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〔
事
　
実
〕

　

一　

⑴　

Ｘ
（
女
・
原
告
）
と
訴
外
Ａ
（
男
）
と
は
、
平
成
二
一
年

八
月
八
日
に
結
婚
し
、
平
成
二
五
年
末
当
時
、
両
者
の
間
に
は
二
人
の

子
で
あ
る
Ｂ
（
平
成
二
二
年
一
月
生
ま
れ
）、
Ｃ
（
平
成
二
四
年
九
月

生
ま
れ
）
が
お
り
、
Ｘ
は
、
三
人
目
の
子
で
あ
る
Ｄ
（
平
成
二
六
年
四

月
生
ま
れ
）
を
身
ご
も
っ
て
い
た
。

　

⑵　

Ｙ
（
女
・
被
告
）
は
、
か
ね
て
か
ら
Ａ
が
当
時
の
Ｙ
の
夫
Ｅ
の

後
輩
で
あ
る
こ
と
や
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
共
通
の
趣
味
と
す
る
こ
と

か
ら
面
識
を
有
し
て
い
て
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
試
合
会
場
で
挨
拶

を
交
わ
し
た
り
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
交
換
し
た
り
す

る
関
係
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
五
年
四
月
二
四
日
に
Ａ
が
携
帯
電
話
の

連
絡
先
を
Ｙ
に
知
ら
せ
て
き
た
こ
と
か
ら
連
絡
先
を
交
換
し
、
そ
の
こ

ろ
か
ら
二
人
で
食
事
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
り
親
密
な
関
係
と
な
っ
て

い
っ
た
。
Ｙ
は
、
平
成
二
五
年
一
一
月
、
Ａ
の
誕
生
日
に
マ
フ
ラ
ー
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
。

　

⑶　

Ｙ
は
、
平
成
二
五
年
一
二
月
一
二
日
、
Ａ
に
配
偶
者
が
い
る
こ

と
を
知
り
な
が
ら
同
人
と
と
も
に
神
奈
川
県
箱
根
町
湯
本
の
ホ
テ
ル
に

宿
泊
し
、
肉
体
関
係
を
持
ち
不
貞
関
係
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
も
っ
と

も
、
当
時
、
Ｙ
は
、
Ａ
の
配
偶
者
が
三
人
目
の
子
を
身
ご
も
っ
て
い
る

こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。

　

⑷　

Ｙ
と
Ａ
は
、
頻
繁
に
連
絡
を
取
り
あ
い
、
継
続
的
に
月
に
二
、

三
回
程
度
、
Ｙ
の
仕
事
帰
り
に
会
う
な
ど
し
て
そ
の
不
貞
関
係
を
継
続

し
た
。
そ
の
間
、
Ｙ
は
、
Ｘ
と
Ａ
と
の
間
の
子
ら
（
Ｂ
、
Ｃ
）
と
会
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
は
、
当
時
の
夫
Ｅ
か
ら
Ａ
と
の
不
貞

〔
下　

級　

審　

民　

訴　

事　

例　

研　

究　

七
七
〕

原
告
の
被
告
に
対
す
る
不
貞
行
為
に
基
づ
く
慰
謝
料
請
求
権
が
破
産
法
二
五
三
条
一
項
二
号
の
非
免
責
債
権
に
該
当
し
な
い
と
さ

れ
た
事
例

東
京
地
裁
平
成
二
八
年
三
月
一
一
日
判
決
〈
平
成
二
七
年
ワ
第
一
四
八
八
二
号
〉、
損
害
賠
償
請
求
事
件
、
判
例
タ
イ
ム
ズ

一
四
二
九
号
二
三
四
頁
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関
係
を
止
め
る
よ
う
に
注
意
さ
れ
た
た
め
、
平
成
二
六
年
五
月
三
〇
日

に
は
、
Ａ
に
対
し
、
二
人
の
関
係
を
清
算
す
る
旨
を
連
絡
し
た
。
し
か

し
、
Ｙ
に
は
Ａ
に
会
い
た
い
と
の
気
持
ち
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
、

Ｙ
が
職
務
と
し
て
Ａ
に
勧
め
て
い
た
個
人
年
金
商
品
に
関
す
る
連
絡
を

と
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
Ａ
に
対
し
連
絡
を

と
り
、
二
人
の
不
貞
関
係
は
復
活
し
た
。
Ｙ
と
Ａ
と
は
、
そ
の
後
平
成

二
六
年
六
月
二
一
日
に
も
肉
体
関
係
を
持
っ
た
。

　

⑸　

Ｙ
と
Ａ
と
の
不
貞
関
係
に
気
づ
い
た
Ｘ
は
、
平
成
二
六
年
八
月

一
三
日
、
Ｙ
に
対
し
、
Ａ
と
の
不
貞
関
係
に
関
し
て
手
紙
を
送
り
た
い

の
で
住
所
を
教
え
て
ほ
し
い
旨
の
連
絡
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
、

こ
れ
を
拒
絶
し
誠
実
に
対
応
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
Ｙ

の
当
時
の
夫
Ｅ
は
、
Ｙ
に
対
し
、
Ｘ
か
ら
、
①
Ｙ
と
Ａ
と
の
不
貞
関
係

が
継
続
し
て
い
た
当
時
に
Ｘ
が
身
ご
も
っ
て
い
た
こ
と
、
②
Ａ
は
Ｘ
を

始
め
と
す
る
家
族
と
暮
ら
す
た
め
の
自
宅
を
新
し
く
購
入
し
て
い
た
こ

と
、
③
Ａ
は
過
去
に
も
（
妻
た
る
）
Ｘ
以
外
の
女
性
と
遊
ん
で
い
た
こ

と
な
ど
の
事
情
を
聞
か
さ
れ
た
こ
と
を
話
し
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
と
Ａ
と

の
不
貞
関
係
は
終
了
し
た
。

　

⑹　

し
か
る
後
に
、
Ｘ
と
Ｙ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
代
理
人
を
通
じ
て
交

渉
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
Ｘ
に
対
し
て
謝
罪
し
た
上
で
和
解
金
二

一
〇
万
円
を
支
払
う
こ
と
と
し
、
頭
金
と
し
て
三
五
万
円
を
一
括
し
て

支
払
い
、
残
金
の
一
七
五
万
円
を
月
々
七
万
円
の
二
五
回
の
分
割
で
支

払
う
と
の
内
容
で
お
お
む
ね
合
意
に
達
し
、
そ
の
旨
の
条
項
の
記
載
が

あ
る
合
意
書
に
双
方
が
署
名
捺
印
し
た
。

　

し
か
し
、
Ｙ
は
、
ほ
か
に
も
二
〇
〇
万
円
程
度
の
借
金
が
あ
り
、
上

記
和
解
金
の
頭
金
三
五
万
円
を
捻
出
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
分
割
金
と

し
て
七
万
円
を
支
払
っ
た
の
み
で
、
破
産
手
続
開
始
（
自
己
破
産
）
の

申
立
て
を
し
た
。
そ
の
際
、
Ｙ
は
、
破
産
手
続
に
お
い
て
、
Ｘ
の
慰
謝

料
請
求
権
を
破
産
債
権
と
し
て
掲
げ
て
い
た
。
そ
し
て
、
Ｙ
は
、
平
成

二
七
年
七
月
七
日
午
後
五
時
、
破
産
手
続
開
始
決
定
を
受
け
る
と
同
時

に
、
同
時
破
産
手
続
廃
止
決
定
を
受
け
、
同
年
九
月
一
六
日
に
は
免
責

許
可
決
定
を
受
け
た
。

　

二　

⑴　

こ
の
こ
と
を
受
け
、
Ｘ
が
、
Ｙ
に
対
し
、
Ｙ
と
Ｘ
の
夫
Ａ

と
の
不
貞
行
為
に
よ
り
婚
姻
共
同
生
活
の
平
和
を
侵
害
さ
れ
、
夫
婦
関

係
が
破
綻
す
る
危
機
に
瀕
し
た
と
し
て
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償

請
求
権
に
基
づ
き
五
五
〇
万
円
の
賠
償
金
（
慰
謝
料
五
〇
〇
万
円
お
よ

び
相
当
弁
護
士
費
用
五
〇
万
円
）
お
よ
び
不
法
行
為
の
日
か
ら
支
払
済

み
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
て
提
起

し
た
の
が
、
本
件
で
あ
る
。

　

⑵　

Ｘ
は
、
本
件
訴
訟
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
す
な

わ
ち
、
Ｙ
は
、
Ｘ
が
三
人
目
の
子
を
身
ご
も
っ
て
い
た
当
時
、
積
極
的

か
つ
主
導
的
に
Ａ
と
の
不
貞
関
係
を
結
び
か
つ
継
続
し
た
。
Ｙ
は
、
Ａ

と
の
不
貞
関
係
を
継
続
し
て
い
た
間
、
Ｘ
の
二
人
の
子
（
Ｂ
、
Ｃ
）
と

会
っ
た
り
、
Ｙ
が
当
時
扱
っ
て
い
た
年
金
保
険
商
品
を
Ａ
に
購
入
さ
せ

た
り
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
不
貞
関
係
発
覚
後
に
は
Ｘ
を
侮
辱
す
る
よ

う
な
言
動
を
と
る
な
ど
Ｘ
に
対
し
て
不
誠
実
な
態
度
に
終
始
し
て
き
た
。

以
上
の
よ
う
な
Ｙ
の
一
連
の
行
為
に
よ
っ
て
、
Ｘ
と
Ａ
と
の
婚
姻
関
係
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は
破
綻
の
危
機
に
瀕
し
、
婚
姻
生
活
の
平
穏
は
侵
害
さ
れ
、
Ｘ
は
多
大

な
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
た
。
こ
れ
ら
Ｘ
の
被
っ
た
精
神
的
損
害
を
慰
藉

す
る
た
め
の
慰
謝
料
は
五
〇
〇
万
円
、
Ｙ
の
不
法
行
為
と
相
当
因
果
関

係
の
あ
る
弁
護
士
費
用
と
し
て
は
五
〇
万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
下
ら
な
い
、

と
。

　

⑶　

こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
は
、
不
貞
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は

こ
れ
を
争
わ
ず
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｙ
は
、
Ａ
と

の
不
貞
関
係
が
発
覚
、
終
了
し
た
後
、
破
産
手
続
開
始
決
定
を
受
け
、

免
責
許
可
決
定
を
受
け
た
。
Ｙ
は
、
自
ら
の
破
産
手
続
に
お
い
て
、
Ｘ

の
慰
謝
料
請
求
権
も
破
産
債
権
と
し
て
挙
げ
て
い
た
か
ら
、
免
責
許
可

決
定
に
よ
っ
て
そ
の
免
責
を
受
け
て
い
る
。
破
産
法
二
五
三
条
一
項
二

号
は
、「
破
産
者
が
悪
意
で
加
え
た
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請

求
権
」
は
非
免
責
債
権
で
あ
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
趣
旨
お

よ
び
目
的
に
照
ら
す
と
、
そ
こ
で
い
う
「
悪
意
」
と
は
、
故
意
を
超
え

た
積
極
的
害
意
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
Ｙ
の
場
合
、
Ａ
と
の
不
貞

関
係
は
約
九
ヶ
月
間
で
あ
り
長
い
と
は
い
え
な
い
し
、
Ｘ
の
二
人
の
子

ら
と
も
夫
（
Ａ
）
の
友
人
と
し
て
会
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
当
時
Ｘ
が
妊

娠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
。
本
件
に
お
け
る
そ
の
他

の
事
情
を
考
慮
し
て
も
、
Ｘ
に
対
す
る
積
極
的
な
害
意
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
Ｘ
の
慰
謝
料
請
求
権
は
免
責
さ
れ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
に
対
し
、
本
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
判
示

し
た
。

〔
判
　
旨
〕

　

請
求
棄
却

　

一　

Ｙ
に
よ
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
慰
謝
料
請
求
権
の
成
否
・
金
額

に
つ
い
て

　
「
Ｘ
と
Ａ
と
の
婚
姻
関
係
は
、
Ａ
が
Ｘ
と
婚
姻
し
て
い
る
こ
と
を
認

識
し
た
上
で
Ｙ
と
肉
体
関
係
を
持
つ
に
至
り
、
そ
の
不
貞
関
係
が
継
続

し
、
そ
の
後
Ｘ
に
発
覚
す
る
に
及
ん
で
破
綻
の
危
機
に
瀕
し
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
Ｙ
と
Ａ
と
の
不
貞
行
為
は
、
Ｘ
に
対
す
る
関
係
に
お

い
て
共
同
不
法
行
為
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
Ｘ
が
被
っ
た
損
害
を
賠
償

す
る
責
を
負
う
べ
き
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
Ｘ
が
三
人
目
の
子
を
身

ご
も
っ
て
い
た
時
期
に
継
続
し
て
不
貞
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
Ａ

と
の
不
貞
関
係
に
お
い
て
Ｙ
は
決
し
て
受
け
身
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は

い
え
な
い
こ
と
な
ど
Ｙ
と
Ａ
と
の
不
貞
行
為
の
態
様
、
及
び
不
貞
関
係

発
覚
直
後
の
Ｙ
の
Ｘ
に
対
す
る
対
応
な
ど
本
件
に
顕
れ
た
一
切
の
事
情

に
鑑
み
る
と
、
Ｘ
が
被
っ
た
精
神
的
苦
痛
を
慰
藉
す
る
た
め
の
慰
謝
料

は
、
多
く
と
も
本
件
提
起
前
に
Ｘ
・
Ｙ
間
で
お
お
む
ね
合
意
に
達
し
た

二
一
〇
万
円
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

　

二　

Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
慰
謝
料
請
求
権
の
非
免
責
債
権
該
当
性
の
有

無
に
つ
い
て

　

も
っ
と
も
、「
破
産
法
二
五
三
条
一
項
二
号
は
、『
破
産
者
が
悪
意
で

加
え
た
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
』
は
非
免
責
債
権
で
あ

る
旨
規
定
す
る
と
こ
ろ
、
同
項
三
号
が
『
破
産
者
が
故
意
又
は
重
大
な

過
失
に
よ
り
加
え
た
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
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く
損
害
賠
償
請
求
権
（
前
号
に
掲
げ
る
請
求
権
を
除
く
。）』
と
規
定
し

て
い
る
こ
と
や
破
産
法
が
非
免
責
債
権
を
設
け
た
趣
旨
及
び
目
的
に
照

ら
す
と
、
そ
こ
で
い
う
『
悪
意
』
と
は
故
意
を
超
え
た
積
極
的
な
害
意

を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
上
記

認
定
及
び
説
示
し
た
と
お
り
、
Ｙ
の
、
Ａ
と
の
不
貞
行
為
の
態
様
及
び

不
貞
関
係
発
覚
直
後
の
Ｘ
に
対
す
る
対
応
な
ど
、
本
件
に
顕
れ
た
一
切

の
事
情
に
鑑
み
る
と
、
Ｙ
の
不
法
行
為
は
そ
の
違
法
性
の
程
度
が
低
い

と
は
到
底
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
本
件
に
顕
れ
た
一
切

〔
の
〕
事
情
か
ら
窺
わ
れ
る
共
同
不
法
行
為
者
で
あ
る
Ａ
の
行
為
を
も

考
慮
す
る
と
、
Ｙ
が
一
方
的
に
Ａ
を
籠
絡
し
て
Ｘ
の
家
庭
の
平
穏
を
侵

害
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
ま
で
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
Ｘ
に
対
す

る
積
極
的
な
害
意
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ｘ
の
Ｙ
に
対

す
る
慰
謝
料
請
求
権
は
破
産
法
二
五
三
条
一
項
二
号
の
非
免
責
債
権
に

該
当
し
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」

〔
評
　
釈
〕　
判
旨
に
反
対
で
あ
る
。

　
一
　
問
題
の
所
在

　

本
件
訴
訟
は
、
原
告
Ｘ
（
女
）
が
、
被
告
Ｙ
（
女
）
に
対
し
、
Ｙ

と
Ｘ
の
夫
Ａ
と
の
不
貞
行
為
に
よ
り
婚
姻
共
同
生
活
の
平
和
を
侵
害

さ
れ
、
夫
婦
関
係
が
破
綻
す
る
危
機
に
瀕
し
た
と
し
て
、
不
法
行
為

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
基
づ
き
五
五
〇
万
円
の
賠
償
金
（
慰
謝

料
五
〇
〇
万
円
お
よ
び
相
当
弁
護
士
費
用
五
〇
万
円
）
等
の
支
払
い

を
求
め
た
事
件
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
Ｙ
に
よ
る
不
法
行
為
の
成
立

を
認
め
、
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
慰
謝
料
は
多
く
と
も
二
一
〇
万
円
を
超

え
る
こ
と
は
な
い
と
判
示
し
た
が
、
他
方
で
、
本
判
決
前
に
Ｙ
は
破

産
手
続
開
始
決
定
お
よ
び
免
責
許
可
決
定
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
、

Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
、
不
貞
行
為
に
基
づ
く
慰
謝
料
請
求
権
は
、
破
産

法
二
五
三
条
一
項
二
号
所
定
の
非
免
責
債
権
に
は
該
当
し
な
い
か
ら
、

Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
慰
謝
料
請
求
権
は
免
責
さ
れ
た
と
判
示
し
た
も
の

で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
破
産
法
二
五
三
条
一
項
二
号
は
、「
破
産
者
が

悪
意
で
加
え
た
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
」
は
非
免
責

債
権
で
あ
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
同
趣
旨
の
規
定
は
、
旧
破
産

法
三
六
六
条
ノ
一
二
第
二
号
に
も
あ
り
、
こ
こ
に
い
う
「
悪
意
」
の

意
味
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
学

説
上
争
い
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
行
破
産
法
は
、
非
免
責
債
権

と
し
て
、
二
号
の
損
害
賠
償
請
求
権
と
は
別
に
、
新
た
に
三
号
所
定

の
「
破
産
者
が
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
加
え
た
人
の
生
命
又

は
身
体
を
害
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
（
前
号
に

掲
げ
る
請
求
権
を
除
く
。）」
を
追
加
し
た
こ
と
か
ら
、
現
行
破
産
法

下
で
も
、
二
号
所
定
の
「
悪
意
」
の
意
味
が
問
題
と
な
る
。
本
判
決

は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
二
号
所
定
の
「
悪
意
」
と
は
、「
故
意
を
超

え
た
積
極
的
な
害
意
を
い
う
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
の
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当
否
が
問
題
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
本
判
決
が
認
定
し
た
よ
う
な
事

実
関
係
の
下
で
は
、
Ｙ
の
「
悪
意
」
を
認
定
で
き
な
い
と
し
た
こ
と

の
当
否
も
問
題
と
な
る
。
以
下
、
検
討
す
る
。

　
二
　
破
産
法
二
五
三
条
一
項
二
号
に
い
う
「
悪
意
」
の
意
義
を
め

ぐ
る
学
説

　

現
行
破
産
法
二
五
三
条
一
項
二
号
は
、「
破
産
者
ガ
悪
意
ヲ
以
テ

加
ヘ
タ
ル
不
法
行
為
ニ
基
ク
損
害
賠
償
」
請
求
権
を
非
免
責
債
権
と

し
て
い
た
旧
破
産
法
三
六
六
条
ノ
一
二
第
二
号
を
そ
の
前
身
と
す
る

が
、
こ
こ
に
い
う
「
悪
意
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
旧
法
下
で
は
、
学

説
上
、
争
い
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
の
破
産
免
責
制
度
の
導

入
に
関
与
し
た
立
案
担
当
者
が
、「
悪
意
」
の
意
義
に
つ
き
、「
不
正

に
他
人
を
害
す
る
意
欲
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
不
法
行
為
の
要
件
た

る
『
故
意
』
の
概
念
と
も
異
る
。」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
受
け）1
（

、

「
悪
意
」
と
は
、
単
な
る
故
意
で
は
足
り
ず
、
道
徳
的
に
非
難
す
べ

き
積
極
的
な
害
意
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
害
意
説
）
が
通
説

を
形
成
し
て
き
た）2
（

。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
破
産
者
の
人
格
責
任
を
基
礎
づ
け

る
の
に
、
そ
こ
ま
で
要
求
す
べ
き
合
理
的
理
由
は
な
い
し
、
わ
が
国

の
破
産
免
責
制
度
の
母
法
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒
産
法
の
非
免
責

債
権
に
関
す
る
条
項）3
（

の
解
釈
と
し
て
も
、
単
な
る
故
意
で
足
り
る
と

解
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
旧
破
産
法
三
六
六
条
ノ
一
二

第
二
号
の
解
釈
と
し
て
も
、
故
意
に
な
さ
れ
た
不
法
行
為
で
あ
れ
ば

足
り
、
故
意
以
上
の
別
段
の
意
欲
な
い
し
害
意
を
要
求
す
べ
き
で
は

な
く
、
ま
た
過
失
で
あ
っ
て
も
、
自
動
車
の
暴
走
運
転
な
ど
認
識
あ

る
過
失
の
場
合
に
は
、
二
号
の
悪
意
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う

る
と
す
る
少
数
説
（
故
意
説
）
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た）（
（

。
こ
の

少
数
説
の
背
景
に
は
、
主
に
人
身
損
害
を
被
っ
た
被
害
者
の
有
す
る

不
法
行
為
債
権
の
場
合
に
は
、
被
害
者
救
済
の
観
点
か
ら
、
な
る
べ

く
こ
れ
を
非
免
責
債
権
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
判
断
が
あ
る）（
（

。

　

し
か
し
、
現
行
破
産
法
が
、
旧
破
産
法
三
六
六
条
ノ
一
二
第
二
号

の
後
身
た
る
現
行
破
産
法
二
五
三
条
一
項
二
号
と
は
別
に
、
三
号
で
、

「
破
産
者
が
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
加
え
た
人
の
生
命
又
は

身
体
を
害
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
（
前
号
に
掲

げ
る
請
求
権
を
除
く
。）」
を
新
た
に
非
免
責
債
権
と
し
て
規
定
し
た

こ
と
を
受
け
、
旧
破
産
法
下
で
少
数
説
を
採
用
し
て
い
た
有
力
学
説

が
、
現
行
破
産
法
二
五
三
条
一
項
二
号
に
い
う
「
悪
意
」
と
は
積
極

的
害
意
を
意
味
す
る
と
す
る
通
説
（
害
意
説
）
に
与
す
る
に
至
り）（
（

、

現
行
法
下
で
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
学
説
が
害
意
説
を
採
用
し
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い）7
（

。
そ
の
理
由
は
、
次
の
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
破
産
法
二
五
三
条
一
項
三
号
が
、
こ
の
種
の

損
害
賠
償
請
求
権
を
非
免
責
債
権
と
し
た
の
は
、
人
の
生
命
ま
た
は
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身
体
は
、
法
の
保
護
法
益
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
例
え

ば
暴
走
運
転
な
ど
の
よ
う
な
重
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
、

損
害
賠
償
請
求
権
を
免
責
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
被
害
者
に
対
す

る
救
済
の
面
か
ら
も
、
加
害
者
に
対
す
る
制
裁
の
面
か
ら
も
好
ま
し

く
な
い
と
の
理
由
に
基
づ
く）8
（

。
そ
こ
で
、
三
号
が
、
人
の
生
命
・
身

体
と
い
う
最
も
重
要
な
保
護
法
益
に
対
し
て
故
意
ま
た
は
重
過
失
で

加
え
た
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
非
免
責
債

権
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
除
く
、
二
号
所
定
の
「
破

産
者
が
悪
意
で
加
え
た
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
」
に

つ
い
て
は
、
単
な
る
故
意
で
は
足
り
ず
、
よ
り
積
極
的
な
害
意
を

も
っ
て
「
悪
意
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
の
考
慮
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
実
関
係
が
あ
れ
ば
、
二
号
の

「
悪
意
」
に
よ
る
不
法
行
為
と
い
え
る
か
は
、
具
体
的
事
案
に
即
し

て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
し
い
問
題
で
あ
る）9
（

。
そ
こ
で
、
以

下
で
は
、
旧
破
産
法
三
六
六
条
ノ
一
二
第
二
号
お
よ
び
現
行
破
産
法

二
五
三
条
一
項
二
号
に
い
う
「
悪
意
」
の
有
無
が
争
わ
れ
た
裁
判
例

を
取
り
上
げ
、
裁
判
所
が
、
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
破
産
者
の

「
悪
意
」
に
つ
い
て
判
断
し
て
き
た
の
か
を
眺
め
た
上
で
、
そ
れ
ら

の
裁
判
例
か
ら
見
て
、
本
判
決
の
判
断
が
妥
当
で
あ
っ
た
ど
う
か
を

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
三
　「
悪
意
」
の
有
無
が
争
わ
れ
た
裁
判
例

　

⑴　
「
悪
意
」
の
有
無
が
問
題
と
な
っ
た
従
来
の
裁
判
例
を
概
観

し
て
み
る
と
、「
悪
意
」
の
意
義
に
つ
き
、
明
確
に
「
害
意
」
ま
で

必
要
な
の
か
、「
故
意
」
で
足
り
る
の
か
に
つ
き
明
言
す
る
こ
と
な

く
、
破
産
者
の
「
悪
意
」
を
認
定
し
た
裁
判
例
が
、
い
く
つ
か
あ
る
。

　

ま
ず
、
［1］
東
京
地
判
平
成
八
・
九
・
三
〇
金
判
一
〇
二
三
号
三
八

頁
）
（（
（

は
、
被
告
Ｙ
（
破
産
者
）
が
約
七
〇
〇
万
円
の
債
務
を
負
っ
て
い

る
こ
と
を
隠
し
て
デ
パ
ー
ト
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
を
申
し

込
み
、
そ
の
収
入
で
は
支
払
え
な
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
食
料
品
等
を
購
入

し
、
カ
ー
ド
利
用
代
金
を
支
払
わ
な
か
っ
た
と
の
事
実
関
係
の
下
で

は
、
Ｙ
は
カ
ー
ド
会
社
Ｘ
に
対
す
る
悪
意
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
が

あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

続
く
［2］
東
京
地
判
平
成
九
・
一
〇
・
一
三
判
タ
九
六
七
号
二
七
一

頁
・
金
判
一
〇
四
三
号
四
四
頁
は
、
被
告
Ｙ
（
破
産
者
）
の
生
活
歴
、

Ｙ
の
借
財
と
返
済
状
況
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
状
況
、
Ｙ
の

経
済
状
況
等
に
つ
い
て
認
定
し
た
上
、
Ｙ
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

利
用
時
に
お
い
て
、
Ｙ
自
身
お
よ
び
Ｙ
が
勤
務
し
て
い
た
会
社
の
経

済
状
態
が
破
た
ん
し
て
お
り
、
そ
の
代
金
支
払
い
が
Ｙ
自
身
に
お
い

て
も
会
社
に
お
い
て
も
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
結
果

カ
ー
ド
会
社
Ｘ
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
い
た
も
の
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で
あ
り
、
Ｙ
は
、
こ
の
こ
と
を
秘
匿
し
、
加
盟
店
の
担
当
係
を
し
て
、

立
替
払
金
の
支
払
意
思
お
よ
び
支
払
能
力
が
あ
る
も
の
と
誤
信
さ
せ
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
の
カ
ー
ド
の

利
用
は
、
悪
意
に
よ
る
不
法
行
為
に
該
当
す
る
と
判
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
［2］
判
決
の
控
訴
審
た
る
［3］
東
京
高
判
平
成
一
〇
・
二
・
二
五

金
判
一
〇
四
三
号
四
二
頁
も
、
［2］
判
決
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
理
由
を

掲
げ
、
本
件
カ
ー
ド
の
利
用
（
飲
食
）
は
、
悪
意
に
よ
る
不
法
行
為

に
当
た
り
、
立
替
金
相
当
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
非
免
責
債
権
に
当

た
る
と
し
て
い
る
。

　

同
様
に
、
［（］
東
京
地
判
平
成
一
一
・
一
一
・
三
〇
金
判
一
〇
八
九

号
四
一
頁
は
、
貸
金
業
者
Ｘ
が
、
被
告
Ｙ
に
対
し
て
金
銭
を
貸
し
付

け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
締
結
直
後
に
、
Ｙ
が
破

産
宣
告
（
破
産
手
続
開
始
決
定
）・
同
時
廃
止
決
定
、
さ
ら
に
免
責

（
許
可
）
決
定
を
受
け
た
た
め
、
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
、「
悪
意
」
に
よ

る
不
法
行
為
で
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、

Ｙ
が
Ｘ
か
ら
当
該
借
入
れ
を
し
た
当
時
、
客
観
的
に
支
払
不
能
の
状

態
に
あ
っ
た
こ
と
に
争
い
が
な
い
場
合
に
は
、
特
段
の
反
証
が
な
い

限
り
、
Ｙ
が
返
済
意
思
を
欠
い
て
い
た
こ
と
が
事
実
上
推
定
さ
れ
る

と
こ
ろ
、
本
件
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
Ｙ
の
支
払
意
思
の
欠

如
に
つ
い
て
、
合
理
的
疑
い
を
抱
か
せ
る
事
情
は
特
に
窺
わ
れ
な
い

と
し
て
、「
悪
意
」
に
よ
る
不
法
行
為
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
［（］
最
判
平
成
一
二
・
一
・
二
八
金
判
一
〇
九
三
号
一
五

頁
）
（（
（

も
、
被
告
Ｙ
（
破
産
者
）
が
、
そ
の
月
収
額
か
ら
生
活
費
な
ど
を

控
除
す
る
と
、
す
で
に
負
っ
て
い
た
借
入
金
債
務
に
対
す
る
月
々
の

弁
済
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
発
行
を
受
け
、
こ
れ
を
利
用
し
て
商
品
な
ど

を
購
入
し
た
な
ど
の
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
Ｙ
の
商
品
な
ど

の
購
入
は
、
悪
意
に
よ
る
不
法
行
為
を
構
成
す
る
も
の
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

⑵　

以
上
の
［1］
な
い
し
［（］
判
決
が
、
い
ず
れ
も
、「
悪
意
」
の
意

義
に
つ
き
、「
害
意
」
ま
で
必
要
な
の
か
、「
故
意
」
で
足
り
る
か
に

つ
き
特
に
明
言
す
る
こ
と
な
く
、
破
産
者
の
「
悪
意
」
を
認
定
し
た

も
の
で
あ
る）（（
（

の
に
対
し
、
そ
の
立
場
を
特
に
明
確
に
す
る
こ
と
な
く
、

悪
意
に
よ
る
不
法
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
判
断
し
た
裁
判
例
と
し
て
、

次
の
［（］
判
決
が
あ
る
。

　

［（］
大
分
地
判
平
成
四
・
八
・
四
判
タ
七
九
四
号
二
六
三
頁）（（
（

は
、
Ｙ

（
破
産
者
）
が
金
融
業
者
Ｘ
と
の
間
で
、
Ｘ
発
行
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
利
用
し
て
限
度
額
ま
で
繰
り
返
し
金
員
の
借
入
れ
が
で
き

る
契
約
を
締
結
し
た
際
、
右
契
約
書
の
連
帯
保
証
人
欄
に
妻
Ｚ
に
無

断
で
Ｚ
の
名
前
を
記
載
・
捺
印
し
た
た
め
、
Ｘ
が
Ｙ
と
妻
Ｚ
を
被
告

と
し
て
提
起
し
た
貸
金
返
還
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
Ｙ
に
対
し
て
勝

訴
し
た
も
の
の
、
妻
Ｚ
に
対
し
て
は
敗
訴
し
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
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Ｘ
が
、（
前
訴
判
決
確
定
後
に
）
破
産
宣
告
・
免
責
許
可
決
定
を
受

け
た
Ｙ
を
被
告
と
し
て
、
Ｙ
の
虚
偽
説
明
に
よ
り
貸
金
相
当
額
の
損

害
を
被
っ
た
と
し
て
提
起
し
た
訴
訟
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
、
Ｘ
は
、
Ｘ
が
Ｙ
と
本
件
契
約
を
締
結
し

た
の
は
、
そ
の
妻
Ｚ
が
連
帯
保
証
人
と
な
る
こ
と
を
承
諾
し
同
人
よ

り
署
名
捺
印
の
委
任
を
受
け
て
い
る
と
の
Ｙ
の
説
明
を
信
頼
し
た
か

ら
で
あ
り
、
Ｘ
に
よ
る
本
件
契
約
締
結
行
為
は
、
旧
破
産
法
三
六
六

条
ノ
一
二
第
二
号
に
い
う
「
悪
意
」
に
よ
る
不
法
行
為
に
該
当
す
る

と
主
張
し
た
。

　

［（］
判
決
は
、
本
件
契
約
締
結
行
為
が
、
悪
意
に
よ
る
不
法
行
為
に

該
当
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
Ｙ
の
欺
罔
行
為
に
よ
り
契
約
を

締
結
し
た
こ
と
に
加
え
、
契
約
に
基
づ
き
借
り
受
け
た
金
員
を
弁
済

期
に
弁
済
で
き
ず
、
損
害
を
加
え
る
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
を

認
識
し
て
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
こ
ろ
、
本
件
事
実
関

係
の
下
で
は
、
Ｙ
が
Ｘ
に
損
害
を
加
え
る
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
こ

と
を
認
識
し
て
契
約
を
締
結
し
た
と
推
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

　

⑶　

こ
れ
に
対
し
、
明
確
に
通
説
（
害
意
説
）
の
立
場
か
ら
、

「
悪
意
」
に
よ
る
不
法
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
判
断
し
た
裁
判
例
と

し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　

［7］
東
京
地
判
平
成
一
三
・
五
・
二
九
判
タ
一
〇
八
七
号
二
六
四
頁）（（
（

は
、
二
号
の
「
悪
意
」
に
つ
き
、
単
な
る
故
意
で
は
な
く
、
不
正
に

他
人
を
害
す
る
意
思
な
い
し
積
極
的
な
害
意
を
意
味
す
る
と
の
立
場

か
ら
、
破
産
者
Ｙ
の
行
為
は
「
悪
意
」
に
よ
る
不
法
行
為
に
当
た
ら

な
い
と
判
示
し
た
裁
判
例
で
あ
る
。
本
件
は
、
Ｙ
が
Ｘ
と
の
間
で
継

続
的
に
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
販
売
委
託
契
約
を
締
結
し
て
い
た
場
合
に

お
い
て
、
Ｘ
か
ら
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
引
渡
し
を
受
け
た
後
、
そ
の
代

金
を
ほ
と
ん
ど
支
払
う
こ
と
な
く
、
破
産
宣
告
・
免
責
許
可
決
定
を

受
け
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
Ｙ
に
は
差
損
を
生
じ
る
価
格
で
販

売
委
託
を
受
け
た
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
転
売
し
て
い
る
点
で
問
題
は
あ

る
が
、
Ｙ
が
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
一
部
を
Ｘ
に
返
還
し
て
い
る
こ
と
、

別
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
一
部
を
費
用
を
か
け
て
再
鑑
定
の
依
頼
を
し

て
い
る
こ
と
、
Ｙ
は
平
成
一
〇
年
七
月
に
街
金
か
ら
借
入
れ
を
す
る

に
至
る
ま
で
は
、
未
払
代
金
債
務
の
分
割
弁
済
等
を
し
て
い
る
こ
と

等
か
ら
す
る
と
、
Ｙ
は
、
大
き
な
利
幅
が
見
込
め
る
個
人
客
に
販
売

す
る
可
能
性
に
か
け
て
、
差
損
を
生
じ
る
売
却
に
よ
り
現
金
収
入
を

得
て
、
別
の
仕
入
れ
先
か
ら
新
し
い
商
品
を
仕
入
れ
る
と
い
う
自
転

車
操
業
的
な
営
業
を
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、（
そ
の
判
断
は
経
営

者
と
し
て
相
当
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
も
の
の
）
Ｙ
に
不
正
に
他

人
を
害
す
る
意
思
な
い
し
積
極
的
な
害
意
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い

と
判
示
し
た
。

　

ま
た
［8］
神
戸
地
明
石
支
判
平
成
一
八
・
六
・
二
八
判
タ
一
二
二
九
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号
三
三
九
頁
も
、
同
様
に
通
説
の
立
場
か
ら
、
破
産
者
Ｙ
の
行
為
は

「
悪
意
」
に
よ
る
不
法
行
為
に
は
当
た
ら
な
い
と
判
示
し
た
裁
判
例

で
あ
る
。
本
件
は
、
訴
外
Ａ
が
、
第
一
種
知
的
障
害
者
と
認
定
さ
れ

て
い
る
Ｂ
（
Ｙ
の
兄
）
に
な
り
す
ま
し
、
貸
金
業
者
Ｘ
と
の
間
で
金

銭
消
費
貸
借
基
本
契
約
を
締
結
し
、
Ｙ
が
、
同
契
約
か
ら
生
じ
る
債

務
に
つ
い
て
連
帯
保
証
契
約
を
締
結
し
た
後
、
Ａ
が
約
束
の
支
払
期

日
を
過
ぎ
て
も
、
Ｘ
に
弁
済
を
し
な
か
っ
た
た
め
期
限
の
利
益
を
喪

失
し
た
と
し
て
、
Ｘ
が
、
前
記
連
帯
保
証
契
約
に
基
づ
き
、
Ｙ
に
対

し
て
連
帯
保
証
債
務
の
履
行
を
求
め
た
が
、
Ｙ
が
、
破
産
宣
告
・
免

責
許
可
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
に
支
払
い
を
拒
ん
だ
た
め
、
Ｘ

が
、
Ｙ
が
Ａ
と
共
謀
し
て
、
Ｘ
を
欺
罔
し
て
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を

締
結
さ
せ
て
金
銭
を
借
り
受
け
、
そ
の
弁
済
を
せ
ず
に
Ｘ
に
損
害
を

与
え
た
と
し
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
も
と

め
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
［8］
判
決
は
、
二
号
の
「
悪
意
」

と
は
、
単
な
る
故
意
で
は
な
く
、
他
人
を
害
す
る
積
極
的
な
意
欲
、

す
な
わ
ち
「
害
意
」
を
い
う
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
Ｙ
は
、
Ａ
に
恩

義
を
感
じ
て
い
た
こ
と
や
、
Ａ
が
暴
力
団
関
係
者
で
あ
り
恐
怖
感
が

あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
Ａ
か
ら
の
依
頼
を
断
り
き
れ
ず
に
本
件
連

帯
保
証
契
約
を
締
結
し
た
に
過
ぎ
ず
、
Ｙ
に
は
、
Ｘ
を
欺
罔
し
て
金

員
を
詐
取
し
て
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
思
は
な
く
、
ま

た
、
本
件
連
帯
保
証
契
約
に
基
づ
く
債
務
を
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
お
り
、
か
つ
、
自
ら
弁
済
す
る
能
力
も
全
く
な
か
っ

た
と
は
い
え
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
Ｙ
の
行
為
に
害
意
が

あ
っ
た
と
ま
で
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
二
号
に
い
う

「
悪
意
で
加
え
ら
れ
た
不
法
行
為
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
た
。

　

⑷　

以
上
の
よ
う
に
、
旧
破
産
法
下
に
お
い
て
も
、
近
時
は
、

「
悪
意
」
の
意
義
に
つ
き
、
通
説
た
る
害
意
説
に
立
つ
裁
判
例
が
見

ら
れ
る
が
、
現
行
破
産
法
下
で
害
意
説
に
立
つ
こ
と
を
明
言
し
た
裁

判
例
と
し
て
、
［9］
東
京
地
判
平
成
二
〇
・
七
・
二
二
判
時
二
〇
二
五

号
六
七
頁
が
あ
る
。
［9］
判
決
は
、
リ
ー
ス
会
社
Ｘ
が
、
合
併
前
の
Ｅ

（
伊
香
保
）
町
と
の
間
で
、
有
機
性
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム

一
式
（
本
件
設
備
）
の
延
払
売
買
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
、
当
時

Ｅ
町
の
町
長
で
あ
っ
た
Ｙ
が
、
同
契
約
を
締
結
す
る
の
に
必
要
な
Ｅ

町
議
会
の
決
議
が
な
く
無
権
限
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｅ
町

の
町
長
の
公
印
等
を
冒
用
し
て
契
約
書
を
作
成
し
た
上
、
Ｅ
町
議
会

の
議
事
録
を
偽
造
し
、
契
約
が
有
効
に
成
立
す
る
旨
虚
偽
の
説
明
を

す
る
な
ど
し
て
、
Ｘ
を
し
て
同
契
約
が
有
効
に
成
立
す
る
も
の
と
誤

信
さ
せ
、
損
害
を
被
ら
せ
た
こ
と
が
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
主
張

し
、
Ｙ
に
対
し
て
三
億
八
一
四
五
万
三
〇
〇
円
の
損
害
賠
償
を
請
求

し
た
事
案
に
関
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
、

不
法
行
為
の
成
立
を
争
う
と
と
も
に
、
仮
に
不
法
行
為
責
任
が
認
め

ら
れ
る
と
し
て
も
、
Ｙ
は
破
産
手
続
開
始
決
定
・
免
責
許
可
決
定
を
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受
け
、
同
決
定
は
確
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
Ｙ
に
は
、
Ｘ
に
対
す
る

積
極
的
な
害
意
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
す
で
に
免
責
さ
れ
て
い
る

と
主
張
し
て
争
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
［9］
判
決
は
、
ま
ず
、
本
件
取
引
に
至
る
背
景
事
情
お

よ
び
本
件
取
引
の
経
過
（
本
件
取
引
は
、
最
終
的
に
は
Ｘ
が
Ａ
社
か

ら
本
件
設
備
を
代
金
一
括
払
い
で
購
入
し
、
代
金
延
払
い
で
Ｅ
町
に

転
売
す
る
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
と
な
り
、
実
質
的
に
は
信
用
取

引
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
）
を
詳
細
に
認
定
し
た
上
で
、

Ｙ
は
Ｅ
町
が
本
件
設
備
を
購
入
し
て
生
ゴ
ミ
処
理
事
業
を
行
う
計
画

の
策
定
、
同
事
業
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
を
計
上
し
た
予
算
の
調

整
、
同
予
算
を
定
め
る
町
議
会
の
議
決
、
本
件
契
約
を
締
結
す
る
こ

と
に
つ
い
て
の
町
議
会
の
議
決
等
、
本
件
設
備
を
購
入
す
る
に
当

た
っ
て
必
要
な
法
令
等
に
よ
る
手
続
を
い
ず
れ
も
経
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
事
実
を
Ｘ
の
担
当
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
な
く
、

本
件
延
払
売
買
契
約
書
の
買
主
欄
に
町
長
記
名
印
お
よ
び
町
長
公
印

を
そ
れ
ぞ
れ
押
印
し
て
契
約
書
を
作
成
し
、
ま
た
、
発
注
書
や
町
議

会
議
事
録
と
い
っ
た
本
件
取
引
に
関
す
る
関
係
書
類
を
偽
造
し
て
Ｘ

に
交
付
し
、
あ
た
か
も
正
規
の
手
続
を
経
て
Ｘ
お
よ
び
Ｅ
町
と
の
間

の
本
件
取
引
が
有
効
に
成
立
し
た
か
の
よ
う
な
状
態
を
作
出
し
、
そ

の
旨
誤
信
し
た
Ｘ
を
し
て
、
本
件
設
備
の
売
主
Ａ
に
対
す
る
売
買
代

金
と
し
て
四
億
五
三
五
三
万
四
九
〇
〇
円
の
出
捐
を
さ
せ
、
も
っ
て

Ｘ
に
損
害
を
被
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
Ｙ
の
Ｘ
に
対
す
る
不

法
行
為
が
成
立
す
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
［9］
判
決
は
、
Ｙ
は
別
途

破
産
手
続
開
始
申
立
て
を
行
い
、
免
責
許
可
決
定
を
受
け
、
同
決
定

は
確
定
し
て
い
る
が
、
前
記
事
情
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
は
Ｘ
を
害
す
る
積

極
的
な
意
欲
（
害
意
）
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
、
前
記
不
法
行

為
に
基
づ
く
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
免
責
さ
れ
な
い

と
し
た
。

　
四
　
本
判
決
の
検
討

　

⑴　

本
判
決
は
、
［7］
判
決
以
降
の
近
時
の
裁
判
例
と
同
様
に
、
破

産
法
二
五
三
条
一
項
二
号
に
い
う
「
悪
意
」
の
意
義
に
つ
き
、
故
意

を
超
え
た
積
極
的
な
害
意
を
い
う
と
解
す
る
見
解
（
害
意
説
）
を
採

用
し
た
上
で
、
本
件
の
具
体
的
な
事
実
関
係
の
下
で
は
、
Ｙ
に
は
、

Ｘ
に
対
す
る
積
極
的
な
害
意
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
そ
の
説
示
か
ら
す
る
と
、
一
方
で
、
Ｘ

が
三
人
目
の
子
を
身
ご
も
っ
て
い
た
時
期
に
Ｘ
の
夫
Ａ
と
継
続
し
て

不
貞
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
Ａ
と
の
不
貞
関
係
に
お
い
て
Ｙ
は

決
し
て
受
け
身
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
な
ど
、
Ｙ

の
Ａ
と
の
不
貞
行
為
の
態
様
、
お
よ
び
、
不
貞
関
係
発
覚
直
後
の
Ｙ

の
Ｘ
を
侮
辱
す
る
よ
う
な
言
動
、
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
不
貞
関
係
に
関
し

て
手
紙
を
送
り
た
い
の
で
住
所
を
教
え
て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
の
に
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対
し
、
Ｙ
が
こ
れ
を
拒
絶
し
た
こ
と
な
ど
、
本
件
に
顕
れ
た
一
切
の

事
情
に
鑑
み
る
と
、
Ｙ
の
不
法
行
為
は
そ
の
違
法
性
の
程
度
が
低
い

と
は
到
底
い
え
な
い
と
し
つ
つ
も
、
他
方
で
、
共
同
不
法
行
為
者
で

あ
る
Ｘ
の
夫
Ａ
の
行
為
を
も
考
慮
す
る
と
、
Ｙ
が
一
方
的
に
Ａ
を
籠

絡
し
て
Ｘ
の
家
庭
の
平
穏
を
侵
害
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
ま
で
認
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
点
を
重
視
し
て
、
Ｙ
に
積
極
的
な
害
意
が

あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
破

産
法
二
五
三
条
一
項
二
号
に
い
う
「
悪
意
」
の
意
義
に
つ
き
、
近
時

の
多
く
の
裁
判
例
と
同
様
の
立
場
か
ら
、
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
不
貞
行

為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
非
免
責
債
権
に
当
た
ら
な
い
と

判
断
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
、
問
題
は
、
か
か
る
本
判
決
の
判
断
が
果
た
し
て
妥
当
で

あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
本
判
決
の
当
否
を
検
討
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
破
産
者
の
「
悪
意
」
を
否
定
し
た
近
時
の 
［7］ 
［8］
判

決
の
事
案
と
本
件
事
案
と
の
間
に
は
若
干
の
相
違
点
が
あ
る
と
い
う

点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、 ［7］ 

［8］
判
決
の
事
案
は
、
い

ず
れ
も
被
害
者
に
生
じ
た
財
産
的
損
害
に
つ
い
て
の
賠
償
請
求
権
が

非
免
責
債
権
に
該
当
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
、
本
件
の
事
案
は
、
被
害
者
に
生
じ
た
精
神
的
損
害
に
つ
い
て
の

賠
償
請
求
権
（
慰
謝
料
請
求
権
）
が
非
免
責
債
権
に
該
当
す
る
か
否

か
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る）（（
（

。

　

⑵　

慰
謝
料
と
い
う
概
念
は
、
元
々
は
不
法
行
為
の
被
害
者
の
精

神
的
損
害
に
対
す
る
賠
償
（
金
）
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
生
ま
れ

て
き
た
概
念
で
あ
る）（（
（

。
し
か
し
、
そ
の
後
、
伝
統
的
な
概
念
規
定
に

よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
慰
謝
料
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
、
法
人
の

被
っ
た
財
産
的
損
害
ま
で
が
「
慰
謝
料
」
の
名
の
下
に
認
容
さ
れ
た

り
）
（（
（

、
あ
る
い
は
ま
た
、
人
の
生
命
・
身
体
の
損
害
に
つ
い
て
の
損
害

賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
逸
失
利
益
や
精
神
的
苦
痛
そ
の
他
す
べ

て
の
損
害
が
包
括
的
に
「
慰
謝
料
」
と
い
う
項
目
一
本
で
認
容
さ
れ

る
と
い
っ
た
訴
訟
実
務
の
取
扱
い）（（
（

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
な

慰
謝
料
概
念
の
意
味
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
慰
謝
料
の
趣
旨
・
目
的

が
変
容
を
受
け
て
き
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い）（（
（

。
し
か
し
、
実

は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
慰
謝
料
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
場

合
の
そ
の
機
能
は
、
あ
く
ま
で
も
慰
謝
料
の
補
完
（
的
）
機
能）（（
（

で

あ
っ
て
、
本
来
は
慰
謝
料
が
被
害
者
そ
の
人
の
精
神
的
苦
痛
の
慰
謝

（
す
な
わ
ち
慰
め
い
た
わ
る
こ
と
）
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
点
（
精
神
的
苦
痛
の
塡
補
機
能
）
は
否
定
し
え
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る）（（
（

。

　

周
知
の
よ
う
に
、
慰
謝
料
に
は
、
か
か
る
精
神
的
苦
痛
の
塡
補
機

能
に
加
え
、
一
種
の
民
事
制
裁
的
機
能
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
、
か

ね
て
よ
り
有
力
に
主
張
さ
れ
て
き
た）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
通
説
は
、
民

事
責
任
と
刑
事
責
任
と
の
分
化
の
確
立
し
た
現
行
法
制
の
下
に
お
い
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て
は
、
制
裁
は
刑
事
法
に
委
ね
、
不
法
行
為
法
上
の
救
済
と
し
て
は

塡
補
賠
償
を
目
的
と
す
る
も
の
と
し
て
把
握
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
理

解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）（（
（

。
し
か
し
、
公
害
事
件
の
多
発
を
契

機
と
し
て
、
企
業
の
加
害
行
為
を
抑
止
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
慰

謝
料
の
制
裁
的
機
能
が
見
直
さ
れ
る
一
方
で）（（
（

、
制
裁
の
重
視
は
近
代

的
損
害
賠
償
法
に
反
す
る
と
の
こ
れ
ま
で
の
理
解
が
、
比
較
法
（
特

に
英
米
法
）
研
究
を
踏
ま
え
て
反
省
さ
れ
る
中）（（
（

、
最
近
で
は
、
む
し

ろ
、
慰
謝
料
に
は
、
精
神
的
苦
痛
の
塡
補
機
能
に
加
え
、
一
種
の
民

事
制
裁
的
機
能
が
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
見
解
の
方
が
有
力
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る）（（
（

。

　

先
に
紹
介
し
た
近
時
の
裁
判
例
で
は
、
二
号
の
破
産
者
の
「
悪

意
」
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
間
接
事
実
か
ら
、
そ
の

「
悪
意
」
を
推
認
す
る
と
い
う
手
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
近
時

の
学
説
が
い
う
よ
う
に
、
慰
謝
料
に
一
種
の
制
裁
的
機
能
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
本
判
決
が
認
定
し
て
い
る
よ
う
な
、
Ｙ
の
Ａ
と
の
不
貞
行

為
の
態
様
や
、
不
貞
関
係
発
覚
直
後
の
Ｙ
の
Ｘ
に
対
す
る
不
誠
実
な

対
応
な
ど
本
件
に
顕
れ
た
一
切
の
事
情
を
鑑
み
る
と
、
Ｙ
の
Ｘ
に
対

す
る
不
法
行
為
の
違
法
性
の
程
度
が
決
し
て
低
い
と
は
い
え
な
い
と

い
っ
た
客
観
的
事
情
は
、
破
産
者
Ｙ
の
「
悪
意
」
を
推
認
さ
せ
る
重

要
な
間
接
事
実
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本
判
決
が
、
そ
う
し
た
重
要
な
間
接
事
実
か
ら
Ｙ
の
「
悪
意
」
を
推

認
せ
ず
、
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
慰
謝
料
請
求
権
は
、
二
号
所
定
の
非
免

責
債
権
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
の
は
妥
当
で
は
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
判
決
の
判
旨
に
反
対
で
あ
る
と
述
べ
た

の
は
、
以
上
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

（
1
）　

位
野
木
益
雄
＝
中
田
秀
彗
「
破
産
法
及
び
和
議
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
解
説
」
法
曹
時
報
四
巻
九
号
（
一
九
五
二
年
）
五

四
四
頁
。

（
2
）　

兼
子
一
編
『
破
産
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
五
六
年
）
二
七
五

頁
、
中
田
淳
一
『
破
産
法
・
和
議
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
）

二
六
七
頁
、
兼
子
一
＝
恒
田
文
次
『
破
産
法
・
和
議
法
〔
改
訂
増

補
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
六
四
年
）
二
六
二
頁
、
山
木
戸
克
己

『
破
産
法
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
四
年
）
三
〇
〇
頁
、
桜
田

勝
義
『
破
産
法
〔
新
法
律
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
〕』（
高
文
社
、
一
九

七
四
年
）
一
〇
二
頁
、
谷
口
安
平
『
倒
産
処
理
法
〔
第
二
版
〕』

（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
三
三
九
頁
、
高
木
新
二
郎
編
『
破

産
・
和
議
の
基
礎
知
識
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）
三
九
四
頁

［
田
頭
章
一
］、
中
野
貞
一
郎
＝
道
下
徹
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
破
産
法
〔
第
二
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
七
年
）
三

六
五
頁
［
山
垣
清
正
］、
大
村
雅
彦
『
基
礎
講
義
破
産
法
〔
増
補

版
〕』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
三
三
〇
頁
、
畑
宏
樹
「
非
免

責
債
権
と
し
て
の
不
法
行
為
債
権
に
関
す
る
一
考
察
」
福
島
大
学
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行
政
社
会
論
集
一
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
三
五
頁
な
ど
。

な
お
、
谷
口
・
前
掲
三
三
九
頁
は
、「
悪
意
」
を
積
極
的
な
害
意
と

解
す
る
と
、
最
も
普
通
に
よ
く
あ
る
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
の
場

合
に
は
免
責
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
被
害
者
の
立
場
を
考
慮
す
る
と
、

立
法
論
と
し
て
は
も
っ
と
き
め
細
か
い
配
慮
が
必
要
と
思
わ
れ
る

と
指
摘
し
て
い
た
。

（
3
）　

戦
後
、
破
産
免
責
制
度
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
導
入
す
る
際

に
参
照
可
能
で
あ
っ
た
一
九
二
九
年
連
邦
倒
産
法
の
第
一
七
条
⑵

〔
現
行
一
九
七
八
年
連
邦
倒
産
法
第
五
二
三
条
⒜
⑹
に
相
当
す
る
〕

で
は
、「
他
の
者
ま
た
は
他
の
者
の
財
産
に
対
す
る
債
務
者
の
故
意

あ
る
い
は
悪
意
の
加
害
」
に
基
づ
く
債
務
が
、
非
免
責
債
務
（
債

権
）
と
さ
れ
て
い
た
。

（
（
）　

斎
藤
秀
夫
＝
鈴
木
潔
＝
麻
上
正
信
編
『
注
解
破
産
法
』（
青
林

書
院
新
社
、
一
九
八
三
年
）
一
一
四
九
頁
［
池
田
辰
夫
］。
破
産
免

責
制
度
導
入
直
後
の
学
説
で
、
故
意
で
足
り
る
と
解
す
る
も
の
と

し
て
、
岡
村
玄
治
『
破
産
法
要
義
』（
明
玄
書
房
、
一
九
五
四
年
）

二
四
七
頁
が
あ
る
。
故
意
で
足
り
る
と
す
る
見
解
を
支
持
す
る
も

の
と
し
て
、
伊
藤
眞
『
破
産
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
三
八

八
頁
、
宮
川
知
法
『
消
費
者
更
生
の
法
理
論
』（
信
山
社
、
一
九
九

七
年
）
一
九
頁
、
林
屋
礼
二
『
破
産
法
講
話
』（
信
山
社
、
一
九
九

八
年
）
一
八
六
頁
、
東
京
地
裁
破
産
和
議
実
務
研
究
会
編
『
破
産
・

和
議
の
実
務
（
下
）』（
き
ん
ざ
い
、
一
九
九
八
年
）
一
九
七
─
一

九
八
頁
［
佐
々
木
宗
啓
］、
小
室
裕
一
「
破
産
免
責
事
件
に
お
け
る

一
部
債
権
者
の
保
護
」
櫻
井
孝
一
先
生
古
稀
祝
賀
『
倒
産
法
学
の

軌
跡
と
展
望
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
四
七
四
頁
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
林
屋
礼
二
＝
上
田
徹
一
郎
＝
福
永
有
利
『
破
産
法
』（
青
林

書
院
、
一
九
九
三
年
）
二
九
二
頁
［
上
田
］、
照
屋
雅
子
「
非
免
責

債
権
」
石
川
明
＝
田
中
康
久
＝
山
内
八
郎
編
『
破
産
・
和
議
の
実

務
と
理
論
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
三
〇
号
）（
一
九
九
四
年
）
三
六

四
頁
も
こ
の
見
解
に
好
意
的
か
。

（
（
）　

畑
・
前
掲
注
（
2
）
一
三
一
頁
。

（
（
）　

伊
藤
眞
『
破
産
法
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
五

三
五
頁
。
ち
な
み
に
、
同
書
の
最
新
版
で
あ
る
伊
藤
『
破
産
法
・

民
事
再
生
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
七
二
八
頁

で
も
こ
の
見
解
を
維
持
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）　

伊
藤
眞
＝
松
下
淳
一
＝
山
本
和
彦
編
集
『
新
破
産
法
の
基
本
構

造
と
実
務
』（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）（
二
〇
〇
七
年
）
五
四
七
─
五

四
八
頁
［
伊
藤
眞
発
言
・
松
下
淳
一
発
言
・
瀬
戸
英
雄
発
言
］、
宗

田
親
彦
『
破
産
法
概
説
〔
新
訂
第
三
版
〕』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
六
年
）
五
七
五
頁
、
小
林
秀
之
＝
齋
藤
善
人
『
破
産

法
〔
新
論
点
講
義
シ
リ
ー
ズ
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
二
五

三
頁
、
中
島
弘
雅
『
体
系
倒
産
法
Ⅰ
〔
破
産
・
特
別
清
算
〕』（
中

央
経
済
社
、
二
〇
〇
七
年
）
五
一
七
頁
、
野
村
剛
司
「
非
免
責
債

権
」
山
本
克
己
＝
山
本
和
彦
＝
瀬
戸
英
雄
編
『
新
破
産
法
の
理
論

と
実
務
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
八
年
）
四
六
八
頁
、
同

『
倒
産
法
を
知
ろ
う
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
一
一
一
頁
、
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全
国
倒
産
処
理
弁
護
士
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
編
『
破
産
実
務
Ｑ
＆
Ａ
二

〇
〇
問
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
）
四
〇
二
頁

［
新
宅
正
人
］、
山
本
克
己
＝
小
久
保
孝
雄
＝
中
井
康
之
編
『
新
基

本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
破
産
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
）

六
〇
四
頁
［
坂
田
宏
］、
山
本
和
彦
ほ
か
『
倒
産
法
概
説
〔
第
二
版

補
訂
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
五
六
〇
頁
［
山
本
和
彦
］、

田
頭
章
一
『
講
義
破
産
法
・
民
事
再
生
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六

年
）
二
八
〇
頁
な
ど
。
も
っ
と
も
、
徳
田
和
幸
『
プ
レ
ッ
プ
破
産

法
〔
第
六
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
一
三
八
頁
は
、
現
行

破
産
法
下
に
お
い
て
、「
悪
意
」
の
意
義
に
つ
き
、
故
意
で
足
り
る

と
す
る
見
解
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

（
8
）　

小
川
秀
樹
編
著
『
一
問
一
答
新
し
い
破
産
法
』（
商
事
法
務
、

二
〇
〇
四
年
）
三
四
七
頁
参
照
。

（
9
）　

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
二
九
号
二
三
四
頁
の
「
解
説
」
が
こ
の
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
10
）　

［1］
判
決
の
解
説
と
し
て
、
武
田
仁
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
三
六
号
（
一
九

九
八
年
）
二
八
頁
が
あ
る
。

（
11
）　

［（］
判
決
の
解
説
と
し
て
、
井
田
宏
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
六
五

号
〔
平
成
一
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
〕（
二
〇
〇
一
年
）
三
〇

二
頁
、
長
谷
部
由
起
子
・
倒
産
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕（
二
〇
〇
二

年
）
一
九
六
頁
、
同
・
倒
産
判
例
百
選
〔
第
四
版
〕（
二
〇
〇
六

年
）
一
五
六
頁
、
北
村
賢
哲
・
倒
産
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕（
二
〇

一
三
年
）
一
七
四
頁
が
あ
る
。

（
12
）　

も
っ
と
も
、
小
室
・
前
掲
注
（
（
）
四
七
七
頁
は
、
そ
れ
ら
の

裁
判
例
は
、
故
意
で
足
り
る
と
の
見
解
（
故
意
説
）
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

（
13
）　

［（］
判
決
を
契
機
と
し
て
書
か
れ
た
論
文
と
し
て
、
井
上
薫
「
破

産
法
第
三
六
六
条
ノ
一
二
但
書
二
号
に
い
う
『
悪
意
』
の
対
象
」

判
例
タ
イ
ム
ズ
八
〇
五
号
（
一
九
九
三
年
）
三
五
頁
が
あ
る
。

（
1（
）　

［7］
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
村
田
典
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
七
一

号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
二
頁
が
あ
る
。

（
1（
）　

二
号
の
「
悪
意
」
の
解
釈
に
際
し
て
は
、
当
該
不
法
行
為
の
事

件
類
型
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
念
頭
に
置
い
て
論
ず
べ

き
で
あ
る
旨
を
説
く
学
説
と
し
て
、
佐
藤
鉄
男
「
倒
産
手
続
に
お

け
る
不
法
行
為
債
権
の
処
遇
」
福
永
有
利
ほ
か
『
倒
産
実
体
法
』

（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
九
号
）（
二
〇
〇
二
年
）
八
頁
以
下
、
畑
・
前
掲

注
（
2
）
一
三
六
頁
、
長
谷
部
・
前
掲
注
（
11
）
一
九
七
頁
、
村

田
・
前
掲
注
（
1（
）
一
一
五
頁
が
あ
る
。

（
1（
）　

こ
の
こ
と
に
つ
き
、
幾
代
通
『
不
法
行
為
』（
筑
摩
書
房
、
一

九
七
七
年
）
二
八
二
頁
、
幾
代
通
＝
徳
本
伸
一
『
不
法
行
為
法

〔
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
二
九
九
頁
。

（
17
）　

た
と
え
ば
、
最
判
昭
和
三
九
・
一
・
二
八
民
集
一
八
巻
一
号
一

三
六
頁
。

（
18
）　

こ
の
こ
と
に
つ
き
、
田
中
康
久
「
慰
謝
料
額
の
算
定
」
有
泉
亨

監
修
『
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
７
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
四

年
）
二
六
〇
頁
参
照
。
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（
19
）　

以
上
に
つ
き
、
幾
代
・
前
掲
注
（
1（
）
二
八
二
─
二
八
三
頁
、

幾
代
＝
徳
本
・
前
掲
注
（
1（
）
三
〇
〇
─
三
〇
一
頁
、
前
田
達
明

『
民
法
Ⅵ
２
（
不
法
行
為
法
）』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
〇
年
）

三
二
二
頁
以
下
、
四
宮
和
夫
『
不
法
行
為
』（
青
林
書
院
、
一
九
八

五
年
）
五
九
六
頁
、
森
島
昭
夫
『
不
法
行
為
法
講
義
』（
有
斐
閣
、

一
九
八
七
年
）
三
六
四
頁
、
潮
見
佳
男
『
不
法
行
為
法
』（
信
山
社
、

一
九
九
九
年
）
二
六
一
頁
な
ど
参
照
。

（
20
）　

現
在
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
で
は
、
最
判
昭
和
四
八
・
四
・
五

民
集
二
七
巻
三
号
四
一
九
頁
が
、
同
一
事
故
に
よ
り
生
じ
た
同
一

の
身
体
傷
害
を
理
由
と
し
て
財
産
上
の
損
害
と
精
神
上
の
損
害
と

の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
け
る
請
求
権
お
よ
び
訴
訟
物
を
一

個
で
あ
る
と
判
示
し
て
以
降
、
積
極
損
害
と
か
逸
失
利
益
と
か
の

費
目
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
損
害
が
、
存
在
す
る
こ
と
は
立

証
で
き
る
が
、
そ
の
額
の
算
定
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
損

害
額
を
、
当
該
費
目
に
お
い
て
は
認
め
ず
、
慰
謝
料
算
定
に
当
た

り
斟
酌
し
た
り
、
さ
ら
に
は
逸
失
利
益
を
認
め
な
い
代
わ
り
に
、

慰
謝
料
費
目
に
お
い
て
請
求
金
額
以
上
に
慰
謝
料
額
を
認
定
す
る

と
い
っ
た
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
慰
謝
料
の
補
完
（
的
）

機
能
と
い
う
。
詳
し
く
は
、
前
掲
注
（
19
）
の
諸
文
献
参
照
。

（
21
）　

こ
の
こ
と
に
つ
き
、
加
藤
一
郎
「
慰
謝
料
請
求
権
の
相
続
性
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
三
九
一
号
（
一
九
六
八
年
）
四
二
頁
、
好
美
清
光

「
慰
謝
料
請
求
権
の
問
題
点
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
四
二
号
（
一
九
六

八
年
）
六
三
頁
参
照
。

（
22
）　

た
と
え
ば
、
戒
能
通
孝
「
不
法
行
為
法
に
お
け
る
無
形
損
害
の

賠
償
請
求
権
（
一
）（
二
・
完
）」
法
学
協
会
雑
誌
五
〇
巻
二
号
一

八
頁
以
下
・
三
号
一
一
六
頁
以
下
（
一
九
三
二
年
）、
同
『
債
権
各

論
』（
厳
松
堂
書
店
、
一
九
四
三
年
）
四
八
四
頁
。

（
23
）　

た
と
え
ば
、
植
林
弘
『
慰
藉
料
算
定
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
六

二
年
）
一
二
九
頁
以
下
、
加
藤
一
郎
編
『
注
釈
民
法
⒆
』（
有
斐
閣
、

一
九
六
五
年
）
二
〇
一
─
二
〇
二
頁
［
植
林
弘
］、
加
藤
一
郎
『
不

法
行
為
〔
増
補
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）
二
二
八
頁
、
田

中
・
前
掲
注
（
18
）
二
六
一
頁
、
幾
代
・
前
掲
注
（
1（
）
二
八
二

頁
、
幾
代
＝
徳
本
・
前
掲
注
（
1（
）
三
〇
〇
頁
、
四
宮
・
前
掲
注

（
19
）
五
九
五
頁
な
ど
。
裁
判
実
務
で
も
、
慰
謝
料
の
制
裁
的
機
能

は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
最
判
平
成
九
・
七
・
一
一
民

集
五
一
巻
六
号
二
五
七
三
頁
。

（
2（
）　

た
と
え
ば
、
三
島
宗
彦
「
慰
謝
料
の
本
質
」
金
沢
法
学
五
巻
一

号
（
一
九
五
九
年
）
一
頁
、
同
『
人
格
権
の
保
護
』（
有
斐
閣
、
一

九
六
五
年
）
二
九
二
頁
、
同
「
非
財
産
的
損
害
の
賠
償
（
一
）」
立

命
館
法
学
七
五
・
七
六
号
（
一
九
六
七
年
）
四
九
〇
頁
、
同
「
無

形
損
害
の
賠
償
を
め
ぐ
っ
て
」
私
法
三
〇
号
（
一
九
六
八
年
）
一

四
五
頁
、
同
「
損
害
賠
償
と
制
裁
的
機
能
」
立
命
館
法
学
一
〇
五
・

一
〇
六
号
（
一
九
七
三
年
）
六
六
六
頁
、
花
谷
薫
「
慰
謝
料
の
制

裁
的
機
能
に
対
す
る
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」
法
と
政
治
二
四
巻
三
号

（
一
九
七
三
年
）
三
九
六
頁
以
下
、
淡
路
剛
久
『
不
法
行
為
法
に
お

け
る
権
利
保
障
と
損
害
の
評
価
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
一
五
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六
頁
な
ど
。

（
2（
）　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
田
中
英
夫
＝
竹
内
昭
夫
『
法
の
実

現
に
お
け
る
私
人
の
役
割
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）

一
三
三
頁
以
下
・
一
五
六
頁
以
下
が
あ
る
。

（
2（
）　

た
と
え
ば
、
前
田
・
前
掲
注
（
19
）
三
二
三
頁
、
吉
村
良
一

「
慰
謝
料
請
求
権
」
星
野
英
一
編
集
代
表
『
民
法
講
座
６　

事
務
管

理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
四
二
九

頁
以
下
、
同
『
不
法
行
為
法
〔
第
五
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七

年
）
一
六
八
頁
、
森
島
・
前
掲
注
（
19
）
三
六
六
頁
、
沢
井
裕

『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
〔
第
三

版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
）
二
四
三
頁
、
加
藤
雅
信
『
新
民

法
体
系
Ⅴ　

事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
〔
第
二
版
〕』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
二
八
八
頁
以
下
な
ど
。
な
お
、
森
島
・

前
掲
注
（
19
）
四
六
六
頁
以
下
、
潮
見
・
前
掲
注
（
19
）
二
六
三

─
二
六
四
頁
、
同
『
不
法
行
為
法
Ⅰ
〔
第
二
版
〕』（
信
山
社
、
二

〇
〇
九
年
）
五
〇
頁
以
下
も
参
照
。

中
島
　
弘
雅


