
題
と
し
て
難
点
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
・
会
社
間
の
取
引
ま
で
も
有
効
と
す
る
と
、
取
締
役
会
の
．
承
認
が
き
わ
め
て
軽
視
さ
れ
、
未
履
行
の

段
階
で
は
と
も
か
く
、
会
社
が
債
務
を
履
行
し
た
後
で
は
会
社
が
原
状
回
復
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
取
引
の
対
象
が
会
社
の
営

業
に
と
り
不
可
欠
な
物
件
で
あ
る
場
合
に
は
、
単
な
る
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
は
救
わ
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
（
飛
細
）
。
こ
れ
に
対
し
て
有
効

説
は
「
会
社
利
益
の
保
護
は
、
違
反
行
為
を
し
た
取
締
役
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
（
鏑
肛
肱
恥
礁
炉
項
〉
お
よ
び
該
取
締
役
の
解
任
な
い
し

代
表
権
の
剥
奪
（
商
二
五
七
条
・
二
六
一
条
）
に
よ
り
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
一
般
に
そ
れ
を
も
っ
て
十
分
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
反

論
す
る
（
謝
轡
。
た
し
か
に
、
違
反
行
為
を
し
た
取
締
役
を
選
任
し
た
の
は
株
k
で
あ
る
か
ら
、
取
締
役
に
対
し
て
、
経
営
者
と
し
て
の

忠
実
義
務
や
社
会
的
責
任
の
自
覚
を
う
な
が
し
、
ひ
い
て
は
企
業
の
社
会
的
責
任
を
は
た
ず
方
向
へ
と
も
っ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
株
主

も
ま
た
自
覚
し
て
、
当
該
取
締
役
の
解
任
や
損
害
賠
償
請
求
を
実
践
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
会
社
の
利
益
保
護
の
た

め
根
本
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
わ
が
国
の
現
状
で
は
会
社
経
営
者
の
倫
理
思
想
や
責
任
感
は
あ
ま
り
高
く
な
い

と
言
わ
れ
て
い
る
し
、
株
主
の
実
践
力
に
も
あ
ま
り
期
待
は
も
て
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
状
で
は
会
社
・
取
締
役
間
の
取
引
を
無
効

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
会
社
の
利
益
保
護
を
は
か
る
相
対
的
無
効
説
が
、
内
部
的
処
理
の
問
題
と
し
て
は
有
効
説
よ
り
も
優
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ま
た
、
相
対
的
無
効
説
を
採
り
、
商
法
二
六
五
条
違
反
の
効
力
を
会
社
と
取
締
役
と
の
問
に
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お
い
て
も
一
律
に
無
効
と
解
す
る
こ
と
ば
適
当
で
な
く
、
会
社
に
と
っ
て
公
正
か
つ
合
理
的
で
あ
り
、
会
社
に
と
っ
て
何
ら
不
利
益
に

な
ら
な
い
取
引
は
有
効
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
あ
る
（
細
紬
誠
）
。
結
局
、
私
と
し
て
は
、
第
三
者
と
の
外
部
的
取
引
に
お
け
る
有

効
説
の
長
所
を
生
か
し
、
会
社
・
取
締
役
間
の
内
部
的
取
引
に
お
け
る
有
効
説
の
短
所
を
少
な
く
す
る
た
め
に
は
、
取
締
役
・
第
三
者

間
の
取
引
を
有
効
と
し
、
取
締
役
会
の
承
認
の
な
い
会
社
・
取
締
役
間
の
取
引
に
つ
い
て
は
会
社
が
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
ほ

う
が
、
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
会
社
・
取
締
役
間
の
取
引
に
お
い
て
は
、
取
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
会
社
が
債
務
を
履

行
し
た
後
で
あ
れ
ぽ
取
締
役
に
対
し
て
原
状
回
復
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
債
務
の
履
行
前
で
あ
れ
ば
そ
の
履
行
を
拒
絶
で
き
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
、
取
締
役
か
ら
履
行
強
要
の
訴
が
提
起
さ
れ
た
と
き
は
抗
弁
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
解
す
る
。
こ
の
よ
う

な
取
消
可
能
説
は
す
で
に
英
米
法
の
採
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
鈴
器
竸
朗
距
難
蹴
師
ω
認
遡
門
、
。
窮
蛆
写
馬
窮
．
％
㎝
鐸
切
，
。
蕾
コ
け
凶
昌
ρ
）
、
ま
た
わ
が
国
に

お
い
て
も
、
古
い
判
例
の
な
か
に
類
似
の
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
（
微
唖
継
謝
棚
熊
姻
に
も
飯
袖
艦
晒
翔
瑚
嚇
赫
卜
畝
難
唄
軌
巳
翫
順
蜘
齢
眼
補
艦
擁

灘
蔀
鴫
鞭
諏
甜
軋
燭
撫
嚇
ポ
加
陣
腔
札
砂
て
）
。
こ
の
私
見
に
対
し
て
は
、
相
対
的
無
効
説
に
対
ず
る
と
同
様
、
成
法
上
の
根
拠
を
欠
く
と
の
非
難
が

予
想
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
（
こ
と
に
違
反
行
為
の
効
力
に
つ
い
て
規
定
の
な
い

場
合
）
、
そ
の
規
定
に
よ
っ
て
ま
も
ろ
う
と
す
る
利
益
の
保
護
と
取
引
の
安
全
保
護
の
調
和
的
観
点
か
ら
必
要
な
場
合
に
は
、
解
釈
上

も
認
め
う
べ
き
で
あ
る
と
の
相
対
的
無
効
説
の
見
解
（
北
沢
評
釈
）
を
援
用
し
た
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
判
決
に
お
い
て
相
対
的
無
効
説
を
採
っ
た
裁
判
官
は
十
五
名
中
八
名
で
あ
る
か
ら
、
本
判
決
の
立
場
は
依
然
不

安
定
な
状
態
と
見
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
判
例
・
学
説
が
今
後
詰
め
て
行
く
べ
き
問
題
は
な
お
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
四
九
年
一
月
二
十
日
〕
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