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序
論

本
稿
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
理
論
枠
組
み
を
用
い
て
、
契
約
不
履
行
法
、
契
約
責
任
論
を
再
検

討
し
、
そ
の
成
果
を
契
約
法
、
損
害
賠
償
法
の
基
礎
理
論
と
接
合
す
る
た
め
の
基
礎
的
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
（

）。
1

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
そ
れ
が
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
不
履

行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
構
想
は
、

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
損
害
賠
償
債
権
と
い
う
項
目
の
下
で
統
一
的
に
論
じ
て
い
た

か
つ
て
の
支
配
的
学
説
に
端
を
発
し
（

）、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
を
共
通
の
原
理
に
服
す
べ
き
も
の
と
理
解
し
た
上
で
、
要
件
・
効
果

2

の
両
面
に
つ
い
て
共
通
の
準
則
を
構
築
し
て
き
た
、
伝
統
的
理
解
の
中
に
明
確
な
形
で
現
れ
て
い
る
（

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
の
学

3

説
は
、
契
約
を
起
点
に
据
え
た
契
約
責
任
を
標
榜
し
、
契
約
の
拘
束
力
、
契
約
に
お
け
る
リ
ス
ク
分
配
の
考
え
方
を
基
礎
に
契
約
不

履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
要
件
・
効
果
を
提
示
し
て
お
り
、
契
約
責
任
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
に
至
っ
て
い
る
が
（

）、
こ
こ
で
も
、

4

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
把
握
す
る
た
め
の
原
理
と
し
て
、
賠
償
の
論
理
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

そ
し
て
、
ま
た
、
今
日
の
債
権
法
改
正
に
お
け
る
議
論
に
際
し
て
も
、
賠
償
の
論
理
を
所
与
の
前
提
と
し
て
、
つ
ま
り
、
右
の
二
つ

の
立
場
に
即
し
て
検
討
・
提
案
が
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（

）。
5

も
っ
と
も
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
目
的
と
す
る
制
度
と
し
て
捉
え
る
モ
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デ
ル
は
（
以
下
、「
賠
償
モ
デ
ル
」
と
呼
ぶ
）、
唯
一
絶
対
的
な
論
理
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
賠

償
の
論
理
か
ら
切
り
離
し
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
契
約
あ
る
い
は
債
務
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
、
履
行
プ
ロ
セ
ス

の
中
に
位
置
付
け
る
モ
デ
ル
（
以
下
、「
履
行
モ
デ
ル
」
と
呼
ぶ
）
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
（

）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
モ
デ
ル
を
分

6

析
枠
組
み
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
め
ぐ
る
議
論
に
別
の
角
度
か
ら
光
が
当
て
ら
れ
、

賠
償
の
論
理
を
前
提
と
し
た
従
来
の
議
論
に
存
在
す
る
問
題
・
課
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と

は
異
な
る
方
向
性
か
ら
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
、
更
に
は
、
契
約
不
履
行
法
・
民
事
責
任
法
全
体
を
包
括
す
る
枠
組
み

を
示
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
稿
の
課
題
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
理
論
モ
デ
ル

を
用
い
て
、
日
本
法
の
議
論
を
分
析
し
、
契
約
不
履
行
法
の
領
域
に
賠
償
と
い
う
視
点
を
持
ち
込
む
考
え
方
に
内
在
す
る
問
題
と
、

履
行
の
実
現
と
い
う
視
点
か
ら
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
議
論
を
構
築
す
る
立
場
の
意
義
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
以
下
で
、

本
稿
の
検
討
対
象
を
よ
り
明
確
に
提
示
し
て
お
こ
う
。

賠
償
モ
デ
ル
と
履
行
モ
デ
ル
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
理
解
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
、
契
約
の
実
現
手
段
と
し
て
把
握
す
る
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
異
な
る
原
理
を
背
景
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
原

理
の
相
違
は
、
抽
象
的
な
理
念
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
対
立
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
基
礎
を

ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
な
現
象
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
大
き
な
違
い
が
生
じ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
め
ぐ
る
議
論
の
理
論
的
・
実
際
的
な
問
題
の
多
く
は
、
こ
の
二
つ
の
原

理
を
明
確
に
区
別
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
そ
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
が
国
に
お
け

る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
議
論
の
特
質
は
、
損
害
の
賠
償
と
い
う
発
想
を
所
与
の
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
、

時
に
履
行
と
い
う
異
な
る
原
理
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
結
果
、
様
々
な
局
面
に
お
い
て
、
極
め
て
困
難
な
問
題
を
抱
え

込
む
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
存
す
る
。
本
稿
の
第
一
の
課
題
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
議
論
に
は
、
そ
の
前

契約不履行に基づく損害賠償の理論（一)
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提
と
す
る
原
理
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
多
く
の
理
論
的
・
実
際
的
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
契
約
不
履
行
理

論
を
構
築
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
も
、
多
く
の
課
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を

履
行
の
実
現
と
し
て
捉
え
る
方
向
性
の
意
義
と
優
位
を
提
示
す
る
こ
と
に
存
す
る
（
第
一
章
）。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
、
従
来
の
判
例
・
学
説
が
論
じ
て
き
た
事
項
に
接
合
さ
せ
る
形
で
具
体
化
す
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
レ
ベ

ル
の
問
題
に
属
す
る
四
つ
の
具
体
的
な
検
討
課
題
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償

の
性
質
、
す
な
わ
ち
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
源
は
ど
こ
に
存
す
る
の
か
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
ど
の

よ
う
な
性
質
を
持
つ
債
権
な
の
か
と
い
う
問
い
に
関
連
す
る
検
討
課
題
で
あ
る
。
こ
の
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
論

は
、
債
務
者
に
対
し
て
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
課
す
根
拠
は
何
か
、
こ
れ
を
民
法
の
条
文
に
即
し
て
言
え
ば
、
帰
責
事

由
の
意
味
及
び
要
否
と
い
う
問
題
に
大
き
く
関
わ
る
と
同
時
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
契
約
な
い
し
契
約
債
権
と
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
こ
れ
を
各
論
的
な
問
題
に
置
き
換
え
れ
ば
、
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
起
算
点
や
契
約
不
履
行
に

基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
に
お
け
る
証
明
責
任
の
分
配
ル
ー
ル
の
正
当
化
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
（
第
一
節
）。
も
う
一
つ

は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
対
象
、
す
な
わ
ち
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
塡
補
な
い
し
充
足
さ
れ

る
対
象
は
何
か
と
い
う
問
い
に
関
連
す
る
検
討
課
題
で
あ
る
。
こ
の
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
対
象
論
も
、
判
例
・
学
説

で
多
く
の
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
問
い
に
関
わ
る
。
こ
こ
で
は
、
損
害
要
件
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
存
す
る
の
か
、
ま
た
、

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
範
囲
は
ど
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
、
そ
の
ル
ー
ル
は
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問

い
が
、
検
討
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
第
二
節
）。

も
っ
と
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
先
に
提
示
し
た
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
、
そ
し
て
、
履
行
モ
デ
ル
の
有

用
性
を
完
全
に
示
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
賠
償
モ
デ
ル
・
履
行
モ
デ
ル
と
い
う
二
つ
の

見
方
が
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
そ
れ
自
体
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
契
約
不
履
行
法
や
民
事
責
任
法
と
の
関
連
に
お
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い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損

害
賠
償
の
原
理
を
確
定
す
れ
ば
直
ち
に
解
答
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し
、
従
来
の
議
論
に
お
い
て
は
、

賠
償
の
論
理
が
所
与
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
と
契
約
不
履
行
法
や
民
事
責
任

法
と
の
影
響
関
係
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
抜
け
落
ち
て
い
た
視
点
を

補
う
と
い
う
意
味
で
も
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
モ
デ
ル
と
い
う
視
角
か
ら
、
契
約
不
履
行
法
、
民
事
責
任
法
を

検
討
す
る
こ
と
に
は
、
大
き
な
意
義
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
か
く
し
て
、
本
稿
に
お
け
る
第
二
の
課
題
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損

害
賠
償
の
原
理
と
、
契
約
不
履
行
法
、
民
事
責
任
法
と
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
る
論
理

的
な
結
果
を
分
析
し
た
上
で
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
履
行
の
実
現
と
し
て
捉
え
る
方
向
性
が
、
こ
れ
ら
の
局
面
に
お

い
て
も
有
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
存
す
る
（
第
二
章
）。

こ
う
し
た
問
題
関
心
か
ら
は
、
以
下
の
諸
点
が
検
討
の
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損

害
賠
償
が
、
契
約
不
履
行
に
対
す
る
そ
の
他
の
救
済
手
段
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
平
凡
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
履
行
請
求
及
び
解
除
と
損
害
賠
償
請
求
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

今
日
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
議
論
の
蓄
積
が
存
在
す
る
（

）。
し
か
し
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
モ
デ
ル
と
い
う
視
点

7

か
ら
契
約
不
履
行
に
対
す
る
救
済
間
の
関
係
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
の
把
握
の
仕
方
、
更
に
は
、
制
度
設
計
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る

べ
き
本
質
的
な
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
構
築
す
る
に
際
し

て
、
捩
れ
や
歪
み
が
生
じ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
議
論
に
お
い
て
、
賠
償
・
履
行
と
い
う
視
点
を

明
確
に
意
識
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
（
第
一
節
（

））。
第
二
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
、

8

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
理
論
モ
デ
ル
と
の
関
連
で
、
そ
の
領
域
が
ど
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
る
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の
か
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
と
い
う
問
題
設
定
及
び
そ
の
態
度
決
定
が
、
契
約
に
つ
い
て

一
定
の
見
方
を
前
提
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
第
二
節
）。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
理
論
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
日
本
に
お
け
る
議
論

を
分
析
し
、
賠
償
モ
デ
ル
に
内
在
す
る
様
々
な
問
題
と
履
行
モ
デ
ル
の
有
用
性
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿

の
考
察
の
基
礎
と
な
っ
た
比
較
法
、
と
り
わ
け
、
フ
ラ
ン
ス
法
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
の
検
討
成
果
に

つ
い
て
は
、
必
要
最
低
限
の
叙
述
に
止
め
て
い
る
こ
と
を
断
わ
っ
て
お
く
。

第
一
章

原
理

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
議
論
は
、
こ
れ
ま
で
、
そ
れ
が
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
目
的
と
す

る
制
度
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
本
章
の
課
題
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
賠

償
の
論
理
で
捉
え
る
方
法
の
他
に
、
そ
れ
を
履
行
の
実
現
と
い
う
視
角
か
ら
理
解
す
る
方
法
が
あ
る
と
い
う
認
識
を
基
礎
と
し
て
、

前
者
に
内
在
す
る
問
題
を
明
ら
か
に
し
、
後
者
の
理
論
的
・
実
際
的
な
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
及
び
対
象
と
い
う
問
題
が
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
理
論
モ
デ
ル
の
意
味
が
よ
り
明
確
な
形
で
提
示
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
議
論
の
中
に
は
、
前
提
と
す
る
原
理
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
多
く
の
理
論
的
・
実

際
的
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
新
た
な
契
約
不
履
行
理
論
を
構
築
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
も
多
く
の
課
題
が
存
在
す
る
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こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
履
行
の
実
現
と
い
う
方
向
性
か
ら
捉
え
る
モ
デ
ル
の
意
義
と
優
位
が

示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
章
は
、
序
論
に
お
い
て
提
示
し
た
第
一
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の

性
質
及
び
対
象
と
い
う
具
体
的
・
個
別
的
な
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
を
民
法
の
解
釈
論
及
び

制
度
設
計
論
に
ま
で
高
め
る
た
め
の
基
礎
的
作
業
を
行
う
と
い
う
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
節

性
質

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
源
は
ど
こ
に
存
す
る
の
か
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ

債
権
な
の
か
。

一
方
で
、
賠
償
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
そ
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
発
生
す
る

債
権
で
あ
る
よ
う
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
も
、
そ
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
債
権
、
つ
ま
り
、

本
来
的
な
契
約
債
権
と
は
別
個
の
債
権
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
近
時
の
学
説
の
よ
う
に
、
契
約
を
起
点
に
据
え
て
議
論
を
構

築
す
る
と
し
て
も
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
損
害
塡
補
の
た
め
の
手
段
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
損
害
賠
償
は
、
や
は

り
、
契
約
債
権
と
は
別
個
の
存
在
と
し
て
観
念
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
履
行
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
契
約
不
履

行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
契
約
の
代
替
的
な
履
行
手
段
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
源
は
契
約
そ
れ
自
体
に
存
し
、
従
っ

て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
も
契
約
債
務
と
同
質
的
な
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
原
理
レ
ベ
ル
で
の
理
解
の
差
異
が
顕
著
な
形
で
現
れ
る
、
帰
責
事
由
の
意
味
・
要
否
を
め
ぐ
る
議
論
と

（
第
一
款
）、
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
起
算
点
及
び
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
に
お
け
る
証
明
責
任
分
配
ル
ー

ル
の
正
当
化
に
関
す
る
議
論
（
第
二
款
）
を
素
材
に
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。
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第
一
款

帰
責
・
実
現
（

）
9

伝
統
的
通
説
は
、
債
務
不
履
行
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
請
求
権
を
生
ず
る
た
め
に
は
、
不
履
行
と
い
う
客
観
的
状
態
の
他
に
、
主
観

的
要
件
と
し
て
の
帰
責
事
由
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
で
言
う
帰
責
事
由
と
は
、
債
務
者
の
故
意
・
過
失
ま
た
は
信
義
則
上
こ
れ

と
同
視
す
べ
き
事
由
を
意
味
す
る
と
理
解
し
て
き
た
（

）。
こ
の
理
解
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損

10

害
賠
償
を
、
損
害
賠
償
債
権
と
い
う
項
目
の
下
で
統
一
的
に
論
じ
、
損
害
の
賠
償
を
目
的
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
の
性
質
を
持
ち
、

か
つ
、
共
通
の
原
則
に
支
配
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
把
握
す
る
立
場
を
前
提
と
し
て
、
両
者
を
過
失
責
任
主
義
に
基
礎
を
置
く
責
任
制

度
と
し
て
構
想
し
た
か
つ
て
の
支
配
的
学
説
を
（

）、
そ
の
基
本
的
枠
組
み
に
お
い
て
承
継
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
伝
統
的
通

11

説
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
有
責
な
行
為
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
責
任
制
度
と
構
想
し
、

そ
こ
か
ら
、
帰
責
事
由
を
、
過
失
責
任
主
義
を
基
礎
と
し
た
損
害
賠
償
責
任
の
発
生
原
因
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

右
の
よ
う
な
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
基
本
認
識
か
ら
出
発
し
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
に
お
け
る
主
観
的
要
件
を
同
一

の
枠
組
み
に
よ
っ
て
規
律
し
よ
う
と
し
た
伝
統
的
通
説
の
立
場
に
は
、
少
な
く
と
も
、
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
い
う
視
点
か
ら

見
れ
ば
、
理
論
的
な
一
貫
性
が
認
め
ら
れ
る
と
も
言
え
る
。

し
か
し
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
手
段
債
務
の
領
域
に
お
い
て
は
、
不
履
行
と
善
管
注
意
義
務
違
反
を
中
核
と
す
る
帰

責
事
由
の
判
断
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
（

）、
伝
統
的
通
説
が
説
く
よ
う
な
帰
責
事
由
の
概
念
は
、
判
例
に
お
い
て

12

必
ず
し
も
機
能
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
（

）。
ま
た
、
伝
統
的
通
説
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
帰
責
事
由
の
有
無
を
善
管
注
意
義
務
違
反
と

13

い
う
画
一
的
な
基
準
に
よ
っ
て
決
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
理
論
上
、
契
約
の
多
様
性
に
応
じ
て
損
害
賠
償
責
任
の
成
否
を
判
定
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
点
、
一
部
の
学
説
は
、
債
務
不
履
行
に
お
け
る
帰
責
事
由
に
は
、
契
約
内
容
の
差
異
等
を
反
映
し

て
、
高
度
の
注
意
義
務
が
要
求
さ
れ
る
も
の
か
ら
そ
れ
を
不
要
と
す
る
も
の
ま
で
、
無
限
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
こ
と

を
説
く
（

）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
に
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と

14
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同
じ
性
質
を
持
つ
責
任
制
度
で
あ
り
な
が
ら
、
何
故
に
帰
責
事
由
が
契
約
内
容
に
応
じ
て
異
な
り
う
る
の
か
、
何
故
に
帰
責
事
由
が

要
求
さ
れ
る
も
の
と
そ
れ
を
不
要
と
す
る
も
の
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
帰
責
事
由
を
抗
弁
と
し
て
位
置
付
け
る
た
め
の

理
論
的
基
礎
と
い
う
問
題
と
共
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
、
明
確
な
解
答
は
与
え
ら
れ
て
い

な
い
（

）。
15こ

れ
に
対
し
て
、
近
時
の
学
説
は
、
右
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
、
契
約
を
起
点
と
し
た
帰
責
事
由
論
を
展
開
す
る
（

）。
そ
こ
で
は
、

16

債
務
不
履
行
責
任
に
お
け
る
帰
責
性
は
、
約
束
し
た
こ
と
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
債
務
者
が
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て

設
定
し
た
契
約
規
範
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
帰
責
の
根
拠
は
契
約
の
拘
束
力
に
あ
る
と
説
か
れ
た
り
（

）、
17

あ
る
い
は
、
債
務
不
履
行
責
任
の
帰
責
原
理
と
し
て
は
、
保
証
さ
れ
た
事
態
が
発
生
し
な
い
場
合
に
、
債
務
者
の
具
体
的
行
為
の
当

否
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
結
果
保
証
を
帰
責
事
由
と
し
て
責
任
を
負
わ
せ
る
保
証
責
任
と
、
履
行
過
程
に
お
け
る
給
付
義
務
の

具
体
化
と
し
て
の
行
為
義
務
の
違
反
を
問
題
と
す
る
過
失
責
任
が
存
在
す
る
（

）等
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

18

確
か
に
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
通
説
が
抱
え
る
諸
問
題
は
解
消
さ
れ
る
。
し
か
し
、
仮
に
帰
責
事
由
が
不
履
行
と

一
体
的
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
不
履
行
と
は
別
に
帰
責
事
由
を
論
ず
る
意
味
は
ど
こ
に
存
す
る
の
か
。
こ
の
点
、
先
の
学
説

は
、
帰
責
事
由
の
存
否
が
債
務
不
履
行
に
対
し
て
賠
償
責
任
と
い
う
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
付
与
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
要
件

と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
等
と
説
く
（

）。
つ
ま
り
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
本
来
的
な
契
約
の
履
行
と
は
別
個
の
賠

19

償
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
損
害
賠
償
責
任
を
債
務
者
に
負
担
さ
せ
る
た
め
の
枠
組
み
が
必
要
と
な
る

と
こ
ろ
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
た
め
の
要
件
と
し
て
、
帰
責
事
由
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
近
時
の
学
説
の
中
に
は
、
債
務
不
履
行
と
過
失
の
完
全
な
一
元
化
を
構
想
し
、
債
務
内
容
及
び
そ
の
違
反
レ
ベ
ル
に
議
論

を
一
元
化
し
て
、
主
観
化
さ
れ
過
ぎ
て
い
た
債
務
不
履
行
責
任
の
客
観
化
を
志
向
す
る
見
解
も
存
在
す
る
（

）。
先
の
見
解
が
、
不
履
行

20

と
帰
責
事
由
の
判
断
を
一
体
的
に
行
い
な
が
ら
も
、
要
件
レ
ベ
ル
に
お
け
る
両
者
の
独
立
性
を
維
持
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
見
解
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は
、
更
に
議
論
を
進
め
て
、
要
件
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
帰
責
事
由
の
名
の
下
に
行
わ
れ
て
き
た
判
断
を
不
履
行
の
中
に

一
体
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
に
は
、
客
観
的
責
任
を
問
う

た
め
の
根
拠
や
基
礎
が
問
題
に
な
ろ
う
し
（

）、
何
よ
り
も
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
に
つ
い
て
賠
償
の
発
想
を
前
提

21

と
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
事
例
に
つ
い
て
、
債
務
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
帰
責
事
由
を
設
定
す
る
こ
と

な
く
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
帰
責
構
造
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
え
よ
う
。

こ
こ
か
ら
、
更
に
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
仮
に
右
の
よ
う
な
認
識
が
正
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
不
履
行

に
加
え
て
帰
責
事
由
と
い
う
要
件
を
設
定
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
よ
う
な
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
そ
れ
自

体
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
賠
償
モ
デ
ル
の
構
想
が
、
本
来
な
ら
ば
不
履
行
と
い
う
判
断
を
問
え

ば
足
り
る
は
ず
の
損
害
賠
償
の
要
件
に
、
帰
責
と
い
う
無
用
な
枠
組
み
を
付
加
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
契
約
不
履
行
に
基
づ

く
損
害
賠
償
を
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
債
務
の
履
行
を
確
保
す
る
制
度
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
損
害
賠
償
を
債
務
者
に
転
嫁
す
る
た

め
に
帰
責
を
論
ず
る
必
要
は
な
く
、
不
履
行
の
有
無
、
つ
ま
り
、
実
現
の
有
無
だ
け
を
問
題
と
す
る
要
件
論
を
構
築
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

か
く
し
て
、
本
款
に
お
け
る
考
察
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
お
け
る
帰
責
事
由
要
件
の
意
義
、
そ
の
要
否
を
、
賠

償
モ
デ
ル
・
履
行
モ
デ
ル
と
い
う
分
析
枠
組
み
を
用
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。

㈠

賠
償
モ
デ
ル
と
不
履
行
＋
帰
責
事
由

伝
統
的
通
説
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
が
同
一
の
性
質
を
有
し
、
同
一
の
原
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
議
論
の
出
発
点

と
し
て
、
債
務
不
履
行
の
領
域
に
お
け
る
帰
責
事
由
を
、
不
法
行
為
の
領
域
に
お
け
る
主
観
的
要
件
＝
故
意
・
過
失
と
同
じ
意
味
を

持
つ
概
念
と
し
て
構
築
し
た
。
こ
れ
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
が
、
い
ず
れ
も
、「
有
責
か
つ
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
他
人
に
損

害
を
生
じ
さ
せ
た
者
は
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
原
理
に
基
礎
を
置
く
と
い
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う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
要
件
に
つ
い
て
も
、
同
じ
枠
組
み
を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
に
出
た
も
の
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
思
考
方
法
を
「
不
法
行
為
＋
賠
償
モ
デ
ル
」
と
呼
ぼ
う
。

他
方
、
今
日
の
学
説
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
制
度
と
し

て
捉
え
る
点
に
お
い
て
は
、
不
法
行
為
＋
賠
償
モ
デ
ル
と
同
じ
立
脚
点
に
位
置
し
な
が
ら
、
そ
の
議
論
の
構
築
に
際
し
て
契
約
の
視

点
を
入
れ
、
帰
責
事
由
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
契
約
な
い
し
契
約
債
務
と
の
関
連
性
を
強
調
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
つ

の
損
害
賠
償
制
度
が
損
害
の
賠
償
を
目
的
と
す
る
点
に
お
い
て
は
共
通
す
る
も
の
の
、
制
度
の
理
解
に
際
し
て
は
、
損
害
賠
償
に
先

行
す
る
形
で
存
在
し
て
い
る
契
約
の
特
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
認
識
に
出
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、

こ
の
よ
う
な
思
考
方
法
を
、「
契
約
＋
賠
償
モ
デ
ル
」
と
呼
ぼ
う
。

こ
れ
ら
二
つ
の
思
考
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
る
帰
責
事
由
の
意
義
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
稿
の
視
点
か
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な

見
方
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
不
法
行
為
＋
賠
償
モ
デ
ル
を
基
礎
と
し
た
上
で
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
主
観
的
要
件
と
し
て
帰
責
事
由
を

掲
げ
、
そ
れ
を
債
務
者
の
故
意
・
過
失
と
読
み
替
え
る
伝
統
的
通
説
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
責
任
に
お
け
る
責
任
原
因
を
統
一
的
に

把
握
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
い
う
視
角
か
ら
見
れ
ば
、
理
論
的
一
貫
性
を
持

つ
も
の
と
は
言
え
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
契
約
責
任
を
民
事
責
任
の
中
に
統
合
し
、
そ
の
主
観
的
要
件
と
し
て
は
、
債
務
不
履
行

に
よ
っ
て
性
格
付
け
ら
れ
る
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
み
を
要
求
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
な
見
解
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
、
不

履
行
と
は
別
に
、
故
意
・
過
失
に
体
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
帰
責
事
由
を
要
求
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
通
説
は
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
を
同
一
の
性
質
を
有
す
る
二
つ
の
民
事
責
任
制
度
と
し
て
位
置
付
け

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
場
合
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
、
損
害
、
因
果
関
係
と
い

う
三
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（

）。
と
こ
ろ
で
、
多
く
の
学
説
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
を

22
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契
約
か
ら
生
じ
た
債
務
の
不
履
行
と
把
握
し
て
き
た
（

）。
こ
れ
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
包
括
す
る
民

23

事
フ
ォ
ー
ト
の
概
念
が
、
義
務
違
反
、
行
為
の
過
誤
等
の
客
観
的
要
素
の
み
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
の
立
場
を
前
提
に
（

）、
契

24

約
債
務
の
不
履
行
＝
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
い
う
等
式
を
描
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
フ
ォ
ー
ト
の
定
義
に
つ
い

て
は
、
客
観
的
要
素
に
加
え
て
、
帰
責
性
と
い
う
主
観
的
要
素
を
考
慮
す
る
立
場
も
存
在
す
る
（

）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
契
約
責
任
の
要

25

件
と
し
て
は
、
単
な
る
不
履
行
で
は
な
く
、
フ
ォ
ー
ト
あ
る
不
履
行
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
は
不

履
行
そ
れ
自
体
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（

）。
し
か
し
、
こ
の
見
解
を
先
の
理
解
と
比
べ
た
場
合
、
フ
ォ
ー
ト
の
意
味
付
け
に
お

26

い
て
は
大
き
く
異
な
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
実
質
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
理
解
す
る
の

が
適
切
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
手
段
債
務
・
結
果
債
務
の
区
別
と
の
関
連
で
見
れ
ば
明
ら
か
と
な
る
。
一
般
的
に
、
手
段
債
務
が
問
題
と
な
る
場

合
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
は
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
結
果
債
務
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
は
推

定
さ
れ
る
等
と
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ

（

)(
）、
フ
ォ
ー
ト
に
は
主
観
的
要
素
が
必
要
で
あ
る
と
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
こ
の
言
明
は
、
以
下

27

28

の
よ
う
な
論
理
構
造
を
前
提
と
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
債
務
者
の
行
態
の
評
価
を
伴
う
手
段
債
務
の

ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
不
履
行
の
証
明
が
フ
ォ
ー
ト
の
証
明
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
有
無
を
評
価
す
る

に
際
し
て
、
不
履
行
と
は
別
に
債
務
者
の
帰
責
性
の
有
無
を
論
ず
る
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
、
不
履
行
は
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
同

義
で
あ
る
。
他
方
で
、
結
果
債
務
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
債
務
者
の
帰
責
性
は
、
不
履
行
が
外
的
原
因
そ
の
他
の
事
由
に
由
来
す
る

こ
と
を
債
務
者
が
証
明
し
た
場
合
に
の
み
否
定
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
結
局
、
外
的
原
因
に
よ
ら
な
い
不

履
行
は
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
不
履
行
の
証
明
に
よ
っ
て
フ
ォ
ー
ト
が
推
定
さ

れ
、
外
的
原
因
の
証
明
、
つ
ま
り
、
フ
ォ
ー
ト
の
主
観
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
帰
責
性
不
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

推
定
が
覆
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
フ
ォ
ー
ト
に
主
観
的
要
素
を
要
求
し
不
履
行
と
フ
ォ
ー
ト
あ
る
不
履
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行
を
別
の
も
の
と
し
て
構
成
す
る
立
場
と
、
不
履
行
を
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
し
て
把
握
す
る
立
場
と
で
は
、
そ
の
実
質
に
、
相
違

が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
後
者
の
立
場
で
あ
っ
て
も
、
外
的
原
因
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
債
務
者
が
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
か

ら
、
両
者
の
差
は
、
外
的
原
因
と
い
う
要
素
を
フ
ォ
ー
ト
の
問
題
と
し
て
取
り
込
む
の
か
、
そ
れ
と
も
、
フ
ォ
ー
ト
以
外
の
問
題
と

し
て
扱
う
の
か
と
い
う
点
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
反
対
か
ら
見
れ
ば
、
い
ず
れ
の
立
場
に
お
い
て
も
、
契
約
上
の

フ
ォ
ー
ト
は
、
（
外
的
原
因
に
よ
ら
な
い
）
債
務
の
不
履
行
か
ら
な
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
伝
統
的
通
説
は
、
帰
責
事
由
の
中
身
と
し
て
債
務
者
の
故
意
・
過
失
を
設
定
し
、
か
つ
、
こ
の
場
合
に

お
け
る
過
失
の
意
味
を
善
管
注
意
義
務
違
反
と
規
定
し
た
（

）。
こ
の
理
解
に
は
、
手
段
債
務
の
領
域
に
お
い
て
は
不
履
行
の
判
断
と
善

29

管
注
意
義
務
を
中
核
と
す
る
帰
責
事
由
の
判
断
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
や
、
全
て
の
事
例
に
お
い
て
善

管
注
意
義
務
違
反
と
し
て
の
過
失
を
要
求
す
る
解
釈
が
現
実
に
適
合
し
な
い
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
右
に
一
瞥
し
た

フ
ラ
ン
ス
法
と
の
対
比
で
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
発
生
さ
せ
た
根
本
的
な
原
因
は
、
不
法
行
為
＋
賠
償
モ
デ
ル
を
前
提
と

し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
通
説
が
行
っ
て
き
た
不
履
行
と
帰
責
事
由
の
解
釈
論
的
調
整
を
試
み
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め

ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
通
説
が
採
用
す
る
不
履
行
＝
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
定
式
化
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
を
性
質
的
に
同
一
の
制

度
と
し
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
に
お
け
る
要
件
を
同
一
化
し
、
多
様
な
事
案
を
包
含
し
う
る

統
一
的
な
民
事
フ
ォ
ー
ト
の
概
念
を
構
想
し
た
上
で
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
不
履
行
を
吸
収
さ
せ
る
と
い
う
四
つ
の
レ
ベ
ル
の
論
理

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
日
本
の
伝
統
的
通
説
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
を
統
一
的
に
論
じ
、
両
者
に
共
通
の
要
件
枠
組
み
を
構
築

し
て
い
た
、
か
つ
て
の
支
配
的
学
説
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
及
び
第
二
の
レ
ベ
ル
の
問
題
に
つ
い
て
、
多
く
の
議

論
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
と
も
言
え
る
（

）。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
先
の
第
三
及
び
第
四
の
レ
ベ
ル
の
問
題
に
関
し
て

30

言
う
と
、
伝
統
的
通
説
は
ほ
と
ん
ど
議
論
を
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
債
務
不
履
行
の
領
域
に
お
い
て
は
、
多
様
な
事
案
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を
カ
バ
ー
し
う
る
だ
け
の
過
失
な
い
し
帰
責
事
由
の
判
断
枠
組
み
が
構
築
さ
れ
、
そ
れ
が
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
し
（

）、
債
務
者
の
故
意
・
過
失
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
帰
責
事
由
と
不
履
行
の
関
係
に
注
意
が
払
わ
れ
る
こ
と
も
な

31

か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
第
三
の
レ
ベ
ル
の
問
題
に
関
し
て
は
、
一
部
の
学
説
に
よ
っ
て
、
債
務
不
履
行
に
お
け
る
過
失
の
内
容
は
、
契
約
等

に
よ
る
債
務
内
容
の
差
異
を
反
映
し
て
、
高
度
な
注
意
義
務
か
ら
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
ま
で
、
無
過
失
責
任
、
軽
過
失
責
任
、

重
過
失
責
任
等
、
連
続
的
な
カ
ー
ブ
を
描
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
（

）、
議
論
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（

）。

32

33

し
か
し
、
不
法
行
為
に
お
け
る
過
失
判
断
の
よ
う
に
、
過
失
そ
れ
自
体
の
中
身
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
軽
重
の
差
を
認
め
る
こ
と
は
可

能
で
あ
っ
て
も
、
過
失
責
任
主
義
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
注
意
義
務
違
反
の
存
在
を
問
わ
な
い
責
任
類
型
を
認
め
る
こ
と
は
、
過
失

な
い
し
帰
責
事
由
の
理
解
を
変
質
さ
せ
る
か
、
他
の
帰
責
根
拠
を
説
明
し
な
い
限
り
不
可
能
で
あ
る
（

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
帰
責

34

事
由
が
問
題
と
な
ら
な
い
領
域
に
お
い
て
は
、
帰
責
事
由
不
存
在
の
抗
弁
が
提
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
問
題
は
存
在
し
な

い
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
（

）、
理
論
的
な
正
当
化
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
帰
責
事
由
の
不
存
在
を
抗
弁
と
し
て
位
置
付
け

35

る
理
由
が
明
ら
か
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
、
判
例
は
、
古
く
か
ら
、
帰
責
事
由
の
不
存
在
に
つ
き
債
務
者
が
証
明
す
べ
き
も
の
と
判
断
し
て
お
り
（

）、
こ
の
点
は
、
学

36

説
上
も
、
ほ
ぼ
異
論
な
く
承
認
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
（

）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
証
明
責
任
の
あ
り
方
は
、
賠
償
モ
デ
ル
を
前
提
と

37

す
る
立
場
、
す
な
わ
ち
、
債
務
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
帰
責
事
由
を
把
握
す
る
立
場
を
前
提
に
、
論
理

の
問
題
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ
ど
自
明
の
事
柄
と
は
言
え
な
い
（

）。
む
し
ろ
、
損
害
賠
償
責
任
の
根
拠
で
あ
る
は
ず
の
帰
責

38

事
由
の
存
在
に
つ
い
て
債
権
者
側
が
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
（

）。
証
明
責
任
の
レ
ベ
ル
で
、
契
約

39

不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
と
調
和
し
な
い
解
釈
を
行
う
以
上
、
そ
れ
が
判
例
・
実
務
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

理
論
的
に
正
当
化
す
る
た
め
の
説
明
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
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こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
伝
統
的
通
説
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
に
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
思

考
モ
デ
ル
を
導
入
し
、
両
者
に
共
通
の
要
件
枠
組
み
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
伝
統
的
理
解
と
は
異
な

り
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
お
け
る
独
自
の
要
件
で
あ
る
不
履
行
を
維
持
し
、
帰
責
事
由
の
内
実
を
行
為
態
様
の
評
価

に
求
め
た
こ
と
か
ら
、
右
の
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
を
本
款
の
問
題
関
心
に
即
し
て
言
え

ば
、
確
か
に
、
伝
統
的
通
説
の
下
で
は
、
損
害
賠
償
責
任
の
帰
責
枠
組
み
に
つ
い
て
二
つ
の
損
害
賠
償
が
同
一
に
扱
わ
れ
、
帰
責
事

由
が
不
法
行
為
領
域
に
お
け
る
故
意
・
過
失
と
同
じ
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
損
害
賠
償
債
務
の
発
生
原
因
と
し
て

観
念
さ
れ
、
か
つ
、
不
法
行
為
法
に
お
け
る
故
意
・
過
失
と
同
じ
中
身
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
一
方
で
、
不
履
行
要
件
を
維
持
し
た
た
め
に
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
の
枠
組
み
を
完
全
に
同
一
化
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
し
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
結
果
債
務
の
違
反
が
フ
ォ
ー
ト
と
し
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
、
帰
責
事
由
の
中
身
が
柔
軟
に
理
解
さ
れ
る

こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
本
稿
の
分
析
視
角
を
用
い
て
表
現
す
れ
ば
、
伝
統
的
な
議
論
は
、
不
法
行
為
＋
賠
償

モ
デ
ル
の
発
想
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
と
は
異
な
り
、
そ
れ
を
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
こ
こ
に
、
伝
統
的
通
説
が
抱
え
る
問
題
の
根
源
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
契
約
＝
賠
償
モ
デ
ル
を
基
礎
と
し
て
、
契
約
と
帰
責
事
由
要
件
と
の
関
連
性
を
説
く
近
時
の
学
説
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

賠
償
の
論
理
を
前
提
と
す
る
限
り
、
損
害
賠
償
責
任
を
債
務
者
に
対
し
て
転
嫁
す
る
た
め
の
枠
組
み
が
必
要
と
な
る
。
契
約
不
履
行

に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契
約
債
務
の
履
行
と
は
別
の
賠
償
を
目
的
と
す
る
責
任
事
例
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
の
伝
統
的
通
説
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
債
務
者
へ
の
帰
責
を
実
現
し
て
お
り
、
過
失
責
任
の
原
則
を
強
調
す
る

日
本
の
伝
統
的
通
説
も
、
こ
れ
と
同
じ
く
、
債
務
者
の
故
意
・
過
失
と
同
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
帰
責
事
由
に
、
そ
の
根
拠
を
求
め
て

い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
の
学
説
は
、
過
失
責
任
の
原
則
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
帰
責
原
理
を
批
判
し
、
契
約
を
起
点
と
し
た
契
約
責
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任
を
展
開
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
損
害
賠
償
責
任
を
債
務
者
に
負
担
さ
せ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
帰
責
事
由
を
設
定
す
る

必
然
性
は
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
仮
に
契
約
責
任
が
契
約
に
基
づ
く
責
任
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
不
履
行
に
よ
っ

て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
理
論
上
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
本
来

的
な
契
約
債
務
の
履
行
と
は
別
個
の
賠
償
責
任
と
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
も
、
帰
責
を
正
当
化
す
る
要
素
を

不
履
行
と
は
別
の
形
で
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
、
帰
責
事
由
は
、
文
字
通
り
、
損

害
賠
償
責
任
を
債
務
者
に
帰
責
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
近
時
の
学
説
が
説
く
帰
責
事
由
の
意
味
を
も
う
一
度
確
認
し
て
お
く
。
今
日
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
債
務
不
履
行
責
任
に

お
け
る
帰
責
性
は
、
約
束
し
た
こ
と
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
債
務
者
が
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
設
定
し
た
契
約
規
範

に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
帰
責
の
根
拠
は
、
契
約
の
拘
束
力
に
あ
る
と
さ
れ
る
（

）。
あ
る
い
は
、
債
務
不

40

履
行
責
任
の
帰
責
原
理
と
し
て
は
、
保
証
さ
れ
た
事
態
が
発
生
し
な
い
場
合
に
、
債
務
者
の
具
体
的
行
為
の
当
否
を
問
題
に
す
る
こ

と
な
く
、
結
果
保
証
を
帰
責
事
由
と
し
て
責
任
を
負
わ
せ
る
保
証
責
任
と
、
履
行
過
程
に
お
け
る
給
付
義
務
の
具
体
化
と
し
て
の
行

為
義
務
の
違
反
を
問
題
と
す
る
過
失
責
任
が
存
在
す
る
と
も
説
か
れ
て
い
る
（

）。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
帰

41

責
事
由
の
存
否
は
不
履
行
と
一
体
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
帰
責
事
由
と
い
う
要
素
が
維
持

さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
債
務
者
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
近
時
の
学
説
は
、
債
務
者
が
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
設
定
し
た
契
約
規
範
に
従
わ
な

か
っ
た
こ
と
を
帰
責
事
由
と
構
成
し
た
り
、
保
証
引
受
の
主
観
的
モ
メ
ン
ト
を
帰
責
事
由
と
す
る
保
証
責
任
（

）、
給
付
義
務
の
具
体
化

42

と
し
て
の
行
為
義
務
違
反
を
帰
責
事
由
と
す
る
過
失
責
任
と
い
う
二
つ
の
帰
責
原
理
を
構
想
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
帰
責
事
由
に
、

債
務
者
に
対
し
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
た
め
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（

）。
43

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
帰
責
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
帰
責
事
由
と
い
う
枠
組
み
の
外
で
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
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て
は
、
結
果
債
務
の
不
履
行
に
基
づ
く
責
任
を
、
フ
ォ
ー
ト
に
基
づ
か
な
い
客
観
的
責
任
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
存
在

し
た
が
（

）、
こ
れ
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
枠
外
で
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
お
け
る
帰
責
の
原
理
を
構
築
す
る
も
の

44

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
方
に
対
し
て
は
、
結
果
債
務
の
不
履
行
の
場
合
に
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
存
在
し
な

い
に
も
関
わ
ら
ず
、
債
務
者
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
理
由
を
説
得
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
を

提
起
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
拘
束
力
に
基
づ
く
リ
ス
ク
の
考
え
方
が
説
か
れ
た

り（
）、
因
果
関
係
レ
ベ
ル
で
の
説
明
が
な
さ
れ
た
り
し
て
お
り
（

）、
一
応
の
正
当
化
は
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
故
に
結
果
債
務
を

45

46

負
う
こ
と
が
フ
ォ
ー
ト
な
し
の
責
任
を
正
当
化
す
る
リ
ス
ク
と
把
握
さ
れ
う
る
の
か
（

）、
何
故
に
結
果
債
務
の
場
合
に
だ
け
損
害
の
原

47

因
と
な
る
不
履
行
の
存
在
に
よ
っ
て
責
任
が
正
当
化
さ
れ
う
る
の
か
（

）等
、
多
く
の
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事

48

実
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
問
題
に
し
な
い
解
釈
を
行
う
こ
と

は
、
論
理
的
に
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
十
分
に
説
得
的
で
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
結
果
債
務
を

フ
ォ
ー
ト
に
基
づ
か
な
い
責
任
と
し
て
構
想
す
る
理
解
が
支
持
を
集
め
て
い
な
い
の
も
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
な
し
で
は
、
損
害
賠

償
責
任
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る

と
、
帰
責
の
プ
ロ
セ
ス
を
帰
責
事
由
の
枠
外
で
行
い
、
不
履
行
と
過
失
の
完
全
な
一
元
化
を
構
想
す
る
議
論
に
つ
い
て
も
（

）、
判
例
の

49

現
状
に
適
合
的
な
理
解
で
あ
り
、
伝
統
的
通
説
の
理
論
的
問
題
を
回
避
し
う
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
魅
力
的
な
解
釈
で
は
あ
る
が
、

帰
責
事
由
と
い
う
枠
組
み
を
捨
て
た
と
き
、
そ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
帰
責
の
枠
組
み
を
全
て
の
債
務
類
型
に
つ
い
て
構
築
し
う
る
か

ど
う
か
に
は
、
な
お
疑
問
が
残
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

結
局
、
従
来
の
学
説
に
お
い
て
は
、
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
が
暗
黙
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
た
と
え
不
履
行
と
一
体
的
に

判
断
さ
れ
る
関
係
に
あ
ろ
う
と
も
、
損
害
賠
償
責
任
を
債
務
者
の
転
嫁
す
る
た
め
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
、
帰
責
事
由
と
い
う
枠
組

み
が
維
持
さ
れ
続
け
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
（

）。
50
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㈡

履
行
モ
デ
ル
と
不
履
行
＋
限
界

こ
こ
で
の
課
題
は
、
㈠
の
分
析
を
受
け
る
形
で
、
履
行
モ
デ
ル
の
下
に
お
い
て
、
そ
の
要
件
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
な
形
で
構
築
さ

れ
る
の
か
、
と
り
わ
け
、
帰
責
事
由
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
、
㈠
に
お

い
て
は
、
そ
の
論
理
構
造
を
提
示
す
る
だ
け
に
止
め
て
お
い
た
契
約
＝
賠
償
モ
デ
ル
と
の
対
比
を
行
い
つ
つ
、
こ
の
モ
デ
ル
の
問
題

と
限
界
を
指
摘
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
履
行
モ
デ
ル
の
意
義
及
び
そ
の
有
用
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
近
時
の
学
説
が
強
調
す
る
契
約
を
起
点
に
据
え
た
契
約
責
任
と
は
何
か
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
こ
の
議
論
の
特
質
は
、

当
事
者
が
契
約
の
履
行
を
怠
っ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
責
任
も
、
契
約
の
拘
束
力
か
ら
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
考
え
る
点
、
す
な
わ
ち
、

自
ら
特
定
の
行
為
を
す
る
こ
と
を
契
約
で
約
束
し
た
以
上
、
そ
れ
を
怠
っ
た
と
き
に
責
任
を
負
う
こ
と
ま
で
約
束
し
た
こ
と
、
つ
ま

り
、
契
約
責
任
を
契
約
の
拘
束
力
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
責
任
と
し
て
認
識
す
る
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
（

）。
こ
れ
は
何
を
意
味
す

51

る
の
か
。

こ
の
新
た
な
契
約
責
任
を
め
ぐ
る
議
論
、
と
り
わ
け
、
帰
責
事
由
の
意
味
に
関
す
る
議
論
の
中
で
は
、
近
時
の
学
説
の
説
く
契
約

責
任
が
、
契
約
に
基
づ
く
責
任
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
契
約
の
効
力
な
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と
さ
れ
た
（

）。
新
た
な
契
約
責
任
論
に

52

よ
れ
ば
、
履
行
請
求
権
だ
け
で
な
く
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
も
、
契
約
に
よ
っ
て
約
束
し
た
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

を
契
約
責
任
と
呼
ぶ
か
、
契
約
の
効
力
と
見
る
か
は
、
責
任
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
適
法
で
な

い
行
為
に
対
し
て
一
定
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
課
す
も
の
を
責
任
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
責
任
で

は
な
い
し
、
適
法
で
な
い
行
為
に
よ
っ
て
一
方
当
事
者
が
他
方
当
事
者
に
対
し
て
負
担
す
る
不
利
益
を
責
任
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
責
任
と
し
て
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
の
本
質
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
、
契
約
上
の
責
任
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
契
約
の
効
力
な
の
か

と
い
う
点
、
あ
る
い
は
、
責
任
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
だ
け
に
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
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償
を
説
明
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
賠
償
モ
デ
ル
・
履
行
モ
デ
ル
を
設
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
分
析
枠
組
み
の

基
礎
を
提
供
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
に
お
い
て
は
、
契
約
責
任
を
誤
っ
た
概
念
で
あ
る
と
批
判
し
、
そ
れ
を
責
任
の
考
え
方
か
ら
解

放
す
る
の
か
（

）、
そ
れ
と
も
、
契
約
責
任
の
実
在
性
を
強
調
し
、
責
任
の
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の

53

問
題
を
捉
え
る
の
か
が
（

）、
争
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
契
約
上
の
責
任
な
の

54

か
、
そ
れ
と
も
、
契
約
の
効
力
な
の
か
と
い
う
点
が
、
議
論
の
根
底
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
問
題
の
核
心
が
あ
る

と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（

）。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
責
任
性
・
効
力
性
に
関
わ
る
議
論
は
、

55

単
な
る
言
葉
の
問
題
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
思
考
モ
デ
ル
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
思
考
モ
デ
ル
の
中
身
に
あ
る
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
契
約
の
責
任
と
し

て
捉
え
る
考
え
方
の
特
質
は
、
債
務
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
を
観
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
通
説
に
お
い
て
は
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
、
日
本
の
伝
統
的
通
説
に
お
い
て
は

債
務
者
の
故
意
・
過
失
に
体
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
帰
責
事
由
が
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
ま
た
、
近
時
の
学
説
に
お
い
て
も
、

不
法
行
為
責
任
の
モ
デ
ル
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
形
で
は
あ
る
が
、
契
約
の
拘
束
力
を
基
礎
に
し
た
帰
責
事
由
に
、
損
害
賠
償
責
任
を

転
嫁
す
る
た
め
の
機
能
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
契
約

の
実
現
手
段
と
し
て
構
想
す
る
な
ら
ば
、
契
約
と
は
別
に
損
害
賠
償
を
債
務
者
に
課
す
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
必
要
は
な

い
。
こ
こ
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
契
約
の
効
力
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
の
特
質
が
存
す
る
。
従
っ
て
、
契
約
不
履

行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
契
約
の
責
任
な
の
か
、
契
約
の
効
力
な
の
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
思
考
モ
デ
ル
の
相
違
に
な
っ

て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
日
に
お
い
て
は
、
右
の
理
解
と
は
原
理
的
に
異
な
る
レ
ベ
ル
に
属
す
る
よ
う
に
見
え
る
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
先
に
、
今
日
の
議
論
の
特
質
と
し
て
、
当
事
者
が
契
約
の
履
行
を
怠
っ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
責
任
も
、
契
約
の
拘
束
力
か
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ら
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
、
自
ら
特
定
の
行
為
を
す
る
こ
と
を
契
約
で
約
束
し
た
以
上
、
そ
れ
を
怠
っ
た
と
き
に
責
任
を

負
う
こ
と
ま
で
約
束
し
た
と
見
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
旨
を
指
摘
し
た
が
、
後
者
は
、
必
ず
し
も
、
右
の
思
考
モ
デ
ル
、
更
に

は
、
第
一
項
で
述
べ
た
よ
う
な
帰
責
事
由
の
理
解
を
前
提
と
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
当
事
者
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
契
約

が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
帰
責
事
由
と
し
て
債
務
者
に
損
害
賠
償
責
任
が
転
嫁
さ
れ
る
と
い
う
説
明
は
、
あ
く
ま
で
も
、
合
意

に
対
す
る
違
反
を
賠
償
責
任
転
嫁
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
認
識
し
、
そ
こ
か
ら
債
務
者
に
損
害
賠
償
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
結
論

を
導
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
予
定
さ
れ
た
契
約
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
損
害
賠
償
責
任
が
課
さ
れ
る
こ
と
は
予
め
当

事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
明
は
、
損
害
賠
償
責
任
そ
れ
自
体
を
当
初
の
契
約
の
効
力
と
し
て
把
握
し
よ
う

と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
後
者
の
理
解
は
、
前
述
の
思
考
モ
デ
ル
で
言
え
ば
、

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
責
任
で
は
な
く
合
意
の
効
力
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

）。
そ
れ
は
、
こ
の
理
解
が
、
契
約
不
履

56

行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
本
来
的
な
契
約
の
効
力
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
に
関
す
る
契
約
の
効
力
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
正
当
化
と
い
う
文
脈
に
お
け
る
合
意
の
位
置
付
け
に
現
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
賠
償
の
論
理
を
前
提
に
、
契
約
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
と
を
理
論
的
に
切
り
離
し
て
把
握
す
る
と
い
う
前
提
の
下
、
こ
こ

で
言
う
契
約
の
意
味
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
契
約
そ
れ
自
体
に
関
す
る
も
の
と
、
不
履
行
に
よ
っ
て
損
害
を
生
じ
さ
せ
た

場
合
に
負
う
べ
き
損
害
賠
償
に
関
す
る
も
の
が
含
ま
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
当
事
者
は
、
契
約
の
内
容
を
実
現
す
る
こ
と
に
加
え
て
、

不
履
行
の
場
合
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
ま
で
合
意
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
こ
の
当
初
の
合
意
に
は
、
本
来
的
な
契

約
に
関
す
る
も
の
と
損
害
賠
償
に
関
す
る
も
の
と
い
う
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
う
し
た
発
想
の
背
後
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
契
約
そ
れ
自
体
と
は
法
的
に
別
個

の
存
在
と
し
て
認
識
す
る
立
場
が
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
本
来
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的
な
契
約
の
効
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
損
害
賠
償
に
関
す
る
契
約
を
観
念
す
る
必
要
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
、
契
約

不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
確
か
に
契
約
の
効
力
で
は
あ
る
が
、
本
来
的
な
契
約
と
は
別
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
契
約
、
あ
る

い
は
、
責
任
に
関
す
る
契
約
の
効
力
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
支
え
て
い
る
の
は
、
疑
い
な
く
、
契
約
と
損
害

賠
償
と
を
性
質
的
に
区
別
す
る
賠
償
モ
デ
ル
の
発
想
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
こ
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
契
約
の
効
力
に
対
し
て
、

債
務
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
役
割
が
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
帰
責
の
文
脈
に
即
し
て
言
え
ば
、
帰
責
事
由
は
、
約
束
し
た
こ
と
を
守
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て

約
束
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
、
右
の
理
解
に
立
つ
議
論
に
対
し
て
は
、
当
事
者
意
思
の
擬
制
・
捏
造
と
い
っ
た
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（

）。
57

も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
制
度
的
契
約
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
、
別
の
説
明
が
な
さ
れ
る
余
地
も
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
契
約
制
度
を
構
成
す
る
ル
ー
ル
の
中
に
は
、
不
履
行
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
債
務
者
に
対
し
て
契
約
不
履
行
に

基
づ
く
損
害
賠
償
が
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
ル
ー
ル
も
含
ま
れ
て
お
り
、
契
約
を
締
結
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を

含
む
契
約
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
見
る
の
で
あ
る
（

）。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損

58

害
賠
償
に
関
す
る
合
意
が
、
個
々
の
契
約
に
お
い
て
実
際
に
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な
く
な
る
か
ら
、
そ
れ
が

な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
は
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
ま
で
議
論
を
進
め
て
く
る
と
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
思
考
モ
デ
ル
と
の
親
和
性
が
問
題
と
な
り
う
る
。
右

の
理
解
に
お
い
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
個
別
の
合
意
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
い
う

事
実
を
契
機
と
し
て
始
動
す
る
契
約
制
度
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
賠
償
モ
デ
ル
の
考
え
方
を
前
提
と
す
る
な

ら
ば
、
損
害
賠
償
責
任
を
債
務
者
に
転
嫁
す
る
モ
メ
ン
ト
は
、
契
約
と
い
う
制
度
を
利
用
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
有
力
学
説
が
説
く
よ
う
に
、
約
束
し
た
こ
と
を
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
を
帰
責
の
根
拠
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
こ
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の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
、
制
度
的
行
為
と
し
て
の
契
約
と
い
う
考
え
方
を
導
入
す
る
意
味
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
う
し
た
解
釈
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
の
前
提
に
あ
る
。
こ
こ
で
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償

す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
捉
え
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
契
約
と
い
う
制
度
を
利
用
し
た
こ
と
と
い
う
意
思
的
要
素
を
帰
責
の

契
機
と
し
て
観
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
制
度
的
行
為
と
し
て
の
契
約
と
い
う
発
想
に
は
、
む
し
ろ
、

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
契
約
一
般
の
効
力
と
し
て
把
握
し
、
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
契
約
の
実
現
を
図
る
た
め
の
手
段

と
し
て
構
想
す
る
思
考
モ
デ
ル
の
方
が
親
和
的
で
は
な
い
か
。
契
約
の
履
行
と
い
う
発
想
を
議
論
の
出
発
点
と
し
て
据
え
る
の
で
あ

れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
契
約
の
実
現
を
保
証
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
構
想
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
契
約
の
実
現

が
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
い
わ
ば
制
度
と
し
て
担
保
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で
は
、
損
害
賠
償

を
債
務
者
に
課
す
た
め
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
問
題
に
す
る
意
味
は
な
い
か
ら
、
当
事
者
が
契
約
と
い
う
制
度
を
利
用
し
た
と
い
う
意
思

的
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
端
的
に
、
契
約
と
い
う
制
度
を
利
用
し
た
と
い
う
事
実
の
み
を
問
題
に
す
る
だ
け
で
、
債
務
者
に

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
を
正
当
化
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
今
日
の
学
説
が
説
く
、
契
約
を
起
点
に
据
え
た
契
約
責
任
の
中
に

は
、
帰
責
事
由
の
問
題
に
関
し
て
、
二
つ
の
大
き
な
方
向
性
が
存
在
す
る
。
一
つ
は
、
契
約
規
範
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
帰
責
事

由
と
し
て
、
損
害
賠
償
責
任
を
債
務
者
に
転
嫁
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
タ
イ
プ
の
議
論
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
当
事

者
の
合
意
そ
れ
自
体
を
根
拠
と
し
て
、
損
害
賠
償
責
任
の
帰
責
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
議
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者

の
見
方
に
つ
い
て
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
契
約
そ
れ
自
体
と
は
別
個
の
存
在
と
し
た
上
で
、
損
害
賠
償
に
関
す
る

契
約
や
、
契
約
と
い
う
制
度
を
利
用
し
た
と
い
う
意
思
的
要
素
を
観
念
し
て
転
嫁
の
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
よ
り
も
、
そ
の
前
提
と

す
る
モ
デ
ル
を
排
除
し
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
本
性
に
つ
き
、
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
契
約
の
実
現
を
確
保
す
る
た
め
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の
制
度
と
し
て
捉
え
る
方
向
性
、
つ
ま
り
、
損
害
賠
償
転
嫁
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
考
慮
し
な
い
立
場
の
方
が
、
契
約
の
効
力
と
し
て
の

損
害
賠
償
と
い
う
基
本
的
な
発
想
と
親
和
的
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（

）。
59

他
方
、
前
者
の
タ
イ
プ
の
議
論
に
対
し
て
も
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
近
時
の
学
説
が
主
張
す
る

よ
う
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
、
契
約
に
よ
っ
て
債
権
者
に
割
り
与
え
ら
れ
た
利
益
な
い
し
価
値
を
債
権
者
に
認
め

る
た
め
の
制
度
、
つ
ま
り
、
契
約
利
益
の
価
値
的
な
実
現
手
段
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
（

）、
そ
れ
を
契
約
に
基
づ
く
責
任
と
し
て
捉
え

60

る
必
要
は
あ
る
の
か
。
む
し
ろ
、
端
的
に
、
契
約
に
お
い
て
約
束
さ
れ
た
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
履
行
を
金
銭
に
よ
っ
て
実
現
す
る

た
め
の
手
段
と
し
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
構
成
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
損

害
賠
償
責
任
と
理
解
す
る
か
ら
こ
そ
、
帰
責
を
説
明
す
る
た
め
の
枠
組
み
を
付
加
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
賠
償
モ
デ
ル

を
放
棄
し
、
履
行
モ
デ
ル
を
基
礎
と
す
る
な
ら
ば
、
単
純
に
履
行
実
現
の
有
無
を
判
断
す
る
不
履
行
と
そ
の
限
界
を
判
断
す
る
フ
ァ

ク
タ
ー
か
ら
な
る
要
件
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
に
は
、
四
一
五
条
後
段
の
文
言
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
帰
責
事
由
と
い
う
表
現
自
体
は
、
学
説
史
的
な
文
脈
を
離

れ
れ
ば
、
右
の
各
構
想
と
の
関
連
に
お
い
て
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
履
行
モ
デ
ル
か
ら
の
帰
結
、
意
味
内
容
を
読

み
込
む
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
契
約
を
起
点
と
し
た
契
約
責
任
を
志
向
す
る
時
点
に
お
い
て
、
既
に
賠
償
モ

デ
ル
の
原
理
的
な
正
当
性
は
失
わ
れ
て
お
り
、
履
行
モ
デ
ル
が
そ
れ
に
代
わ
る
べ
き
理
論
枠
組
み
と
し
て
定
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
よ
り
広
い
視
点
か
ら
、
契
約
＝
賠
償
モ
デ
ル
一
般
と
の
対
比
を
行
い
、
履
行
モ
デ
ル
の
優
位
性
を
示
し
て
み
よ
う
。
契
約

＝
賠
償
モ
デ
ル
の
問
題
は
、
合
意
の
視
点
か
ら
導
か
れ
る
、
約
束
し
た
こ
と
を
守
ら
な
か
っ
た
と
い
う
契
約
の
拘
束
力
に
対
す
る
違

反
の
モ
メ
ン
ト
や
、
制
度
的
行
為
と
し
て
の
契
約
を
利
用
し
た
と
い
う
主
観
的
モ
メ
ン
ト
だ
け
で
、
あ
ら
ゆ
る
ケ
ー
ス
に
お
け
る
契

約
な
い
し
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
帰
責
を
説
得
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
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101



二
つ
の
レ
ベ
ル
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
契
約
を
起
点
に
し
た
議
論
で
は
、
契
約
以
外
か
ら
生
じ
た
債
務
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
帰
責
根
拠
を
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
日
本
の
民
法
は
、
債
権
総
則
上
に
、
債
権
一
般
に
妥
当
す
る
制
度
と
し
て
、
債
務
不
履

行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
契
約
の
拘
束
力
や
制
度
的
行
為
と
し
て
の
契
約
と
い
っ
た
視
点
か
ら
は
、
法
定

債
務
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
し
て
、
債
務
者
が
本
来
的
債
務
と
は
別
の
損
害
賠
償
責
任
を
課
せ
ら
れ
る
理
由
を
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
現
行
民
法
の
体
系
を
前
提
と
す
る
限
り
、
契
約
＝
賠
償
モ
デ
ル
は
、
あ
ら
ゆ
る
種

類
の
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
対
応
で
き
な
い
と
い
う
欠
点
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
（

）。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
は
、
契
約

61

＝
賠
償
モ
デ
ル
の
み
な
ら
ず
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
契
約
の
履
行
手
段
と
し
て
位
置
付
け
る
履
行
モ
デ
ル
に
も
等
し

く
妥
当
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
者
が
、
前
者
と
の
関
連
で
、
解
釈
枠
組
み
と
し
て
の
優
位
性
を
保
持
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

の
反
論
も
予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
、
履
行
モ
デ
ル
は
、
契
約
債
務
が
正
確
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
債
権
者
が
契
約
債
務
の
履
行
を
通
じ
て
獲
得
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
利
益
を
、
本
来
的
な
契
約
債
務
の
実
現
と
は
別
の
金
銭
で
実
現
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
履
行
モ
デ
ル
は
、

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
対
し
、
契
約
債
務
の
代
替
的
な
履
行
手
段
と
し
て
の
位
置
付
け
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
の
契
約
は
、
実
現
対
象
の
有
無
や
範
囲
を
判
断
す
る
た
め
の
要
素
と
し
て
は
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と

に
な
る
が
、
債
務
者
が
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
義
務
付
け
ら
れ
る
理
由
を
説
明
す
る
た
め
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契
約
債
権
の
保
障
形
態
と
し
て
、
そ
の
実
現
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
込

ま
れ
た
一
つ
の
制
度
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
損
害
賠
償
を
、
契
約
債
権
に
固
有

の
制
度
と
し
て
構
築
す
る
必
要
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
制
度
的
要
請
は
、
あ
ら
ゆ
る
債
権
に
も
及
ぶ
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
民
法
の
下
で
は
、
契
約
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
以
外
の
原
因
か
ら
生
じ
た
も
の
で
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あ
ろ
う
と
、
お
よ
そ
債
権
と
い
う
も
の
は
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
立
場
を
基
礎
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る

と
、
履
行
モ
デ
ル
と
、
契
約
に
特
有
の
根
本
規
範
で
あ
る
契
約
の
拘
束
力
や
契
約
制
度
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
問
題
に
す
る
契
約

＝
賠
償
モ
デ
ル
と
で
は
、
そ
の
前
提
に
大
き
な
相
違
が
あ
り
、
履
行
モ
デ
ル
の
論
理
の
射
程
は
、
広
く
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害

賠
償
一
般
に
及
ぶ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（

）。
62

も
う
一
つ
は
、
問
題
を
契
約
の
領
域
に
限
定
す
る
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
帰
責
根
拠
を
、
契

約
の
拘
束
力
や
制
度
的
行
為
と
し
て
の
契
約
と
い
っ
た
視
点
か
ら
説
得
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
前
提
と
な
る
契
約
の
思
想
や
理
論
、
契
約
構
造
論
等
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
問
題
が
妥
当
し
な
い
議
論
を
構
築
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
帰
責
の
レ
ベ
ル
で
の
問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
と
い
う
意
味
で
、
契
約
理
論
と
は
切
り
離
し
て
、
問

題
点
の
み
を
提
示
し
て
お
こ
う
。

伝
統
的
な
意
味
で
の
給
付
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
契
約
当
事
者
は
、
明
示
の
合
意
が
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
契
約
の
実
現
に
向
け
て
要
求
さ
れ
る
様
々
な
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
不
履
行
に
よ
っ
て
債
権
者
が
契

約
に
お
い
て
予
定
し
た
利
益
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
債
務
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
契
約
の
拘
束
力

か
ら
も
基
礎
付
け
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
事
者
が
本
来
的
に
契
約
で
予
定
し
た
利
益
の
実
現
と
は
直
接
的
に
関
わ
り
の
な

い
義
務
、
あ
る
い
は
、
判
例
が
言
う
「
あ
る
法
律
関
係
に
基
づ
い
て
特
別
な
社
会
的
接
触
に
入
っ
た
当
事
者
間
に
お
い
て
、
当
該
法

律
関
係
の
付
随
義
務
と
し
て
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
が
相
手
方
に
対
し
て
信
義
則
上
負
う
義
務
（

）」
の
不
履
行
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る

63

損
害
賠
償
を
、
約
束
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
規
範
、
契
約
の
引
受
け
と
い
う
視
点
か
ら
、
正
当
化
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

更
に
、
今
日
で
は
、
一
定
の
要
件
の
下
、
交
渉
を
不
当
に
破
棄
し
た
者
の
損
害
賠
償
責
任
や
交
渉
当
事
者
の
情
報
提
供
義
務
・
説

明
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
不
法
行
為
責
任
と
す
る
の
で
は
な
く
（

）、
契
約
責

64

任
と
し
て
捉
え
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
契
約
締
結
前
の
責
任
、
と
り
わ
け
、
前
者
の
よ
う
に
契
約
が
有
効
に
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
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の
責
任
を
契
約
の
引
受
け
と
い
う
視
角
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
中
間
的
合
意
や
前
契
約
の
理
論
に

よ
っ
て
（

）、
契
約
交
渉
破
棄
の
事
例
を
契
約
の
問
題
と
し
て
構
成
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
契
約
を
起
点
に
据
え
た
契
約

65

責
任
の
基
礎
に
は
、
契
約
の
拘
束
力
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
り
、
本
契
約
の
締
結
に
至
っ
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
、
明
確
な
形
で

中
間
的
合
意
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
契
約
の
拘
束
力
に
基
づ
く
責
任
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
、

問
題
が
存
す
る
の
で
は
な
い
か
。
本
契
約
の
成
立
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
レ
ベ
ル
で
の
契
約
規
範
へ
の
拘
束
が
正

当
化
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
契
約
を
不
当
に
破
棄
し
た
者
の
責
任
を
契
約
責
任
と
理
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
仮
に
こ
の
問
題
を
も
契
約
責
任
の
領
域
に
含
ま
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
言
う

契
約
の
拘
束
力
は
、
も
は
や
、
本
契
約
が
締
結
さ
れ
、
履
行
請
求
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
く
、
単

に
契
約
責
任
を
認
め
る
た
め
の
仮
託
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
近
時
の
学
説
が
志
向
す
る
帰
責
事
由
の
捉
え
方
は
、
帰
責
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
契
約
不
履
行
に
基

づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
と
い
っ
た
領
域
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
と
言
え
よ
う
（

）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
第
二
点
は
、
契
約
＝

66

賠
償
モ
デ
ル
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
前
提
と
す
る
契
約
思
想
や
理
論
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害

賠
償
の
根
拠
を
契
約
の
拘
束
力
や
制
度
的
行
為
と
し
て
の
契
約
に
求
め
る
議
論
の
欠
点
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
構
想
が
、
当
事
者
の
契
約
へ
の
意
思
的
関
与
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
一
定
の
問
題
を
契
約
領
域
か
ら
放
逐
す
る
契

機
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
改
め
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
款

異
別
・
同
一

一
般
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
本
来
的
債
権
の
拡
張
ま
た
は
内
容
の
変
更
で
あ
っ
て
、

本
来
的
債
権
と
同
一
性
を
有
す
る
と
さ
れ
る
（

）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
基
礎
と
し
て
、
学
説
に
お
い
て
は
、
本
来
的
債
権
の

67
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担
保
が
損
害
賠
償
債
権
に
も
及
ぶ
こ
と
、
損
害
賠
償
債
権
に
関
す
る
消
滅
時
効
期
間
は
本
来
的
債
権
の
性
質
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
、

損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
は
本
来
的
債
権
の
履
行
を
請
求
し
う
る
時
か
ら
進
行
し
、
本
来
的
債
権
が
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合

に
は
、
も
は
や
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
等
の
帰
結
が
導
か
れ
て
き
た
（

）。
判
例
も
、
本
来
的
債
権
と
不
履
行
に

68

基
づ
く
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
を
理
由
と
し
て
、
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
起
算
点
に
つ
い
て
、
学
説
の
多
数
と
同
じ
判
断
を

示
し
て
い
る
（

）。
69

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
判
例
・
学
説
の
解
決
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
基
礎
付
け
て
い
る
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
性
質
的
同

一
性
と
い
う
命
題
は
、
伝
統
的
通
説
が
前
提
と
し
て
き
た
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
調
和
し
て
い
る
の
か
。

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
同
じ
く
、
有
責
な
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す

る
た
め
の
制
度
で
あ
る
な
ら
ば
、
損
害
賠
償
債
権
は
、
有
責
な
行
為
に
よ
っ
て
損
害
が
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
初
め
て
発
生
す
る
債
権

で
あ
り
、
本
来
的
債
権
と
は
法
的
に
別
個
の
債
権
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
債
務
不
履
行

理
論
の
学
説
史
か
ら
見
れ
ば
、
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
を
損
害
賠
償
債

権
と
い
う
項
目
の
下
で
統
一
的
に
論
じ
、
こ
れ
ら
が
性
質
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
、
か
つ
て
の
支
配
的
見
解
に
端

を
発
す
る
も
の
で
あ
る
（

）。
し
か
し
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
、
同
一
の
性
質
を
持
ち
、

70

同
一
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
べ
き
と
の
理
解
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
、
何
故
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
権
に

つ
い
て
は
、
そ
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
債
権
と
し
て
構
成
し
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
権
に
関

し
て
は
、
本
来
的
債
権
と
同
一
性
を
持
つ
債
権
と
し
て
捉
え
う
る
か
。
こ
の
よ
う
に
区
別
し
て
扱
う
時
点
に
お
い
て
、
既
に
、
二
つ

の
損
害
賠
償
は
性
質
の
異
な
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
認
識
が
正
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
度
は
、
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
が
、
債
務
不

履
行
理
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
い
が
、
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝
統
的
通
説
の
下

契約不履行に基づく損害賠償の理論（一)

105



で
、
こ
の
命
題
は
、
前
提
と
な
っ
て
い
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
か
ら
導
か
れ
る
解
決
を
覆
す
た
め
の
装

置
と
し
て
、
機
能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
以
下
の
問
い
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

伝
統
的
通
説
及
び
判
例
は
、
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
、
何
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
。

そ
の
背
後
に
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
あ
る
一
定
の
見
方
が
暗
黙
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
の
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
契
約
の
実
現
を
図
る
た
め
の
手

段
と
し
て
位
置
付
け
る
な
ら
ば
、
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
を
介
す
る
こ
と
な
く
、
伝
統
的
通
説
及
び

判
例
が
同
一
性
命
題
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
果
た
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
今
日
の
契
約
を
起
点
に
据
え
た
契
約
責
任
を
前
提
と
し
た
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
債
権
と
契
約
債
権
の
関
係
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
理
解
が
導
か
れ
る
の
か
。
近
時
の
学
説
の
中
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
が
（

）、
71

前
款
の
検
討
成
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
理
解
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
こ
の
理
解
の
下
に
お
い
て
も
、
契

約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
、

損
害
賠
償
債
権
は
、
帰
責
事
由
と
一
体
的
に
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
不
履
行
に
よ
っ
て
損
害
が
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
初
め
て
発
生
す

る
債
権
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
次
に
、
近
時
の
学
説
の
中
に
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
基

礎
を
損
害
賠
償
に
関
す
る
契
約
に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
も
存
在
し
た
が
、
そ
こ
で
も
、
本
体
と
し
て
の
契
約
と
損
害
賠
償
と
を
相

互
に
独
立
し
た
も
の
と
見
る
構
想
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償

は
、
不
履
行
や
損
害
と
い
っ
た
要
件
を
充
足
し
な
い
限
り
請
求
し
え
な
い
債
権
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
近

時
の
学
説
に
依
拠
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
仮
に
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

基
本
的
に
は
、
右
に
述
べ
た
伝
統
的
通
説
に
対
す
る
の
と
同
じ
問
い
を
提
起
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（

）。
72

か
く
し
て
、
本
款
の
課
題
は
以
下
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
な
い
し
契
約
か
ら
生
じ
た
債
権
と
契
約
不
履
行
に
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基
づ
く
損
害
賠
償
の
関
係
と
い
う
問
題
を
、
賠
償
モ
デ
ル
・
履
行
モ
デ
ル
と
い
う
分
析
枠
組
み
を
用
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
以
下
で
は
、
各
論
的
な
素
材
と
し
て
、
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
起
算
点
と
証
明
責
任
分
配
ル
ー
ル
の
正
当
化

の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
一
言
し
て
お
こ
う
。
伝
統
的
通
説
は
、
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債

権
の
同
一
性
と
い
う
理
由
付
け
か
ら
、
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
担
保
権
存
続
の
問
題
を
も
規
律
し
よ
う

と
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
担
保
権
の
存
続
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
一
性
と
い
う
命
題
に
よ
る
こ
と
な
く
、
当
事
者
意
思

の
視
点
か
ら
も
正
当
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
本
款
に
と
っ
て
、
適
合
的
な
素
材
と
は
言
え
な
い
。
従
っ
て
、
以
下
で
は
、
担
保
権
存
続
の
問
題
は
検
討
の
対
象
か
ら
除
外

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
判
例
は
、
学
説
と
は
異
な
り
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
お
け
る
証
明
責
任
の
所
在
を
判
断
す

る
に
際
し
て
も
、
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
と
い
う
視
点
か
ら
基
礎
付
け
を
行
っ
て
い
る

（

)(
）。

こ
の
よ
う
な
学
説
と
判

73

74

例
に
お
け
る
同
一
性
命
題
へ
の
態
度
の
違
い
は
、
本
款
に
お
け
る
第
二
の
課
題
、
す
な
わ
ち
、
同
一
性
と
い
う
命
題
に
何
が
託
さ
れ

て
き
た
の
か
、
そ
の
背
後
に
は
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
一
定
の
見
方
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

問
い
を
考
察
す
る
と
き
に
は
、
非
常
に
興
味
深
い
素
材
と
な
り
う
る
。
従
っ
て
、
債
務
不
履
行
領
域
に
お
け
る
証
明
責
任
分
配
ル
ー

ル
に
つ
い
て
も
、
検
討
の
対
象
に
含
め
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
論
一
般
か

ら
の
考
察
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
証
明
責
任
分
配
ル
ー
ル
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
は
、
本
款
の
検
討
対
象
で
あ
る
、
契
約
な
い
し
契

約
債
権
と
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
権
の
関
係
と
い
う
問
題
と
は
直
接
的
な
関
わ
り
を
持
た
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
以

下
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
証
明
責
任
の
分
配
ル
ー
ル
を
前
提
と
し
た
考
察
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

㈠

賠
償
モ
デ
ル
に
お
け
る
同
一
性
の
問
題

伝
統
的
理
解
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
本
来
的
債
権
の
内
容
の
変
更
ま
た
は
拡
張
で
あ
り
、
本
来
的
債

権
と
性
質
的
に
同
一
性
を
有
す
る
と
理
解
し
て
き
た
。
本
稿
の
分
析
枠
組
み
を
基
礎
と
す
る
場
合
、
右
の
見
方
に
対
し
て
、
ど
の
よ
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う
な
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
的
な
同
一
性
を
承
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
の

損
害
賠
償
も
、
有
責
な
行
為
に
よ
っ
て
損
害
が
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
初
め
て
発
生
す
る
債
権
で
あ
り
、
本
来
的
債
権
と
は
法
的
に
別

個
の
債
権
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
両
者
の
損
害
賠
償
の
性
質
が
異
な
る
と
の
主

張
を
行
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
前
提
と
し
て
い
る
原
理
と
矛
盾
し
た
言
明
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（

）。
賠
償
の
論
理
を

75

議
論
の
出
発
点
に
据
え
な
が
ら
、
何
故
に
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
に
お
い
て
そ
の
性
質
が
異
な
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
何
ら

の
説
明
も
施
す
こ
と
な
く
、
た
だ
、
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
は
同
一
性
を
持
つ
と
述
べ
る
だ
け
で
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ

く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
の
論
理
的
な
矛
盾
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
論
的
問
題
は
、
伝
統
的
通
説
と
同
じ
く
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を

同
一
の
性
質
を
有
す
る
二
つ
の
責
任
制
度
と
把
握
し
て
き
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
通
説
の
見
方
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
明
ら
か
に

な
ろ
う
（

）。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
通
説
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠

76

償
と
同
じ
よ
う
に
、
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
な
い
し
所
為
、
損
害
、
因
果
関
係
と
い
う
三
つ
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
発
生
し
、
契
約
か
ら
生
じ
た
債
権
と
は
法
的
に
別
個
の
債
権
と
し
て
捉
え
て
き
た
。
そ
の
上
で
、
一
部
の
自
覚
的
な
学
説
は
、

契
約
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
者
と
は
法
的
に
別
個
の
存
在
で
あ
る
後
者
の
成
立
要
件
が
充
足
さ
れ
た
と
き
に

は
、
契
約
か
ら
生
じ
た
債
権
は
消
滅
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
事
象
は
、
更
改
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る
と
理
解
し
て
き

た（
）。
も
っ
と
も
、
賠
償
モ
デ
ル
の
考
え
方
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
フ
ォ
ー
ト
な
い
し
損
害
の
発
生
に
よ
る
契
約
債
権
の
消
滅
、
更

77改
に
よ
る
説
明
と
い
う
二
点
に
対
し
て
は
、
批
判
を
提
起
す
る
見
解
も
存
在
し
た
が
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
契
約
不
履
行
に
基

づ
く
損
害
賠
償
が
、
契
約
債
権
と
は
法
的
に
別
個
の
存
在
で
、
要
件
を
充
足
し
た
時
に
初
め
て
発
生
す
る
債
権
で
あ
る
と
い
う
認
識

に
つ
い
て
、
異
論
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（

）。
こ
の
よ
う
な
理
解
こ
そ
が
、
賠
償
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
る
論
理
的
な

78
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帰
結
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
ケ
ー
ス
と
は
異
な

り
、
契
約
関
係
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
先
存
す
る
契
約
関
係
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
契
約
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
は
導
か
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

実
際
、
学
説
の
多
く
は
、
古
く
か
ら
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
本
来
的
債
権
の
内
容
の
変
更
な
い
し
拡
張
と
見
て
、

両
者
の
法
的
な
同
一
性
を
導
い
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
契
約
債
権
の
存
在
を
考
慮
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（

）。
79

し
か
し
、
こ
う
し
た
理
由
付
け
に
対
し
て
は
、
以
下
の
諸
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
賠
償
モ
デ
ル
は
、
要
件
充
足
に
よ
る
損
害
賠
償
債
権
の
発
生
と
、
契
約
か
ら
生
じ
た
債
権
と
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損

害
賠
償
の
法
的
異
別
性
と
い
う
命
題
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
賠
償
モ
デ
ル
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償

を
、
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
目
的
と
す
る
制
度
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
問
題
と

な
る
損
害
賠
償
債
権
は
、
契
約
か
ら
発
生
し
た
債
権
と
、
そ
の
目
的
を
大
き
く
異
に
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
う
し
た
目
的
の
全
く
異
な
る
二
つ
の
債
権
を
、
法
的
に
同
一
の
存
在
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
仮
に
目
的
の
異
な
る
二
つ
の
債
権
に
対
し
て
法
的
な
同
一
性
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
何

故
に
本
来
的
に
は
別
個
の
存
在
で
あ
る
は
ず
の
二
つ
の
債
権
が
契
約
関
係
の
存
在
を
理
由
に
同
一
の
存
在
と
し
て
同
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
か
、
何
故
に
要
件
の
充
足
に
よ
っ
て
契
約
債
権
が
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
へ
と
変
更
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
契
約
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
理
由
で
、
本
来
的
に
別
個
で
あ
る
は
ず
の
存
在
が
同
一
化
す
る
と
の
説
明
は
、

前
提
と
す
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
、
契
約
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
法
的
同
一
性
と
い
う
命
題
と
の

間
に
存
在
す
る
、
理
論
的
緊
張
関
係
を
緩
和
す
る
た
め
の
、
あ
る
種
の
感
覚
的
な
説
明
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
同
じ
く
、
仮
に
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
性
質
的
な
同
一
性
を
承
認
し
う
る
と
し
て
も
、
両
者
の
関
係
を
ど
の
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よ
う
に
把
握
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
損
害
賠
償
債
権
を
本
来
的
債
権
の
内
容
の
変
更
と
捉
え
る
通
説
的

理
解
を
文
字
通
り
捉
え
て
、
そ
の
意
味
を
、
本
来
的
債
権
が
損
害
賠
償
債
権
へ
と
移
行
す
る
旨
を
説
く
も
の
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
損
害
賠
償
債
権
へ
と
移
行
し
た
後
に
は
、
本
来
的
債
権
は
そ
の
実
在
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（

）。
そ
し
て
、
こ
れ
を
回

80

避
す
る
た
め
に
、
本
来
的
債
権
の
内
容
の
変
更
を
受
け
た
債
権
が
本
来
的
債
権
と
は
別
に
生
成
さ
れ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
債
権
の
間
に
同
一
性
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
（

）。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
伝
統
的
通
説
の
下
で
は
、

81

損
害
賠
償
の
性
質
の
み
に
関
心
が
集
中
し
て
い
る
た
め
、
本
来
的
な
債
権
の
帰
趨
と
い
う
問
題
が
、
不
明
確
な
ま
ま
残
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

か
く
し
て
、
少
な
く
と
も
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
賠
償
モ
デ
ル
を
基
礎

と
す
る
伝
統
的
通
説
の
下
に
お
い
て
、
契
約
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
伝
統
的
通
説
が
、
二
つ
の
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
を
打
ち
立
て
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く
の

か
。
賠
償
モ
デ
ル
と
の
抵
触
を
覚
悟
の
上
で
、
契
約
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
が
承
認
さ
れ
て
き
た
の
は
何
故

か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
は
、
同
一
性
命
題
が
機
能
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
具
体
的
場
面
と
、
そ
れ
に
対
す
る
学
説

の
評
価
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
と
な
る
。

本
款
の
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
学
説
は
、
古
く
か
ら
、
損
害
賠
償
債
権
と
本
来
的
な
契
約
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
を
根
拠

と
し
て
、
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
、
担
保
権
の
存
続
、
抗
弁
権
、
遅
延
損
害
金
の
問
題
等
を
規
律
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
判
例

も
、
本
来
的
債
権
と
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
権
と
の
同
一
性
を
理
由
に
、
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
が
本
来
的
債
権
の
履

行
を
請
求
し
う
る
時
か
ら
進
行
し
、
本
来
的
債
権
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
き
に
は
、
も
は
や
損
害
賠
償
を
請
求
し
え
な
い
こ

と
を
導
い
て
き
た
。
多
く
の
学
説
は
、
こ
れ
ら
の
解
決
を
所
与
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
損
害
賠
償
債
権
と

本
来
的
債
権
が
同
一
性
を
有
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
か
つ
て
の
学
説
の
中
に
は
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
こ
れ
ら
の
解
決
を
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出
発
点
と
し
て
、
二
つ
の
債
権
の
同
一
性
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
も
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債

権
の
消
滅
時
効
を
同
一
の
規
律
に
服
せ
し
め
、
本
来
的
債
権
に
付
せ
ら
れ
て
い
た
担
保
権
の
効
力
を
損
害
賠
償
債
権
に
も
及
ぼ
す
こ

と
が
、
損
害
賠
償
の
目
的
に
合
致
し
、
当
事
者
の
意
思
に
も
適
合
す
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
上
の
不
都

合
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
解
決
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
、
損
害
賠
償
債
権
と
本
来
的
債
権
の

同
一
性
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（

）。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
価
値
判
断
は
、
と
り
わ
け
、
損
害
賠
償
請
求
権
の

82

消
滅
時
効
起
算
点
の
局
面
で
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（

）。
従
っ
て
、
伝
統
的
通
説
が
説

83

く
同
一
性
命
題
の
背
後
に
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
な
け
れ
ば
、
実
際
上
不
都
合
な
結
果
が
導
か
れ
て
し
ま
う
、
消
滅
時
効
の
問
題

に
即
し
て
言
え
ば
、
そ
の
起
算
点
を
、
賠
償
モ
デ
ル
か
ら
論
理
的
に
導
か
れ
る
帰
結
で
あ
る
不
履
行
時
で
は
な
く
、
本
来
的
債
務
の

履
行
請
求
可
能
時
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
価
値
判
断
が
存
在
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
価
値
判
断
か
ら
説
き
起
こ
し
て
、
前
提
と
す
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
と
相
容
れ
な
い

命
題
を
打
ち
立
て
る
手
法
に
対
し
て
は
、
以
下
の
諸
点
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
に
、
価
値
判
断
に
支
え
ら
れ
た
同
一
性
命
題
が
機
能
す
る
領
域
の
問
題
で
あ
る
。
本
来
的
債
権
に
付
着
し
て
い
た
担
保
権
が

損
害
賠
償
債
権
を
も
カ
バ
ー
す
る
こ
と
、
譲
渡
前
に
発
生
し
た
遅
延
損
害
金
が
本
来
的
債
権
の
譲
渡
に
よ
っ
て
移
転
す
る
こ
と
は
、

当
事
者
意
思
等
の
別
の
理
由
付
け
に
よ
っ
て
も
正
当
化
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
解
決
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
、
原
理
的
な
不

整
合
を
犯
し
て
ま
で
同
一
性
命
題
を
介
在
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
問
題
と
契
約
不
履
行

に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
論
は
、
理
論
的
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

よ
り
重
要
な
点
と
し
て
、
第
二
に
、
学
説
と
判
例
に
お
け
る
同
一
性
の
意
味
の
相
違
で
あ
る
。
仮
に
問
題
を
損
害
賠
償
債
権
の
消

滅
時
効
起
算
点
に
限
定
し
、
か
つ
、
右
の
よ
う
な
価
値
判
断
が
適
切
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
受
け
皿
と
し
て
同
一
性
命
題
を
構

想
す
る
と
し
て
も
（

）、
こ
の
よ
う
な
消
滅
時
効
レ
ベ
ル
で
の
価
値
判
断
は
（

）、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他

84
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の
債
務
不
履
行
に
対
す
る
救
済
に
も
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
我
が
国
の
一
般
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
解
除

も
、
損
害
賠
償
と
同
じ
く
債
務
不
履
行
責
任
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
本
来
的
債
権
の
消
滅
時
効
と
は
別
に
解
除
権
の
消
滅
時
効
を
観

念
す
る
余
地
は
な
い
し
、
本
来
的
債
務
が
消
滅
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
請
求
し
え
な
い
以
上
、
解
除

に
基
づ
く
原
状
回
復
も
請
求
し
え
な
い
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
本
来
的
債
権
の
消
滅
時
効
と
は
別
に
原
状
回
復
請
求
権
の
消

滅
時
効
を
観
念
す
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
（

）。
と
こ
ろ
が
、
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
こ
な
か
っ
た
。
判
例
は
、

86

古
く
か
ら
、
本
来
的
債
権
の
消
滅
時
効
と
は
別
に
、
債
務
不
履
行
時
を
起
算
点
と
す
る
解
除
権
自
体
の
消
滅
時
効
を
観
念
し
（

）、
か
つ
、

87

解
除
に
よ
っ
て
発
生
す
る
原
状
回
復
債
権
に
つ
い
て
も
、
解
除
時
を
起
算
点
と
す
る
消
滅
時
効
を
認
め
て
き
た
の
で
あ
る
（

）。
88

こ
の
よ
う
な
伝
統
的
理
解
と
判
例
の
対
立
構
図
か
ら
は
、
両
者
に
お
い
て
、
損
害
賠
償
債
権
と
本
来
的
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命

題
に
仮
託
さ
れ
て
き
た
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
学
説
の
多
く
は
、
賠
償
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
る
帰
結

を
回
避
し
、
実
質
的
に
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
解
決
を
導
く
た
め
の
概
念
枠
組
み
と
し
て
、
二
つ
の
債
権
の
同
一
性
を
用
い
て
い
る

の
に
対
し
て
、
判
例
は
、
損
害
賠
償
債
権
の
性
質
な
い
し
属
性
そ
れ
自
体
と
し
て
、
本
来
的
債
権
と
の
同
一
性
を
語
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
み
本
来
的
債
権
と
の
関
わ
り
を
認
め
、
解
除

に
基
づ
く
原
状
回
復
債
務
に
つ
い
て
は
本
来
的
債
権
と
の
関
係
を
否
定
す
る
と
い
う
態
度
は
、
価
値
判
断
の
レ
ベ
ル
で
両
者
に
お
け

る
消
滅
時
効
の
規
律
を
異
に
す
る
た
め
の
根
拠
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
こ
れ
ら
二
つ
の
債
権
を
性
質
の
異
な
る
も
の
と
し
て

把
握
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
判
例
上
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
本
来
的
債
権
と

同
じ
性
質
を
持
ち
、
解
除
に
基
づ
く
原
状
回
復
は
そ
れ
と
は
異
な
る
性
質
を
持
つ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
に
お
け
る
証
明
責
任
分
配
ル
ー
ル
及
び
そ
の
基
礎
付
け
と
い
う
点
か
ら

も
明
ら
か
と
な
る
。
判
例
は
、
履
行
が
全
く
存
在
し
な
い
ケ
ー
ス
に
関
し
て
は
、
債
権
者
が
「
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
」
を
証
明
す

る
の
で
は
な
く
、
債
務
者
が
「
履
行
し
た
こ
と
」
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
損
害
賠
償
債
権
と
本
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来
的
債
権
の
同
一
性
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
た
（

）。
ま
た
、
帰
責
事
由
に
つ
い
て
、
そ
の
不
存
在
を
債
務
者
が
証
明
し
な
け
れ
ば
な

89

ら
な
い
と
の
解
決
を
基
礎
付
け
る
に
際
し
て
も
、
判
例
は
、
損
害
賠
償
債
権
と
本
来
的
債
権
の
同
一
性
を
そ
の
決
定
的
な
根
拠
と
し

て
援
用
し
て
い
る
（

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
の
多
く
は
、
帰
責
事
由
不
存
在
が
債
務
者
側
の
証
明
責
任
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
な
が

90

ら
も
、
そ
の
理
由
付
け
と
し
て
、
損
害
賠
償
債
権
と
本
来
的
債
権
の
同
一
性
を
援
用
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
し
（

）、
ま
た
、

91

債
務
者
が
「
履
行
し
た
こ
と
」
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
そ
の
結
論
そ
れ
自
体
が
批
判
の
対
象
と
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
（

）。
こ
う
し
た
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
に
お
け
る
証
明
責
任
の
所
在
を
め
ぐ
る
議
論
を
一
瞥
す

92

る
だ
け
で
も
、
損
害
賠
償
債
権
と
本
来
的
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
に
付
与
さ
れ
て
き
た
意
味
付
け
が
、
判
例
と
学
説
に
お
い
て

異
な
る
こ
と
が
明
確
に
な
ろ
う
。

ま
ず
、
学
説
が
、
不
履
行
に
関
す
る
証
明
責
任
の
所
在
を
決
定
す
る
場
面
に
お
い
て
、
同
一
性
と
い
う
命
題
を
用
い
て
い
な
い
の

は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
消
滅
時
効
起
算
点
の
問
題
に
お
い
て
妥
当
し
た
価
値
判
断
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
か

ら
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
不
履
行
を
契
機
と
し
て
新
た
に
発
生
す
る
、
本
来
的
な

債
権
と
は
別
の
債
権
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
不
履
行
は
損
害
賠
償
債
権
の
発
生
を
基
礎
付
け
る
要
素
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
う

で
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
債
権
者
側
が
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
の
局
面

で
は
、
実
質
的
妥
当
性
を
図
る
た
め
に
、
こ
の
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
を
同
一
性
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
覆
し
た
が
、
こ
の
局

面
で
は
、
そ
れ
が
不
要
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
賠
償
の
論
理
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
を
貫

徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
学
説
が
、
帰
責
事
由
の
証
明
責
任
の
所
在
を
確
定
す
る
局
面
に
お
い
て
、
同
一
性
と
い
う
命
題
を
用
い
て
い
な
い
の
は
、

そ
れ
を
援
用
し
な
く
て
も
、
他
の
理
由
付
け
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
（

）。
賠
償
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、

93

損
害
賠
償
責
任
の
根
拠
で
あ
る
は
ず
の
帰
責
事
由
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
側
が
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
理
解
す
る
の
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が
自
然
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
と
は
反
対
の
解
決
を
導
く
た
め
に
は
、
あ
え
て
同
一
性
と
い
う
不
明
確
な
命
題
を
持
ち
出
さ
な
く
て

も
、
そ
の
他
の
理
由
で
足
り
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
判
例
が
、
こ
れ
ら
の
局
面
に
お
い
て
、
同
一
性
と
い
う
命
題
を
用
い
て
い
る
の
は
、
価
値
判
断
の
表
明
で
は
な
く
、
債

務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
属
性
と
し
て
、
本
来
的
債
権
と
の
同
一
性
を
問
題
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
債
務
不
履
行
に
基

づ
く
損
害
賠
償
が
本
来
的
債
権
と
同
一
の
実
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
の
消
滅
時
効
起
算
点
は
同
じ
規
律
に
服
す
る
は
ず
で
あ
る
し
、

そ
れ
を
請
求
す
る
た
め
に
証
明
が
求
め
ら
れ
る
要
素
も
、
本
来
的
債
権
の
履
行
請
求
の
場
合
と
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し

て
、
判
例
は
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
一
般
と
し
て
、
本
来
的
債
権
と
の
同
一
性
を
設
定
し
、
そ
こ
か
ら
、
損
害

賠
償
の
性
質
に
関
わ
る
諸
問
題
の
解
決
を
導
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
第
三
に
、
伝
統
的
通
説
が
同
一
性
命
題
を
用
い
る
こ
と
の
妥
当
性
で
あ
る
。
仮
に
右
の
認
識
が
正
当

で
あ
る
な
ら
ば
、
損
害
賠
償
債
権
と
契
約
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
は
、
前
提
と
な
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論

枠
組
み
と
原
理
的
に
対
立
し
、
か
つ
、
消
滅
時
効
の
局
面
に
お
け
る
価
値
判
断
の
み
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、

こ
れ
を
放
棄
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
伝
統
的
通
説
が
採
用
し
て
き
た
価
値
判
断
に
基
づ
く
同

一
性
命
題
は
、
理
論
的
に
見
れ
ば
矛
盾
を
、
実
際
的
に
見
れ
ば
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
評
価
し
う
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
損
害
賠
償
債
権
と
契
約
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
を
放
棄
す
れ
ば
問
題
が
解
決
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

確
か
に
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
賠
償
モ
デ
ル
と
の
論
理
的
な
矛
盾
を
回
避
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
少
な

く
と
も
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
を
問
お
う
と
す
る
本
稿
に
と
っ
て
、
本
款
に
お
け
る
考
察

は
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
起

算
点
を
、
本
来
的
債
権
の
履
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
時
と
す
る
解
決
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
基
礎
付
け
る
の
か
と
い

う
問
題
が
生
じ
う
る
（

）。
こ
の
点
は
別
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
判
例
が
同
一
性
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、

94
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学
説
の
言
う
よ
う
に
、
真
の
意
味
で
是
認
し
え
な
い
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
問
う
必
要
が
あ
る
。
履
行
モ
デ
ル
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

判
例
は
、
む
し
ろ
、
損
害
賠
償
の
性
質
か
ら
導
か
れ
る
当
然
の
帰
結
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

㈡

履
行
モ
デ
ル
に
お
け
る
同
一
性
の
意
味

履
行
モ
デ
ル
に
依
拠
し
た
場
合
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
契
約
な
い
し
契
約
債
権
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
も

の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
を
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
起
算
点
、
証
明
責
任
の
所
在
と
い
う
個
別
的
な
問
題
も

踏
ま
え
つ
つ
、
確
認
し
て
お
く
。

履
行
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
源
は
契
約
そ
れ
自
体
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
伝
統
的

通
説
が
説
く
よ
う
に
、
契
約
不
履
行
に
よ
っ
て
、
本
来
的
な
債
権
が
損
害
賠
償
債
権
へ
と
変
形
す
る
こ
と
も
、
本
来
的
債
権
が
拡
張

す
る
こ
と
も
な
い
。
債
務
者
が
債
務
を
正
確
に
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
契
約
債
務
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
、
た
だ
、
債

権
者
に
対
し
て
そ
の
実
現
手
段
と
し
て
の
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
利
用
す
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契
約
債
権
の
実
現
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
に
他
な
ら
な
い

の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
契
約
債
権
か
ら
離
れ
て
、
独
自
の
意
味
付
け
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
独
自
の
規
律
を
受
け
る
こ
と
も
な

い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
を
基
礎
と
し
た
場
合
、
㈠
に
お
い
て
触
れ
た
各
論
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
展
望
が
与
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
消
滅
時
効
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
損
害
賠
償
は
契
約
債
権
の
実
現
手
段
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
消
滅
時
効
も
、
同
じ
ル
ー
ル
に
従
っ
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
損
害
賠

償
に
つ
い
て
、
独
自
の
消
滅
時
効
ル
ー
ル
を
観
念
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
契
約
債
権
が
時
効
に

よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
、
そ
の
実
現
手
段
と
し
て
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
損
害
賠
償

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
契
約
債
権
の
請
求
が
可
能
で
あ
る
間
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
契
約
不
履
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行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
に
お
け
る
不
履
行
、
帰
責
事
由
の
証
明
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
履
行
方
式
と
し
て
捉
え

る
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
契
約
債
権
の
履
行
を
求
め
る
場
合
と
規
律
を
異
に
す
る
理
由
は
存
し
な
い
。
つ
ま
り
、
履
行
が
全
く
な
さ
れ

て
い
な
い
状
況
に
お
い
て
（

）、
債
権
者
が
債
務
の
存
在
を
証
明
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
の
存
在
は
基
礎
付
け
ら
れ

95

う
る
か
ら
、
そ
れ
を
免
れ
よ
う
と
す
る
債
務
者
が
「
履
行
し
た
こ
と
」
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
自
己
の
責
め
に
帰
す
こ

と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
債
務
の
履
行
が
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
も
、
債
務
の
実
現
を
免
れ
よ
う
と
す
る
債
務
者
が
こ
れ
を
証
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（

）。
96

履
行
モ
デ
ル
を
基
礎
と
し
た
場
合
、
契
約
な
い
し
契
約
債
権
と
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
関
係
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る

具
体
的
帰
結
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
展
望
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
改
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
く
、
履
行
モ
デ

ル
を
基
礎
と
し
た
場
合
に
導
か
れ
る
こ
れ
ら
の
解
決
は
、
判
例
が
損
害
賠
償
債
権
と
契
約
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
実

現
し
よ
う
と
し
た
結
論
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
と
、
学
説
と
は
異
な
り
損
害
賠
償
債
権
の
性
質
一
般
と

し
て
同
一
性
を
問
題
に
し
て
い
る
判
例
の
立
場
を
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
判
例
法
理
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ

う
な
読
み
方
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
判
例
は
、
損
害
賠
償
債
権
と
契
約
債
権
の
同
一
性
を
前
者
の
属
性
と
し

て
捉
え
て
お
り
、
少
な
く
と
も
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
が
問
題
と
な
る
局
面
に
お
い
て
は
（

）、
そ
の
解
決
の
背
後
に

97

契
約
な
い
し
本
来
的
債
権
の
実
現
と
い
う
視
点
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
暗
黙
の
前
提
と
さ
れ
て
き
た
賠
償
モ
デ
ル
を
放
棄
し
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
説
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
履
行
モ

デ
ル
を
共
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
判
例
法
理
は
、
損
害
賠
償
の
性
質
か
ら
導
か
れ
る
当
然
の
帰
結
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
不
履
行
の
証
明
責
任
レ
ベ
ル
に
お
け
る
批
判
、
解
除
に
基
づ
く
原
状

回
復
債
務
の
消
滅
時
効
と
損
害
賠
償
債
務
の
消
滅
時
効
の
規
律
が
異
な
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
複
数
の
モ

デ
ル
の
存
在
を
知
ら
な
い
、
あ
る
い
は
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
と
し
て
は
唯
一
賠
償
モ
デ
ル
の
み
が
存
在
す
る
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と
の
前
提
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
前
提
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
批
判
と
し
て
も
成
り
立
ち
え
な
い
と
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
、
履
行
が
全
く
な
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
に
お
け
る
不
履
行
の
証
明
責
任
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
学
説
の
批
判
は
、
賠

償
の
論
理
を
所
与
の
前
提
と
し
た
上
で
、「
履
行
し
た
こ
と
」
の
証
明
責
任
を
債
務
者
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
と
説
く
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
履
行
の
論
理
に
従
え
ば
、
こ
う
し
た
解
決
を
何
ら
問
題
な
く
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
解
除
に
基
づ
く
原
状
回
復
債
務
の
消
滅
時
効
の
問
題
に
関
し
て
、
学
説
の
多
数
は
、
本
来
的
債
務
が
消
滅
し
た
と
き

に
は
、
そ
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
請
求
し
え
な
い
以
上
、
解
除
に
基
づ
く
原
状
回
復
も
請
求
し
え
な
い
と
理
解
す
べ
き
旨

を
説
く
が
、
こ
う
し
た
批
判
の
背
後
に
は
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
と
契
約
債
務
を
同
一
の
消
滅
時
効
期
間
に
服
せ

し
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
価
値
判
断
の
他
に
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
解
除
に
基
づ
く
原
状
回
復
を
同
一
に
扱
う
べ
き

で
あ
る
と
の
価
値
判
断
、
更
に
そ
の
奥
に
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
解
除
を
全
く
同
一
の
機
能
を
持
つ
手
段
、
つ
ま

り
、
債
務
不
履
行
に
対
す
る
責
任
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
構
想
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
し
か
し
、
契
約
不
履
行

98

に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
契
約
の
実
現
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
立
場
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
解
除
、
契
約
解
除
を
原
因
と
す
る
原
状
回

復
債
務
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
基
礎
を
与
え
よ
う
と
も
、
契
約
の
実
現
を
目
指
す
損
害
賠
償
と
、
契
約
の
巻
き
戻
し
、
あ
る
い
は
、

不
履
行
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
目
的
と
す
る
解
除
の
原
状
回
復
債
務
と
は
、
そ
の
性
質
・
規
律
を
異
に
す
る
は
ず
で
あ
り
（

）、
両

99

者
の
消
滅
時
効
に
関
す
る
規
律
を
同
一
に
扱
う
べ
き
理
由
は
、
理
論
的
に
は
存
在
し
な
い
と
言
え
る

（

)(
）。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
の
局

100

101

面
に
お
け
る
批
判
も
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て
特
定
の
モ
デ
ル
を
暗
黙
の
前
提
と
し
た
も
の
と
評
価
し
う
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と

を
反
対
か
ら
言
え
ば
、
履
行
モ
デ
ル
は
、
損
害
賠
償
の
性
質
に
関
わ
る
判
例
法
理
の
正
当
化
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
う
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
判
例
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
留
保
を
付
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
安
全
配
慮
義
務
が
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問
題
と
な
る
場
面
に
関
わ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
債
務
不
履
行
と
性
質
決

定
し
て
い
る
が
（

）、
通
常
の
契
約
不
履
行
が
問
題
と
な
る
場
合
と
は
異
な
り
、
損
害
賠
償
債
務
と
安
全
配
慮
義
務
の
同
一
性
を
明
確
に

102

否
定
し
（

）、
そ
の
消
滅
時
効
起
算
点
を
、
一
般
的
に
は
損
害
発
生
時
、
じ
ん
肺
に
り
患
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
関

103

し
て
は
、
最
終
の
行
政
上
の
決
定
を
受
け
た
時
に
求
め
て
お
り
（

）、
更
に
、
じ
ん
肺
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
場
合
の
損
害
に
つ
い
て
は
、

104

死
亡
の
時
か
ら
、
そ
の
消
滅
時
効
が
進
行
す
る
と
理
解
し
て
き
た
（

）。
つ
ま
り
、
判
例
は
、
安
全
配
慮
義
務
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
当

105

事
者
が
契
約
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
存
在
し
な
い
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
損
害
賠
償
債
務
と
本
来
的
債
務
の
同
一
性

を
否
定
し
、
そ
こ
か
ら
、
損
害
賠
償
債
務
の
消
滅
時
効
起
算
点
を
原
則
と
し
て
損
害
発
生
時
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
（

）。
従
っ
て
、

106

判
例
に
お
い
て
は
、
民
法
四
一
五
条
に
い
う
損
害
賠
償
の
中
に
性
質
の
異
な
る
二
つ
の
タ
イ
プ
の
損
害
賠
償
が
観
念
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
履
行
モ
デ
ル
は
、
全
て
の
判
例
法
理
を
正
当
化
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
と
は
な
り
え
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
期
間
制
限
と
の
対
比
を
も
踏
ま
え
て
、
更
に
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
損
害
が
発
生
す
る
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、
加
害
行
為
の
時
が
七
二
四
条
後

段
の
期
間
制
限
の
起
算
点
と
な
る
が
、「
当
該
不
法
行
為
に
よ
り
発
生
す
る
損
害
の
性
質
上
、
加
害
行
為
が
終
了
し
て
か
ら
相
当
の

期
間
が
経
過
し
た
後
に
損
害
が
発
生
す
る
場
合
に
は
、
当
該
損
害
の
全
部
又
は
一
部
が
発
生
し
た
時
が
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
な

る
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
じ
ん
肺
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
場
合
に
は
、
損
害
発
生
時
が
民
法
七
二
四
条
後
段
の
期
間
制

限
の
起
算
点
と
な
る
（

）。
そ
う
す
る
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
（

）、
被
害
者
が
安
全
配
慮
義
務
違
反
を
主
張
す
る
場
合

107

108

と
、
不
法
行
為
を
援
用
す
る
場
合
と
で
、
消
滅
時
効
な
い
し
除
斥
期
間
の
起
算
点
が
、
同
一
の
時
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る（
）。

安
全
配
慮
義
務
の
消
滅
時
効
に
関
す
る
判
決
を
、
そ
の
理
由
付
け
も
含
め
、
右
の
判
決
と
の
対
比
で
見
る
な
ら
ば
、
判
例
は
、

109安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
債
務
不
履
行
と
性
質
決
定
し
、
そ
こ
か
ら
幾
つ
か
の
具
体
的
な
帰
結
を
導
き
つ
つ
も
（

）、
110
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損
害
賠
償
の
性
質
に
関
わ
る
側
面
に
お
い
て
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
同
質
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
（

）。
111

こ
う
し
た
状
況
を
前
に
ど
の
よ
う
な
方
策
を
採
る
べ
き
か
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
の
検
討
を
目
的
と
す
る

本
款
の
課
題
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
現
時
点
で
は
、
以
下
の
点
を
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
損
害
賠

償
債
権
の
消
滅
時
効
起
算
点
に
関
す
る
判
例
か
ら
は
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償

の
同
質
性
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
本
来
的
債
務
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
異
質
性
を
指
摘
し
う
る
こ

と
、
民
法
四
一
五
条
の
損
害
賠
償
の
中
に
性
質
の
異
な
る
二
つ
の
タ
イ
プ
の
損
害
賠
償
が
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
（

）、
不
履
行
法
の
領

112

域
か
ら
安
全
配
慮
義
務
と
い
う
異
質
な
要
素
を
排
除
し
、
当
事
者
が
契
約
に
お
い
て
実
現
を
予
定
し
た
も
の
が
問
題
と
な
り
う
る
局

面
に
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
対
象
を
限
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
履
行
モ
デ
ル
を
判
例
法
理
の
正
当
化
モ
デ
ル
と
し
て
定

立
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
の
捉
え
方
と
、
判
例
理
論
の
読
み
方
は
、
債
務
不
履
行
に
基

づ
く
損
害
賠
償
の
歴
史
的
展
開
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ
う
る
。
川
島
武
宜
は
、
損
害
賠
償
債
権
と
本
来
的
債
権
の
同
一

性
を
肯
定
す
る
に
際
し
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
近
代
法
に
お
い
て
損
害
賠
償
の
把
握
の
仕
方
が
変
化
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
か
つ
て
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
本
来
的
債
権
の
効
力
で
は
な
く
、
不
法
行
為
の
効
力
と
し
て
把
握
さ
れ

て
い
た
が
、
そ
の
後
、
本
来
的
債
権
は
国
家
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
い
う
意
識
が
確
立
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
損
害
賠
償
も
本
来

の
債
権
の
効
力
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
、
近
代
法
に
お
い
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
本
来
の
債
権
の
内
容
が

転
換
し
た
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
、
両
者
は
一
つ
の
存
在
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（

）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
認
識

113

が
正
当
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
こ
こ
で
言
う
損
害
賠
償
は
、
本
来
的
債
権
の
効
力
そ
れ
自
体
、
あ
る
い
は
、
そ
の
実
現
手
段
と

し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
、
不
履
行
を
契
機
と
し
て
新
た
に
発
生
す
る
債
権
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

契約不履行に基づく損害賠償の理論（一)
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は
な
い
。
つ
ま
り
、
右
の
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
う
る
の
は
、
賠
償
モ
デ
ル
と
同
一
性
命
題
の
組
み
合
わ
せ
で
は
な
く
、
履

行
モ
デ
ル
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
学
説
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
歴
史
認
識
を
前
提
と
し
つ
つ
、
損
害
賠
償
は
本
来
的

債
権
の
代
償
で
あ
り
そ
れ
と
価
値
的
な
同
一
性
を
持
つ
と
の
説
明
を
介
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
債
権
が
同
一
性
を
持
つ
こ
と
を
正
当

化
し
よ
う
と
す
る
も
の
も
存
在
す
る
（

）。
し
か
し
、
不
法
行
為
の
効
果
か
ら
本
来
的
債
権
の
効
力
へ
と
い
う
歴
史
認
識
か
ら
は
、
履
行

114

実
現
の
手
段
と
し
て
損
害
賠
償
を
構
想
す
る
方
向
性
を
描
く
こ
と
が
自
然
で
あ
る
し
（

）、
仮
に
こ
の
歴
史
認
識
を
問
題
に
せ
ず
、
価
値

115

的
同
一
性
の
み
を
根
拠
と
す
る
と
き
に
は
、
価
値
の
同
一
性
か
ら
法
的
同
一
性
を
導
く
手
法
そ
れ
自
体
が
問
題
に
付
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
（

）。
116

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
に
関
す
る
考
察
の
終
わ
り
に
、
本
節
の
分
析
を
総
括
す
る
視
点
か
ら
一
言
し
て
お
こ
う
。

伝
統
的
学
説
は
、
契
約
と
は
法
的
に
別
個
の
存
在
で
あ
る
損
害
賠
償
を
債
務
者
に
課
す
た
め
の
要
素
と
し
て
帰
責
事
由
要
件
を
構
想

す
る
一
方
で
、
契
約
な
い
し
契
約
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
法
的
同
一
性
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
的
に
矛
盾
し
た

状
態
に
あ
る
と
言
え
る
。
帰
責
と
い
う
考
え
方
を
採
用
し
て
い
る
時
点
に
お
い
て
、
既
に
両
者
の
法
的
異
別
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
反
対
に
、
損
害
賠
償
債
権
の
性
質
一
般
と
し
て
、
契
約
な
い
し
契
約
債
権
と
の
同
一
性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
帰
責

の
考
え
方
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帰
責
は
異
別
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
本
稿
が
提
示
す
る
履
行
モ
デ
ル

は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
契
約
の
実
現
手
段
で
あ
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
よ
る
と
、
契
約

不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契
約
な
い
し
契
約
債
権
そ
れ
自
体
な
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く

損
害
賠
償
と
契
約
と
は
「
同
一
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
こ
そ
、
損
害
賠
償
を
債
務
者
に
帰

責
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
を
観
念
す
る
こ
と
な
く
、
不
履
行
と
そ
の
限
界
か
ら
な
る
要
件
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
実
現
は
同
一
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（

）
本
稿
は
、
筆
者
が
慶
應
義
塾
大
学
に
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
「
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
」
の
第
一
部
「
原
理
」

1の
う
ち
日
本
法
に
関
わ
る
部
分
を
、
掲
載
誌
の
都
合
に
よ
り
ご
く
圧
縮
し
た
形
で
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
比
較
法
に
関
わ
る
部
分
の
概

要
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
理
論
モ
デ
ル
│
│
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
契
約
不
履
行
に
基

づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
論
の
検
討
│
│
」
法
政
論
究
七
〇
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
九
九
頁
以
下
、
同
「
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償

の
範
囲
の
理
論
的
基
礎
│
│
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
理
論
モ
デ
ル
と
「
予
見
可
能
性
」
│
│
」
法
政
論
究
七

一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
五
七
頁
以
下
、
同
「
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
お
け
る
「
帰
責
」
と
「
実
現
」
│
│
契
約
不
履
行
に

基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
理
論
モ
デ
ル
と
「
帰
責
事
由
」
の
要
否
│
│
」
法
政
論
究
七
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
八
三
頁
以
下
、

同
「
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
理
論
モ
デ
ル
の
変
遷
│
│
民
法
典
に
お
け
る
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
意
義

と
賠
償
理
論
の
実
践
的
意
図
│
│
」
法
政
論
究
七
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
五
五
頁
以
下
、
同
「
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
対

象
│
│
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
理
論
モ
デ
ル
と
「
損
害
」
要
件
の
意
義
│
│
」
法
政
論
究
七
五
号
（
二
〇
〇

七
年
）
二
六
九
頁
以
下
を
参
照
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
論
文
の
中
で
示
さ
れ
て
い
た
構
想
を
日
本
法
の
議
論
に
即
し
て
展
開
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
（
債
権
法
改
正
の
文
脈
で
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
同
「
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
と
体
系
│
│
民
法
（
債

権
関
係
）
改
正
を
巡
る
議
論
に
寄
せ
て
│
│
」
池
田
真
朗
＝
平
野
裕
之
＝
西
原
慎
治
編
『
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
論
理
』（
新
青
出

版
・
二
〇
一
〇
年
）
四
六
三
頁
以
下
）。
ま
た
、
同
第
二
部
「
統
合
」
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
公
表
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

（

）
石
坂
音
四
郎
『
日
本
民
法
第
三
編
債
権
第
一
巻
（
訂
正
第
二
版
）』（
有
斐
閣
書
房
・
一
九
一
二
年
〔
初
版
・
一
九
一
二
年
〕）
二

2七
一
頁
以
下
、
鳩
山
秀
夫
『
増
訂
改
版
日
本
債
権
法
総
論
』（
岩
波
書
店
・
一
九
二
五
年
〔
初
版
・
一
九
一
六
年
〕）
六
四
頁
以
下
、
富

井
政
章
『
民
法
原
論
第
三
巻
債
権
総
論
上
』（
有
斐
閣
・
一
九
二
九
年
）
一
九
六
頁
以
下
、
勝
本
正
晃
『
債
権
総
論
上
巻
（
訂
正
三

版
）』（
巖
松
堂
書
店
・
一
九
三
四
年
〔
初
版
・
一
九
三
〇
年
〕）
二
七
九
頁
以
下
等
。

（

）
我
妻
榮
『
民
法
講
義
Ⅳ
新
訂
債
権
総
論
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
四
年
〔
初
版
・
一
九
四
〇
年
〕）
九
八
頁
以
下
、
於
保
不
二
雄
『
債

3権
総
論
（
新
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
七
二
年
〔
初
版
・
一
九
五
九
年
〕）
八
九
頁
以
下
等
。

（

）
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
及
び
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
は
あ
る
が
、
森
田
宏
樹
「
結
果
債
務
・
手
段
債
務
の
区
別
の
意
義
に
つ
い
て
│
│

4債
務
不
履
行
に
お
け
る
「
帰
責
事
由
」」
同
『
契
約
責
任
の
帰
責
構
造
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
二
年
）
一
頁
以
下
〔
初
出
・
鈴
木
禄
弥
先
生
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古
稀
記
念
『
民
事
法
学
の
新
展
開
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
三
年
）
所
収
〕、
潮
見
佳
男
『
債
権
総
論
Ⅰ
（
第
二
版
）』（
信
山
社
・
二
〇
〇
三

年
〔
初
版
・
一
九
九
四
年
〕）
二
五
八
頁
以
下
等
。
ま
た
、
文
献
の
所
在
も
含
め
て
、「
特
集
契
約
責
任
論
の
再
構
築
」
ジ
ュ
リ
一
三
一

八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
所
収
の
諸
論
稿
、
山
本
豊
「
契
約
責
任
論
の
新
展
開
（
そ
の
一
）（
そ
の
四
）（
そ
の
五
）」
法
教
三
四
二
号
（
二

〇
〇
九
年
）
八
四
頁
以
下
、
三
四
七
号
六
五
頁
以
下
、
三
四
八
号
六
〇
頁
以
下
等
を
参
照
。

（

）
文
献
の
所
在
も
含
め
て
、
拙
稿
・
前
掲
注
（

）「
原
理
と
体
系
」
を
参
照
。

5

1

（

）
拙
稿
・
前
掲
注
（

）「
理
論
モ
デ
ル
」
を
参
照
。

6

1

（

）
議
論
の
状
況
に
つ
き
、
履
行
請
求
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
窪
田
充
見
「
履
行
請
求
権
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一

7〇
三
頁
以
下
等
を
、
解
除
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
平
野
裕
之
「
契
約
解
除
と
損
害
賠
償
義
務
（
一
）
〜
（
三
・
完
）
│
│
売
買
契
約
を
め

ぐ
る
各
論
的
考
察
を
か
ね
て
│
│
」
法
論
六
九
巻
三
＝
四
号
（
一
九
九
七
年
）
一
九
五
頁
以
下
、
六
号
二
七
頁
以
下
、
七
〇
巻
一
号
一
二

五
頁
以
下
等
を
参
照
。

（

）
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
う
る
契
約
不
履
行
の
救
済
手
段
は
、
履
行
請
求
と
解
除
に
限
ら
れ
な
い
。

8例
え
ば
、
代
金
減
額
請
求
も
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
の
関
係
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
救
済
手
段
で
あ
る
。
契
約
不
履
行
に
基

づ
く
損
害
賠
償
を
履
行
の
実
現
と
い
う
視
角
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
に
対
し
て
は
、
時
に
、
そ
の
対
象
を
代
金
減
額
の
範
囲
に
限
定

す
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
と
し
た
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
が
正
当
で
な
い
こ
と
は
、
前
稿
の
検
討
か

ら
も
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
（
と
り
わ
け
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
１
）「
賠
償
範
囲
の
理
論
的
基
礎
」
を
参
照
）、
こ
の
批
判
に

明
確
な
形
で
応
え
る
た
め
に
も
、
両
者
の
関
係
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
存
す
る
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
代
金
減
額
請
求
は
、
契
約
の

拘
束
力
や
契
約
の
改
定
と
い
っ
た
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
本

稿
の
問
題
関
心
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
代
金
減
額
請
求
と
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
の
関

係
に
つ
い
て
独
立
し
た
検
討
を
行
う
こ
と
を
留
保
し
、
右
の
批
判
に
応
接
す
る
の
に
必
要
な
叙
述
だ
け
を
す
る
こ
と
に
し
た
。

（

）
本
款
で
扱
う
問
題
に
関
す
る
比
較
法
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（

）「
帰
責
と
実
現
」
を
参
照
。
本
款
の
叙
述
の
一

9

1

部
は
、
同
論
文
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
原
形
を
と
ど
め
な
い
ほ
ど
大
幅
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
。

（

）
我
妻
・
前
掲
注
（

）
一
〇
〇
頁
以
下
、
於
保
・
前
掲
注
（

）
九
三
頁
以
下
、
林
良
平
（
安
永
正
昭
補
訂
）
＝
石
田
喜
久
夫
＝
高

10

3

3

木
多
喜
男
『
債
権
総
論
（
第
三
版
）』（
青
林
書
院
・
一
九
九
六
年
〔
初
版
・
一
九
七
八
年
〕）
九
〇
頁
以
下
〔
林
執
筆
部
分
〕、
奥
田
昌
道
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『
債
権
総
論
（
増
補
版
）』（
悠
々
社
・
一
九
九
二
年
〔
初
版
・
一
九
八
二
年
〕）
一
二
四
頁
以
下
等
。

（

）
石
坂
・
前
掲
注
（

）
二
七
一
頁
以
下
、
鳩
山
・
前
掲
注
（

）
六
四
頁
以
下
、
富
井
・
前
掲
注
（

）
一
九
六
頁
以
下
、
勝
本
・

11

2

2

2

前
掲
注
（

）
二
七
九
頁
以
下
等
。

2

（

）
中
野
貞
一
郎
「
診
療
債
務
の
不
完
全
履
行
と
証
明
責
任
」
同
『
過
失
の
推
認
』（
弘
文
堂
・
一
九
七
八
年
）
六
七
頁
以
下
〔
初
出
・

12有
泉
亨
監
修
『
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
４
医
療
事
故
・
製
造
物
責
任
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
七
四
年
）
所
収
〕
等
。

（

）
長
尾
治
助
『
債
務
不
履
行
の
帰
責
事
由
』（
有
斐
閣
・
一
九
七
五
年
）、
平
井
宜
雄
『
債
権
総
論
（
第
二
版
）』（
弘
文
堂
・
一
九
九
四

13年
〔
初
版
・
一
九
八
五
年
〕）
七
八
頁
以
下
、
吉
田
邦
彦
「
債
権
の
各
種
│
│
「
帰
責
事
由
」
論
の
再
検
討
│
│
」
同
『
契
約
法
・
医
事

法
の
関
係
的
展
開
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
三
年
）
四
八
頁
以
下
〔
初
出
・
星
野
英
一
編
代
『
民
法
講
座
別
巻
二
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
〇

年
）
所
収
〕
等
。

（

）
加
藤
雅
信
『
新
民
法
大
系
Ⅲ
債
権
総
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）
一
四
九
頁
以
下
等
。

14
（

）
森
田
宏
樹
＝
加
藤
雅
信
＝
加
藤
新
太
郎
「〔
鼎
談
〕
瑕
疵
担
保
責
任
と
は
何
か
」
加
藤
雅
信
＝
加
藤
新
太
郎
編
著
『
現
代
民
法
学
と

15実
務
（
下
）』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
・
二
〇
〇
八
年
）
二
一
頁
以
下
〔
初
出
・
判
タ
一
二
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）〕
を
参
照
。

（

）
近
時
の
学
説
を
概
観
す
る
に
は
、
小
粥
太
郎
「
債
務
不
履
行
の
帰
責
事
由
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
一
七
頁
以
下

16が
有
益
で
あ
る
。

（

）
森
田
・
前
掲
注
（

）
四
六
頁
以
下
。

17

4

（

）
潮
見
・
前
掲
注
（

）
二
六
七
頁
以
下
。

18

4

（

）
森
田
・
前
掲
注
（

）
五
四
頁
。

19

4

（

）
吉
田
・
前
掲
注
（

）
四
三
頁
以
下
。

20

13

（

）
吉
田
・
前
掲
注
（

）
六
五
頁
以
下
〔
付
記
〕
は
、
森
田
・
前
掲
注
（

）
論
文
に
応
接
す
る
中
で
、
契
約
責
任
の
要
件
構
造
と
し

21

13

4

て
、
不
可
抗
力
的
な
免
責
事
由
論
に
帰
着
さ
せ
、「
帰
責
の
根
拠
と
し
て
は
、
pacta
原
則
な
り
、
債
権
者
の
期
待
の
保
護
な
り
で
、
多

元
的
に
考
え
れ
ば
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
の
前
提
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
を
採
用
し
て
い

る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
賠
償
モ
デ
ル
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
帰
責
の
原
理
を
説
明
す
る
た
め
の
枠
組
み
で
あ
る
帰

責
事
由
を
放
棄
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
問
題
関
心
で
あ
る
。
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（

）
H
enri
et
Léon
M
azeaud,
Jean
M
azeaud
et
François
Chabas,
Leçons
de
droit
civil,
t.II,
vol.2,
9èm
e
éd.,

22M
ontchrestien,Paris,1998,pp.410
ets.;Geneviève
V
iney
etPatrice
Jourdain,Lesconditionsde
la
responsabilité,3èm
e

éd.,LGD
J.,Paris,2006
;Jean
Carbonnier,D
roitcivil,t.IV
,Lesobligations,22èm
e
éd.,PU
F.,Paris,2000,nos155
ets.,pp.295

ets.;etc.

（

）
V
iney
etJourdain,supra
note
22,nº445,p.374
;Jean-Luc
A
ubert,Y
vonne
Flour
etÉric
Savaux,D
roitcivil:Les

23obligations
:3.Le
rapportd’obligation,6èm
e
éd.,Sirey,Paris,2009,nº192,p.160
;Philippe
M
alaurie,LaurentA
ynès
et

Philippe
Stoffel-M
unck,D
roitcivil,Les
obligations,4èm
e
éd.,D
efrénois,Paris,2009,nos939
ets.,pp.501
ets.;etc.

（

）
H
enri,Léon
M
azeaud
et
A
ndré
T
unc,T
raité
théorique
et
pratique
de
la
responsabilité
civile
délictuelle
et

24contractuelle,t.I,6èm
e
éd.,M
ontchrestien,Paris,1965,nos387
ets.,pp.465
ets.;H
.etL.M
azeaud,J.M
azeaud
etChabas,

supra
note
22,nos440
ets.,pp.450
ets.;GabrielM
arty
etPierre
Raynaud,D
roitcivil,Les
obligations,t.1,Les
sources,

2èm
e
éd.,Sirey,Paris,1988,nos454
ets.,pp.507
ets.;etc.

（

）
一
九
六
八
年
一
月
三
日
の
法
律
に
よ
り
四
八
九
│
二
条
（
現
四
一
四
│
三
条
。「
他
人
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
者
は
、
精
神
障
害
の

25状
況
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
賠
償
を
義
務
付
け
ら
れ
る
」）
が
付
加
さ
れ
る
以
前
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
（
René
D
em
ogue,T
raité

des
obligations
en
général,t.3,Sources
des
obligations,A
rthur
Rousseau,Paris,1923,nos226
ets.,pp.241
ets.;H
enri

Lalou,Laresponsabilitécivile,principesélém
entairesetapplicationspratiques,D
alloz,Paris,1928,nos
5ets.,pp.7ets.;

A
m
broise
Colin
etH
enriCapitant,Coursélém
entaire
de
droitcivilfrançais,t.2,7èm
e
éd.,D
alloz,Paris,1932,nos185
ets.,

pp.174
ets.;René
Savatier,T
raité
de
la
responsabilité
civile
en
droitfrançais,t.I,LGD
J.,Paris,1939,nos161
ets.,pp.207

ets.;etc.）。
同
条
の
成
立
後
、
破
毀
院
は
、
未
成
年
者
の
民
事
責
任
（
及
び
過
失
相
殺
）
を
問
題
に
す
る
際
に
、
当
該
未
成
年
者
に
識

別
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
う
必
要
は
な
い
と
判
断
す
る
に
至
っ
て
お
り
（
Cass.ass.plén.,9
m
ai1984
(5
arrêts),Bull.

ass.plén.,nos1
à
5
;D
.,1984,525,concl.,Jean
Cabannes,note
FrançoisChabas;JCP.,1984,II,20255,obs.,N
oëlD
ejean
de

la
Batie
;JCP.,1984,II,20256,obs.,Patrice
Jourdain
;JCP.,1984,II,20291,rapportFédou
;RT
D
civ.,1984,508,obs.,

Jérôm
e
H
uet.;etc.）、
こ
れ
を
受
け
て
、
今
日
で
は
、
少
な
く
と
も
、「
実
定
法
の
理
解
」
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
民
事
責
任
法
は
、

フ
ォ
ー
ト
か
ら
主
観
的
要
素
を
排
除
し
、
そ
れ
を
客
観
化
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
の
認
識
が
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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（

）
A
lain
Sériaux,D
roitcivil,D
roitdes
obligations,2èm
e
éd.,PU
F.,Paris,1998,nº59,p.241
;François
T
erré,Philippe

26Sim
ler
etY
ves
Lequette,D
roitcivil,Les
obligations,10èm
e
éd.,D
alloz,Paris,2009,nos566
ets.,pp.570
ets.;etc.

（

）
Carbonnier,supra
note
22,nº156,p.298
;M
alaurie,A
ynès
etStoffel-M
unck,supra
note
23,nº946,p.503
;T
erré,

27Sim
leretLequette,supra
note
26,nº577,pp.582
ets.,etnº580,p.584
;Flour,A
ubertetSavaux,supra
note
23,nº201,pp.

167
ets.;etc.

（

）
不
履
行
＝
フ
ォ
ー
ト
と
見
る
立
場
に
お
い
て
も
、
本
文
の
よ
う
に
説
か
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、

28手
段
債
務
・
結
果
債
務
の
い
ず
れ
の
領
域
に
お
い
て
も
、
不
履
行
を
証
明
す
れ
ば
フ
ォ
ー
ト
が
認
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
フ
ォ
ー
ト
の

推
定
や
フ
ォ
ー
ト
の
証
明
を
語
る
必
要
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
手
段
債
務
・
結
果
債
務
の
区
別
は
、
債
務
内
容
の

確
定
や
証
明
の
対
象
の
相
違
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
意
味
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
通

説
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
、
こ
れ
ら
の
区
別
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
手
段
債
務
・
結
果

債
務
論
の
理
論
的
脆
弱
さ
と
、
こ
の
区
別
を
日
本
法
の
問
題
と
し
て
受
け
入
れ
る
に
際
し
て
生
じ
た
混
乱
の
一
つ
の
原
因
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（

）
我
妻
・
前
掲
注
（

）
一
〇
六
頁
、
於
保
・
前
掲
注
（

）
九
三
頁
・
九
六
頁
注
⒃
、
林
＝
石
田
＝
高
木
・
前
掲
注
（

）
九
一

29

3

3

9

頁
・
三
三
頁
〔
林
執
筆
部
分
〕、
奥
田
・
前
掲
注
（

）
一
二
五
頁
以
下
等
。

9

（

）
石
坂
・
前
掲
注
（

）
二
七
〇
頁
以
下
、
鳩
山
・
前
掲
注
（

）
六
四
頁
以
下
、
勝
本
・
前
掲
注
（

）
二
七
九
頁
以
下
等
。
同
時

30

2

2

2

期
の
学
説
の
中
に
は
、
民
法
の
体
系
に
従
っ
て
、「
損
害
賠
償
債
権
」
と
い
う
項
目
を
設
け
な
い
も
の
も
存
在
し
た
が
、
そ
こ
で
の
議
論

の
内
容
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
を
統
一
的
に
論
ず
る
学
説
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
っ
た
（
注
釈
の
形
態
を
採
用
し
て
い
た
、
中
島

玉
吉
『
民
法
釋
義
巻
之
三
債
権
総
論
上
（
訂
正
四
版
）』（
金
刺
芳
流
堂
・
一
九
二
四
年
〔
初
版
・
一
九
二
一
年
〕）、
近
藤
英
吉
＝
柚
木

馨
『
註
釋
日
本
民
法
（
債
権
編
総
則
）
上
巻
（
第
三
版
）』（
巖
松
堂
書
店
・
一
九
三
七
年
〔
初
版
・
一
九
三
四
年
〕）
の
他
、
磯
谷
幸
次

郎
『
債
権
法
論
（
総
論
）（
改
訂
五
版
）』（
巖
松
堂
書
店
・
一
九
二
七
年
〔
初
版
・
一
九
一
七
年
〕）、
三
潴
信
三
『
債
権
法
提
要
総
論

上
冊
（
第
九
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
三
六
年
〔
初
版
・
一
九
二
三
年
〕）
等
）。
そ
の
後
の
学
説
は
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
統
一
的
に
論
ず
る
手
法
を
放
棄
し
た
結
果
、
二
つ
の
損
害
賠
償
債
権
に
関
す
る
性
質
上
の
同
一
性
や
損

害
賠
償
債
権
発
生
の
た
め
の
三
要
件
を
明
確
な
形
で
提
示
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
が
、
そ
の
基
礎
に
右
の
理
解
が
存
在
し
て
い
る
こ

契約不履行に基づく損害賠償の理論（一)
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と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
我
妻
・
前
掲
注
（

）
九
八
頁
以
下
、
於
保
・
前
掲
注
（

）
八
九
頁
以
下
等
）。

3

3

（

）
過
失
の
標
準
は
四
〇
〇
条
の
善
管
注
意
義
務
に
求
め
ら
れ
る
と
説
明
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
（
石
坂
・
前
掲
注
（

）
四
一
二

31

2

頁
以
下
・
四
三
三
頁
以
下
、
鳩
山
・
前
掲
注
（

）
二
三
頁
以
下
・
一
五
七
頁
以
下
、
我
妻
・
前
掲
注
（

）
一
〇
六
頁
、
於
保
・
前
掲

2

3

注
（

）
九
三
頁
・
九
六
頁
注
⒃
等
）。

3

（

）
川
島
武
宜
『
債
権
法
総
則
講
義
第
一
』（
岩
波
書
店
・
一
九
四
九
年
）
一
〇
一
頁
、
加
藤
・
前
掲
注
（

）
一
五
一
頁
等
。

32

14

（

）
伝
統
的
通
説
の
中
に
も
、
過
失
判
断
の
基
礎
と
な
る
注
意
義
務
の
程
度
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
修
正
が
可
能
で
あ
る

33こ
と
を
認
め
る
も
の
が
存
在
し
た
（
石
坂
・
前
掲
注
（

）
四
三
四
頁
、
鳩
山
・
前
掲
注
（

）
二
四
頁
、
勝
本
・
前
掲
注
（

）
三
三

2

2

2

九
頁
以
下
等
）。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
契
約
や
債
務
の
性
質
に
よ
っ
て
過
失
の
判
断
枠
組
み
が
変
化
し
う
る
と
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
、
特
別
の
合
意
に
よ
っ
て
過
失
の
標
準
が
修
正
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

（

）
こ
こ
に
は
、
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
問
題
が
存
在
す
る
。
一
つ
は
、
何
故
に
帰
責
事
由
が
要
求
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
加
藤

34の
見
解
に
お
い
て
は
、
帰
責
事
由
の
抗
弁
と
し
て
の
位
置
付
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の

構
造
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
持
つ
要
素
な
の
か
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
帰
責
事
由
が
持
つ
役
割
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
、
そ
の
中
身
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
を
抗
弁
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

帰
責
事
由
を
問
わ
な
い
責
任
を
基
礎
付
け
る
根
拠
の
問
題
で
あ
る
。
川
島
は
、
企
業
取
引
に
お
け
る
結
果
保
証
の
考
え
方
を
指
摘
す
る
が

（
川
島
・
前
掲
注
（

）
一
〇
〇
頁
）、
加
藤
の
見
解
に
お
い
て
は
、
無
過
失
責
任
の
根
拠
を
説
明
す
る
と
い
う
問
題
関
心
が
見
ら
れ
な
い
。

32

（

）
加
藤
・
前
掲
注
（

）
一
五
一
頁
以
下
等
。

35

14

（

）
大
判
大
正
一
〇
年
五
月
二
七
日
民
録
二
七
輯
九
六
三
頁
、
大
判
大
正
一
四
年
二
月
二
七
日
民
集
四
巻
九
七
頁
、
最
判
昭
和
三
四
年
九

36月
一
七
日
民
集
一
三
巻
一
一
号
一
四
一
二
頁
等
。

（

）
石
坂
・
前
掲
注
（

）
四
八
九
頁
以
下
・
五
八
〇
頁
、
鳩
山
・
前
掲
注
（

）
一
三
七
頁
・
一
六
〇
頁
、
我
妻
・
前
掲
注
（

）
一

37

2

2

3

〇
五
頁
・
一
四
六
頁
、
於
保
・
前
掲
注
（

）
九
五
頁
・
一
〇
七
頁
等
。

3

（

）
大
正
一
四
年
二
月
二
七
日
民
集
四
巻
八
七
頁
は
、
帰
責
事
由
不
存
在
の
証
明
責
任
が
債
務
者
の
負
担
に
属
す
る
こ
と
の
正
当
化
根
拠

38と
し
て
、
給
付
の
不
能
が
あ
れ
ば
一
応
過
失
の
存
在
は
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
民
法
四
一
九
条
二
項
と
の
対
比
の
他
に
、
本
来
的
債
権
と
損

害
賠
償
債
権
の
同
一
性
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
最
後
の
理
由
自
体
、
賠
償
モ
デ
ル
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
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い
て
は
、
本
節
・
第
二
款
を
参
照
。

（

）
潮
見
佳
男
「
債
務
不
履
行
の
構
造
と
要
件
事
実
論
│
│
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
お
け
る
要
件
事
実
論
と
民
法

39学
│
│
」
同
『
債
務
不
履
行
の
救
済
法
理
』（
信
山
社
・
二
〇
一
〇
年
）
一
五
四
頁
以
下
・
一
七
九
頁
以
下
〔
初
出
・
大
塚
直
＝
後
藤
巻

則
＝
山
野
目
章
夫
編
著
『
要
件
事
実
論
と
民
法
学
と
の
対
話
』（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
五
年
）
所
収
〕
を
参
照
。

（

）
森
田
・
前
掲
注
（

）
四
六
頁
以
下
。

40

4

（

）
潮
見
・
前
掲
注
（

）
二
六
七
頁
以
下
。

41

4

（

）
笠
井
修
『
保
証
責
任
と
契
約
法
理
論
』（
弘
文
堂
・
一
九
九
九
年
）
一
頁
以
下
・
三
三
一
頁
以
下
。

42
（

）
過
失
責
任
と
い
う
帰
責
原
理
と
は
別
に
保
証
責
任
を
構
想
す
る
学
説
が
、
保
証
責
任
を
基
礎
付
け
る
た
め
の
モ
メ
ン
ト
を
提
示
し
、

43そ
れ
を
帰
責
事
由
の
中
に
読
み
込
も
う
と
し
て
き
た
の
は
（
潮
見
・
前
掲
注
（

）
二
六
七
頁
以
下
、
笠
井
・
前
掲
注
（

）
一
頁
以

4

42

下
・
三
三
一
頁
以
下
、
円
谷
峻
『
現
代
契
約
法
の
課
題
│
│
国
際
取
引
と
民
法
理
論
│
│
』（
一
粒
社
・
一
九
九
七
年
）
一
九
三
頁
以
下
、

渡
邉
拓
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
性
質
保
証
概
念
の
展
開
」
神
戸
四
七
巻
二
号
（
一
九
九
七
年
）
四
二
八
頁
、
同
「
帰
責
事
由
と
し
て
の
性
質

保
証
と
損
害
担
保
│
│
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
に
お
け
る
損
害
担
保
責
任
の
導
入
と
そ
の
企
業
買
収
実
務
に
与
え
る
影
響
を
参
考
に
し

て
│
│
」
法
政
研
究
八
巻
三
=四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
九
四
頁
以
下
等
）、
帰
責
事
由
を
損
害
賠
償
責
任
転
嫁
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
観

念
し
つ
つ
、
そ
の
中
身
を
柔
軟
化
す
る
目
的
に
出
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

）
Christian
Larroum
et,D
roitcivil:Les
obligations,t.III,Le
contrat,2èm
e
partie
:Effets,6èm
e
éd.,Econom
ica,Paris,

442007,nos606
ets.,pp.635
ets.;M
urielFabre-M
agnan,D
roitdesobligations,1-Contratetengagem
entunilatéral,PU
F.,

Paris,2008,nº243,pp.627
ets.;etc.

（

）
Jean-Christophe
Saint-Pau,D
roità
réparation
/
Conditions
de
la
responsabilité
contractuelle
/
Faitgénérateur,

45O
bligations,J.-Cl.Civil,A
rt.1146
à
1155,Fasc
171-10,2003,nº110,p.26.

（

）
Larroum
et,supra
note
44,nº607,p.638
;Jean-Christophe
Saint-Pau,D
roit
à
réparation
/
Conditions
de
la

46responsabilité
contractuelle
/
Inexécution
im
putable
à
une
cause
étrangère,J.-Cl.Civil,A
rt.1146
à
1155,Fasc
171-20,

2004,nos60
ets.,pp.18
ets.;etc.

（

）
リ
ス
ク
に
よ
る
正
当
化
に
対
し
て
は
、
帰
責
原
理
の
視
点
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で

47
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問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
債
務
者
が
ど
の
範
囲
で
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
問
い
で
は
な
く
、
債
務
者
が
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠

償
を
負
う
の
は
何
故
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
と
こ
ろ
、
何
故
に
、
結
果
債
務
の
不
履
行
の
場
合
に
だ
け
、
約
束
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
規
範
に
よ
っ
て
、
不
履
行
リ
ス
ク
の
所
在
が
決
定
さ
れ
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
。
手
段
債
務
の
不
履
行
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て

も
、
約
束
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
の
違
反
は
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
債
務
な
い
し
責
任
の
範
囲
と
い
う

レ
ベ
ル
の
問
題
と
責
任
の
基
礎
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
が
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

）
「
外
的
原
因
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
の
は
、
フ
ォ
ー
ト
を
犯
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
損
害
の
原
因
と
な
る
行
為
を
犯
さ
な

48か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
に
よ
っ
て
説
明
・
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
何
故
に
債
務
者
が
外
的
原
因
に
よ
っ
て
生
じ

た
不
履
行
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
何
故
に
債
務
者
が
外
的
原
因
に
よ
ら
な
い
で
生
じ
た
不
履
行
に
つ
い

て
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
問
い
で
は
な
い
。

（

）
吉
田
・
前
掲
注
（

）
四
三
頁
以
下
。

49

13

（

）
従
っ
て
、
今
日
の
学
説
が
帰
責
事
由
の
語
を
用
い
る
理
由
は
、
必
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
民
法
四
一
五
条
の
解
釈
上
、
そ
れ
が
要

50件
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
る
と
の
評
価
（
小
粥
・
前
掲
注
（

）
一
二
一
頁
）
に
は
、
一
定
の
留
保
が

16

必
要
で
あ
る
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
帰
責
事
由
は
、
債
務
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
要
素
と
し
て

機
能
し
て
い
る
。
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
を
前
提
と
す
る
限
り
、
帰
責
事
由
と
い
う
表
現
を
用
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
概
念
が

担
っ
て
き
た
損
害
賠
償
責
任
を
転
嫁
す
る
た
め
の
枠
組
み
そ
れ
自
体
を
排
斥
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（

）
山
本
敬
三
「
契
約
の
拘
束
力
と
契
約
責
任
論
の
展
開
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
九
二
頁
。

51
（

）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
契
約
責
任
論
の
再
構
築
」
私
法
六
九
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
〇
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
た
、
森
田
宏
樹
教
授
の
質
問

52に
対
す
る
山
本
敬
三
教
授
に
よ
る
回
答
、
同
二
七
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
た
、
森
田
宏
樹
教
授
の
質
問
に
対
す
る
小
粥
太
郎
教
授
に
よ
る
回

答
を
参
照
。

（

）
D
enis
T
allon,Pourquoiparler
de
faute
contractuelle
?,in,D
roitcivil,procédure,linguistique
juridique,Écrits
en

53hom
m
age
à
Gérard
Cornu,PU
F.,Paris,1994,pp.429
ets.;Philippe
Rém
y,La
«responsabilité
contractuelle»
:histoire

d’un
faux
concept,RT
D
civ.,1997,pp.323
ets.;Pauline
Rém
y-Corlay,Exécution
etréparation:deux
concepts?,RD
C.,

2005,pp.13
ets.;Philippe
Le
T
ourneau,D
roitde
la
responsabilité
etdes
contrats,2010-2011,9èm
e
éd.,D
alloz,Paris,
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2010,nos801
et
s.,pp.320
et
s.;etc.テ
ー
ズ
と
し
て
、
Jean
Bellissent,Contribution
à
l’analyse
de
la
distinction
des

obligations
de
m
oyens
etdes
obligations
de
résultat:à
propos
de
l’évolution
des
ordres
de
responsabilité
civile,th.

M
ontpellier,préf.Rém
y
Cabrillac,Bibliothèque
de
droitprivé,t.354,LGD
J.,Paris,2001
;H
élène
A
ubry,L’influence
du

droitcom
m
unautaire
surle
droitfrançaisdescontrats,th.ParisII,préf.A
lain
Ghozi,PU
A
M
.,A
ix-en-Provance,2002
;

M
arianne
Faure-A
bbad,
Le
fait
générateur
de
la
responsabilité
contractuelle
:
Contribution
à
la
théorie
de

l’inexécution
du
contrat,th.Poitiers,préf.Philippe
Rém
y,Collection
de
la
faculté
de
D
roitetdes
Sciences
socials
de

Poitiers,t.2,LGD
J.,Paris,2003
;etc.

（

）
Patrice
Jourdain,Réflexion
sur
la
notion
de
responsabilité
contractuelle,in,Publication
de
la
Faculté
de
droitet

54des
science
sociales
de
Poitiers
t.32,PU
F.,Paris,1997,pp.65
et
s.;Christian
Larroum
et,Pour
la
responsabilité

contractuelle,in,Étudesoffertesà
Pierre
Catala,Le
droitfrançaisà
la
fin
du
X
X
siècle,Litec,Paris,2001,pp.543
ets.;

Geneviève
V
iney,La
responsabilité
contractuelle
en
question,in,Études
offertes
à
Jacques
Ghestin,Le
contrat
au

débutdu
X
X
Isiècle,LGD
J.,Paris,2001,pp.921
ets.;etc.テ
ー
ズ
と
し
て
、
PaulGrosser,Lesrèm
edesà
l’inexécution
du

contrat
:essaide
classification,th.Paris
I,dactyl.,2000
;M
arie-N
oëlle
Courtiau,Responsabilité
contractuelle
et

inexécution
(Pour
une
autonom
ie
de
la
responsabilité
contractuelle),th.Paris
I,dactyl.,2001
;Y
ves-M
arie
Laithier,

Étude
com
parative
dessanctionsde
l’inexécution
du
contrat,th.ParisI,préf.H
oratia
M
uirW
att,Bibliothèque
de
droit

privé,t.419,LGD
J.,Paris,2004
;etc.

（

）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
文
献
の
所
在
も
含
め
、
拙
稿
・
前
掲
注
（

）「
理
論
モ
デ
ル
」
を
参
照
。

55

1

（

）
以
下
の
叙
述
は
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
見
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理

56論
枠
組
み
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

（

）
当
事
者
意
思
の
擬
制
・
捏
造
と
い
う
批
判
は
、
し
ば
し
ば
、「
新
た
な
契
約
責
任
論
」
一
般
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

57あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
契
約
内
容
の
確
定
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
損
害
賠
償
責
任
の
正
当
化
と
い
う
文
脈
で
、

こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
前
掲
注
（

）
二
九
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
た
、
加
藤
雅
信
教
授
の
質
問
を
参
照
。

52

（

）
山
本
・
前
掲
注
（

）
一
〇
一
頁
以
下
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
見
方
で
あ
る
。

58

51
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（

）
山
本
敬
三
は
、
契
約
の
拘
束
力
に
よ
っ
て
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
基
礎
付
け
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
、
二
つ
の
可
能

59性
が
存
在
す
る
と
説
く
。
一
つ
は
、
契
約
を
守
ら
な
か
っ
た
が
故
に
債
務
不
履
行
責
任
を
課
せ
ら
れ
る
と
考
え
る
可
能
性
で
あ
り
（
懈
怠

責
任
（
違
約
帰
責
）
構
成
）、
も
う
一
つ
は
、「
債
務
者
は
特
定
の
行
為
を
す
る
こ
と
を
契
約
で
約
束
し
た
以
上
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
と

き
に
責
任
を
負
う
こ
と
ま
で
約
束
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
債
務
者
は
債
務
不
履
行
責
任
を
課
せ
ら
れ
る
と
考
え
る
可
能
性
」
で

あ
る
（
契
約
効
果
構
成
）。
そ
の
上
で
、
山
本
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
「
履
行
」
の
実
現
と
い
う
視
角
か
ら
捉
え
よ
う

と
す
る
筆
者
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
契
約
効
果
構
成
と
同
じ
方
向
性
を
志
向
す
る
も
の
と
理
解
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
債
務
者

が
特
定
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
契
約
で
約
束
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
行
為
が
な
さ
れ
た
状
態
を
実
現
す
る
こ
と
が
契
約
で
約
束
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
契
約
の
趣
旨
に
よ
る
と
、
そ
の
特
定
の
行
為
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
が
さ
れ
た
の
と
同

じ
状
態
を
価
値
的
に
実
現
す
る
こ
と
│
│
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
よ
う
な
状
態
を
実
現
す
る
こ
と
│
│
が
要
請
さ
れ
る
。
そ

の
意
味
で
、
こ
う
し
た
責
任
を
負
う
こ
と
は
、
契
約
の
趣
旨
か
ら
当
然
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
契
約
の
内
容
を
な
し
て

い
る
と
み
る
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
」（
山
本
敬
三
「
債
務
不
履
行
責
任
に
お
け
る
「
帰
責
事
由
」」
法
セ
六
七
九
号
（
二

〇
一
一
年
）
一
一
頁
以
下
）。
こ
の
よ
う
な
山
本
の
理
解
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
契
約
そ
れ
自
体
と
は
別
個
の
存
在
と

し
た
上
で
、
契
約
と
い
う
制
度
を
利
用
し
た
と
い
う
意
思
的
要
素
を
観
念
し
、
債
務
者
へ
の
損
害
賠
償
転
嫁
の
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
契
約
の
効
力
と
し
て
の
損
害
賠
償
を
前
面
に
押
し
出
し
て
議
論
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
の
立
場
と
軌

を
一
に
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
が
提
示
す
る
履
行
モ
デ
ル
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
だ
け
で

は
な
く
、
広
く
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
一
般
を
も
包
含
し
う
る
射
程
を
有
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
に
山
本
の
議
論
と

筆
者
の
そ
れ
と
の
相
違
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
古
法
以
来
の
理
論
的
展
開
を
踏
ま
え

て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
履
行
の
実
現
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
モ
デ
ル
の
内
部
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
異
な
る
ア
プ

ロ
ー
チ
が
存
在
し
う
る
（
存
在
し
た
）
こ
と
を
、
別
稿
で
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

（

）
潮
見
・
前
掲
注
（

）
三
〇
七
頁
以
下
を
参
照
。

60

4

（

）
法
制
審
議
会
の
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
は
、「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
の
中
で
、「
債
務
不

61履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
の
帰
責
根
拠
を
契
約
の
拘
束
力
に
求
め
た
場
合
（
中
略
）
に
お
け
る
法
定
債
権
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償

の
免
責
事
由
の
在
り
方
」
を
検
討
課
題
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
一
八
三
頁
）。
し
か
し
、
免
責
事
由
の
あ
り
方
を
問
う
前
提
と
し
て
、
そ
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も
そ
も
、
こ
の
場
合
の
帰
責
根
拠
が
ど
こ
に
存
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

）
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
学
位
請
求
論
文
「
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
」
の
第
二
部
「
統
合
」
の
一
部
を
要
約

62し
た
、
近
刊
予
定
の
別
稿
で
詳
細
に
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

（

）
最
判
昭
和
五
〇
年
二
月
二
五
日
民
集
二
九
巻
二
号
一
四
三
頁
。

63
（

）
最
判
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
民
集
六
五
巻
三
号
一
四
〇
五
頁
。
本
判
決
は
、
契
約
締
結
前
の
説
明
義
務
違
反
の
事
例
に
関
す
る
も

64の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
理
由
付
け
は
、
契
約
交
渉
破
棄
の
事
例
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

（

）
中
間
的
合
意
に
つ
き
、
河
上
正
二
「「
契
約
の
成
立
」
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）（
二
・
完
）
│
│
現
代
契
約
論
へ
の
一
考
察
│
│
」
判
タ

65六
五
五
号
（
一
九
八
八
年
）
一
一
頁
以
下
、
六
五
七
号
一
四
頁
以
下
等
を
、
前
契
約
に
つ
き
、
横
山
美
夏
「
不
動
産
売
買
契
約
の
「
成

立
」
と
所
有
権
の
移
転
（
一
）（
二
・
完
）
│
│
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
売
買
の
双
務
予
約
を
手
が
か
り
と
し
て
│
│
」
早
法
六
五
巻
二
号

（
一
九
八
九
年
）
一
頁
以
下
、
三
号
（
一
九
九
〇
年
）
八
五
頁
以
下
等
を
参
照
。

（

）
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
契
約
の
拘
束
力
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
外
の
帰
責
根
拠

66を
与
え
る
と
い
う
方
向
性
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
基
礎
が
二
元
的
に
構
成
さ

れ
る
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
そ
し
て
、
仮
に
そ
の
基
礎
を
過
失
責
任
に
求
め
る
な
ら
ば
、
改
め
て
、
こ
れ
ら
の
義
務
違
反
に
基
づ
く
損

害
賠
償
を
契
約
の
領
域
で
規
律
す
る
こ
と
の
当
否
が
、
更
に
は
、
契
約
＝
賠
償
モ
デ
ル
の
正
当
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（

）
於
保
・
前
掲
注
（

）
一
二
三
頁
、
我
妻
・
前
掲
注
（

）
一
〇
一
頁
、
林
＝
石
田
＝
高
木
・
前
掲
注
（

）
一
三
二
頁
〔
林
執
筆

67

3

3

10

部
分
〕、
奥
田
・
前
掲
注
（

）
一
四
九
頁
、
平
井
・
前
掲
注
（

）
七
四
頁
等
。

10

13

（

）
挙
げ
ら
れ
て
い
る
問
題
に
差
異
は
あ
る
が
、
石
坂
・
前
掲
注
（

）
五
六
九
頁
、
鳩
山
・
前
掲
注
（

）
六
八
頁
、
富
井
・
前
掲
注

68

2

2

（

）
一
九
七
頁
以
下
、
我
妻
・
前
掲
注
（

）
一
〇
一
頁
、
林
＝
石
田
＝
高
木
・
前
掲
注
（

）
一
三
二
頁
〔
林
執
筆
部
分
〕、
平
井
・

2

3

10

前
掲
注
（

）
七
四
頁
等
。

13

（

）
大
判
大
正
八
年
一
〇
月
二
九
日
民
録
二
五
輯
一
八
五
四
頁
、
最
判
昭
和
三
五
年
一
一
月
一
日
民
集
一
四
巻
一
三
号
二
七
八
一
頁
、
最

69判
平
成
一
〇
年
四
月
二
四
日
判
時
一
六
六
一
号
六
六
頁
。
ま
た
、
事
案
は
不
明
で
あ
る
が
、
大
判
昭
和
一
八
年
六
月
一
五
日
法
学
一
三
巻

二
六
五
頁
。

（

）
鳩
山
・
前
掲
注
（

）
六
八
頁
、
富
井
・
前
掲
注
（

）
一
九
七
頁
等
。

70

2

2
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（

）
第
二
章
で
触
れ
る
よ
う
に
、
近
時
の
学
説
も
、
履
行
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
の
関
係
を
論
ず
る
中
で
、
伝
統
的
通
説
が
採
用
す
る
、

71契
約
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
に
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
履
行
請
求
権
の
位
置
付
け
と
い

う
視
角
か
ら
な
さ
れ
た
問
題
提
起
で
あ
っ
て
、
契
約
な
い
し
契
約
債
権
と
損
害
賠
償
の
関
係
と
い
う
視
角
か
ら
の
批
判
で
は
な
い
。

（

）
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
の
『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』
は
、
契
約
債
権
、
履
行
請
求
権
の
異
同
を
説
明
す
る
中
で
、

72以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅱ
』（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
九
年
）
二

三
〇
頁
以
下
）。
契
約
債
権
は
、「
契
約
に
よ
っ
て
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
法
的
地
位
の
総
体
」
を
意
味
す
る
。
ま
た
、

履
行
請
求
権
は
、「
契
約
債
権
」
が
一
段
階
具
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
債
権
者
が
債
務
者
に
任
意
の
履
行
を
請
求
で
き
る
地
位
を
基

礎
付
け
る
（【
3.1.1.53】）。
契
約
が
成
立
す
る
と
、
契
約
債
権
が
発
生
し
、
こ
れ
は
、
履
行
請
求
権
が
排
除
さ
れ
た
と
し
て
も
（【
3.1.

1.56】）、
存
続
す
る
。
こ
の
と
き
、
履
行
に
代
わ
る
損
害
賠
償
の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
場
合
に
は
（【
3.1.1.65】）、
塡
補
賠
償
請
求
権

が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
基
礎
付
け
て
い
る
の
も
、
契
約
債
権
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
む
限
り
、
債
権
法
改
正
の
基
本

方
針
に
お
け
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契
約
債
権
に
内
在
す
る
効
力
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か

し
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
賠
償
モ
デ
ル
を
前
提
と
し
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
帰
責
根
拠
を
契
約
の
拘
束
力
に
求
め

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
意
味
を
、「
自
ら
設
定
し
た
契
約
規
範
に
違
反
し
た
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
と
き
に
は
、
契
約
不
履
行
に

基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
契
約
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
発
生
す
る
債
権
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
契
約
債
権
そ
れ
自
体
と

同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
損
害
賠
償
の
帰
責
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
れ
と
契
約
債
権
の
法
的
異
別
性
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
従
っ
て
、
仮
に
、
先
に
検
討
し
た
よ
う
な
形
で
の
帰
責
根
拠
を
想
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契

約
債
権
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
や
は
り
、「
債
務
不
履
行
の
効
果
」
と
し
て
発
生
す
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
改
正

検
討
委
員
会
・
基
本
方
針
の
中
に
見
ら
れ
る
契
約
債
権
が
損
害
賠
償
請
求
権
を
基
礎
付
け
る
と
い
う
叙
述
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い

て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
実
際
、【
3.1.1.62】
の
解
説
で
は
、「
本
提
案
は
、
債
務
不
履
行
の
効
果
と
し
て
の
損
害
賠
償
請
求

権
が
発
生
す
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
書
二
四
二
頁
））。

（

）
帰
責
事
由
の
不
存
在
が
債
務
者
側
の
証
明
責
任
に
属
す
る
こ
と
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
、
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性

73を
援
用
す
る
、
大
判
大
正
一
四
年
二
月
二
七
日
民
集
四
巻
九
七
頁
、
債
権
者
が
「
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
」
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
く
、
債
務
者
が
「
履
行
し
た
こ
と
」
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
解
決
を
導
く
に
際
し
て
、
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
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償
債
権
の
同
一
性
を
強
調
す
る
、
大
判
大
正
八
年
七
月
二
二
日
民
録
二
五
輯
一
三
四
四
頁
。

（

）
「
学
説
と
は
異
な
り
」
と
い
う
表
現
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
第
一
に
、
学
説
は
、
一
般
的
に
、「
帰
責
事
由
の
不
存
在
」
が
債

74務
者
側
の
証
明
責
任
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
（
我
妻
・
前
掲
注
（

）
一
〇
五
頁
・
一
四
六
頁
、
於
保
・
前
掲
注
（

）
九
五

3

3

頁
・
一
〇
七
頁
、
林
＝
石
田
＝
高
木
・
前
掲
注
（

）
九
四
頁
〔
林
執
筆
部
分
〕、
奥
田
・
前
掲
注
（

）
一
二
四
頁
・
一
四
八
頁
以
下

10

10

等
）、
そ
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
、
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
を
援
用
す
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
第
二
に
、
学
説
は
、
判
例
が
採
用
し
、
実
務
に
お
い
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
司
法
研
修
所
編
『
増
補
民
事
訴
訟
に

お
け
る
要
件
事
実
第
一
巻
』（
法
曹
会
・
一
九
八
六
年
〔
初
版
・
一
九
八
五
年
〕）
二
一
頁
以
下
等
）、
債
権
者
が
「
履
行
し
な
か
っ
た
こ

と
」
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
債
務
者
が
「
履
行
し
た
こ
と
」
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
立
場
に
つ
い
て

は
、
そ
の
結
論
自
体
に
反
対
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
奥
田
・
前
掲
注
（

）
一
三
六
頁
、
平
井
・
前
掲
注
（

）
八
二
頁
等
。

10

13

民
事
訴
訟
法
学
説
に
お
い
て
も
、
雉
本
朗
造
「
大
判
大
正
八
年
七
月
二
二
日
・
判
批
」
同
『
判
例
批
評
録
第
三
巻
』（
内
外
出
版
・
一
九

二
九
年
）
八
九
二
頁
以
下
以
来
の
一
般
的
見
解
で
あ
る
）。

（

）
既
に
有
力
な
学
説
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
田
達
明
「
安
全
配
慮
義
務
違
反
と
消
滅
時
効
」
同
『
民
法
随

75筆
』（
成
文
堂
・
一
九
八
九
年
）
一
三
二
頁
〔
初
出
・
判
タ
五
〇
二
号
（
一
九
八
三
年
）〕
一
三
二
頁
、
同
『
口
述
債
権
総
論
（
第
三
版
）』

（
成
文
堂
・
一
九
九
五
年
〔
初
版
・
一
九
八
七
年
〕）
二
二
一
頁
。
か
つ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
損
害
賠
償
債
権
と
本
来
的
債
権

の
同
一
性
を
否
定
す
る
学
説
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
岡
村
玄
治
『
債
権
法
総
論
（
四
版
）』（
巖
松
堂

書
店
・
一
九
二
九
年
〔
初
版
・
一
九
二
四
年
〕）
三
九
頁
、
小
池
隆
一
『
日
本
債
権
法
総
論
（
第
八
版
）』（
清
水
書
店
・
一
九
四
一
年

〔
初
版
・
一
九
三
三
年
〕）
八
一
頁
以
下
、
岩
田
新
『
債
権
法
新
論
（
増
訂
八
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
四
一
年
〔
初
版
・
一
九
三
四
年
〕）

八
〇
頁
以
下
等
。

（

）
こ
の
問
題
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
検
討
成
果
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（

）
掲
記
の
諸
論
稿
の
中
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、

76

1

別
稿
で
補
充
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

（

）
Jean
Grandm
oulin,N
ature
délictuelle
de
la
responsabilité
pour
violation
des
obligations
contractuelle
dans

77l’ancien
droitrom
ain
etdans
le
droitfrançais
avec
application
à
la
com
binaison
de
l’incapacité
etde
la
responsabilité

dans
le
D
roit
français,th.Rennes,1892,pp.7
et
s.;H
enri
M
azeaud,Responsabilité
délictuelle
et
responsabilité
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contractuelle,RT
D
civ.,1929,nos
5
et
s.,pp.555
et
s.;A
ndré
Brun,Rapports
et
dom
aines
des
responsabilité

contractuelle
etdélictuelle,th.Lyon,préf.Louis
Josserand,Sirey,Paris,1931,nos89
ets.,pp.109
ets.;etc.

（

）
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
中
に
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
契
約
債
権
の
延
長
な
い
し
変
更
と
し
て
把
握
し
よ
う

78と
す
る
も
の
が
存
在
す
る
（
Ex.H
.etL.M
azeaud
etT
unc,supra
note
24,nº101,pp.107
ets.,etnote
4.;Christophe
Radé,

D
roità
réparation
/
Conditions
de
la
responsabilité
contractuelle
/
D
om
m
age,J.-Cl.Civil,A
rt.1146
à
1155,Fasc.170,

1999,nº1,p.3
;Courtiau,supra
note
54,nos172
ets.,pp.85
ets.,etnos591
ets.,pp.355
ets.;etc.）。
こ
の
説
明
は
、
一
見
す
る

と
、
日
本
の
伝
統
的
通
説
と
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
債
権
が
連
続
性
を
持
っ
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
法
的
に
同
一
の
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
契
約
か
ら
生
じ
た
債
権
と
損
害

賠
償
債
権
は
そ
の
目
的
を
異
に
す
る
以
上
、
こ
れ
ら
を
同
一
の
存
在
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

）
石
坂
・
前
掲
注
（

）
二
七
二
頁
以
下
・
五
六
九
頁
、
鳩
山
・
前
掲
注
（

）
六
七
頁
以
下
、
富
井
・
前
掲
注
（

）
一
九
七
頁
、

79

2

2

2

勝
本
・
前
掲
注
（

）
二
九
一
頁
以
下
等
。

2

（

）
従
っ
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
要
件
が
充
足
さ
れ
た
と
き
に
は
、
仮
に
本
来
的
債
権
の
履
行
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し

80て
も
、
そ
の
履
行
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
る
。

（

）
履
行
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
を
分
析
す
る
に
際
し
て
の
叙
述
で
あ
る
が
、
潮
見
・
前
掲
注
（

）
三
六
三
頁

81

4

の
指
摘
を
参
照
。

（

）
鳩
山
・
前
掲
注
（

）
六
八
頁
・
注
⑷
、
三
潴
・
前
掲
注
（

）
二
一
三
頁
以
下
、
中
島
・
前
掲
注
（

）
五
二
一
頁
、
富
井
・
前

82

2

30

30

掲
注
（

）
一
九
八
頁
、
近
藤
＝
柚
木
・
前
掲
注
（

）
一
七
四
頁
等
。

2

30

（

）
内
池
慶
四
郎
「
民
事
法
上
の
各
種
の
債
権
な
い
し
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
を
述
べ
、
そ
れ
ら
が
ど
う
い
う
根
拠
に
よ
っ
て
定
め
ら

83れ
て
い
る
の
か
を
吟
味
し
、
現
代
に
お
け
る
妥
当
性
を
検
討
せ
よ
」
奥
田
昌
道
他
編
『
民
法
学
１
〈
総
論
の
重
要
問
題
〉』（
有
斐
閣
・
一

九
七
五
年
）
三
二
四
頁
の
他
（
同
論
文
は
、
最
判
平
成
一
〇
年
四
月
二
四
日
判
時
一
六
六
一
号
六
六
頁
の
コ
メ
ン
ト
で
も
引
用
さ
れ
て
い

る
）、
飯
塚
和
之
「
最
判
平
成
一
〇
年
四
月
二
四
日
・
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
八
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
七
五
頁
、
内
田
勝
一
＝
藤
田
貴
宏

「
最
判
平
成
一
〇
年
四
月
二
四
日
・
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
一
七
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
四
頁
等
。

（

）
こ
こ
で
は
、
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
と
い
う
場
面
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
価
値
判
断
が
、
損
害
賠
償
債
権
と
契
約
債
権
の
同

84
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一
性
と
い
う
一
般
的
な
命
題
に
ま
で
昇
華
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
方
法
論
に
対
し
て
は
、
価
値
判
断
を
覆
い
隠
す
命

題
を
立
て
る
こ
と
自
体
の
当
否
が
問
題
と
さ
れ
う
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
と
い
う
特
定
の
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
、
同
一
性
命
題
が
用
い
ら
れ
た
結
果
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
基
本
原
理
と
の
全
面
的
・
一
般
的
な
不
整

合
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
こ
と
を
再
度
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（

）
も
ち
ろ
ん
、
損
害
賠
償
債
権
と
本
来
的
債
権
の
消
滅
時
効
は
同
一
の
規
律
に
服
す
べ
き
で
あ
る
と
の
価
値
判
断
を
否
定
す
る
こ
と
も

85可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
岡
村
・
前
掲
注
（

）
三
九
頁
、
小
池
・
前
掲
注
（

）
八
一
頁
以
下
、
川
島
武
宜
編
『
注
釈
民
法
⑸
総
則
⑸

75

75

期
間
・
時
効
§
§
１
３
８
〜
１
７
４
の

』（
有
斐
閣
・
一
九
七
四
年
）
二
八
八
頁
〔
平
井
宜
雄
執
筆
部
分
〕、
金
山
直
樹
「
時
効
期
間
と

2

起
算
点
を
め
ぐ
る
判
例
の
展
開
│
│
民
法
典
一
〇
〇
年
の
歩
み
」
同
『
時
効
に
お
け
る
理
論
と
解
釈
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
）
九
七

頁
〔
初
出
・
広
中
俊
雄
＝
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年
Ⅱ
個
別
的
考
察
⑴
総
則
編
・
物
権
編
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
八
年
）
所
収
〕
等
。

こ
う
し
た
理
解
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
起
算
点
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
構
想
さ
れ
た
同
一
性
命
題
は
、
完
全

に
意
味
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

（

）
我
妻
榮
『
民
法
講
義
Ｖ１
債
権
各
論
上
巻
』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
四
年
）
二
〇
七
頁
以
下
、
三
宅
正
男
『
契
約
法
（
総
論
）』（
青
林

86書
院
新
社
・
一
九
七
八
年
）
三
〇
二
頁
以
下
、
星
野
英
一
『
民
法
概
論
Ⅳ
契
約
』（
良
書
普
及
会
・
一
九
八
六
年
）
九
五
頁
以
下
等
。

（

）
大
判
大
正
六
年
一
一
月
一
四
日
民
録
二
三
輯
一
九
六
五
頁
。

87
（

）
大
判
大
正
七
年
四
月
一
三
日
民
録
二
四
輯
六
六
九
頁
。

88
（

）
大
判
大
正
八
年
七
月
二
二
日
民
録
二
五
輯
一
三
四
四
頁
。

89
（

）
大
判
大
正
一
四
年
二
月
二
七
日
民
集
四
巻
九
七
頁
。

90
（

）
例
外
と
し
て
、
石
坂
・
前
掲
注
（

）
五
八
〇
頁
、
近
藤
＝
柚
木
・
前
掲
注
（

）
一
七
五
頁
。

91

2

30

（

）
柚
木
馨
（
高
木
多
喜
男
補
訂
）『
判
例
債
権
法
総
論
（
補
訂
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
七
一
年
）
一
一
六
頁
、
奥
田
・
前
掲
注
（

）

92

10

一
三
六
頁
、
平
井
・
前
掲
注
（

）
八
二
頁
等
。
ま
た
、
前
田
達
明
「
主
張
責
任
と
立
証
責
任
」
同
『
民
法
随
筆
』（
成
文
堂
・
一
九
八

13

九
年
）
二
八
六
頁
〔
初
出
・
判
タ
五
九
六
号
（
一
九
八
六
年
）〕、
議
論
の
状
況
も
含
め
、
潮
見
・
前
掲
注
（

）
四
七
頁
以
下
も
参
照
。

39

（

）
あ
る
い
は
、「
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
」
の
証
明
責
任
が
債
権
者
の
負
担
に
属
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
賠
償
の
論
理
を

93貫
徹
し
、
同
一
性
命
題
を
放
棄
し
た
以
上
、
こ
の
局
面
に
お
い
て
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
は
バ
ラ
ン
ス
を
失
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
か
も
し
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れ
な
い
。

（

）
こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
付
け
を
し
よ
う
と
も
、
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
起
算
点
を
本
来
的
債
権
の
履
行
請
求
可
能
時
と

94す
る
解
決
は
、
賠
償
モ
デ
ル
と
の
間
で
論
理
的
な
齟
齬
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
お
く
。
も
ち
ろ
ん
、
判
例
と

伝
統
的
通
説
が
採
用
し
て
き
た
解
決
を
離
れ
て
、
要
件
の
充
足
時
を
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
起
算
点
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
提
と
し
て
い
る
モ
デ
ル
と
の
一
貫
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

（

）
本
文
の
叙
述
は
、
あ
く
ま
で
も
、
履
行
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
債
務
者
に
よ
り
履
行
と
言
え

95る
よ
う
な
も
の
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
債
務
の
存
在
を
証
明
す
る
だ
け
で
は
、
権
利
の
存
在
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
、
債
権
者
側
は
、「
履
行
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
」
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
で
は
あ
る
が
、
Cf.Cass.

3èm
e
civ.,14
fév.1996,Bull.civ.,III,nº46
;Cass.1re
civ.,19
m
ars
1996,Bull.civ.,I,nº147。

（

）
本
文
の
見
方
は
、「
履
行
し
た
こ
と
」
や
「
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
」
の
証
明
責
任
が
債
務
者
の
負
担
に
属

96す
る
と
い
う
解
決
に
つ
い
て
、
司
法
研
修
所
や
実
務
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
感
覚
的
・
価
値
判
断
的
な
説
明
を
（
司
法
研
修
所
編
・

前
掲
注
（

）
九
頁
以
下
・
二
一
頁
以
下
、
大
江
忠
『
要
件
事
実
民
法
⑶
債
権
総
論
（
第
三
版
）』（
第
一
法
規
・
二
〇
〇
五
年
）
四
三
頁

74

以
下
、
牧
野
利
秋
＝
土
屋
文
昭
＝
齋
藤
隆
編
『
民
事
要
件
事
実
講
座
３
〔
民
法
Ⅰ
〕
債
権
総
論
・
契
約
』（
青
林
書
院
・
二
〇
〇
五
年
）

五
二
頁
以
下
〔
齋
藤
執
筆
部
分
〕
等
）、
理
論
的
に
基
礎
付
け
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（

）
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
損
害
賠
償
の
性
質
に
関
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
判
例
で
あ
る
。
損

97害
賠
償
に
関
わ
る
全
て
の
判
例
に
つ
い
て
、
本
文
の
よ
う
な
読
み
方
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（

）
解
除
と
損
害
賠
償
を
同
一
平
面
上
の
責
任
制
度
と
し
て
位
置
付
け
た
か
ら
こ
そ
、
伝
統
的
通
説
は
、
両
者
の
消
滅
時
効
を
同
一
の
規

98律
に
服
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
価
値
判
断
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
と
評
価
し
う
る
の
で
あ
る
。

（

）
伝
統
的
通
説
の
よ
う
に
、
契
約
解
除
を
帰
責
事
由
に
基
づ
く
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
理
解
す
る
に
し
て
も
（
我
妻
・
前
掲
注

99（

）
一
五
六
頁
、
三
宅
・
前
掲
注
（

）
一
八
七
頁
等
）、
近
時
の
学
説
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
有
用
で
は
な
く
な
っ
た
契
約
か
ら
の
離
脱

86

86

を
可
能
に
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
把
握
す
る
に
し
て
も
（
好
美
清
光
「
契
約
の
解
除
の
効
力
│
│
と
り
わ
け
双
務
契
約
を
中
心
と
し
て

│
│
」
遠
藤
浩
＝
林
良
平
＝
水
本
浩
監
修
『
現
代
契
約
法
大
系
第
２
巻
現
代
契
約
の
法
理
⑵
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
四
年
）
一
七
九
頁

以
下
、
辰
巳
直
彦
「
契
約
解
除
と
帰
責
事
由
」『
谷
口
知
平
先
生
追
悼
論
文
集
２
契
約
法
』（
信
山
社
・
一
九
九
三
年
）
三
三
一
頁
以
下
、
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山
田
到
史
子
「
契
約
解
除
に
お
け
る
「
重
大
な
契
約
違
反
」
と
帰
責
事
由
（
一
）（
二
・
完
）
│
│
一
九
八
〇
年
国
際
動
産
売
買
契
約
に

関
す
る
国
連
条
約
に
示
唆
を
得
て
│
│
」
民
商
一
一
〇
巻
二
号
（
一
九
九
四
年
）
七
七
頁
以
下
、
三
号
六
四
頁
以
下
等
）、
解
除
は
、
契

約
の
実
現
を
問
題
に
す
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
は
性
格
的
に
異
な
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（

）
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
見
れ
ば
、
解
除
に
よ
っ
て
発
生
す
る
原
状
回
復
債
権
の
消
滅
時
効
起
算
点
を
解
除
時
に
求
め
る
判
例
の
立
場

100は
、
そ
れ
が
解
除
権
の
行
使
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
理
論
的
な
視
角
か
ら
も
、
実
際
的
な
視
点
か
ら
も
、
支
持
し
う
る

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（

）
こ
れ
に
対
し
て
、
解
除
権
そ
れ
自
体
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
は
、
解
除
に
基
づ
く
原
状
回
復
債
権
の
そ
れ
と
は
異
な
る
考
慮
を
必
要

101と
す
る
。
解
除
権
は
本
来
的
債
権
の
不
履
行
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
本
来
的
債
権
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
、
そ
の
不
履
行

を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
解
除
だ
け
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
論
理
的
に
問
題
が
存
在
す
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
解
除
権
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
は
、
学
説
の
多
数
と
同
じ
く
、
本
来
的
債
権
と
同
じ
消
滅
時
効
期
間
に
服
す
る
と
解
す
べ

き
こ
と
に
な
ろ
う
。

（

）
最
判
昭
和
五
〇
年
二
月
二
五
日
民
集
二
九
巻
二
号
一
四
三
頁
。

102
（

）
最
判
平
成
六
年
二
月
二
二
日
労
判
六
四
六
号
一
二
頁
。

103
（

）
最
判
平
成
六
年
二
月
二
二
日
民
集
四
八
巻
二
号
四
四
一
頁
。

104
（

）
最
判
平
成
一
六
年
四
月
二
七
日
判
時
一
八
六
〇
号
一
五
二
頁
。

105
（

）
こ
の
こ
と
は
、
安
全
配
慮
義
務
の
消
滅
時
効
に
関
す
る
判
例
が
登
場
す
る
以
前
に
も
、
一
部
の
学
説
に
よ
っ
て
、
明
確
に
自
覚
さ
れ

106て
い
た
。
例
え
ば
、
北
川
善
太
郎
「
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
理
論
と
判
例
」
於
保
不
二
雄
先
生
還
暦
記
念
『
民
法
学
の
基
礎
的
課
題
上
』

（
有
斐
閣
・
一
九
七
一
年
）
一
〇
二
頁
以
下
、
奥
田
昌
道
編
『
注
釈
民
法
⑽
債
権
⑴
債
権
の
目
的
・
効
力
§
３
９
９
〜
４
２
６
』（
有
斐

閣
・
一
九
八
七
年
）
四
六
七
頁
以
下
（
北
川
善
太
郎
執
筆
部
分
）
等
。

（

）
最
判
平
成
一
六
年
四
月
二
七
日
民
集
五
八
巻
四
号
一
〇
三
二
頁
。

107
（

）
「
少
な
く
と
も
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
」
と
い
う
留
保
を
付
し
た
の
は
、
以
下
の
理
由
に
基
づ
く
。
判
例
は
、
加
害
行
為
時
と

108損
害
発
生
時
の
間
に
相
当
の
時
間
的
な
間
隔
が
存
在
す
る
ケ
ー
ス
の
全
て
に
お
い
て
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
を
損
害
発
生
時
に
求
め
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、「
損
害
の
性
質
上
」
加
害
行
為
の
終
了
か
ら
相
当
期
間
経
過
し
た
後
に
損
害
が
発
生
す
る
場
合
に
つ
い
て
の
み
、
除
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斥
期
間
起
算
点
を
損
害
発
生
時
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、「
損
害
の
性
質
上
」
加
害
行
為
の
終
了
か
ら
相
当
期
間
経
過
し
た

後
に
損
害
が
発
生
す
る
場
合
に
該
当
し
な
い
ケ
ー
ス
で
は
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
消
滅
時
効
起
算
点
と
、
不
法
行

為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
除
斥
期
間
起
算
点
が
一
致
し
な
い
可
能
性
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
判
例
は
、
除
斥
期
間
の
起
算
点

が
加
害
行
為
時
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
場
合
と
、
そ
れ
が
損
害
発
生
時
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、「
損
害
の
性
質
上
、
加
害
行

為
が
終
了
し
て
か
ら
相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
損
害
が
発
生
す
る
場
合
」
の
み
に
言
及
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

い
ず
れ
に
も
入
ら
な
い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
何
ら
判
断
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（

）
最
判
平
成
一
六
年
四
月
二
七
日
民
集
五
八
巻
四
号
一
〇
三
二
頁
は
、
具
体
的
な
除
斥
期
間
起
算
点
に
つ
い
て
は
何
ら
判
断
を
示
し
て

109い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
は
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
消
滅
時
効
起
算
点
に
関
す
る
判
例
と
同
じ
く
、
除

斥
期
間
の
起
算
点
が
最
終
の
行
政
上
の
決
定
時
も
し
く
は
死
亡
時
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
山
本
隆

司
＝
金
山
直
樹
「
最
判
平
成
一
六
年
四
月
二
七
日
・
判
批
」
法
協
一
二
二
巻
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
〇
五
頁
以
下
・
二
一
一
頁
以
下

〔
金
山
執
筆
部
分
〕、
良
永
彌
太
郎
「
最
判
平
成
一
六
年
四
月
二
七
日
・
判
批
」
法
時
七
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
二
頁
等
）。
判
例

は
、
じ
ん
肺
に
関
す
る
損
害
に
つ
い
て
、
各
行
政
上
の
決
定
に
相
当
す
る
病
状
に
基
づ
く
各
損
害
が
、
そ
の
決
定
を
受
け
た
時
に
発
生
す

る
と
の
理
解
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
損
害
の
捉
え
方
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
性
質
決
定
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。

（

）
遅
延
損
害
金
と
遺
族
固
有
の
慰
謝
料
請
求
に
関
す
る
最
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
八
日
民
集
三
四
巻
七
号
八
八
八
頁
等
。

110
（

）
こ
の
こ
と
は
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
を
主
張
す
る
場
合
と
不
法
行
為
を
理
由
と
す
る
場
合
と
に
お
い
て
、
被
害
者
が
行
う
べ
き
主

111張
・
立
証
の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
と
な
る
。
最
判
昭
和
五
六
年
二
月
一
六
日
民
集
三
五
巻
一
号
五

六
頁
を
参
照
。

（

）
こ
こ
で
結
論
だ
け
を
述
べ
て
お
け
ば
、
履
行
の
実
現
を
基
礎
と
す
る
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
中
に
、
賠
償
を
目
的
と
す

112る
要
素
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
が
、
民
事
責
任
法
に
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
し
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
に
お
け
る
相
違
の
正
当
化
を
困
難

な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

）
川
島
・
前
掲
注
（

）
八
四
頁
以
下
。
な
お
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
が
、
山
中
康
雄
『
債
権
法
総
則
講
義
』（
巖
松
堂
書
店
・
一

113

32

九
四
八
年
）
八
八
頁
以
下
も
参
照
。
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（

）
勝
本
・
前
掲
注
（

）
二
九
一
頁
以
下
、
浅
井
清
信
『
日
本
債
権
法
総
論
』（
立
命
館
出
版
部
・
一
九
四
二
年
）
一
二
二
頁
以
下
等
。

114

2

（

）
仮
に
不
法
行
為
の
効
果
か
ら
債
権
の
効
力
へ
と
い
う
歴
史
認
識
が
正
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
不
法

115行
為
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
る
方
法
は
、
過
渡
期
の
理
論
枠
組
み
と
評
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

（

）
仮
に
価
値
的
な
同
一
性
を
承
認
す
る
こ
と
が
法
的
同
一
性
の
肯
定
へ
と
繫
が
る
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
、
目
的
物
の
物
権
的
返
還
請

116求
権
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
等
に
お
い
て
も
、
両
者
の
同
一
性
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
若
手
研
究
Ｂ
「
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
お
け
る
原
理
と
体
系
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ

る
。

契約不履行に基づく損害賠償の理論（一)
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