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二

つ
の
「
受
領
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概
念
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イ
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民
法
典
三
六
三
条
制
定
史
よ
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居

功
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一
　
序
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二
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ω
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ル
ウ
ァ
ル
ト
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捌
　
べ
ー
ル
お
よ
ひ
プ
フ
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㎝
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領
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二
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図
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四
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民
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典
。
ニ
パ
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制
定

五
　
結
　
章
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一
　
序
　
説

二
千
年
以
上
の
歴
史
を
経
て
、
ロ
ー
マ
法
の
『
真
正
な
』

担
保
責
任
は
そ
の
終
焉
を
迎
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ベ
ル
ガ
ー

　
国
際
動
産
売
買
に
関
す
る
統
一
法
や
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
草
案
に
お
い
て
見
ら
れ
る
最
も
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
は
、
売
主
の
毅
疵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

担
保
責
任
制
度
が
放
郷
さ
れ
債
務
不
履
行
責
任
（
］
般
給
付
障
害
）
制
度
に
一
元
化
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
「
担
保

責
任
の
終
焉
」
が
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
と
の
問
題
は
、
暇
疵
担
保
責
任
の
性
質
論
か
ら
見
れ
ば

以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
図
式
的
に
纏
め
る
な
ら
ば
、
暇
疵
担
保
責
任
制
度
自
体
が
債
務
不
履
行
化
し
た
性
質
を
有
す

る
と
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
そ
の
制
度
が
債
務
不
履
行
制
度
へ
発
展
的
に
解
消
さ
れ
た
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
、
動
産
売
買
に
特
有

の
種
類
売
買
法
理
が
一
般
化
さ
れ
た
結
果
、
本
来
特
定
物
に
固
有
の
澱
疵
担
保
責
任
制
度
が
放
棄
さ
れ
た
と
見
る
か
、
こ
の
よ
う
な

理
解
の
対
立
が
想
定
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
債
務
不
履
行
責
任
と
暇
疵
担
保
責
任
の
適
用
範
囲
を
区
画
す
る
「
受
領
」

概
念
の
視
点
か
ら
見
る
と
き
は
、
「
澱
疵
担
保
責
任
の
終
焉
」
と
は
、
ま
さ
に
「
受
領
」
概
念
自
体
に
つ
い
て
の
意
味
内
容
の
対
立

・
超
克
の
帰
結
と
し
て
映
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
、
こ
の
過
程
を
ド
イ
ツ
普
通
法
の
議
論
を
通
じ
て
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
と
こ
ろ
で
、
問
題
と
な
る
ド
イ
ツ
民
法
典
三
六
三
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

　
　
債
権
者
が
弁
済
と
し
て
提
供
さ
れ
た
給
付
を
弁
済
と
し
て
受
領
し
た
場
合
に
お
い
て
、
給
付
が
債
務
の
内
容
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

　
又
は
不
完
全
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
、
給
付
を
弁
済
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
立
証
責
任
は
、
債
権
者

　
に
あ
る
。
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こ
の
規
定
の
成
立
経
緯
の
淵
源
は
、
一
九
世
紀
の
初
頭
に
提
起
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
同
時
履
行
の
抗
弁
権
に
関
す
る
議
論
に
ま
で
遡

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
1
）
　
囚
鼠
⊆
ω
＝
国
菊
田
お
国
搾
菊
o
o
馨
ω
昌
讐
⊆
プ
＞
亀
鵬
餌
σ
①
⊆
昌
α
閃
⊆
⇒
容
一
〇
コ
α
R
oo
碧
『
ヨ
餌
昌
鷺
≡
亀
9
コ
鵬
コ
碧
『
α
①
旨
閃
O
鑛
震
＝
o
『
o
コ

　
　
O
O
ω
O
訂
び
自
O
宣
ゆ
①
二
ぎ
ゆ
お
刈
ト
Qっ
。
N
N
“
’

　
（
2
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
、
さ
し
当
た
り
、
下
森
定
ロ
岡
孝
編
・
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
の
研
究
（
法
政
大
学
現
代
法
研
究
所
・

　
　
平
成
八
年
）
一
〇
五
頁
以
下
を
参
照
。

　
（
3
）
　
本
条
文
の
訳
は
、
椿
寿
夫
・
右
近
健
男
編
〔
寺
田
正
春
〕
ド
イ
ツ
債
権
法
総
論
（
H
本
評
論
社
・
昭
和
六
三
年
）
二
八
七
頁
を
参
考

　
　
に
し
た
。

二つの「受領」概念

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁

　
ω
　
ヘ
エ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
理
論

　
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
で
は
突
8
冨
ざ
＝
9
包
一
ヨ
巳
3
8
巨
轟
簿
塁
（
我
が
国
で
い
う
同
時
履

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

行
の
抗
弁
権
、
以
下
で
は
契
約
不
履
行
の
抗
弁
と
呼
ぶ
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
原
告
の
請
求
原
因
に
対
す
る
被
告
の
異
議
で
あ
り
、
そ

の
証
明
責
任
が
原
告
に
帰
す
る
と
の
理
論
が
確
立
さ
れ
た
。
当
時
、
原
告
が
被
告
に
対
し
て
契
約
の
履
行
を
請
求
し
被
告
が
原
告
側

の
履
行
の
な
い
こ
と
を
申
し
立
て
た
場
合
、
原
告
は
履
行
が
行
わ
れ
た
事
実
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
一
貫
し
て
争
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
原
告
の
履
行
請
求
に
対
し
て
被
告
が
申
し
立
て
る
否
認
的
抗
弁
権
（
お
3
①
ヨ
魯
号
匹
目
a
。
）

は
原
告
が
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
理
論
を
前
提
に
、
被
告
が
申
し
立
て
る
契
約
不
履
行
の
抗
弁
も
否
認
的
抗
弁
権
に
含
ま

れ
る
結
果
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
は
原
告
が
証
明
責
任
を
負
担
す
る
「
真
の
抗
弁
権
（
曽
奪
①
α
。
）
」
で
あ
る
と
の
主
張
が
提
唱
さ
れ

（
2
）た

。
こ
れ
に
対
し
て
、
争
う
各
当
事
者
は
自
身
か
申
し
立
て
る
事
実
を
理
由
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
証
明
責
任
の
原
則
か
ら
、
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（
3
）

否
認
的
な
主
張
で
あ
っ
て
も
原
告
・
被
告
は
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
申
立
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
理
論
が
確
立
さ
れ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

否
認
的
抗
弁
権
で
も
被
告
が
証
明
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
こ
で
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
を
「
真
の
抗
弁
権
」
と

理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
証
明
責
任
は
被
告
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
の
「
抗
弁
」
の
証
明
責
任
の
所
在
が
原
告
に
あ
る
こ

と
は
疑
わ
れ
得
な
い
。
こ
の
矛
盾
を
回
避
し
、
原
告
の
証
明
責
任
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
は
「
真
の
抗
弁

権
」
で
は
な
く
、
原
告
側
の
訴
え
の
原
因
に
含
ま
れ
る
事
実
自
体
を
争
う
「
請
求
異
議
（
国
ぎ
ゑ
き
α
）
」
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
原
告
は
原
則
と
し
て
債
権
の
存
在
と
自
ら
が
負
担
す
る
債
務
の
履
行
の
事
実
を
立
証
し
て
被
告
に
履
行
請
求
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
が
通
説
と
し
て
一
九
世
紀
初
頭
に
は
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
契
約
不
履
行
の
抗
弁
と
は
区
別
さ
れ
る
①
×
8
営
δ
き
昌
葺
①
呂
ぎ
巳
①
け
一
8
日
轟
o
ε
ω
（
以
下
で
は
契
約
不
完
全
履
行
の
抗

弁
と
呼
ぶ
）
の
概
念
が
一
八
世
紀
中
葉
に
形
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
原
告
が
契
約
の
履
行
を
被
告
に
対
し
て
請
求
し
た
と
こ
ろ
、

被
告
が
原
告
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
履
行
が
不
完
全
で
あ
る
と
異
論
を
提
起
す
る
場
合
、
そ
う
し
た
被
告
の
申
し
立
て
が
契
約
不
完
全

履
行
の
抗
弁
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
契
約
不
履
行
の
抗
弁
と
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
と
の
本
質
的
な
差
異
は
、
前
者
が
原
告
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

証
明
責
任
を
課
す
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
被
告
が
原
告
の
履
行
の
不
完
全
さ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
見
出
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
こ
う
し
た
通
説
を
フ
ォ
ン
・
ビ
ュ
ロ
ウ
”
ハ
ー
ゲ
マ
ン
は
端
的
に
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
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契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
は
上
述
の
抗
弁
（
契
約
不
履
行
の
抗
弁
）
か
ら
区
別
さ
れ
、
そ
れ
と
は
混
同
さ
れ
な
い
。
前
者
の
下
で
は
、
被

告
は
契
約
が
原
告
側
に
よ
っ
て
全
く
履
行
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
は
単
に
契
約
が
合
意
さ
れ
た
よ
う
に

ま
た
は
完
全
に
は
（
三
窪
貰
一
①
）
履
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
抗
弁
に
よ
っ
て
自
ら
弁
護
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
抗
弁
の
本
質
的
な
区

別
は
証
明
の
遂
行
に
か
か
わ
る
。
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
で
は
常
に
被
告
お
よ
び
抗
弁
者
が
、
契
約
が
原
告
に
よ
っ
て
合
意
さ
れ
た
仕
方

で
ま
た
は
完
全
に
は
（
コ
自
階
玄
8
ヨ
＆
o
＆
R
コ
o
コ
巳
9
鷲
一
Φ
）
履
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

の
も
、
彼
は
こ
こ
で
は
単
に
否
認
的
な
だ
け
で
は
な
く
、
証
明
規
則
に
従
っ
て
原
告
に
証
明
が
課
さ
れ
得
な
い
事
情
を
も
含
む
事
実
を
申
し



立
て
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

二っの「受領」概念

　
以
上
の
通
説
に
対
し
て
ヘ
エ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
は
決
定
的
な
問
題
提
起
を
行
っ
た
。

　
ま
ず
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
の
性
質
に
関
し
て
、
ヘ
エ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
は
、
そ
の
抗
弁
は
請
求
異
議
で
は
な
く
「
真
の
抗
弁
権

（
≦
餌
ぼ
Φ
固
奪
巴
Φ
）
」
で
あ
る
と
し
て
通
説
に
異
論
を
唱
え
る
。
そ
の
理
論
の
核
心
は
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
要
物
契
約
の

場
合
に
は
原
告
側
が
履
行
し
た
こ
と
が
契
約
の
成
立
要
件
と
な
る
以
上
、
被
告
が
原
告
側
の
不
履
行
を
申
し
立
て
る
と
そ
れ
が
請
求

異
議
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
諾
成
契
約
に
お
い
て
は
当
事
者
の
合
意
の
み
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
し
、
原

告
の
請
求
を
基
礎
づ
け
る
の
は
合
意
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
債
権
・
債
務
で
あ
る
以
上
、
原
告
側
の
履
行
の
事
実
は
請
求
原
因
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

な
り
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
原
告
の
履
行
請
求
に
対
し
て
被
告
が
契
約
不
履
行
の
「
抗
弁
」
を
提
起
す
る
場
合
、
原

告
は
そ
の
抗
弁
に
対
し
て
再
抗
弁
を
提
起
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
原
告
は
自
身
の
履
行
の
事
実
あ
る
い
は
自
身
の
債
務
か
ら
の
正
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

な
解
放
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
》

　
次
に
、
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
に
つ
い
て
、
ヘ
エ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
は
そ
の
概
念
が
不
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
原
告
の
履
行
請
求

に
対
し
て
被
告
が
原
告
の
履
行
が
不
完
全
で
あ
る
と
抗
弁
す
る
場
合
、
そ
れ
が
原
告
の
量
的
な
一
部
不
履
行
を
指
す
場
合
に
は
被
告

の
主
張
は
契
約
不
履
行
の
抗
弁
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
原
告
の
履
行
に
暇
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
被
告
の
抗
弁
が
契
約

不
履
行
の
抗
弁
な
の
か
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
な
の
か
は
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
特
定
物
売
買
に
お
い
て
暇
疵
あ
る

物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
被
告
は
完
全
な
目
的
物
の
給
付
を
請
求
で
き
な
い
ー
メ
ッ
キ
の
時
計
を
金
の
時
計
に
変
え
る
こ
と

は
不
能
で
あ
る
1
以
上
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
は
問
題
と
な
り
得
な
い
。
そ
の
場
合
に
被
告
が
主
張
す
る
の
は
暇
疵
担
保
責
任
に

基
づ
く
権
利
の
主
張
で
あ
り
、
そ
の
権
利
を
基
礎
づ
け
る
事
実
を
証
明
す
る
の
は
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
被
告
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

い
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
契
約
不
履
行
の
抗
弁
で
は
な
く
、
蝦
疵
担
保
請
求
権
に
基
づ
く
抗
弁
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
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契
約
不
履
行
の
抗
弁
が
真
の
抗
弁
権
で
あ
る
の
か
請
求
異
議
で
あ
る
の
か
は
、
そ
の
後
普
通
法
学
説
に
お
い
て
激
し
く
論
争
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
ケ
ッ
ラ
ー
の
有
力
な
請
求
異
議
説
の
提
唱
に
も
か
か
わ
ら
ず
抗
弁
権
説
が
大
勢
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い

（
1
2
）

っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
は
関
心
の
外
に
あ
る
。
寧
ろ
、
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
が
ヘ
エ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
の
理
論
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

っ
て
否
定
的
に
理
解
さ
れ
る
中
で
「
受
領
」
概
念
が
見
出
さ
れ
た
過
程
が
本
稿
の
興
味
の
対
象
で
あ
る
。

　
②
　
べ
ー
ル
お
よ
び
プ
フ
タ
理
論

　
べ
ー
ル
は
ロ
ー
マ
法
の
ω
叶
ぢ
三
呂
o
の
研
究
に
基
づ
い
て
無
因
債
務
論
を
提
唱
し
、
原
因
関
係
と
分
離
さ
れ
る
独
自
の
債
務
の
原

因
を
「
承
認
（
＞
器
詩
聲
壼
轟
）
」
に
求
め
る
。
そ
の
中
で
、
原
則
と
し
て
承
認
が
契
約
で
あ
る
も
の
の
、
抗
弁
を
遮
断
す
る
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

は
抗
弁
の
放
棄
の
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
と
し
、
そ
の
一
つ
と
し
て
契
約
不
履
行
の
抗
弁
と
承
認
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
い
わ
ゆ
る
契
約
不
履
行
の
抗
弁
で
あ
る
。
こ
の
防
御
が
、
今
日
の
訴
訟
に
お
い
て
抗
弁
の
形
を
採
ら
ず
、
ロ

　
ー
マ
の
誠
実
訴
訟
に
お
い
て
も
、
抗
弁
権
（
o
x
8
葺
δ
）
と
し
て
の
明
示
の
方
式
を
要
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
な
お
真
の
抗
弁
権

　
の
性
質
を
有
す
る
。
と
い
う
の
も
、
訴
権
（
霧
二
〇
）
自
体
は
原
告
の
履
行
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
既
に
諾
成
契
約
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る

　
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
上
述
の
仕
方
で
放
棄
に
従
う
。
こ
の
放
棄
は
、
被
告
が
契
約
の
履
行
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
原
告
の
給

　
付
を
受
領
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
契
約
を
履
行
さ
れ
た
も
の
と
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
黙
示
で
行
わ
れ
う
る
。
い
つ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な

　
事
情
の
下
で
、
給
付
の
受
領
に
そ
の
よ
う
な
承
認
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
は
、
一
般
的
に
は
事
実
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
量
的
に
不

　
完
全
な
給
付
と
質
的
に
暇
疵
あ
る
給
付
の
間
に
は
見
誤
る
べ
き
で
は
な
い
区
別
が
存
在
す
る
。
前
者
の
給
付
の
受
領
自
体
に
は
、
未
だ
な
お

　
完
全
な
契
約
履
行
の
承
認
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
部
を
受
領
す
る
者
は
、
自
身
が
後
に
残
部
を
請
求
し
て
も
そ
れ
自
体
矛
盾
す
る

　
も
の
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
全
体
は
そ
の
一
部
か
ら
成
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
に
基
づ
く
各
給
付
の
受
領
に
は
、
こ
の

　
給
付
が
そ
の
性
質
に
よ
り
契
約
に
適
合
す
る
と
の
承
認
が
確
認
さ
れ
、
受
領
者
が
後
に
彼
自
身
は
受
領
し
て
お
ら
ず
何
か
違
っ
た
よ
り
よ
い

　
物
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
場
合
に
は
彼
自
身
が
矛
盾
に
陥
る
。
こ
の
区
別
は
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
と
契
約
不
完
全
履

372
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行
の
抗
弁
の
名
称
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ら
に
判
例
は
、
前
者
の
下
で
は
原
告
が
契
約
履
行
の
完
全
性
を
、
後
者
の
下
で
は
被
告
が
契
約
履
行

　
に
暇
疵
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
規
則
を
関
連
づ
け
た
。
一
般
に
正
当
な
こ
の
証
明
規
則
は
、
そ
れ
に
よ
り
た
い
て
い
、

　
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
の
下
で
原
告
に
十
分
な
契
約
履
行
の
承
認
が
援
護
す
る
こ
と
に
帰
着
し
、
そ
れ
を
被
告
は
取
消
の
方
法
で
の
み
排

　
斥
で
き
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
被
告
に
証
明
責
任
を
転
嫁
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
、
確
実
に
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
が

　
考
慮
に
値
し
な
い
の
は
、
そ
れ
が
受
領
の
際
の
即
座
に
明
ら
か
に
な
る
暇
疵
に
基
づ
く
場
合
で
あ
る
。

　
べ
ー
ル
は
、
受
領
時
に
受
領
者
に
と
っ
て
認
識
さ
れ
う
る
個
別
給
付
の
「
明
ら
か
な
穀
疵
」
に
つ
い
て
は
、
受
領
者
の
「
承
認
」

に
よ
っ
て
契
約
不
履
行
の
抗
弁
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
隠
れ
た
毅
疵
」
に
つ
い
て
は
契
約
不
履
行
の
抗
弁
が
放
棄
さ
れ

る
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
が
な
お
許
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
「
承
認
（
受
領
）
」
に
よ
っ
て
契
約
不

履
行
の
抗
弁
が
放
棄
さ
れ
て
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
に
道
を
譲
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
蝦
疵
の
証
明
責
任
が
原
告
か
ら
被
告
に
転
換

さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
べ
ー
ル
理
論
が
「
承
認
」
に
よ
っ
て
契
約
不
履
行
の
抗
弁
と
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
の
適
用
領
域
を
区
画
す
る

の
に
対
し
て
、
ヘ
エ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
理
論
同
様
、
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
概
念
を
完
全
に
廃
棄
す
る
の
が
プ
フ
タ
理
論
で
あ
る
。

　
プ
フ
タ
理
論
は
、
「
履
行
（
弁
済
）
」
と
「
給
付
」
概
念
を
明
確
に
区
別
し
、
給
付
が
不
完
全
で
あ
る
と
し
て
も
履
行
は
債
務
の
消

滅
を
意
味
す
る
以
ヒ
、
あ
る
か
な
い
か
の
二
者
択
一
で
し
か
な
い
こ
と
を
起
点
と
す
る
。
従
っ
て
、
不
完
全
な
給
付
に
よ
っ
て
も
そ

れ
に
よ
っ
て
履
行
は
完
成
さ
れ
る
か
完
成
さ
れ
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
「
不
完
全
履
行
」
の
概
念
は
存
在
し
得
な
い
。

つ
ま
り
、
不
完
全
な
給
付
が
行
わ
れ
て
も
問
題
に
な
る
の
は
常
に
「
契
約
不
履
行
の
抗
弁
」
で
あ
っ
て
「
契
約
不
完
全
履
行
の
抗

弁
」
は
存
在
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
て
あ
る
。
も
っ
と
も
、
不
完
全
な
給
付
が
行
わ
れ
た
場
合
で
も
、
両
当
事
者
が
そ
の
給
付
に

よ
っ
て
債
務
の
消
滅
を
も
た
ら
す
こ
と
に
合
意
す
れ
ば
履
行
は
存
在
す
る
。
履
行
は
、
給
付
と
債
務
内
容
の
客
観
的
一
致
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

当
事
者
の
債
務
消
滅
に
関
す
る
合
意
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
履
行
は
契
約
な
の
て
あ
る
。

曳）直〕
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そ
こ
で
、
従
来
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
と
呼
ば
れ
て
き
た
そ
の
内
容
が
検
討
さ
れ
る
。
売
買
契
約
は
目
的
物
と
代
金
と
の
交
換

を
本
質
と
し
、
そ
の
交
換
に
制
限
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
問
題
と
な
る
追
奪
担
保
責
任
や
毅
疵
担
保
責
任
は
売
買
の
本
質
と
は
区
別

さ
れ
、
双
方
の
債
務
消
滅
後
、
す
な
わ
ち
双
方
の
債
務
の
履
行
後
に
始
め
て
登
場
す
る
責
任
と
把
握
さ
れ
る
。
澱
疵
あ
る
目
的
物
の

引
渡
に
お
い
て
買
主
が
売
主
は
完
全
に
は
契
約
を
履
行
し
て
い
な
い
と
抗
弁
す
る
場
合
、
従
来
そ
の
買
主
の
主
張
は
契
約
不
完
全
履

行
の
抗
弁
と
呼
ば
れ
、
そ
の
証
明
責
任
に
つ
い
て
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
暇
疵
担
保
責
任
等
に
基
づ
く
抗
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

な
の
で
あ
り
、
そ
の
証
明
責
任
が
被
告
た
る
買
主
に
あ
る
こ
と
は
争
わ
れ
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
プ
フ
タ
理
論
は
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
が
履
行
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
、
環
疵
担
保
等
の
被
告
に
固
有
の
権
利
に
基
づ
く
抗
弁
権
に

途
を
譲
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
実
は
、
そ
う
し
た
被
告
固
有
の
権
利
に
基
づ
く
抗
弁
権
が
従
来
は
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
に

一
括
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
「
履
行
」
概
念
に
不
完
全
履
行
が
含
ま
れ
得
な
い
以
上
、
そ
う
し
た
概
念
矛
盾
の
抗
弁
概
念
を
否

定
し
、
被
告
の
個
別
の
抗
弁
権
が
被
告
自
身
に
証
明
責
任
を
課
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
履
行
を
完
成
さ
せ

る
被
告
の
「
受
領
」
を
契
機
に
契
約
不
履
行
の
抗
弁
が
遮
断
さ
れ
、
そ
れ
以
降
は
被
告
固
有
の
抗
弁
権
の
み
が
問
題
と
な
る
こ
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

そ
、
プ
フ
タ
理
論
の
核
心
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
べ
ー
ル
理
論
も
プ
フ
タ
理
論
も
「
受
領
な
い
し
承
認
」
に
よ
る
契
約
不
履
行
の
抗
弁
の
遮
断
論
理
の
面
で

は
一
致
し
、
そ
れ
以
降
、
被
告
の
証
明
責
任
を
基
礎
づ
け
る
抗
弁
権
を
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
と
す
る
の
か
そ
の
概
念
を
否
定
し

て
被
告
固
有
の
抗
弁
権
と
す
る
の
か
に
差
異
が
見
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
把
握
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
降
の
学
説

は
、
べ
ー
ル
理
論
の
「
受
領
な
い
し
承
認
」
に
よ
る
証
明
責
任
の
転
換
論
理
に
注
目
す
る
こ
と
に
な
る
。
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③
　
「
受
領
」
を
め
ぐ
る
二
つ
の
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

プ
フ
タ
理
論
が
提
唱
さ
れ
て
以
降
、
学
説
は
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
概
念
を
否
定
す
る
趨
勢
を
形
成
し
た
と
評
し
う
る
。

し
か



二つの「受領」概念

し
、
こ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
プ
フ
タ
理
論
が
全
面
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
べ
ー
ル

理
論
と
プ
フ
タ
理
論
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
べ
ー
ル
理
論
と
プ
フ
タ
理
論
に
共
通
す
る
の
は
、
「
受
領
」
に
よ
る
契
約
不
履
行
の
抗
弁
の
遮
断
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
遮
断
論
理
を
支
え
る
「
受
領
」
の
根
拠
は
、
プ
フ
タ
理
論
で
は
弁
済
契
約
説
に
由
来
す
る
債
務
不
履
行
の
遮
断
論
理
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
べ
ー
ル
理
論
で
は
抗
弁
の
放
棄
構
成
で
あ
る
。
こ
の
「
受
領
理
論
」
の
差
異
が
、
「
受
領
」
以
降
の
権
利
主
張
の
あ
り

方
に
差
異
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
プ
フ
タ
理
論
で
は
、
債
務
不
履
行
の
主
張
が
「
受
領
」
に
よ
る
債
務
消
滅
に
よ
っ

て
遮
断
さ
れ
る
以
上
、
「
受
領
」
以
降
に
債
務
不
履
行
を
主
張
す
る
余
地
は
原
則
と
し
て
見
出
さ
れ
な
い
。
被
告
は
、
債
務
不
履
行

で
は
な
い
暇
疵
担
保
等
の
固
有
の
権
利
主
張
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
べ
ー
ル
理
論
で
は
、
一
律
に

「
受
領
」
に
よ
っ
て
契
約
不
履
行
の
抗
弁
が
遮
断
さ
れ
る
が
、
実
質
的
に
「
受
領
」
以
降
被
告
に
権
利
主
張
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は

給
付
の
契
約
不
適
合
が
被
告
に
と
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
契
約
不
履
行
の
抗
弁
を
主
張
し
な
い
場
合
な
の
で
あ
っ
て
、

被
告
に
と
っ
て
隠
れ
て
い
た
契
約
不
適
合
に
つ
い
て
は
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
が
な
お
温
存
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
プ
フ
タ
理
論

に
よ
っ
て
「
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
」
概
念
が
否
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
と
、
べ
ー
ル
理
論
に
お
い
て
、
「
受
領
」

以
降
に
被
告
に
認
め
ら
れ
る
権
利
は
「
債
務
が
な
お
履
行
さ
れ
て
い
な
い
」
と
の
被
告
の
実
体
的
な
主
張
を
基
礎
づ
け
る
債
務
不
履

行
の
主
張
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
べ
ー
ル
は
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
と
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
の
差
異
を
立
証
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

任
の
差
異
に
の
み
求
め
る
以
上
、
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
実
体
的
な
権
利
に
つ
い
て
は
差
異
を
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
「
受
領
」
概
念
の
実
体
的
な
根
拠
と
そ
れ
以
降
の
被
告
の
権
利
内
容
が
べ
ー
ル
理
論
と
プ
フ
タ
理
論
で
は
全
く

異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
を
否
定
す
る
そ
れ
以
降
の
学
説
は
、
べ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

理
論
に
、
「
証
明
責
任
の
転
換
論
理
」
の
意
義
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
被
告
に
と
っ
て
明
ら
か
な
契
約
不
適
合
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
）

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
告
が
受
領
す
る
行
為
は
、
べ
ー
ル
と
同
様
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
放
棄
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
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（
2
3
）

以
降
の
被
告
の
権
利
主
張
を
悪
意
の
抗
弁
（
①
×
。
8
ぎ
3
5
に
よ
っ
て
遮
断
す
る
か
は
学
説
に
よ
っ
て
差
異
は
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

「
受
領
」
自
体
は
、
原
告
側
の
履
行
の
事
実
に
つ
い
て
の
証
拠
事
実
ー
被
告
の
裁
判
外
の
自
白
1
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
プ
フ
タ
の
理
論
は
、
「
受
領
」
に
よ
る
債
務
不
履
行
責
任
の
消
滅
と
い
う
実
体
的
権
利
関
係
の
変
更
を
説
い
て
お
り
、

「
受
領
」
以
降
に
は
債
務
不
履
行
責
任
の
主
張
余
地
は
な
い
。
結
局
、
両
理
論
に
お
け
る
「
受
領
」
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
以
後
依
然

と
し
て
債
務
者
に
よ
る
債
務
の
履
行
責
任
を
残
存
さ
せ
る
の
か
否
か
に
差
異
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
、
「
受
領
」

は
、
「
証
明
責
任
の
転
換
」
を
も
た
ら
す
の
か
、
そ
れ
と
も
「
債
務
不
履
行
の
遮
断
」
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
理
論
対
立
は
ド
イ
ツ
の
近
代
立
法
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
一
八
六
三
年
の
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
八
六
三
条
は
次
の
よ
う
に
定

め
て
い
る
。

　
　
個
別
物
又
は
全
体
物
の
給
付
の
場
合
に
、
給
付
が
暇
疵
を
有
し
又
は
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
者
は
、
自
身
が
給
付
の
前
又
は
そ

　
の
際
に
契
約
目
的
物
の
性
質
を
検
査
し
得
た
か
、
又
は
暇
疵
も
し
く
は
不
完
全
に
基
づ
く
留
保
を
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
自
身
の
主
張
を

　
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
対
の
場
合
に
は
、
相
手
方
が
証
明
責
任
を
負
う
。

　
こ
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
草
案
理
由
書
は
、
「
本
条
が
立
脚
す
る
の
は
、
給
付
を
受
領
す
る
者
は
反
対
の
こ
と
を
証
明
す
る
ま

で
は
給
付
を
履
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
承
認
す
る
と
の
原
則
で
あ
る
」
と
し
て
、
給
付
の
受
領
に
よ
る
立
証
責
任
の
転
換
原
理
を
説

　
　
　
　
（
2
5
）

明
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
一
八
六
六
年
の
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
は
、
一
五
五
条
に
次
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
た
。

　
　
契
約
当
事
者
の
一
方
が
、
自
身
に
履
行
と
し
て
提
供
さ
れ
た
給
付
を
留
保
な
く
受
領
す
る
場
合
、
そ
の
者
は
、
そ
の
給
付
の
暇
疵
又
は
不

　
完
全
性
に
基
づ
い
て
、
給
付
の
追
完
又
は
蝦
疵
の
除
去
ま
で
自
身
の
反
対
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
給
付
の
不

　
完
全
性
又
は
毅
疵
に
基
づ
い
て
自
身
に
事
情
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
固
有
の
権
利
を
主
張
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
当
初
、
本
条
の
原
案
と
し
て
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
八
六
三
条
と
同
じ
文
言
の
条
文
が
提
案
さ
れ
た
。
し
か
し
、
審
議
に
お
い
て
、
証
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二つの「受領」概念

明
責
任
の
問
題
は
個
別
事
情
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
一
般
規
定
と
し
て
定
め
ら
れ
得
な
い
と
の
提
案
が
承
認
さ
れ
た
代
わ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

に
、
受
領
に
よ
る
契
約
不
履
行
の
抗
弁
の
排
斥
原
理
が
主
張
さ
れ
、
最
終
的
に
承
認
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、
明
ら
か
に
受
領
に
よ

る
債
務
不
履
行
の
遮
断
を
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
は
受
領
に
よ
る
証
明
責
任
の
転
換
原
理
を
定
め
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
は
受
領
に
よ
る
債
務
不
履

行
の
遮
断
原
理
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
要
す
る
に
、
前
者
が
べ
ー
ル
理
論
を
反
映
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
は
プ
フ

タ
理
論
が
投
影
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
で
、
普
通
法
に
お
け
る
債
務
の
履
行
責
任
の
あ
り
方
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
既
に
ヘ
エ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
の
主
張
に
見
ら

れ
た
よ
う
に
、
普
通
法
上
、
給
付
目
的
物
の
質
的
綴
疵
と
量
的
暇
疵
が
厳
然
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
特
定
物
売
買
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

て
給
付
さ
れ
た
目
的
物
に
暇
疵
あ
る
場
合
に
は
、
澱
疵
担
保
責
任
の
問
題
と
な
り
債
務
不
履
行
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
種

類
売
買
に
お
い
て
契
約
に
不
適
合
な
目
的
物
の
給
付
は
原
則
と
し
て
債
務
不
履
行
が
問
題
と
さ
れ
、
原
告
た
る
買
主
は
売
主
に
対
し

て
完
全
履
行
請
求
権
を
行
使
し
、
あ
る
い
は
被
告
た
る
買
主
は
売
主
に
対
し
て
契
約
不
履
行
の
抗
弁
を
提
起
し
得
た
。
従
っ
て
、
べ

ー
ル
理
論
と
プ
フ
タ
理
論
の
差
異
が
「
受
領
」
に
よ
る
債
務
者
の
債
務
履
行
責
任
の
遮
断
の
存
否
に
求
め
ら
れ
る
以
ヒ
、
両
理
論
の

差
異
は
、
種
類
売
買
に
お
い
て
「
受
領
」
以
後
も
な
お
買
主
が
債
務
の
履
行
を
主
張
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
澱
疵
担
保
請
求
権
に

限
定
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
対
立
図
式
に
還
元
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
種
類
売
買
に
暇
疵
担
保
責
任
が
適
用
さ
れ
る
の
か
否
か
、
こ

の
問
題
が
べ
ー
ル
理
論
と
プ
フ
タ
理
論
の
理
論
対
立
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
）
　
こ
の
ラ
テ
ン
語
表
現
は
由
ヨ
＆
①
号
ω
巳
∩
耳
霞
三
一
一
＄
＝
く
①
僻
轟
鵯
と
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
直
訳
す
れ
ば
、

　
「
履
行
さ
れ
て
い
な
い
契
約
の
抗
弁
」
と
な
る
が
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
と
呼
ぶ
の
が
我
が
国
で
の
従
来
か
ら
の
慣
用
で
あ
る
。
こ
の
対

　
比
と
し
て
、
本
稿
で
は
後
述
の
①
蓉
8
江
o
⇒
（
三
一
。
凶
区
区
一
ヨ
三
豊
8
三
轟
倉
霧
を
「
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

（
2
）
』
o
匿
3
［
＆
三
鵬
oo
自
…
一
）
、
円
」
）
轟
∩
二
ω
3
の
の
雰
ぼ
ど
9
＜
3
篶
二
3
二
一
3
雪
匿
鎚
窪
毒
α
匹
5
『
巴
①
P
①
＞
魯
」
o。
8
り
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脳
①
コ
P
　
吻
一
N
9
ω
．
一
N
一
一
暁
こ
≦
＝
ゴ
色
口
日
＞
q
鵬
仁
雪
男
ユ
O
α
ユ
O
『
O
＞
Z
N
）
O
『
仁
昌
α
ω
餌
旨
α
①
ω
O
『
α
Φ
コ
ニ
一
〇
『
①
昌
℃
『
O
N
①
ω
ω
①
9
㎝
＞
q
ユ
曽
一
〇Q
N
ド

　
oo
ε
け
眞
㊤
拝
ゆ
一
田
噂
ω
』
①
配
’

（
3
）
Z
一
ぎ
一
讐
ω
↓
富
ま
ぎ
ω
＜
2
0
σ
z
z
男
曽
＝
き
α
ど
3
α
①
ω
α
窪
房
。
冨
ロ
鷺
ヨ
①
ぎ
窪
零
o
N
①
ω
ω
o
ω
一
ω
9
N
口
o
。
O
♪
国
ユ
琶
鷺
P

　
》
ぴ
ω
。
o
o
企
㈱
♪
ψ
曽
ρ
＞
α
o
σ
『
O
一
①
＃
一
〇
ゴ
≦
国
切
国
界
C
o
げ
R
象
o
く
①
き
ぎ
色
一
〇
『
箒
評
N
⊆
『
ω
①
譲
①
一
ω
惣
『
毎
口
鵬
一
ヨ
Ω
＜
一
σ
δ
N
Φ
鉾

　
一
〇
〇
〇
9
0
巴
一
ρ
＞
σ
ω
’
ρ
Z
●
Go
曽
ω
●
一
〇〇
謡
暁
こ
一
〇
〇
睦
．

（
4
）
　
元
来
、
否
認
的
抗
弁
権
の
理
論
は
、
原
告
が
申
し
立
て
る
請
求
原
因
事
実
に
対
し
て
の
み
被
告
が
応
答
を
許
さ
れ
、
そ
の
他
の
被
告

　
の
主
張
は
抗
弁
と
し
て
被
告
に
証
明
責
任
が
課
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
原
告
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
が
ち
な
訴
訟
提
起
の
内
容
を
是
正
す
る
た

　
め
に
編
み
出
さ
れ
た
理
論
で
あ
っ
て
、
被
告
を
有
利
に
扱
う
た
め
に
否
認
的
抗
弁
権
に
つ
い
て
は
原
告
に
証
明
責
任
が
課
さ
れ
た
の
で
あ

　
る
。
し
か
し
、
消
極
的
な
抗
弁
形
式
で
提
起
さ
れ
る
抗
弁
が
す
べ
て
否
認
的
抗
弁
権
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
今
度
は
原
告
の
証
明
責
任
が
加

　
重
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
被
告
に
極
端
に
有
利
な
状
況
が
現
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
不
都
合
を
是
正
す
る
た
め
に
、
「
抗
弁
権
」
概

念
が
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
学
説
上
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ζ
一
9
器
一
＞
目
目
O
＝
日
9
Φ
国
x
8
℃
－

　
二
2
8
α
①
ω
鴨
ヨ
①
ぎ
窪
9
暮
ω
9
窪
Ω
色
震
0
8
昭
窃
」
o
o
ω
μ
家
山
⇒
9
①
P
励
G
。
ρ
ω
μ
認
窒
ド
イ
ツ
に
お
け
る
抗
弁
権
概
念
に
つ
い

　
て
は
、
中
島
玉
吉
「
抗
弁
論
」
京
都
法
学
会
雑
誌
六
巻
八
号
（
明
治
四
四
年
）
五
〇
頁
以
下
、
坂
口
裕
英
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
お
よ
び
ヴ
ィ
ン

　
ト
シ
ャ
イ
ト
の
抗
弁
に
関
す
る
理
論
に
つ
い
て
ー
『
抗
弁
権
』
と
『
抗
弁
』
の
分
化
1
」
名
城
法
学
一
五
号
（
昭
和
四
〇
年
）
七
六

頁
以
下
、
永
田
真
三
郎
「
抗
弁
権
概
念
に
つ
い
て
」
関
西
大
学
法
学
論
集
二
二
巻
四
H
五
H
六
号
（
昭
和
四
八
年
）
一
二
頁
以
下
、
坂

　
田
宏
「
権
利
抗
弁
概
念
の
再
評
価
の
1
主
張
共
通
の
原
則
の
例
外
と
し
て
の
存
在
意
義
　
　
」
民
商
法
雑
誌
一
一
〇
巻
四
随
五
号
（
平

成
六
年
）
七
九
五
頁
以
下
。

（
5
）
0
0
Z
Z
国
界
鋤
●
鋤
’
O
こ
＞
げ
9
し
。
合
畜
ρ
oo
』
O
o
。
噛
こ
≦
国
切
男
も
、
曽
・
○
こ
＞
げ
ω
時
9
Z
・
し。
鴇
oo
」
O
o
。
｛
こ
○
訂
一
ω
匿
コ
宰
一
巴
誉
ゴ
＜
8

　
0
［
O
O
F
＞
⊆
ω
岳
『
島
o
『
①
国
賊
一
餌
葺
①
毎
コ
鵬
α
震
勺
9
口
α
0
9
Φ
コ
昌
縛
『
＝
色
罵
①
匡
①
ぎ
O
o
ヨ
ヨ
①
日
四
き
ω
α
●
一
8
一
〇〇
一
9
国
『
ご
昌
鴨
P
oっ
。

　
認
Qo
脇
い

（
6
）
　
≦
国
ゆ
国
菊
も
。
鋤
．
○
こ
＞
σ
ω
，
ρ
Z
卜
oo
』
①
試
犠
こ
＜
2
0
ピ
⇔
O
F
P
P
O
こ
ω
．
器
＝
い

（
7
）
写
一
巴
三
魯
＜
9
ω
言
○
≦
＼
↓
ぎ
o
α
o
『
＝
＞
o
国
竃
＞
z
！
ギ
霧
辞
一
ω
。
冨
田
α
昌
①
毎
轟
窪
き
ω
四
＝
寒
↓
ぎ
凶
一
讐
α
R
寄
o
耳
ω
鵬
①
－

　
一
①
ぼ
鐙
B
犀
①
津
鼠
昌
仁
コ
q
≦
8
0
①
『
ヨ
ヰ
ご
ほ
色
一
曾
ω
℃
鼠
o
ゴ
窪
α
8
N
色
ざ
零
ゴ
①
づ
↓
ユ
び
⊆
昌
巴
ω
仁
口
α
α
①
『
曽
び
ユ
篶
5
』
』
曾
冒
ゲ
α
8
ぴ
①
－

　
ω
鼠
詩
“
切
α
’
一
）
＝
餌
コ
コ
o
＜
o
き
一
お
O
o
）
Z
。
葵
曽
ω
．
旨
9
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つの「受領」概念

（
8
）
　
寓
国
団
π
≦
＞
菊
θ
C
①
σ
①
『
色
Φ
①
×
o
Φ
℃
二
〇
5
0
＝
蝉
象
ヨ
三
①
ユ
8
葺
轟
o
ε
ω
⊆
昌
α
⇒
8
葺
①
鋤
良
ヨ
三
Φ
二
（
o
葺
轟
∩
ε
ω
‘
＞
e
二
切
阜

　8一

〇〇

圏
．
ω
■
器
鰹
h

（
9
）
＝
国
南
菊
タ
、
＞
勾
↓
も
．
9
・
○
二
ω
．
ω
お
｛
悟

（
1
0
）
　
こ
の
点
は
ヘ
エ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
以
前
に
既
に
主
張
さ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
フ
ォ
ン
・
グ
リ
ュ
ッ
ク
は
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
を
請

求
異
議
と
理
解
し
た
う
え
で
、
原
告
の
履
行
証
明
は
履
行
の
完
全
性
に
も
及
ぶ
と
し
て
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
が
契
約
不
履
行
の
抗
弁

　
と
差
異
が
な
い
と
す
る
。
＜
o
コ
O
［
O
∩
F
勲
鉾
O
こ
o∩
。
器
葦
．

（
1
1
）
　
＝
国
国
菊
≦
＞
カ
↓
ゆ
鋤
．
窪
O
こ
oo
。
oo
鴇
｛
い

（
1
2
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
神
戸
寅
次
郎
「
同
時
履
行
論
」
神
戸
寅
次
郎
著
作
集
・
下
巻
（
慶
鷹
通
信
・
昭
和
四
五
年
）
三
九
〇
頁
以
下
、

柚
木
馨
「
双
務
契
約
に
お
け
る
履
行
に
関
す
る
牽
連
性
　
　
　
『
判
例
同
時
履
行
抗
弁
論
』
の
序
と
し
て
ー
」
国
民
経
済
雑
誌
六
〇
巻
二

号
（
昭
和
一
一
年
）
七
〇
・
七
一
頁
、
松
本
博
之
・
証
明
責
任
の
分
配
（
有
斐
閣
・
昭
和
六
二
年
）
二
二
七
頁
以
下
、
坂
田
宏
「
同
時
履

行
関
係
と
引
換
給
付
判
決
H
」
民
商
法
雑
誌
九
八
巻
四
号
（
昭
和
六
三
年
）
四
三
〇
頁
以
下
。

（
1
3
）
　
ヘ
エ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
以
降
、
べ
ー
ル
お
よ
び
プ
フ
タ
理
論
の
登
場
ま
で
の
間
に
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
概
念
を
否
定
す
る
の
は
、

　
0
8
旙
閃
ユ
巴
ユ
魯
6
菊
固
↓
ω
∩
＝
開
φ
Z
o
3
巴
巳
篶
国
①
ヨ
①
葵
仁
昌
鵬
窪
魯
げ
震
象
o
ω
o
臓
窪
餌
昌
旨
①
国
ぎ
お
号
α
窃
旨
一
〇
浮
①
ヰ
象
犀
窪
く
R
－

q
罐
9
＞
8
二
ゆ
α
。
誌
」
o。
ω
P
oo
」
G。
o
。
暁
暁
：
閃
幕
α
ユ
3
9
二
＜
8
ω
＞
≦
o
z
ノ
、
あ
冨
帯
ヨ
号
ω
ぎ
日
斜
窪
＆
ヨ
一
ω
3
睾
菊
①
3
貫
ω
α
。

　
伊
ω
R
＝
戸
一
〇
〇
亀
。
ゆ
圏
ρ
oo
。
N
Oo
埠
｛
：
O
①
o
彊
男
ユ
巴
ユ
3
℃
ご
∩
＝
月
＞
‘
℃
鋤
コ
α
o
罫
①
P
し
o
＞
⊆
P
［
①
督
N
一
堕
一
〇
〇
ホ
一
励
器
ド
o
o
g
o

o
G
。
㎝
、

　
》
⇒
ヨ
．
ρ
（
⇔
巽
一
閃
ユ
巴
鼠
3
00
琵
↓
国
Z
一
鯵
O
霧
賃
爵
二
ω
o
冨
篶
ヨ
o
ぎ
①
Ω
＜
＝
話
3
登
ゆ
貸
鈍
ピ
Φ
5
N
幡
り
一
〇〇
ミ
‘
ω
』
Oo
倉
Z
o
冨
2
w
O
『
『
－

　
一
ω
二
鋤
昌
写
一
a
ユ
9
民
○
∩
＝
‘
〇
四
ω
菊
①
o
耳
O
醇
問
〇
三
角
一
旨
篶
＝
昌
餌
3
鴨
ヨ
①
一
ヨ
Φ
ヨ
仁
コ
α
昌
餌
魯
震
雲
聾
ω
o
箒
ヨ
菊
o
o
窪
ρ
ゆ
α
』
る

　
＞
仁
P
ゆ
①
島
P
一
〇
。
㎝
P
　
励
一
一
〇
。
）
ψ
ω
o。
課
｛
■
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
概
念
を
維
持
す
る
の
は
、
＞
暮
書
即
詰
阜

　
ユ
9
↓
＝
田
＞
¢
、
㌘
oっ
唄
ω
毎
ヨ
号
ω
℃
鋤
＝
α
①
ζ
讐
－
菊
①
o
耳
9
ω
α
』
曽
O
o
＞
＝
P
ω
9
簿
題
昼
一
〇
c
謹
．
㈱
“
認
壷
oo
』
o
o
．
oo
島
田
2
∩
開
●
⊂
①
σ
㊦
『

　
象
①
震
8
冥
一
〇
コ
o
コ
餌
象
ヨ
巳
①
こ
8
日
轟
0
9
9
＞
8
二
ω
α
』
ρ
一
〇〇
G

。
8
ω
」
①
P
＞
［
ゆ
菊
頃
⇔
＝
8
鉾
曽
。
O
二
励
Go
ρ
oo
●
一
ミ
犠
こ
吻
9。
oo

）

　
Qり
・
一
〇〇
〇
〇
睦
。

（
1
4
）
　
9
8
ω
＞
＝
F
9
①
＞
器
詩
窪
＝
⊆
コ
鵬
巴
ω
く
①
6
注
9
ε
コ
撃
讐
⊆
コ
α
」
＞
⊆
串
ゆ
O
霧
器
一
」
o
o
誤
鴇
ω
」
認
栖

（
1
5
）
　
ゆ
ど
売
る
』
●
○
二
ω
」
謹
噛
●

（
1
6
）
　
≦
．
＞
●
碧
δ
＝
↓
ン
O
一
①
①
×
0
8
二
〇
昌
o
コ
餌
象
ヨ
三
①
二
8
暮
轟
o
ε
の
一
馨
①
一
莞
≦
讐
お
田
霞
巴
o
■
国
ω
笹
耳
箒
ぎ
Φ
①
蓉
8
二
〇
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コ
o
＝
葺
①
鋤
象
ヨ
三
簿
一
8
筥
轟
簿
霧
：
量
ぼ
げ
＝
魯
α
8
ぬ
①
筥
①
営
窪
号
9
0
D
9
窪
菊
Φ
9
貫
ω
α
』
」
oo
爵
堕
oo
ら
凝
。
以
上
の
プ
フ
タ
理

　
論
を
我
が
国
に
も
紹
介
す
る
の
は
、
石
坂
音
四
郎
「
契
約
不
履
行
ノ
抗
弁
ヲ
論
ス
」
法
学
新
報
二
五
巻
八
号
（
大
正
四
年
）
三
八
頁
註
五
。

　
こ
の
用
語
法
を
今
日
我
が
国
で
も
評
価
す
べ
き
と
の
主
張
も
あ
る
。
下
村
正
明
「
不
完
全
履
行
論
に
は
、
ど
う
い
う
基
本
的
論
点
が
残
さ

　
れ
て
い
る
か
」
椿
寿
夫
編
・
現
代
契
約
と
現
代
債
権
の
展
望
（
日
本
評
論
社
・
平
成
三
年
）
八
三
頁
。

（
1
7
）
　
℃
q
O
＝
↓
＞
．
勲
穿
○
二
ψ
8
噛
h

（
1
8
）
　
ベ
ッ
カ
ー
も
、
プ
フ
タ
理
論
を
受
け
て
、
不
完
全
履
行
契
約
の
抗
弁
概
念
を
履
行
概
念
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
か
ら
排
斥
す
べ
き
こ

　
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
ベ
ッ
カ
ー
は
、
こ
こ
で
、
不
完
全
な
給
付
に
よ
っ
て
債
務
が
消
滅
す
る
こ
と
を
弁
済
で
は
な
く
代
物
弁
済
で

　
あ
る
と
説
く
。
さ
ら
に
、
そ
の
際
に
は
給
付
者
は
給
付
の
事
実
と
受
領
者
の
代
物
弁
済
の
意
思
を
証
明
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
履
行

契
約
の
抗
弁
を
排
斥
で
き
る
と
し
、
「
受
領
」
に
よ
る
証
明
責
任
の
転
換
を
示
唆
し
て
い
る
。
国
ヨ
ω
ニ
ヨ
ヨ
き
竃
一
ω
国
国
図
国
界
N
ξ
0
9
－

　
q
o
＜
R
ω
o
山
σ
霞
①
蓉
8
ぼ
o
コ
o
昌
鋤
象
ヨ
℃
一
Φ
二
8
旨
轟
o
ε
ω
し
餌
ぼ
げ
ロ
魯
α
①
の
鵬
①
ヨ
Φ
ヨ
g
α
①
日
ω
3
雪
菊
o
o
耳
9
ω
P
㎝
」
O
o
爵
）
oo
，

　
一
一
謹
い
旨
①
h

（
1
9
）
　
ω
Φ
∋
『
餌
乱
塑
一
Z
u
o
。
（
＝
国
P
［
魯
き
仁
9
α
o
ω
℃
餌
⇒
α
Φ
葬
o
葭
①
o
耳
ω
曽
ω
α
』
為
＞
仁
コ
こ
閃
轟
＝
ζ
ξ
戸
一
〇〇
〇
ザ
⑳
ω
曽
）
ω
。
N
O
ρ

＞
コ
ヨ
ひ
。
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、
従
来
、
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
「
給
付
と
履
行
」
の
混
同
に
由
来
す

　
る
と
説
く
。
同
様
に
、
く
巴
①
耳
ヨ
℃
¢
Z
諾
∩
＝
＞
閃
θ
9
町
巨
3
ヨ
o
日
巴
窪
幻
0
9
訂
く
震
鼠
岸
三
霧
o
α
窃
＆
昌
ω
3
窪
写
一
β
併
お
3
β

　
冒
霧
び
三
良
」
o
o
O
。
9
00
』
誌
w
そ
の
他
、
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
の
概
念
を
不
要
と
す
る
の
は
、
国
巽
一
＞
α
o
竃
＜
9
く
＞
Z
O
國
閃
O
ヨ

　
［
①
ぼ
び
＝
3
山
段
℃
四
＝
号
耳
①
P
ω
阜
ω
』
＞
⊆
識
こ
家
巽
σ
⊆
渥
＼
［
o
昼
巴
鵬
」
o
o
刈
ρ
ゆ
9
8
＞
コ
ヨ
●
【
ダ
ω
』
oo
象
。

（
2
0
）
　
尤
も
、
べ
ー
ル
自
身
は
後
の
版
に
お
い
て
も
初
版
の
見
解
を
変
更
し
て
お
ら
ず
、
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
概
念
を
維
持
し
て
い
る

　
（
9
8
ω
＞
＝
F
望
Φ
》
器
詩
雲
コ
⊆
握
巴
の
く
①
唇
票
3
9
轟
ω
讐
＆
る
＞
島
こ
零
σ
N
西
一
〇
。
漣
あ
」
“
一
3
。
従
っ
て
、
べ
ー
ル
理
論

　
を
証
明
責
任
の
転
換
理
論
と
理
解
す
る
の
は
、
べ
ー
ル
自
身
の
口
心
惑
と
は
些
か
食
い
違
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
べ
ー
ル
理
論
と
同
様
の

主
張
を
プ
ロ
イ
セ
ン
法
に
お
い
て
展
開
す
る
の
は
、
閃
轟
言
蜀
σ
霧
↓
国
西
↓
冨
○
蔚
⊆
＆
℃
声
惹
ω
号
ω
冨
⊆
二
鷺
コ
鵯
巳
①
ぎ
窪
胃
窪
－

　聾ω

9
窪
℃
二
く
簿
お
3
寅
ω
α
●
一
」
＞
＝
鵠
こ
ω
o
『
一
ぎ
」
oo
O
o
ン
㈱
O
o
G
o
、
ω
ひ
お
｛
。

（
2
1
）
　
べ
ー
ル
理
論
の
こ
の
側
面
を
強
調
す
る
の
は
、
閃
旨
N
＞
2
∪
菊
P
9
①
霊
奪
巴
o
号
ω
三
〇
窪
R
ま
年
窪
く
震
嘗
謎
①
巴
ヨ
箒
仁
亭

鴨
⇒
鷺
ヨ
①
ぎ
讐
勾
9
冥
口
o
o
O
O
ゆ
零
ぢ
巴
堕
ω
ひ
O
o
犠
賛
認
隼
同
様
に
、
≦
一
z
o
o
o
（
＝
田
P
P
勲
○
こ
㈱
認
ト
ψ
N
O
9
＞
ロ
ヨ
ふ
●

（
2
2
）
　
＞
α
巴
ぴ
①
辞
ω
菊
C
O
F
望
①
ω
9
＜
巴
ω
一
霧
辞
三
霧
一
3
二
一
9
α
Φ
『
ω
o
ω
3
四
睦
雪
箒
詳
α
①
ω
内
四
⊆
置
畠
①
霧
酬
彗
α
霧
コ
餌
3
α
①
ヨ
O
Φ
ヨ
①
一
－
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昌
①
コ
∈
益
℃
希
三
欧
ω
o
『
o
昌
O
ン
、
＝
羅
∩
ぼ
ρ
一
㏄
ご
」
W
2
、
一
一
P
Qo
，
㏄
㏄
噛
噛
●

（
2
3
）
　
勾
＝
α
○
ζ
＜
o
昌
菊
σ
家
鵠
搾
ω
o
ぼ
。
餌
鵬
①
N
弩
［
o
ぼ
①
＜
o
コ
O
霞
国
課
O
一
ε
p
鵬
α
巽
○
巨
置
象
一
〇
コ
昌
総
『
篶
旨
①
冒
①
∋
胃
o
o
算
ヨ
詳
幕
・

　
ω
o
コ
α
①
『
R
ゆ
①
急
o
訂
一
〇
び
二
鵬
⊆
コ
鴨
α
Φ
一
，
ゆ
o
≦
o
一
ω
一
霧
戸
一
ヨ
男
①
雪
ω
o
『
，
5
N
ξ
≦
o
＃
①
⇒
ω
警
E
巽
｛
o
一
霞
α
霞
⊂
三
＜
①
一
，
ω
搾
讐
日
偉
－

　
げ
ぎ
鷺
戸
一
〇〇
ミ
曽
oo
ε
一
庭
胃
戸
oo
。
N
Oo
暁
：
お
，
（
凶
∋
N
①
詳
ω
∩
ゴ
ユ
津
ヨ
『
α
霧
理
ω
四
ヨ
ヨ
＄
＝
p
コ
号
一
ω
お
9
戸
ω
α
』
oo
‘
一
〇c
刈
P
oっ
●
N
＃
：
しo
P
）

（
2
4
）
＜
2
罠
ま
國
空
鉾
鉾
○
：
o
∩
」
ド
し
か
し
、
リ
ッ
ク
は
、
承
認
に
よ
る
証
明
責
任
の
転
換
を
認
め
る
も
の
の
、
承
認
に
は
事
実
の

自
白
も
権
利
の
放
棄
も
存
在
し
な
い
と
す
る
。
困
。
鼠
こ
男
く
∩
ヂ
O
貯
零
ぼ
①
ぎ
コ
α
9
ω
3
三
α
お
芸
巴
9
凶
ω
ω
窪
＝
鋤
9
鷺
ヨ
亀

　
昌
①
ヨ
O
o
舞
鶉
『
o
ヨ
菊
①
〇
三
」
O
o
O
o
P
ゆ
Φ
島
P
㈱
①
ω
り
ω
．
認
Go
。

（
2
5
）
　
oo
O
①
含
o
＝
o
］
≦
〇
二
＜
①
昌
⊆
＝
α
℃
仁
σ
一
圃
8
二
〇
＝
U
／
．
震
（
）
巳
⇒
＝
ゴ
鵬
釜
α
o
∋
国
葺
≦
⊆
詠
o
Φ
一
尾
ω
ω
（
｝
ω
」
山
『
α
Ωo
ω
犀
α
三
堕
，
Φ
一
〇
ゴ
oo
鋤
9
－

　
ω
①
p
O
『
o
巴
㊦
p
一
〇
〇
①
ド
ψ
潮
一
ゆ
国
α
＝
帥
＆
oo
田
鵬
國
Z
エ
ン
ン
閑
＼
囚
畦
一
］
≦
謎
＝
霧
℃
0
零
＝
ζ
＞
Z
Z
‘
O
o
ヨ
ヨ
o
暮
巽
差
α
①
ヨ
げ
魯
鵬
R
－

一
一
9
窪
O
窃
簿
昌
霧
ぼ
毎
『
内
9
彊
邑
9
00
霧
房
①
P
ω
α
●
鈍
零
す
巴
強
」
o
。
①
P
ω
」
旨
・
も
理
由
書
と
同
様
の
規
定
の
趣
旨
を
説
明
し

　
て
い
る
。

（
2
6
）
　
田
三
①
詳
9
⊆
昌
α
コ
Φ
⊆
ゴ
o
轟
⊆
ω
鵬
①
篶
げ
Φ
＝
＜
（
）
コ
タ
．
o
≡
R
oっ
Ω
｛
⊂
一
W
国
酉
，
ゆ
℃
3
8
（
o
＝
①
α
R
ρ
）
ヨ
ヨ
一
ω
ω
帥
o
コ
N
⊆
『
＞
⊆
ω
貰
げ
Φ
詳
∈
彊

　
o
ぎ
①
ω
巴
蒔
①
ヨ
①
ぎ
①
＃
α
①
三
ω
o
げ
Φ
コ
O
σ
一
貫
讐
凶
o
器
霞
9
耳
o
D
・
O
お
ω
α
o
P
一
〇〇
8
－
一
〇
〇
①
O
扇
α
」
り
閃
轟
⇒
ζ
E
，
爵
四
ヨ
】
≦
巴
P
一
㊤
o
o
卜
ω
。
占
①

　
｛
噛
こ
置
O
略
犠
こ
σ
①
ω
o
口
α
o
『
oD
刈
①
濠
暁
。

（
2
7
）
　
特
定
物
売
買
に
お
け
る
暇
疵
あ
る
目
的
物
の
性
状
に
関
し
て
は
、
そ
の
蝦
疵
あ
る
目
的
物
の
給
付
に
つ
い
て
暇
疵
担
保
責
任
の
問
題

　
と
な
る
の
み
で
、
あ
る
べ
き
性
状
の
回
復
　
　
こ
れ
は
不
能
で
あ
る
　
　
は
問
い
得
な
い
と
す
る
の
が
普
通
法
上
の
通
説
で
あ
っ
た
。
し

　
か
し
、
特
定
物
売
買
に
お
い
て
も
種
類
売
買
と
同
様
、
売
主
は
あ
る
べ
き
性
状
を
備
え
た
目
的
物
を
給
付
す
べ
き
と
す
る
見
解
も
存
在
し

　
た
。
と
り
わ
け
、
ア
ン
ド
レ
お
よ
び
リ
ッ
ク
は
、
こ
う
し
た
特
定
物
売
買
に
お
け
る
暇
疵
修
補
（
完
全
履
行
）
請
求
権
を
基
礎
に
し
た
反

　
対
給
付
の
履
行
拒
絶
権
を
「
不
完
全
履
行
契
約
の
抗
弁
」
と
し
て
固
有
に
認
め
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
＞
Z
O
罵
も
』
・
O
こ

　
ω
。
①
O
ら
脇
：
肉
ノ
，
∩
F
p
鉾
○
こ
励
①
ω
．
ω
●
Go
N
ω
｛
略
、
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三
　
種
類
売
買
へ
の
暇
疵
担
保
責
任
の
適
用

　
「
受
領
」
概
念
の
意
義
を
検
討
す
る
う
え
で
必
要
な
限
り
で
の
み
本
稿
で
は
種
類
売
買
へ
の
暇
疵
担
保
責
任
の
適
用
問
題
を
扱
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
と
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
適
用
を
肯
定
ま
た
は
否
定
す
る
見
解
の
内
容
が
本
稿
の
関
心
の
対
象
で
あ
る
。

　
ω
　
適
用
否
定
説

　
種
類
売
買
へ
の
綴
疵
担
保
責
任
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
間
題
に
議
論
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
テ
ー
ル
で
あ
る
。
テ
ー
ル

は
、
種
類
売
買
で
は
契
約
に
基
づ
い
て
買
セ
は
売
主
に
対
し
て
暇
疵
の
な
い
目
的
物
の
引
渡
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
と
し
、
暇

疵
の
あ
る
物
の
引
渡
は
契
約
に
反
す
る
引
渡
と
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
種
類
売
買
へ
の
暇
疵
担
保
責
任
の
適
用
を
否
定
す
る
。
そ
こ
で
、

契
約
不
適
合
物
の
引
渡
の
場
合
に
種
類
買
主
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
代
物
給
付
請
求
、
あ
る
い
は
、
代
物
給
付
を
拒
否
し
て
代
金
の

支
払
い
を
拒
絶
な
い
し
返
還
請
求
す
る
こ
と
に
よ
る
契
約
の
解
除
、
さ
ら
に
、
契
約
不
適
合
物
を
保
持
し
つ
つ
契
約
不
適
合
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
に
よ
る
事
実
上
の
代
金
減
額
（
O
①
8
ほ
四
ヨ
訳
き
言
邑
紹
）
で
あ
る
。

　
こ
の
テ
ー
ル
の
理
論
を
契
機
に
、
ま
ず
、
商
法
学
説
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
、
一
八
六
〇
年
代
に
こ
の
議
論
が
普
通
法

学
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
テ
ー
ル
理
論
を
承
継
す
る
の
が
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ

イ
ト
に
よ
れ
ば
、
種
類
売
買
に
お
い
て
は
暇
疵
の
な
い
目
的
物
の
給
付
が
黙
示
で
合
意
さ
れ
て
い
る
以
上
、
澱
疵
あ
る
給
付
は
買
主

の
受
領
に
も
か
か
わ
ら
ず
契
約
の
履
行
を
も
た
ら
さ
な
い
。
従
っ
て
、
買
主
に
は
代
物
給
付
請
求
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
、
種
類
売
買
に
は
澱
疵
担
保
責
任
の
適
用
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
を
「
受
領
」
概
念
と
絡
め
て
、
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

イ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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（
4
）

　
　
暇
疵
あ
る
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
受
領
に
も
か
か
わ
ら
す
、
そ
の
受
領
が
暇
疵
の
認
識
な
く
行
わ
れ
る
な
ら
、
契
約

　
は
履
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
買
主
は
そ
の
利
益
（
賠
償
）
と
並
ん
で
代
物
の
引
渡
を
請
求
で
き
る
。
こ
の
利
益
（
賠
償
）
は
、
場
合
に
よ
っ
て

　
は
、
彼
に
代
物
の
引
渡
を
も
は
や
受
領
し
な
い
権
限
を
与
え
う
る
。
そ
の
場
合
は
別
と
し
て
、
拒
絶
さ
れ
た
引
渡
に
代
わ
る
代
物
の
引
渡
は

　
単
に
売
主
の
義
務
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
権
利
で
も
あ
る
。
売
買
代
金
の
減
額
の
下
で
引
き
渡
さ
れ
た
物
を
買
主
が
保
持
し
て
良
い

　
の
は
、
そ
の
保
持
が
売
主
の
利
益
に
も
な
る
こ
と
を
彼
が
証
明
し
う
る
場
合
で
あ
る
。
引
き
渡
さ
れ
た
物
の
承
認
（
ω
…
讐
お
）
に
よ
り
、

　
買
主
は
彼
に
隠
れ
た
ま
ま
の
暇
疵
に
基
づ
く
彼
の
権
利
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。
但
し
、
暇
疵
が
彼
に
隠
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
彼
の

　
責
に
帰
さ
れ
る
と
き
は
別
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
の
「
受
領
（
＞
3
魯
ヨ
①
）
」
な
い
し
「
承
認
（
匪
≡
讐
夷
）
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、
被
告
が
受

領
し
て
も
蝦
疵
に
基
づ
く
権
利
を
即
座
に
失
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
受
領
に
よ
っ
て
彼
自
身
が
表
明
し
た
履
行
の
契
約
適
合
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
つ
い
て
の
証
明
を
反
対
証
明
に
よ
っ
て
覆
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
べ
ー
ル
理
論
は
、
テ
ー
ル
に
始
ま
る
種
類
売
買
へ
の
暇
疵
担
保
責
任
の
適
用
否
定
理
論
と
結
合
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、

一
貫
し
た
被
告
の
債
務
不
履
行
の
主
張
に
は
「
受
領
」
に
よ
る
証
明
責
任
の
転
換
論
理
が
結
び
付
く
こ
と
と
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

、二つの「受領」概念

　
の
　
適
用
肯
定
説

　
テ
ー
ル
理
論
に
触
発
さ
れ
て
、
商
法
学
説
で
は
種
類
売
買
へ
の
澱
疵
担
保
責
任
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
る
見
解
も
主
張
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
（
6
）

に
な
っ
た
が
、
こ
の
適
用
理
論
を
普
通
法
学
説
に
基
礎
づ
け
る
う
え
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
ベ
ッ
カ
ー
で
あ
る
。
ベ
ッ
カ

ー
は
、
暇
疵
担
保
責
任
を
種
類
売
買
に
適
用
す
る
前
提
と
し
て
、
契
約
不
適
合
（
く
①
葺
謎
ω
三
葺
噛
婆
魯
）
と
蝦
疵
あ
る
こ
と
（
閃
。
訂
零

鼠
盆
嗅
窪
）
を
峻
別
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
す
な
わ
ち
、
種
類
売
主
が
給
付
す
る
目
的
物
が
合
意
さ
れ
た
種
類
に
属
さ
な
い
目
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的
物
で
あ
れ
ば
そ
の
給
付
は
契
約
の
履
行
と
は
な
り
え
ず
、
テ
ー
ル
理
論
の
言
う
よ
う
に
買
主
は
契
約
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
種
類
に
属
す
る
目
的
物
が
給
付
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
暇
疵
が
あ
っ
て
も
契
約
は
履
行
さ
れ
、
買
主
は

売
主
に
も
は
や
契
約
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
蝦
疵
に
つ
い
て
蝦
疵
担
保
責
任
を
追
及
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
と
言

　
　
　
（
7
）

う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
契
約
不
適
合
と
暇
疵
概
念
の
峻
別
理
論
が
、
以
後
、
原
則
と
し
て
暇
疵
担
保
責
任
の
種
類
債
務
へ
の
適
用
理
論
の
基
礎
を
形

成
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
理
を
「
受
領
」
概
念
を
介
し
て
整
序
す
る
の
が
ゴ
ー
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
。
売
主
が

給
付
し
た
売
買
目
的
物
が
契
約
不
適
合
で
あ
る
場
合
、
そ
の
契
約
不
適
合
が
受
領
時
に
明
ら
か
な
場
合
、
買
主
が
債
務
不
履
行
を
主

張
で
き
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
明
ら
か
な
契
約
不
適
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
目
的
物
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
り

買
主
が
履
行
に
同
意
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
以
上
、
代
金
減
額
以
外
の
主
張
は
排
斥
さ
れ
る
。
契
約
不
適
合
が
隠
れ
て
い
た
場
合
、

買
主
は
受
領
表
示
の
無
効
を
錯
誤
に
基
づ
い
て
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
売
主
の
債
務
不
履
行
を
再
び
問
う
可
能
性
が
あ
る
他
、
買
主

に
は
暇
疵
担
保
責
任
の
追
及
が
許
さ
れ
得
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
給
付
さ
れ
た
目
的
物
に
暇
疵
が
あ
る
場
合
、
買
主
が
鍛
疵
あ
る
目

的
物
を
受
領
す
る
必
要
は
な
い
が
、
受
領
し
た
場
合
に
は
、
明
ら
か
な
暇
疵
に
つ
い
て
代
金
減
額
以
外
の
権
利
主
張
は
排
斥
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

隠
れ
た
毅
疵
に
つ
い
て
は
暇
疵
担
保
責
任
の
主
張
が
な
お
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
こ
の
見
解
で
は
、
基
本
的
な
構
造
と
し
て
契
約
不
適
合
と
暇
疵
概
△
．
心
の
峻
別
に
受
領
に
よ
る
債
務
不
履
行
責
任
の
排
斥
要
素
が
組

み
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
売
主
の
債
務
不
履
行
責
任
が
問
題
と
な
る
契
約
不
適
合
物
の
給
付
に
お
い
て
は
、
受
領
に
よ
る

債
務
不
履
行
責
任
の
遮
断
原
理
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
明
ら
か
な
契
約
不
適
合
に
も
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

わ
ら
ず
買
主
が
受
領
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
以
後
の
買
主
の
権
利
主
張
は
　
　
買
主
の
権
利
放
棄
と
み
る
か
悪
意
の
抗
弁
に

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

よ
る
制
限
と
み
る
か
は
別
と
し
て
　
　
排
斥
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
暇
疵
あ
る
目
的
物
の
給
付
に
お
い
て
は
、
売
主
の
債
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

不
履
行
が
問
題
と
な
り
得
な
い
以
上
、
受
領
概
念
が
介
在
す
る
と
し
て
も
そ
れ
に
よ
る
債
務
不
履
行
の
遮
断
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の

384



二つの「受領」概念

意
味
で
、
べ
ー
ル
理
論
と
プ
フ
タ
理
論
と
の
対
立
は
、
種
類
売
買
へ
の
毅
疵
担
保
責
任
の
適
用
の
可
否
問
題
に
お
い
て
、
契
約
不
適

合
物
の
給
付
の
場
合
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
普
通
法
上
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
池
田
清
利
「
種
類
売
買
に
お
け
る
綴
疵
担
保
責
任
の
有
効
性
」
法
学
新
報
六
三
巻
八
号

　
　
（
昭
和
三
一
年
）
四
四
頁
以
下
、
山
下
末
人
「
種
類
売
買
の
履
行
と
特
定
　
　
ド
イ
ツ
普
通
法
理
論
に
関
し
て
　
　
」
商
大
論
集
二
八
号

　
　
（
昭
和
三
四
年
）
］
四
二
頁
以
下
、
北
川
善
太
郎
・
契
約
責
任
の
研
究
（
有
斐
閣
・
昭
和
三
八
年
）
］
〇
五
頁
以
下
を
参
照
。

　
（
2
）
＝
①
一
胃
一
魯
曽
δ
r
O
錺
＝
鋤
＆
①
剛
ω
お
3
“
ω
α
」
』
＞
島
こ
一
〇
。
ら
N
O
α
…
轟
。
P
吻
。。
。。
Ψ
ω
』
。
一
暁
。

　
（
3
）
　
ω
①
ヨ
『
鋤
巳
≦
莞
o
ω
∩
＝
匡
P
［
魯
『
σ
⊆
3
号
。
。
℃
彗
号
寮
①
曇
①
3
辞
。
6
“
ω
α
』
』
＞
σ
9
①
＝
⊆
昌
瞬
O
富
ω
①
5
0
貸
一
〇〇
①
①
）
励
し。
2
．
Z
。

　
　
9
ω
。
一
〇
藍
h

　
（
4
）
　
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
買
主
が
暇
疵
を
認
識
し
つ
つ
受
領
し
た
場
合
に
は
代
物
弁
済
が
成
立
す
る
と
説
明
す
る
。
≦
一
Z
O
㏄
口
田
5
’

　
　
鋤
●
鋤
．
O
こ
吻
ω
2
．
Z
臼
伊
ω
」
O
“
曽
＞
コ
ヨ
』
一
。

　
（
5
）
望
ヨ
3
巳
≦
一
z
霧
Ω
巨
算
零
ぼ
ど
3
α
①
。
。
一
）
き
α
。
ζ
¢
目
霧
三
ω
‘
ゆ
α
』
」
＞
げ
9
包
…
騨
O
曽
ω
ω
①
匡
o
第
一
〇
c
①
9
驚
N
一
あ
9

　
　
8
P
＞
≡
β
’
9

　
（
6
）
　
例
え
ば
、
O
巽
一
＝
巴
毫
一
3
ぴ
⊆
9
＜
弼
切
一
ん
≡
（
學
露
Z
7
需
ぼ
び
⊆
9
α
霧
＝
き
号
一
ω
H
勾
Φ
o
耳
ω
」
o
。
器
山
o
。
①
ρ
＝
巴
号
一
幕
渥
ゆ
励

　
　
謹
」
＝
Ψ
ω
・
ω
8
犠
噛
●

　
（
7
）
　
国
3
0。
辞
一
ヨ
∋
鋤
＝
q
Φ
一
一
爵
民
ヌ
匹
（
N
ξ
［
①
『
お
＜
○
∋
O
o
一
崔
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c
犀
餌
亀
．
ご
ぼ
げ
鑑
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α
霧
鵬
㊦
ヨ
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器
コ
α
o
葺
ω
9
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コ
カ
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ぼ
ω
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ω
α
■
釧

　
　
一
〇〇
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N
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ω
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ら
O
一
R

　
（
8
）
一
。
善
o
O
∈
鴛
…
一
肖
Ψ
⇔
げ
。
こ
凶
。
ω
聾
9
翼
暴
Φ
ま
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轟
Φ
α
＝
三
ω
3
Φ
夷
Φ
隻
ω
ヨ
一
琶
ぴ
。
一
ヨ
o
鋤
§
お
旨
言
N
Φ
凶
辞
ω
9
目
一
津

　
　
毎
『
α
錺
鵬
①
ω
鋤
ヨ
5
＝
餌
コ
α
①
一
ω
お
9
戸
ω
α
」
P
一
〇
〇
ご
‘
oo
」
＝
噛
｛
■

　
（
9
）
空
。
3
三
ω
ひ
↓
N
（
）
！
！
oo
凶
区
コ
餌
9
鷺
ヨ
①
ヨ
①
∋
窄
。
馨
9
①
匿
＝
一
。
凶
ω
9
雪
寄
。
耳
旨
一
凶
箒
一
墜
9
げ
①
凶
。
ぎ
①
ヨ
（
｝
①
2
ω
ξ
亀
。

　
　
N
三
舘
ω
蒔
担
豆
ω
ω
R
＄
ユ
○
戸
（
比
，
①
一
ω
～
ぐ
巴
9
一
〇
〇
¢
一
．
06
」
一
。

　
（
1
0
）
　
（
甲
⊆
ω
臼
＜
＝
＞
Z
ン
［
．
oc
国
罫
豆
①
＝
獣
9
＝
強
α
①
ω
～
、
①
芽
節
三
の
第
ま
『
9
①
ω
o
ω
o
び
餌
睦
Φ
一
チ
o
障
α
①
『
～
～
、
餌
巽
ρ
＞
耳
o
一
一
∈
売
ザ
ゆ
2
，
一
一
P

　
　
一
〇
c
Q
o
G
G
、
Qo
。
口
卸
oっ
’
一
器
’

　
（
H
）
　
こ
の
点
を
明
確
に
指
摘
す
る
の
は
、
露
）
、
一
，
N
（
）
≦
祉
■
雪
O
こ
㏄
己
㏄
究
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四
　
ド
イ
ツ
民
法
典
三
六
三
条
の
制
定

　
ド
イ
ツ
民
法
典
の
制
定
に
際
し
て
、
債
務
法
の
部
分
草
案
を
担
当
し
た
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
「
契
約
に
基
づ
く
権
利
及
び

義
務
」
草
案
の
六
条
に
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
と
同
様
の
規
定
を
定
め
た
。
そ
の
提
案
理
由
と
し
て
、
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
普
通

法
に
お
け
る
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
原
理
と
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
原
理
と
の
対
比
を
挙
げ
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
原
理
で
は
受
領
に
よ
る
延
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

的
抗
弁
の
遮
断
論
理
が
明
確
で
は
な
い
と
し
て
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
原
理
の
支
持
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
内
容
は
ま
さ
に

プ
フ
タ
理
論
の
提
唱
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
委
員
会
は
、
受
領
に
よ
る
契
約
不
履
行
の
抗
弁
の
遮
断
を
定
め
る
こ
と
、
こ
の
規
定
が
給
付
の
暇
疵
に
の
み
関
係
し
不
完
全

性
に
は
関
係
し
な
い
こ
と
、
受
領
に
よ
る
受
領
者
の
証
明
責
任
を
強
調
す
べ
き
こ
と
等
が
こ
の
規
定
に
盛
り
込
ま
れ
る
べ
き
こ
と
を

　
　
（
2
）

決
議
す
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
が
給
付
を
受
領
し
て
給
付
の
暇
疵
・
欠
鉄
に
基
づ
い
て
原
告
の

履
行
に
対
抗
す
る
ー
い
わ
ゆ
る
契
約
不
完
全
履
行
の
抗
弁
　
　
の
場
合
、
被
告
に
は
契
約
不
履
行
の
抗
弁
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
抗
弁
を
め
ぐ
る
困
難
な
問
題
は
回
避
さ
れ
得
る
。
尤
も
、
た
い
て
い
特
定
物
売
買
の
場
合
に
は
他
の
法

規
か
ら
こ
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る
た
め
そ
の
種
の
規
定
は
必
要
な
い
が
、
実
際
の
経
験
か
ら
頻
繁
に
生
じ
る
こ
の
問
題
を
草
案
に
従

っ
て
解
決
す
る
こ
と
を
定
め
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
。
本
条
が
種
類
売
買
に
も
適
用
が
あ
る
の
か
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
種
類

売
買
で
も
種
類
に
属
す
る
契
約
に
反
し
た
給
付
は
蝦
疵
あ
る
給
付
と
な
る
こ
と
を
前
提
に
そ
の
適
用
が
認
め
ら
れ
得
る
が
、
給
付
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

不
完
全
性
に
は
適
用
が
な
い
。

　
以
上
の
決
議
に
基
づ
い
て
、
第
一
草
案
三
六
七
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

　
　
契
約
当
事
者
の
一
方
が
履
行
と
し
て
提
供
さ
れ
た
給
付
を
履
行
と
し
て
受
領
し
た
場
合
、
そ
の
者
は
、
給
付
の
暇
疵
を
理
由
に
契
約
の
不

　
履
行
に
基
づ
い
て
反
対
給
付
を
拒
絶
で
き
ず
、
自
身
に
即
座
に
認
め
ら
れ
る
請
求
権
を
主
張
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。
又
、
彼
は
主
張
さ
れ
た
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二つの「受領」概念

　
鍛
疵
に
つ
い
て
証
明
責
任
を
負
う
。

　
こ
の
規
定
に
対
し
て
は
、
受
領
に
よ
る
契
約
不
履
行
の
抗
弁
の
排
斥
の
過
酷
さ
や
受
領
概
念
の
曖
昧
さ
、
あ
る
い
は
、
受
領
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

証
明
責
任
は
当
然
と
い
っ
た
批
判
が
向
け
ら
れ
る
一
方
、
受
領
に
よ
る
契
約
不
履
行
の
抗
弁
の
遮
断
原
理
の
明
確
化
が
提
案
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

こ
れ
を
受
け
て
、
司
法
省
の
準
備
委
員
会
で
も
、
受
領
に
よ
る
契
約
不
履
行
の
抗
弁
の
遮
断
原
理
の
明
確
化
が
提
案
さ
れ
た
が
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

ニ
委
員
会
で
は
一
転
し
て
受
領
に
よ
る
証
明
責
任
の
転
換
理
論
が
支
持
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
こ
と
が
考
慮
さ

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
給
付
さ
れ
た
特
定
物
に
異
議
が
提
起
さ
れ
る
場
合
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
で
は
な
く
暇
疵
担
保
請
求
権
が
主
張

さ
れ
る
。
例
外
的
に
債
務
者
が
特
定
物
の
修
補
義
務
を
負
う
場
合
に
は
契
約
不
履
行
の
抗
弁
が
考
慮
さ
れ
る
余
地
も
あ
る
が
、
こ
れ

は
稀
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
特
別
な
法
的
手
当
は
必
要
な
い
。
種
類
物
が
給
付
さ
れ
る
場
合
、
草
案
は
暇
疵
な
き
物
の
給
付
請
求
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

認
め
る
た
め
（
現
行
四
八
○
条
参
照
）
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
を
否
定
す
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
る
。
受
領
後
に
毅
疵
に
基
づ

く
権
利
主
張
を
す
る
こ
と
は
受
領
者
の
自
由
で
あ
り
、
受
領
に
よ
っ
て
璃
疵
主
張
の
放
棄
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
規
定

す
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
一
草
案
三
六
七
条
二
文
が
認
め
る
受
領
に
よ
る
証
明
責
任
の
転
換
を
定
め
る
の
が
適
切
で

あ
る
。
そ
の
際
に
、
三
六
七
条
が
給
付
の
澱
疵
に
基
づ
く
場
合
に
そ
の
原
理
を
制
限
す
る
の
に
反
し
、
異
種
物
給
付
や
過
少
給
付
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

場
合
に
も
そ
の
原
理
を
適
用
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
受
領
に
よ
る
証
明
責
任
の
転
換
を
定
め
る
第
二
草
案
三
一
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
現
行
三
六
三
条
と
同
様
の
表
現
で
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
部
分
草
案
か
ら
第
一
草
案
に
お
い
て
支
持
さ
れ
て
い
た
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
原
理
は
第
二
草
案
に
お
い
て
ザ
ク
セ
ン

民
法
典
原
理
へ
と
回
帰
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
つ
ま
り
、
プ
フ
タ
理
論
か
ら
べ
ー
ル
理
論
へ
の
回
帰
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
過
程
に
は
当
初
特
定
物
売
買
を
想
定
し
た
理
論
基
盤
が
最
終
的
に
は
種
類
売
買
を
想
定
し
た
理
論
へ
と
変
貌
し
た
の
が
見
て
と

れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
寧
ろ
、
最
終
的
に
は
種
類
売
買
へ
の
暇
疵
担
保
責
任
の
適
用
と
代
物
給
付
請
求
権
と
の
併
存
と
い
う
独
特

の
暇
疵
担
保
理
論
（
現
行
四
八
○
条
参
照
）
と
「
受
領
」
理
論
と
の
整
合
性
の
観
点
が
、
べ
ー
ル
理
論
の
採
用
を
決
定
づ
け
た
と
結
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論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
1
）
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頃
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Φ
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『
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＜
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①
国
o
ヨ
ヨ
一
。
D
ω
一
9
N
震
》
⊆
鐙
吾
Φ
一
露
コ
騎

α
①
ω
国
コ
ヨ
貫
房
①
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＜
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（
2
）
（
＝
憎
超
）
雷
o
曇
＝
Φ
一
奪
一
9
鼠
8
田
＼
≦
Φ
ヨ
①
あ
岳
ご
昭
胃
ヒ
一
Φ
ゆ
①
轟
言
昌
鵬
号
ω
ゆ
O
ゆ
こ
寄
9
巳
R
ω
3
⊆
箆
く
震
墨
一
言
一
ω
ω
。

　
炉
ω
R
一
ぎ
＼
Z
①
名
＜
o
詩
」
S
oO

鴇
oっ
」
O
oo

．

（
3
）
匂
＞
8
ゆ
ω
＼
ω
O
＝
⊂
田
刃
プ
騨
穿
○
二
ω
」
①
o。
｛
h

（
4
）
N
一
』
緯
ヨ
ヨ
2
ω
琶
冨
轟
α
霞
讐
㌶
魯
注
9
窪
＞
窪
留
噌
琶
鴨
昌
豊
号
ヨ
団
昌
牙
ξ
3
ぎ
Φ
ω
ω
O
甲
鷺
8
三
讐
巨
寄
8
房
“
賑
午

　ω江N

餌
ヨ
ρ
ゆ
α
』
壷
＞
一
ω
］
≦
鋤
昌
二
ω
ξ
一
讐
鵬
①
身
琴
鯨
」
Oo
㊤
ρ
Z
霊
α
⊇
o
ぎ
一
〇
①
8
ω
」
N
O
h

（
5
）
笥
＞
8
切
o。
＼
ω
禽
ε
臣
胃
↓
る
9
鉾
○
こ
ω
・
囑
O
。

（
6
）
』
ン
8
閃
ω
＼
oo
o
＝
¢
ゆ
男
↓
．
鉾
P
O
こ
ω
．
ミ
一
。

（
7
）
　
ド
イ
ツ
民
法
典
四
八
○
条
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
売
主
暇
疵
担
保
責
任
と
危
険
負
担
と
の
関
係
四
－
種
類
債
務
の
合

意
に
よ
る
特
定
を
契
機
と
し
て
　
　
」
法
学
研
究
六
九
巻
九
号
（
平
成
八
年
）
三
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
8
）
零
§
o
困
⊂
O
o
＞
z
曽
O
一
①
O
窃
磐
一
酢
①
家
象
R
巨
一
窪
N
仁
ヨ
ω
O
ω
」
辞
量
ω
O
①
三
ω
o
ぽ
菊
①
一
3
↓
ゆ
α
。
聾
ω
R
＝
P
一
〇。
O
P
写
0
8
－

　
犀
o
＝
ρ
ω
。
①
ω
謹
．

（
9
）
』
＞
8
切
ω
＼
oo
9
峯
田
菊
↓
る
．
鋤
・
○
：
ω
」
刈
N
●
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五
　
結
　
章

　
「
受
領
」
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
理
論
が
普
通
法
上
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
の
二
つ
の
理
論
は
「
受
領
」
後
に
お
い

て
前
提
と
さ
れ
る
権
利
内
容
の
差
異
か
ら
、
共
存
が
難
し
い
理
論
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
べ
ー
ル
理
論
は
、
契
約
不
履

行
の
抗
弁
1
す
な
わ
ち
債
務
の
履
行
義
務
　
　
の
存
在
を
前
提
に
そ
の
証
明
責
任
関
係
を
受
領
を
基
準
に
画
す
る
こ
と
を
意
図
す



＝っの「受領」概念

る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
プ
フ
タ
理
論
は
、
契
約
不
履
行
の
抗
弁
が
綴
疵
担
保
等
の
請
求
権
に
転
換
す
る
契
機
と
し
て
の
受
領

を
確
立
す
る
理
論
で
あ
る
。
従
っ
て
、
べ
ー
ル
理
論
で
は
受
領
以
後
も
債
権
者
は
債
務
の
履
行
を
依
然
と
し
て
債
務
者
に
請
求
で
き

る
の
に
反
し
て
、
プ
フ
タ
理
論
で
は
受
領
以
後
に
は
債
権
者
は
一
切
債
務
不
履
行
を
請
求
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
種
類
売
買
に
お
け
る
売
主
の
報
疵
物
給
付
の
際
の
買
主
の
代
物
給
付
請
求
権
を
定
め
る
一
方
で
（
四
八
○
条
一

項
）
、
そ
の
請
求
権
の
受
領
以
後
の
存
続
を
前
提
に
、
受
領
に
よ
る
証
明
責
任
の
転
換
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
三
六

三
条
）
。
で
は
、
プ
フ
タ
理
論
は
ド
イ
ツ
民
法
に
お
い
て
放
郷
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
普
通
法
に
お
い
て
は
、
蝦
疵
物
給
付
の
場
合
に
、
澱
疵
担
保
責
任
適
用
否
定
説
で
は
原
則
と
し
て
債
務
不
履
行
の
み
が
問
題
と
さ

れ
、
受
領
に
よ
る
証
明
責
任
の
転
換
理
論
が
作
用
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
暇
疵
担
保
責
任
適
用
肯
定
説
で
は
原
則
と
し
て

椴
疵
担
保
責
任
の
適
用
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、
両
理
論
の
い
わ
ば
折
衷
案
と
し
て
種
類
売
買
に
澱
疵

担
保
責
任
の
適
用
を
認
め
つ
つ
債
務
不
履
行
を
も
存
続
さ
せ
る
の
が
ド
イ
ツ
民
法
典
四
八
○
条
で
あ
る
と
評
し
う
る
。
そ
こ
で
、
普

通
法
に
お
い
て
契
約
不
適
合
物
の
給
付
の
場
面
で
現
れ
た
両
理
論
の
対
比
が
四
八
0
条
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で

ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
四
八
○
条
に
定
め
ら
れ
た
買
主
の
代
物
給
付
請
求
権
と
固
有
の
暇
疵
担
保
請
求
権
と
の
調
整
理
論
と
し
て
「
履

行
と
し
て
の
受
領
」
概
念
を
持
ち
込
む
。
す
な
わ
ち
、
買
主
が
固
有
の
鍛
疵
担
保
請
求
権
を
選
択
し
た
時
点
で
給
付
目
的
物
は
「
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

領
」
さ
れ
、
債
務
内
容
は
そ
の
澱
疵
あ
る
目
的
物
に
集
中
し
、
暇
疵
担
保
責
任
の
適
用
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
受
領
を
契
機
に
債
務
不
履
行
責
任
を
遮
断
し
以
後
固
有
の
澱
疵
担
保
責
任
を
姐
上
に
上
げ
る
プ
フ
タ
理
論
、
あ
る
い
は
、

債
務
不
履
行
か
ら
受
領
に
よ
る
蝦
疵
担
保
責
任
へ
の
移
行
を
説
く
ゴ
ー
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
理
論
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
は
不
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
今
日
、
四
八
○
条
の
解
釈
に
関
し
て
プ
フ
タ
理
論
は
な
お
息
づ
い
て
お
り
、
三
六
三
条
の
べ
ー
ル
理
論

と
共
存
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
証
明
責
任
の
転
換
を
も
た
ら
す
「
受
領
」
は
、
買
主
が
暇
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疵
を
知
ら
ず
に
受
領
す
る
場
面
が
想
定
さ
れ
る
i
受
領
時
に
既
に
明
ら
か
な
暇
疵
に
つ
い
て
は
買
、
主
は
澱
疵
に
基
づ
く
権
利
を
留

保
す
る
か
受
領
自
体
を
拒
絶
し
な
い
と
以
後
の
権
利
行
使
が
遮
断
さ
れ
る
（
四
六
四
条
）
1
の
に
対
し
て
、
履
行
請
求
か
ら
鍛
疵

担
保
責
任
へ
の
移
行
を
も
た
ら
す
「
受
領
」
は
買
主
の
蝦
疵
の
認
識
を
前
提
と
す
る
た
め
、
両
「
受
領
」
概
念
は
全
く
別
物
を
意
味

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
べ
ー
ル
理
論
と
プ
フ
タ
理
論
と
の
共
存
は
「
受
領
」
概
念
の
二
重
性
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
受
領
」
概
念
の
曖
昧
さ
の
克
服
は
、
べ
ー
ル
理
論
の
放
棄
か
プ
フ
タ
理
論
の
放
郵
か
の
二
者
択
一
の
途
し
か
あ
り
得
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
受
領
以
後
に
も
債
務
の
履
行
請
求
の
み
の
余
地
を
残
す
か
あ
る
い
は
暇
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履

行
責
任
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
プ
フ
タ
の
受
領
概
念
の
介
在
余
地
を
放
棄
す
る
か
、
そ
れ
と
も
固
有
の
澱
疵
担
保
請
求
権
の
み
を

許
容
す
る
伝
統
的
見
解
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
り
プ
フ
タ
理
論
を
温
存
す
る
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
す
る
な
ら
、
近
時
の

債
務
不
履
行
責
任
へ
の
一
元
化
の
方
向
は
、
「
受
領
」
概
念
の
放
棄
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
、
「
受
領
」
概
念
の
意
義
の

変
更
な
い
し
一
元
化
の
方
向
を
示
す
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
プ
フ
タ
理
論
か
ら
の
決
別
と
べ
ー
ル
理
論
へ
の
回
帰
な

　
　
（
3
）

の
で
あ
る
。

　
従
来
、
我
が
国
で
時
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
「
受
領
」
概
念
に
は
暇
疵
担
保
責
任
の
適
用
契
機
と
し
て
の
意
義
が
見
出
さ
れ
て

き
た
。
す
な
わ
ち
、
プ
フ
タ
理
論
の
言
う
「
受
領
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
不
完
全
履
行
」
理
論
に
お
け
る
「
受
領
」
を
椴
疵
担
保

責
任
の
適
用
問
題
か
ら
離
れ
て
一
般
的
に
論
じ
る
際
に
も
、
「
受
領
」
概
念
は
当
事
者
の
利
益
状
況
を
画
す
契
機
と
し
て
広
く
介
在

す
る
余
地
が
存
在
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
べ
ー
ル
理
論
の
言
う
「
受
領
」
概
念
の
意
義
が
改
め
て
我
が
国
で
も
論
じ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
ド
イ
ツ
の
通
説
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
売
主
暇
疵
担
保
責
任
と
危
険
負
担
と
の
関
係
四
i
種
類
債
務
の
合
意
に
よ
る
特
定

　
　
を
契
機
と
し
て
ー
」
法
学
研
究
六
九
巻
九
号
（
平
成
八
年
）
四
七
頁
以
下
を
参
照
。

　
（
2
）
　
拙
稿
・
前
出
注
（
1
）
四
一
頁
以
下
お
よ
び
五
〇
頁
を
参
照
。
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（
3
）
　
な
お
、
本
稿
で
は
、
議
論
を
整
理
す
る
う
え
で
や
む
な
く
種
類
売
買
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
た
が
、
三
六
三
条
が
特
定
物
売
買
は
も

　
ち
ろ
ん
、
売
買
以
外
の
債
務
関
係
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
し
、
ま
た
、
履
行
請
求
権
に
の
み
関
係
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
給

付
障
害
に
お
け
る
証
明
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
な
お
困
難
な
問
題
が
山
積
す
る
。
近
時
の
ド
イ
ツ
民
法
典
三
六
三
条
を
め
ぐ
る
議
論

　
に
つ
い
て
は
、
＝
き
ω
↓
箒
○
α
自
ω
○
団
菊
O
国
ミ
≦
○
罵
彊
P
磯
ω
鵠
切
団
見
、
ミ
C
三
9
＝
C
閃
国
零
ω
●
P
甲
軍
ω
阜
Go
」
N
＞
仁
山
二
一
8
坦
QD
9
苓

　
鵬
”
寡
＼
ω
R
一
ぎ
＼
訳
α
ぎ
．
＜
o
『
励
ホ
P
菊
α
Z
吋
■
O
＝
脇
；
ω
●
8
一
略
沙

（
4
）
　
不
完
全
履
行
に
お
け
る
同
時
履
行
の
抗
弁
権
の
際
に
「
受
領
」
に
よ
る
証
明
責
任
の
転
換
を
認
め
る
の
は
、
末
弘
巌
太
郎
・
債
権
各

論
（
有
斐
閣
・
大
正
八
年
）
一
四
八
頁
、
勝
本
正
晃
「
不
完
全
履
行
序
論
」
民
法
研
究
第
一
巻
（
巌
松
堂
書
店
・
昭
和
七
年
）
一
九
〇
頁
、

柚
木
馨
「
同
時
履
行
の
抗
弁
権
口
」
民
商
法
雑
誌
三
巻
四
号
（
昭
和
二
年
）
七
〇
七
頁
、
松
本
博
之
・
証
明
責
任
の
分
配
（
有
斐
閣
・

　
昭
和
六
二
年
）
一
四
九
頁
、
藤
田
寿
夫
・
表
示
責
任
と
契
約
法
理
（
日
本
評
論
社
・
平
成
六
年
）
一
二
七
頁
。
さ
ら
に
、
種
類
売
買
へ
の

　
澱
疵
担
保
責
任
の
適
用
を
否
定
す
る
従
来
か
ら
の
通
説
に
お
い
て
も
「
受
領
」
を
契
機
に
証
明
責
任
の
転
換
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、

　
「
受
領
」
に
よ
る
暇
疵
担
保
責
任
の
適
用
を
認
め
つ
つ
錯
誤
に
よ
る
「
受
領
」
無
効
の
余
地
を
認
め
る
見
解
と
の
実
質
的
な
差
異
は
僅
か

　
と
な
る
点
も
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二つの「受領」概念

391


