
誤
振
込
と
寄
託
法
理

―
―
債
権
法
改
正
と
判
例
の
趣
旨
と
の
整
合
的
解
釈
を
目
指
し
て
―
―西

内

康

人

1
．
は

じ

め

に

本
稿
の
目
的
は
、
誤
振
込
に
か
か
る
一
連
の
判
例
や
下
級
審
裁
判
例
に
つ
き
、
債
権
法
改
正
を
踏
ま
え
て
寄
託
法
理
そ
の
他
の
民
法
法
理

と
の
整
合
的
解
釈
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
論
じ
る
の
に
は
、
寄
託
は
成
立
要
件
が
諾
成
契
約
化
さ
れ
る
と
と

も
に
、
他
人
物
寄
託
や
混
合
寄
託
に
関
す
る
特
則
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
二
〇
一
七
年
の
民
法
改
正
で
改
正
前
判
例
を
前
提
と
し
な
い
多
く

の
改
正
が
行
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
改
正
前
判
例
と
の
整
合
性
が
最
も
問
題
と
な
り
や
す
い
分
野
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
の
2
で
は
、
民
法
改
正
後
に
お
い
て
誤
振
込
と
の
関
係
で
寄
託
の
規
定
が
問
題
と
な
り
そ
う
な
点
を
抽
出
す
る
。
3
で
は
、

寄
託
契
約
成
立
と
の
関
係
で
、
意
思
表
示
が
い
つ
必
要
と
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
。
4
で
は
、
消
費
寄
託
と
返
還
に
関
し
て

の
問
題
点
を
探
っ
て
い
く
。
最
後
に
、
5
で
若
干
の
ま
と
め
を
行
う
。

2
．
債
権
法
改
正
に
よ
り
生
じ
た
寄
託
の
問
題

債
権
法
改
正
で
は
、
次
の
二
点
で
寄
託
に
問
題
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
人
物
寄
託
に
関
連
し
た
条
文
の
問
題
と
、
要
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物
性
と
合
意
に
関
連
し
た
問
題
で
あ
る
。

2
．
1

他
人
物
寄
託
に
関
す
る
問
題

つ
ま
り
第
一
に
、
民
法
改
正
に
よ
り
他
人
物
寄
託
に
関
す
る
条
文
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
問
題
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
動
産
を
念
頭
に
置
い
た
他
人
物
寄
託
を
有
効
と
し
た
上
で
、
原
則
と
し
て
は
物
権
的
請
求
権
の
権
利
主
張
者
で
は

な
く
寄
託
者
に
返
還
す
れ
ば
受
寄
者
は
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
規
律
が
置
か
れ
て
い
る
（
民
法
六
六
〇
条
二
項
・

三
項
）。
ま
た
、
こ
の
規
律
の
意
味
に
つ
い
て
、
物
権
的
請
求
権
の
権
利
主
張
者
に
対
す
る
関
係
で
受
寄
者
に
占
有
正
権
原
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
か
否
か
は
争
わ
れ
て
い
る(1)。
こ
こ
で
は
、
他
人
物
の
受
寄
者
に
、
物
権
的
請
求
権
の
権
利
主
張
者
と
の
関
係
で
、
ど
の
程
度
の
保
護

を
与
え
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
誤
振
込
に
よ
っ
て
成
立
す
る
受
取
人
と
被
仕
向
銀
行
の
間
の
金
銭
債
権
は
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
金
銭
は
実
質
的
に
は
振
込
依
頼

人
に
帰
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
点
で
、
前
記
の
動
産
を
念
頭
に
置
い
た
他
人
物
寄
託
と
似
た
状
況
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、
金
銭
は

通
常
の
動
産
と
は
異
な
り
価
値
そ
の
も
の
だ
か
ら
そ
の
物
の
返
還
を
物
権
的
請
求
権
に
基
づ
い
て
被
仕
向
銀
行
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
金
銭
の
価
値
が
実
質
的
に
振
込
依
頼
人
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
物
権
的
請
求
権
と
同
様
の
構
造
を
持
つ

侵
害
利
得
返
還
請
求
権
が
被
仕
向
銀
行
と
の
関
係
で
成
立
し
、「
侵
害
利
得
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
こ
そ
用
い
な
い
も
の
の
下
級
審
裁
判
例
は
不

当
利
得
返
還
請
求
を
一
定
の
場
合
に
認
め
る
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
物
権
的
請
求
権
と
同
様
の
構
造
を
持
つ
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
が
被
仕
向
銀
行
に
対
し
て
成
立
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
物
権

的
請
求
権
か
ら
の
保
護
を
与
え
よ
う
と
し
た
民
法
改
正
の
条
文
は
、
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
の
成
否
や
範
囲
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
影
響
を

与
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
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2
．
2

要
物
性
と
合
意
に
関
連
し
た
問
題

第
二
に
、
第
一
の
問
題
の
前
提
と
し
て
考
え
る
べ
き
点
と
し
て
、
振
込
に
よ
る
預
金
債
権
成
立
の
構
造
の
問
題
、
と
り
わ
け
要
物
性
と
合

意
と
の
関
係
理
解
の
問
題
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
商
法
の
第
一
人
者
に
よ
る
ま
と
め
で
は
、
従
来
の
通
説
と
し
て
、
そ
も
そ
も
振
込
に
よ
る
預
金
返
還
請
求
権
発
生

の
基
本
契
約
と
な
る
の
は
、
寄
託
契
約
で
は
な
く
預
金
契
約
で
あ
る
と
す
ら
述
べ
ら
れ
て
い
た(2)。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
民
法
改
正
で
預

金
契
約
は
消
費
寄
託
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
条
文
が
置
か
れ
た
た
め
（
民
法
六
六
六
条
三
項
）、
改
正
後
は
採
用
し
づ
ら
く
な
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
要
物
契
約
で
あ
る
寄
託
契
約
と
、
そ
れ
を
批
判
す
る
説
と
の
間
で
、「
入
金
記
帳
」
な
ど
同
じ
時
点
の
同
じ
行
為

が
受
取
人
の
被
仕
向
銀
行
に
対
す
る
預
金
返
還
請
求
権
成
立
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
要
物
契
約
性
と
合
意
と
の

関
係
を
不
明
確
に
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
他
方
、
民
法
の
第
一
人
者
に
よ
る
ま
と
め
で
は
、
預
金
契
約
が
委
任
・
準
委
任
契
約
と
寄
託
契
約
の
複
合
契
約
で
あ
っ
て
、
振
込

に
よ
る
預
金
返
還
請
求
権
の
成
立
も
消
費
寄
託
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る(3)。
そ
し
て
、「
入
金
記
帳
」
と
い
う
被
仕
向
銀
行
の

行
為
を
、
寄
託
目
的
物
の
受
領
行
為
と
理
解
し
て
個
別
的
寄
託
契
約
の
成
立
を
認
め
て
い
る(4)。
し
か
し
、
こ
の
立
場
を
採
用
し
た
場
合
、
個

別
的
寄
託
契
約
を
成
立
さ
せ
る
合
意
部
分
が
、
基
本
的
預
金
契
約
と
「
入
金
記
帳
」
の
い
ず
れ
の
時
点
で
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
不
明

確
で
あ
る
。
特
に
、
寄
託
契
約
が
要
物
契
約
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
合
意
時
点
と
要
物
性
具
備
時
点
が
ズ
レ
る
事
態
が
あ
ま
り
想

定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
入
金
記
帳
」
時
に
意
思
表
示
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
こ
で
、

「
入
金
記
帳
」
時
に
意
思
表
示
が
改
め
て
必
要
な
の
だ
と
し
た
ら
、
受
取
人
は
原
因
関
係
不
存
在
を
容
易
に
知
り
う
る
立
場
に
あ
る
以
上
、

受
取
人
に
よ
る
個
別
的
寄
託
契
約
成
立
の
意
思
表
示
は
不
合
理
だ
と
考
え
ら
れ
る
余
地
が
大
き
く
な
ろ
う
。
ま
た
、
被
仕
向
銀
行
の
側
の
意

思
表
示
も
、
か
り
に
基
本
的
預
金
契
約
で
そ
う
し
た
意
思
表
示
を
し
て
よ
い
と
の
契
約
が
あ
る
と
し
て
も
、
寄
託
契
約
に
要
物
性
を
要
求
し
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た
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
事
前
の
合
意
に
個
別
的
寄
託
契
約
の
意
思
表
示
が
影
響
を
受
け
て
よ
い
の
か
、
議
論
す
る
余
地
が
あ
ろ
う(5)。

し
か
し
こ
う
し
た
意
思
表
示
の
時
点
に
関
す
る
議
論
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
、
民
法
改
正
で
寄
託
契
約
が

諾
成
契
約
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
改
正
で
意
思
表
示
の
時
点
に
変
化
が
生
じ
た
の
か
、
こ
う
い
っ
た
点
も
不
明
確
で
あ
る
。

(1
)
水
津
太
郎
「
受
寄
者
の
返
還
義
務
と
民
法
一
七
八
条
の
『
第
三
者
』」
秋
山
靖
浩
ほ
か
編
『
債
権
法
改
正
と
判
例
の
行
方
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
一
年
）
三
八
一
-
三

九
三
頁
〔
初
出
、
二
〇
一
八
年
〕。

(2
)
岩
原
紳
作
『
電
子
決
済
と
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
六
七
頁
以
下
。

(3
)
森
田
宏
樹
「
振
込
取
引
の
法
規
構
造
」
中
田
裕
康
＝
道
垣
内
弘
人
『
金
融
取
引
と
民
法
法
理
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
五
二
頁
注
38
。

(4
)
前
掲
注
(3
)・
森
田
一
七
一
頁
以
下
。

(5
)
と
は
い
え
、
要
物
性
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
う
る
。
一
方
で
、
沿
革
的
に
は
自
覚
的
な
議
論
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ロ
ー
マ
法
の
沿
革
上
、
返
還
義
務
が
生
じ

る
場
合
に
は
要
物
契
約
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
名
残
に
過
ぎ
な
い
と
評
価
さ
れ
る
（
岡
本
詔
治
『
無
償
利
用
契
約
の
研
究
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
九
年
）
が

詳
細
な
沿
革
研
究
を
行
っ
て
い
る
）。
他
方
、
広
中
の
議
論
が
影
響
を
与
え
た
よ
う
に
、
債
権
法
改
正
で
は
要
式
性
と
同
様
に
要
物
性
は
不
利
益
契
約
当
事
者
の
保
護
と
い

う
観
点
で
要
求
さ
れ
て
い
る
要
件
と
な
っ
て
お
り
（
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
西
内
康
人
「
契
約
の
成
立
と
『
書
面
』」
法
学
教
室
四
五
六
号
一
八
頁
（
二
〇
一
八
年
）
で
は

議
論
を
展
開
し
た
）、
そ
う
し
た
改
正
直
前
に
お
け
る
判
例
の
趣
旨
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
要
式
性
と
共
通
し
た
議
論
が
成
立
す
る
と
み
る
立
場
か
ら
の
議
論
が
有
用
で

あ
ろ
う
。

3
．
振
込
に
よ
る
預
金
契
約
成
立
の
意
味

そ
こ
で
ま
ず
は
、
2
．
2
で
語
っ
た
問
題
、
つ
ま
り
、
要
物
性
・
合
意
の
在
り
方
が
預
金
契
約
成
立
に
い
か
な
る
意
味
で
か
か
わ
っ
て
い

る
の
か
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

3
．
1

要
物
性
が
持
つ
意
味

債
権
法
の
改
正
で
は
、
要
物
性
と
要
式
性
は
セ
ッ
ト
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
、
意
思
表
示
の
慎
重
性
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確
保
、
お
よ
び
、
意
思
表
示
の
明
確
性
確
保
が
機
能
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
さ
ら
に
精
緻
化
し
た
観
点
か
ら
整
理
を
図
る
見
解
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
書
面
の
機
能
に
つ
い
て
「
①
契
約
を
締
結
す
る
意
思

の
確
実
性
・
明
確
性
を
確
保
す
る
た
め
の
意
思
明
確
化
機
能
、
②
拘
束
力
あ
る
契
約
を
締
結
す
る
意
思
や
一
定
の
契
約
類
型
の
選
択
に
関
す

る
意
思
を
表
明
す
る
手
段
と
な
る
意
思
表
明
機
能
、
③
契
約
内
容
や
権
利
関
係
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
認
識
・
判
断
を

十
全
な
も
の
と
し
か
つ
紛
争
を
防
止
す
る
た
め
の
内
容
明
確
化
機
能
、
④
当
事
者
の
軽
率
性
に
起
因
し
た
契
約
の
締
結
を
防
止
す
る
た
め
の

警
告
機
能
、
⑤
方
式
（
書
面
）
を
通
じ
た
情
報
提
供
に
よ
り
自
己
決
定
基
盤
を
確
保
す
る
た
め
の
情
報
提
供
機
能
、
⑥
公
証
人
等
の
助
言
を

通
じ
て
当
事
者
の
判
断
を
支
援
す
る
た
め
の
助
言
機
能
」
を
掲
げ
る
見
解
が
あ
る(6)。
こ
の
う
ち
、
通
説
的
な
議
論
に
対
応
す
る
の
は
①
と
④

で
あ
る(7)。
②
は
、
他
の
契
約
と
の
区
別
の
た
め
に
要
式
性
を
利
用
す
る
消
費
貸
借
類
型
に
特
有
の
問
題
で
あ
る(8)。
③
や
⑤
は
書
面
交
付
が
要

件
と
さ
れ
る
特
定
商
取
引
法
で
の
取
引
や
約
款
で
の
取
引
に
お
い
て
、
消
費
者
を
保
護
す
る
機
能
が
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
⑥
は
、
法
律
上
助

言
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
保
証
な
ど
公
正
証
書
作
成
が
要
件
と
な
る
場
面
に
限
定
さ
れ
る
だ
ろ
う(9)。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、

消
費
者
取
引
と
は
限
ら
な
い
寄
託
契
約
に
つ
い
て
注
目
す
る
本
稿
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
通
説
が
問
題
と
し
て
き
た
①
や
④
以
外
の
点
に

つ
い
て
は
、
中
心
的
な
検
討
課
題
と
し
な
く
て
よ
い
だ
ろ
う
。

3
．
2

合
意
時
点
と
要
物
性
具
備
時
点
の
ズ
レ
は
許
容
で
き
る
か
？

で
は
、
意
思
の
明
確
性
・
慎
重
性
を
確
保
す
る
上
で
、
合
意
時
点
と
要
式
性
・
要
物
性
具
備
時
点
と
の
ズ
レ
は
許
容
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
点
が
問
題
と
な
る
の
は
、
振
込
に
よ
り
預
金
債
権
が
発
生
ま
た
は
増
加
す
る
取
引
を
考
え
て
み
る
と
、
一
方
で
、
振
り
込
ま
れ
る

相
手
方
と
し
て
は
銀
行
と
の
間
で
合
意
が
成
立
し
て
い
る
の
は
預
金
口
座
開
設
と
い
う
過
去
の
時
点
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
、
振
込
人

か
ら
何
ら
か
の
形
で
預
金
が
到
着
す
る
こ
と
で
要
物
性
を
具
備
し
、
こ
の
結
果
、
預
金
債
権
が
増
加
・
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
預
金
口

座
開
設
よ
り
後
の
時
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
二
〇
一
七
年
の
民
法
改
正
前
は
寄
託
契
約
が
要
物
契
約
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
預
金
債
権
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の
増
加
・
成
立
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
る
た
め
に
重
要
な
前
提
問
題
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
合
意
と
要
式
・
要
物
と
の
同
時
性
と

も
言
え
そ
う
な
問
題
の
処
理
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
あ
る
。

第
一
に
、
そ
し
て
、
も
っ
と
も
あ
り
そ
う
に
な
い
可
能
性
か
ら
述
べ
る
と
、
同
時
性
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
考
え
る
立
場
が
あ
り
う
る
。

し
か
し
、
要
式
や
要
物
に
求
め
ら
れ
る
意
思
の
慎
重
性
・
明
確
性
を
確
保
す
る
機
能
は
、
ま
さ
し
く
合
意
を
構
成
す
る
意
思
に
つ
い
て
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
時
性
が
全
く
問
題
と
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
は
、
こ
う
し
た
機
能
と
整
合
し
な
い
。

第
二
に
、
時
間
的
に
は
多
少
の
ず
れ
が
あ
り
、
要
式
性
や
要
物
性
は
少
し
後
で
具
備
さ
れ
て
も
よ
い
と
考
え
る
立
場
が
あ
り
う
る
。
こ
う

し
た
立
場
を
支
え
る
論
拠
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
贈
与
の
書
面
性
に
つ
い
て
、
贈
与
契
約
成
立
後
に
第
三
者
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
内
容
証
明

郵
便
に
よ
り
要
式
性
具
備
を
認
め
た
判
例(10)は
、
そ
う
し
た
合
意
と
要
式
性
の
多
少
の
時
間
的
ズ
レ
を
許
容
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

U
N
ID
RO
IT
Principles
ofInternationalCom
m
ercialContracts
2016,A
rticle
2.1.12
は
、
契
約
内
容
を
一
部
変
更
す
る
確
認
書

が
契
約
締
結
後
の
合
理
的
期
間
内
に
送
付
さ
れ
た
場
合
に
も
、
実
質
的
な
変
更
で
な
く
、
か
つ
、
相
手
方
が
不
当
に
遅
延
す
る
こ
と
な
く
異

議
を
述
べ
な
い
な
ら
、
契
約
内
容
は
そ
の
文
書
に
従
っ
た
も
の
と
な
る
と
す
る
規
定
す
る
と
こ
ろ(11)、
こ
れ
も
合
意
と
書
面
が
少
し
ず
れ
る
こ

と
を
許
容
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
U
N
ID
RO
IT
の
規
定
は
、
書
面
の
時
点
で
改
め
て
合
意
し
て
い
る
と
み
る
こ

と
も
可
能
な
場
面
で
あ
る
し
、
ま
た
、
契
約
の
成
否
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
実
質
的
な
変
更
で
な
い
部
分
に
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
判
例

の
事
案
は
、
第
一
の
立
場
に
対
す
る
批
判
と
同
様
に
、
こ
う
い
っ
た
処
理
を
認
め
る
こ
と
自
体
が
そ
も
そ
も
書
面
に
求
め
ら
れ
る
機
能
に
反

し
て
い
る
の
だ
と
い
う
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
判
例
が
こ
う
し
た
批
判
を
か
わ
せ
る
と
し
て
も
、
合
意
に
対
す
る
証
拠
と
し
て
の

価
値
の
点
か
ら
見
た
場
合
、
合
意
と
要
式
性
・
要
物
性
の
時
間
的
な
ズ
レ
が
大
き
く
な
い
事
例
に
判
例
の
射
程
は
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
、
振
込
取
引
で
は
口
座
開
設
と
要
物
性
具
備
時
点
は
か
な
り
の
時
間
的
ズ
レ
が
あ
る
と
の
問
題
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
第
三
に
、
発
想
を
変
え
て
、
合
意
を
時
間
的
に
点
と
考
え
る
の
で
は
な
く
後
に
継
続
す
る
線
と
考
え
た
上
で
、
要
物
性
・
要
式

性
が
具
備
さ
れ
た
時
点
で
い
ま
だ
合
意
が
存
在
し
て
い
る
と
み
る
立
場
が
あ
り
得
よ
う
。
預
金
に
引
き
直
す
な
ら
、
預
金
口
座
開
設
に
含
ま
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れ
る
消
費
寄
託
の
合
意
が
、
振
込
の
時
点
ま
で
継
続
し
て
い
て
、
こ
れ
が
振
込
処
理
に
よ
る
要
物
性
具
備
と
合
わ
さ
る
こ
と
で
預
金
債
権
を

増
加
・
発
生
さ
せ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
意
味
で
の
合
意
を
認
め
る
場
合
、
要
物
性
や
要
式
性
が
具
備
さ
れ
る

時
点
で
の
合
意
の
意
味
は
非
常
に
希
薄
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
特
に
、
預
金
口
座
開
設
で
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
取
引
で
あ

っ
た
と
し
て
も
こ
う
し
た
合
意
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
よ
い
の
か
は
、
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
か
り
に
こ
う
し
た
希
薄
な
合
意
で
よ
い

と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
要
式
性
・
要
物
性
が
意
思
の
明
確
性
・
慎
重
性
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
な
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
想
定
し
て
い
な
い
よ
う
な
取
引
に
つ
い
て
は
、
意
思
の
慎
重
性
や
明
確
性
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

以
上
の
い
ず
れ
の
説
明
に
も
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
四
に
、
要
式
性
や
要
物
性
の
趣
旨
に
反
し
な
い
限
り
で
、
こ
れ
と
合
意
と
の
同

時
性
の
要
請
を
緩
和
す
る
立
場
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
要
式
性
・
要
物
性
に
よ
り
意
思
の
明
確
性
・
慎
重
性
を
確
保
す
べ
き
当
事
者
は
、

必
ず
し
も
両
当
事
者
と
は
限
ら
ず
、
当
該
契
約
類
型
で
一
般
的
に
不
利
益
を
被
る
者
の
そ
れ
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
う
し
た
説
明
か
ら
は
、
た
と
え
ば
、
第
二
の
立
場
に
つ
い
て
挙
げ
た
前
記
判
例
は
、
贈
与
者
と
い
う
贈
与
契
約
で
不
利
益
を
類

型
的
に
被
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
者
が
慎
重
に
自
己
の
意
思
を
表
明
す
べ
き
内
容
証
明
郵
便
を
出
し
た
か
ら
こ
そ
、
書
面
性
で
確
保
す
べ
き

意
思
の
慎
重
性
と
明
確
性
が
最
低
限
確
保
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
相
手
方
の
意
思
表
示
は
過
去
の
も
の
だ
と
し
て
も
な
お
要
式
性
が

満
た
さ
れ
る
と
考
え
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
振
込
に
よ
る
預
金
取
引
に
つ
い
て
も
、
不
利
益
を
類
型
的
に
被
る
の
は
被
仕
向
銀

行
で
あ
っ
て
、
こ
の
者
が
要
物
性
や
要
式
性
を
満
た
す
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
れ
ば
問
題
な
い
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
。

以
上
の
う
ち
、
比
較
的
無
理
が
少
な
い
の
は
第
三
と
第
四
の
見
解
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
三
の
見
解
と
第
四
の
見
解
を
比
較
す
る
場
合
、

違
い
と
し
て
現
れ
る
の
は
振
込
相
手
方
の
意
思
の
基
準
時
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
第
三
の
見
解
な
ら
、
要
物
性
具
備
時
点
で
あ

る
入
金
記
帳
時
が
、
意
思
表
示
の
基
準
時
点
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
要
物
性
・
要
式
性
の
要
請
を
緩
和
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ

て
、
意
思
表
示
と
要
物
性
・
要
式
性
の
同
時
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
第
四
の
見
解
で
あ
れ
ば
、
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要
物
性
具
備
時
点
で
意
思
表
示
を
観
念
す
る
必
要
は
な
く
、
基
本
的
預
金
契
約
で
あ
る
預
金
口
座
開
設
時
が
基
準
時
と
な
り
え
よ
う
。
と
い

う
の
は
、
要
物
性
・
要
式
性
の
趣
旨
か
ら
意
思
表
示
と
の
同
時
存
在
原
則
を
緩
和
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
成
立
を
判
断
す
る
意

思
表
示
が
こ
れ
以
前
に
存
在
し
て
い
て
も
か
ま
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
誤
振
込
に
つ
い
て
判
断
し
た
判
例(12)と
整
合
的
な
の
は
第
四
の
立
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
預
金
契
約
の
文
言
を
重
視

し
た
形
で
、
預
金
債
権
の
成
立
・
増
加
が
判
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
誤
振
込
に
よ
る
預
金
債
権
の
成
立
・
増
加
に
批
判
的
な
学
説

は
、
第
三
の
見
解
と
も
整
合
的
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
誤
振
込
だ
と
知
っ
て
い
れ
ば
被
仕
向
銀
行
や
振
込
相
手
方
は
預
金
債
権
を
成

立
・
増
加
さ
せ
な
い
意
思
だ
ろ
う
と
い
う
合
理
的
意
思
解
釈
に
根
拠
を
求
め
て
お
り
、
こ
こ
で
は
意
思
表
示
の
基
準
時
を
誤
振
込
時
点
だ
と

考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

3
．
3

要
物
性
・
合
意
の
ズ
レ
の
許
容
性
に
対
す
る
債
権
法
改
正
の
影
響
可
能
性

以
上
の
よ
う
な
意
思
表
示
の
基
準
時
に
関
す
る
判
例
の
枠
組
み
は
、
寄
託
契
約
を
諾
成
契
約
化
し
た
二
〇
一
七
年
の
債
権
法
改
正
後
で
は
、

昔
よ
り
無
理
な
く
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
逆
に
、
学
説
上
有
力
で
あ
っ
た
誤
振
込
で
の
預
金
債
権
の

成
立
・
増
加
を
合
理
的
意
思
解
釈
に
よ
り
認
め
る
見
解
は
、
意
思
表
示
の
基
準
時
を
誤
振
込
時
点
と
考
え
る
一
つ
の
根
拠
に
な
り
え
た
要
物

性
が
緩
和
さ
れ
た
現
在
で
は
、
よ
り
採
用
し
づ
ら
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(6
)
石
川
博
康
「
各
種
契
約
の
方
式
要
件
の
変
容
と
消
費
者
法
に
お
け
る
書
面
の
意
義
」
N
BL1199
号
五
二
頁
（
二
〇
二
一
年
）。

(7
)
前
掲
注
(6
)・
石
川
五
七
頁
。

(8
)
前
掲
注
(6
)・
石
川
五
八
頁
。

(9
)
前
掲
注
(6
)・
石
川
五
五
頁
以
下
。
他
方
、
書
面
化
さ
れ
た
契
約
を
専
門
家
に
持
ち
込
む
こ
と
で
事
実
上
助
言
が
促
進
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
、
す
べ
て

の
契
約
に
妥
当
し
う
る
機
能
か
も
し
れ
な
い
。

(10
)
最
判
昭
和
六
〇
・
一
一
・
二
九
民
集
三
九
巻
七
号
一
七
一
九
頁
。
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(11
)
本
文
で
述
べ
た
U
N
ID
RO
IT
該
当
箇
所
の
翻
訳
・
解
説
は
、
国
際
私
法
統
一
協
会
（
内
田
貴
ほ
か
訳
）『
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則
二
〇
一
六
』（
商
事
法
務
、

二
〇
二
〇
年
）
四
二
頁
以
下
参
照
。

(12
)
最
判
平
成
八
・
四
・
二
六
民
集
五
〇
巻
五
号
一
二
六
七
頁
。

4
．
消
費
寄
託
と
返
還

次
に
、
2
．
1
で
語
っ
た
問
題
、
つ
ま
り
、
他
人
物
寄
託
に
関
す
る
問
題
と
し
て
消
費
貸
借
と
関
係
す
る
も
の
と
考
え
る
と
、
次
の
二
つ

が
考
え
ら
れ
る
。
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
上
の
特
則
と
、
民
法
六
六
〇
条
で
あ
る
。

4
．
1

動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
上
の
特
則

通
常
寄
託
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
三
条
二
項
は
、
受
寄
者
が
第
三
者
た
る
登
記
名
義
人
か
ら
返
還
請
求
を
受
け
た

場
合
に
は
、
寄
託
者
た
る
本
人
に
当
該
返
還
請
求
に
異
議
が
あ
る
か
を
問
い
合
わ
せ
て
、
異
議
を
受
け
ず
に
第
三
者
に
引
き
渡
し
た
場
合
に

は
本
人
に
損
害
が
生
じ
て
も
損
害
賠
償
義
務
は
な
い
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
①
登
記
と
い
う
確
実
性
の
高
い
証
拠
の
提
示
と
、
②
本
人
の
異

議
の
不
存
在
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
、
寄
託
者
以
外
へ
の
引
渡
し
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。

素
朴
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
誤
振
込
に
引
き
直
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
①
は
、
誤
振
込
者
が
振
込
相
手
方
と
の
原
因
関
係
を
持
た

な
い
こ
と
の
確
実
な
証
拠
を
被
仕
向
銀
行
に
提
示
し
て
不
当
利
得
の
返
還
を
求
め
る
、
と
い
う
場
合
が
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
②
は
、
振
込
相
手
方
に
被
仕
向
銀
行
か
ら
当
該
請
求
に
対
す
る
照
会
を
行
い
、
振
込
相
手
方
か
ら
異
議
が
出
な
け
れ
ば
よ
い
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
被
仕
向
銀
行
が
振
込
依
頼
人
か
ら
の
不
当
利
得
返
還
請
求
に
応
じ
る
こ
と
に
よ

り
、
振
込
相
手
方
の
預
金
が
消
滅
・
減
少
す
る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
不
履
行
が
正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
う
可
能
性
が
生
ま
れ
よ
う
。

し
か
し
、
通
常
寄
託
と
消
費
寄
託
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
た
め
、
以
上
の
よ
う
な
素
朴
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
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ま
ず
、
通
常
寄
託
の
返
還
請
求
権
は
特
定
物
債
権
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
目
的
物
を
第
三
者
に
引
き
渡
せ
ば
履
行
不
能
と
な
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
消
費
寄
託
は
そ
う
で
は
な
い
。
不
当
利
得
返
還
義
務
に
応
じ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
素
直
な
法
的
ロ
ジ
ッ
ク
と

し
て
、
消
費
寄
託
返
還
請
求
権
の
消
滅
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
通
常
寄
託
の
返
還
請
求
権
不
履
行
は
帰
責
事
由
さ
え
な
け
れ
ば
免
責
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
消
費
寄
託
が
金
銭
を
目
的
と

す
る
場
合
に
は
不
可
抗
力
で
も
免
責
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
三
条
二
項
は
帰
責
事
由
不
存
在
に
該
当
し
う
る
場
合
を

定
め
て
い
る
の
だ
と
み
れ
ば
、
帰
責
事
由
不
存
在
で
免
責
さ
れ
る
通
常
寄
託
で
の
免
責
を
導
く
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
う
で
な
い
金
銭
の
消

費
寄
託
で
の
免
責
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
通
常
寄
託
と
消
費
寄
託
は
両
方
と
も
寄
託
で
は
あ
る
も
の
の
、
目
的
物
の
性
質
の
違
い
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
の
相
違
が

あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
い
っ
た
帰
結
の
違
い
は
、
寄
託
者
と
は
違
っ
た
者
が
本
来
的
権
利
者
と
し
て
権
利
主
張
し
て
く
る
場
面
で
こ
そ
深
刻

に
表
れ
る
こ
と
が
、
以
上
の
記
述
か
ら
判
明
し
よ
う
。

4
．
2

民
法
六
六
〇
条

も
う
一
つ
、
寄
託
者
と
は
違
っ
た
者
が
本
来
的
権
利
者
と
し
て
権
利
主
張
し
て
く
る
場
面
に
つ
き
、
通
常
寄
託
に
関
す
る
重
大
な
規
律
と

し
て
、
民
法
六
六
〇
条
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
①
本
来
的
権
利
主
張
者
と
し
て
権
利
主
張
し
て
く
る
者
が
受
寄
者
に
現
れ
た
場
合
の
寄
託
者
へ

の
原
則
的
通
知
義
務
（
民
法
六
六
〇
条
一
項
）、
②
通
知
義
務
が
履
行
さ
れ
て
い
る
か
そ
の
履
行
の
必
要
が
な
い
場
合
に
お
い
て
本
来
的
権
利

主
張
者
に
引
き
渡
す
べ
き
確
定
判
決
等
が
あ
る
場
合
や
本
人
か
ら
の
指
図
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
寄
託
者
本
人
に
引
き
渡
す
べ
き
受
寄
者

の
義
務
（
同
二
項
）、
③
通
知
義
務
が
履
行
さ
れ
て
い
る
か
そ
の
履
行
の
必
要
が
な
い
場
合
に
お
い
て
本
来
的
権
利
主
張
者
に
引
き
渡
す
べ
き

確
定
判
決
等
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
本
来
的
権
利
主
張
者
に
引
き
渡
し
て
も
寄
託
者
本
人
へ
損
害
賠
償
義
務
を
負
わ
な
い
旨
の
免
責
（
同
三

項
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
条
文
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
二
で
前
述
し
た
受
寄
者
が
こ
の
条
文
を
根
拠
に
占
有
正
権
原
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
と
関
連
す

る
こ
と
と
し
て
、
受
寄
者
が
民
法
一
七
八
条
の
第
三
者
に
該
当
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
寄
託
者
か
ら
目
的
物
所
有
権
を

譲
り
受
け
た
と
主
張
し
て
目
的
物
の
返
還
を
求
め
て
く
る
者
に
対
し
て
、
指
図
に
よ
る
引
渡
し
と
い
う
対
抗
要
件
具
備
を
要
求
で
き
る
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
き
、
判
例
は
否
定
説
だ
と
さ
れ
る
が(13)、
学
説
に
は
批
判
説
が
多
い(14)。
と
い
う
の
は
、
誰
に
返
還
す
る

べ
き
か
を
受
寄
者
が
安
定
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
点
で
は
、
動
産
賃
借
人
と
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
と
こ
ろ
、
動
産
賃
借
人
は
民
法
一

七
八
条
の
第
三
者
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
批
判
説
は
、
民
法
六
六
〇
条
二
項
但
書
が
対
抗
要
件
を
具
備

し
な
い
ま
ま
確
定
判
決
を
経
て
引
渡
し
を
請
求
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
よ
う
に
読
め
る
こ
と
と
調
和
し
づ
ら
い
と
の
問
題
が
あ
る(15)。
改

正
民
法
の
下
で
は
、
受
寄
者
が
譲
受
人
を
確
知
す
る
利
益
は
、
民
法
六
六
〇
条
の
解
釈
と
こ
れ
に
よ
る
受
寄
者
保
護
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る(16)。

ま
た
、
民
法
六
六
〇
条
が
占
有
正
権
原
を
認
め
た
も
の
か
、
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
は
、
肯
定
説(17)と
否
定
説(18)が
あ
る
。
し
か
し
、
肯
定
説

を
受
け
て
展
開
さ
れ
た
否
定
説
か
ら
説
得
的
な
論
拠
が
示
さ
れ
て
お
り
、
議
論
の
趨
勢
と
し
て
は
否
定
説
に
傾
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る(19)。

以
上
の
議
論
は
、
誤
振
込
の
よ
う
な
振
込
依
頼
人
に
実
質
的
に
帰
属
す
る
価
値
を
、
受
取
人
が
消
費
受
寄
者
で
あ
る
被
仕
向
銀
行
に
預
け

て
い
る
場
合
に
、
振
込
依
頼
人
か
ら
被
仕
向
銀
行
に
対
す
る
侵
害
利
得
の
返
還
請
求
権
の
成
否
、
お
よ
び
、
こ
の
行
使
方
法
に
何
ら
か
の
影

響
を
与
え
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
注
目
し
て
お
く
べ
き
は
、
消
費
寄
託
の
場
合
に
は
金
銭
の
実
質
的
価
値
を
譲
り
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
し
ら
の
返
還
請
求
権
を

移
動
さ
せ
る
手
段
は
、
通
常
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
民
法
六
六
〇
条
に
関
す
る
議
論
の
よ
う
に
、
動

産
で
あ
れ
ば
、
寄
託
物
の
所
有
権
を
寄
託
者
か
ら
譲
り
渡
し
、
譲
受
人
か
ら
所
有
権
に
基
づ
き
返
還
請
求
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
結
果
、

前
述
の
よ
う
な
対
抗
関
係
、
占
有
正
権
原
の
問
題
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
他
方
、
金
銭
の
消
費
寄
託
で
は
、
寄
託
者
が
譲
受
人
に
金
銭
の

実
質
的
価
値
を
譲
り
渡
し
て
、
譲
受
人
か
ら
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
を
受
寄
者
に
行
使
す
る
と
い
う
動
産
と
の
パ
ラ
レ
ル
ル
ー
ト
は
想
定
さ
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れ
て
い
な
い
（
所
持
と
離
れ
た
金
銭
所
有
権
や
、
金
銭
価
値
所
有
権
を
想
定
す
る
立
場
で
も
、
こ
の
点
は
同
様
で
あ
ろ
う
）。
む
し
ろ
、
消
費
寄
託
物
返

還
間
請
求
権
の
債
権
譲
渡
に
よ
る
方
法
だ
け
が
、
正
当
な
ル
ー
ト
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
債
権
譲
渡
は
、
消
費
寄
託
の
典
型

例
で
あ
る
預
金
債
権
で
は
、
民
法
四
六
六
条
の
五
と
債
権
譲
渡
制
限
特
約
に
よ
り
効
力
が
否
定
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
動
産

と
は
異
な
り
、
預
金
で
は
、
実
質
的
な
価
値
の
帰
属
者
と
寄
託
者
が
ズ
レ
る
こ
と
は
制
度
上
強
く
阻
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
誤
振
込
の
際
に
、
振
込
依
頼
人
か
ら
被
仕
向
銀
行
に
対
し
て
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
を
行
使
す
る
場
面
は
、
民
法
六
六

〇
条
が
通
常
の
動
産
に
つ
い
て
想
定
し
て
い
る
法
理
や
議
論
で
は
う
ま
く
処
理
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
問
題
の
処
理
は
、
い
く
つ

か
の
可
能
性
が
あ
る
。

一
つ
の
極
端
な
処
理
は
、
そ
う
し
た
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
を
、
誤
振
込
に
よ
っ
て
成
立
し
た
預
金
債
務
が
い
か
な
る
状
態
で
あ
っ
て
も
、

常
に
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
誤
振
込
に
よ
っ
て
成
立
し
た
預
金
債
務
が
実
質
的
に
は
不
成
立
で
あ
る
と
構
成
で
き
る
場
合
に
限
っ

て
被
仕
向
銀
行
の
不
当
利
得
返
還
義
務
を
認
め
る
下
級
審
裁
判
例
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
や
、
こ
れ
を
好
意
的
に
引
用
す
る
見
解
が
あ
る
こ
と(20)

か
ら
す
れ
ば
、
利
益
衡
量
上
、
大
き
な
問
題
を
持
つ
立
場
で
あ
っ
て
採
用
し
づ
ら
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
別
の
処
理
と
し
て
、
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
を
何
ら
か
の
形
で
制
約
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
法
理
と
し
て
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
①
預
金
債
務
が
実
質
的
に
成
立
し
て
い
る
限
り
で
民
法
七
〇
三
条
に
い
う
利
得
消
滅
を
認
め

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
預
金
債
務
の
実
質
的
消
滅
を
認
め
る
場
面
と
し
て
は
、
組
戻
し
に
振
込
相
手
方
が
応
じ
て
い
る
場
合
の
ほ
か
、
預
金

が
有
価
証
券
同
様
の
支
払
い
決
済
の
手
段
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
手
形
法
四
〇
条
三
項
の
趣
旨
か
ら
原
因
関
係
不
存
在
が
証
明
で
き
る
確

実
な
証
拠
の
存
在
に
つ
き
被
仕
向
銀
行
に
悪
意
・
重
過
失
が
あ
れ
ば
被
仕
向
銀
行
は
信
義
則
上
支
払
い
を
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
る
方
策(21)が
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
、
侵
害
利
得
で
は
利
得
の
消
滅
を
民
法
七
〇
三
条
で
は
な
く
、
物
権
的
請
求
権
に
対
す
る
抗
弁
と
パ
ラ

レ
ル
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
有
力
で
あ
る(22)。
こ
の
見
解
に
立
っ
て
、
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
で
あ
る
こ
と
を
貫
い
た
場
合
、
物

権
的
請
求
権
で
は
第
三
者
へ
の
債
務
負
担
が
抗
弁
と
な
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
第
三
者
へ
の
債
務
負
担
は
利
得
消
滅
と
認
め
な
い
と
す
る
の
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が
筋
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
七
〇
三
条
に
基
づ
く
制
約
は
、
こ
う
い
っ
た
形
で
の
類
型
論
的
な
不
当
利
得
理
解
を
し
な
い
場
合
に
限

っ
て
、
使
え
る
に
過
ぎ
な
い
。

民
法
七
〇
三
条
が
使
え
な
い
と
し
て
も
な
お
侵
害
利
得
に
つ
き
利
得
消
滅
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
②
預
金
取
引
の
構
造
に
さ
か
の
ぼ
る
ほ

か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
で
は
横
領
罪
と
の
関
係
で
、
占
有
は
事
実
的
支
配
の
み
な
ら
ず
法
律
的
支
配
も
含
む
も
の
と
解

釈
さ
れ
、
預
金
の
占
有
は
債
権
者
に
過
ぎ
な
い
預
金
者
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
実
質
的
理
由
と
し
て
は
、「
預
金
者
は
銀

行
預
金
を
い
つ
で
も
確
実
に
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
貸
金
庫
に
現
金
を
保
管
し
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
、
金

員
を
事
実
的
に
支
配
し
て
い
る
状
況
と
実
質
的
に
は
全
く
異
な
ら
な
い
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
価
値
判
断
」
で
あ
る
と
さ
れ(23)、
銀
行
が
他
の
場

面
に
も
増
し
て
透
明
化
さ
れ
て
い
る
。
預
金
が
確
実
に
払
い
戻
さ
れ
る
場
面
で
は
銀
行
が
透
明
化
さ
れ
る
特
殊
な
取
引
こ
そ
が
預
金
取
引
な

の
だ
、
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。

民
法
七
〇
三
条
が
使
え
な
い
と
し
て
も
な
お
侵
害
利
得
に
つ
き
利
得
消
滅
を
認
め
る
別
の
可
能
性
と
し
て
、
③
金
銭
の
特
殊
性
と
し
て
、

価
値
の
侵
害
者
は
寄
託
者
の
み
で
あ
っ
て
、
受
寄
者
は
侵
害
し
て
い
な
い
と
い
う
理
論
的
可
能
性
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の
物
と
は
異

な
り
、
所
有
と
占
有
の
分
離
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
物
理
的
な
所
在
に
注
目
し
た
物
権
的
請
求
権
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
侵
害
利
得

を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
実
質
的
な
価
値
支
配
が
あ
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
は
預
金
者
に
の
み
不
当
利
得
で
問
題
と
な
る
侵
害
が
あ
る
と
考

え
る
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
に
も
、
前
記
の
組
戻
し
同
意
が
あ
る
場
合
や
手
形
法
四
〇
条
三
項
の
趣
旨
が
使
え
る
場
合

に
は
、
被
仕
向
銀
行
が
実
質
的
価
値
支
配
者
で
あ
る
と
し
て
侵
害
者
性
を
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

侵
害
利
得
返
還
請
求
権
を
制
約
す
る
別
の
法
理
と
し
て
、
④
民
法
六
六
〇
条
を
こ
の
金
銭
の
場
合
に
限
っ
て
占
有
正
権
原
と
認
め
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
六
六
〇
条
二
項
を
参
照
し
て
、
寄
託
者
の
指
図
と
同
視
で
き
る
組
戻
し
へ
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
、
あ

る
い
は
、
振
込
相
手
方
に
対
す
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
確
定
判
決
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
被
仕
向
銀
行
は
侵
害
利
得
を
保
持
し
う
る

法
律
上
の
原
因
が
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
考
え
で
あ
れ
ば
、
侵
害
利
得
に
関
す
る
前
記
の
学
説
か
ら
で
も
採
用
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。
し
か
し
、
民
法
六
六
〇
条
を
そ
の
よ
う
に
解
し
う
る
か
は
問
題
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
預
金
の
実
質
的
消
滅
に
要
件
を
依
存
さ
せ
な
い

以
上
は
、
た
と
え
ば
、
確
定
判
決
を
得
た
場
合
に
振
込
依
頼
人
と
預
金
名
義
人
の
両
方
の
請
求
を
受
け
う
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る

か
、
問
題
と
な
ろ
う
（
一
つ
の
方
策
は
、
前
記
の
手
形
法
四
〇
条
三
項
の
趣
旨
が
使
え
る
場
合
と
し
て
、
確
定
判
決
を
得
て
い
る
場
面
を
用
い
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
被
仕
向
銀
行
は
預
金
名
義
人
へ
の
支
払
い
を
拒
絶
で
き
、
反
面
、
振
込
依
頼
人
に
は
侵
害
利
得
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
関
係
に
立
つ
）。

以
上
の
よ
う
に
、
様
々
な
構
成
が
考
え
ら
れ
る
が
確
た
る
長
所
が
あ
る
構
成
も
考
え
づ
ら
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
も
議
論
が
続
け
ら
れ

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(13
)
最
判
昭
和
二
九
・
八
・
三
一
民
集
八
巻
八
号
一
五
六
七
頁
。

(14
)
山
野
目
章
夫
『
民
法
概
論
2

物
権
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
二
年
）
一
一
二
頁
以
下
参
照
。

(15
)
前
掲
注
(1
)・
水
津
三
八
九
-
三
九
〇
頁
参
照
。

(16
)
前
掲
注
(1
)・
水
津
三
九
一
-
三
九
二
頁
参
照
。

(17
)
潮
見
佳
男
『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
の
概
要
』（
き
ん
ざ
い
、
二
〇
一
七
年
）
三
二
九
頁
。

(18
)
前
掲
注
(1
)・
水
津
三
八
七
頁
。

(19
)
松
岡
久
和
「
寄
託
中
の
動
産
の
所
有
権
移
転

債
権
法
改
正
の
影
響
の
有
無
」
和
田
真
一
ほ
か
編
『
現
代
市
民
社
会
に
お
け
る
法
の
役
割

吉
村
良
一
先
生
子
機
記
念
論

集
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）
四
八
〇
頁
参
照
。

(20
)
潮
見
佳
男
『
債
権
各
論
Ⅰ

契
約
法
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
〔
第
四
版
〕』（
新
世
社
、
二
〇
二
二
年
）
三
八
一
頁
以
下
。

(21
)
西
内
康
人
「
判
批
最
判
平
成
八
・
四
・
二
六
民
集
五
〇
巻
五
号
一
二
六
七
頁
（
誤
振
込
み
に
よ
る
受
取
人
の
預
金
債
権
の
成
否
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
六
三
号
一
二
九

頁
（
二
〇
二
三
年
）
で
示
し
た
考
え
方
で
あ
る
。

(22
)
た
と
え
ば
、
中
原
太
郎
ほ
か
『
民
法
6

事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
二
年
）
二
四
四
頁
以
下
〔
根
本
尚
徳
〕。

(23
)
橋
爪
隆
『
刑
法
各
論
の
悩
み
ど
こ
ろ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
三
年
）
三
五
九
頁
。
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5
．
お

わ

り

に

以
上
、
誤
振
込
の
問
題
に
つ
い
て
、
寄
託
法
理
と
の
関
係
で
問
題
と
な
り
そ
う
な
点
を
論
じ
て
き
た
。

2
で
は
、
寄
託
法
が
二
つ
の
点
で
誤
振
込
の
問
題
と
関
係
し
う
る
こ
と
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
金
銭
の
価
値
が
実
質
的
に
振

込
依
頼
人
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
物
権
的
請
求
権
と
同
様
の
構
造
を
持
つ
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
が
被
仕
向
銀
行

と
の
関
係
で
成
立
し
、
こ
う
し
た
振
込
依
頼
人
と
被
仕
向
銀
行
と
の
関
係
が
、
所
有
者
と
他
人
物
寄
託
の
受
寄
者
と
の
関
係
に
類
比
し
う
る

点
で
あ
る
。
第
二
に
、
寄
託
契
約
な
い
し
寄
託
物
返
還
請
求
権
の
要
件
で
あ
る
要
物
性
と
合
意
と
の
関
係
が
、
特
に
振
込
取
引
で
は
不
明
確

に
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
3
で
は
、
こ
の
2
の
う
ち
第
二
の
問
題
を
さ
ら
に
分
析
し
た
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
要
物
性
が
持
つ
意
味
を
、
意
思
と
の
関
係

を
中
心
に
明
ら
か
に
し
た
。
次
い
で
、
要
物
性
と
意
思
と
の
関
係
か
ら
し
て
、
合
意
を
時
間
的
に
点
と
考
え
る
の
で
は
な
く
後
に
継
続
す
る

線
と
考
え
た
上
で
、
要
物
性
・
要
式
性
が
具
備
さ
れ
た
時
点
で
い
ま
だ
合
意
が
存
在
し
て
い
る
と
み
る
立
場
や
要
式
性
や
要
物
性
の
趣
旨
に

反
し
な
い
限
り
で
こ
れ
と
合
意
と
の
同
時
性
の
要
請
を
緩
和
す
る
立
場
が
比
較
的
無
理
が
少
な
い
構
成
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
う
ち
の
後
者

の
構
成
こ
そ
が
誤
振
込
判
例
に
調
和
す
る
こ
と
を
示
し
た
。

4
で
は
、
2
の
第
一
の
問
題
を
さ
ら
に
分
析
し
た
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
上
の
特
則
と
の
関
係
を
検
討
し
、
金
銭
を

問
題
と
す
る
場
面
と
の
違
い
の
大
き
さ
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
い
で
、
民
法
六
六
〇
条
と
の
関
係
を
検
討
し
、
こ
の
規
定
が
受
寄
者
へ
の
占

有
正
権
原
を
認
め
る
趣
旨
か
否
か
に
関
す
る
争
い
を
見
た
上
で
、
振
込
委
託
者
か
ら
被
仕
向
銀
行
に
対
す
る
侵
害
利
得
返
還
請
求
権
が
制
約

す
る
法
理
は
な
い
か
検
討
し
た
。
こ
こ
で
は
、
様
々
な
構
成
が
考
え
ら
れ
る
が
、
確
た
る
長
所
が
あ
る
構
成
も
考
え
づ
ら
く
、
議
論
が
今
後

も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

こ
の
よ
う
に
本
稿
は
議
論
の
た
た
き
台
を
示
す
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
の
議
論
に
役
立
つ
こ
と
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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