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一
　
現
代
の
「Lex M

ercatoria

」

　
当
事
者
が
異
な
る
国
に
営
業
所
を
持
ち
な
が
ら
契
約
を
締
結
し
た
場
合
、
そ
の
契
約
に
ど
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
の
か
は
古
来
の
問
題

で
あ
る
。
そ
れ
を
解
決
す
る
に
は
、
ま
ず
、
両
当
事
者
が
予
め
そ
れ
を
決
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
紛
争
が
起
き
た
際

に
は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
選
択
し
た
準
拠
法
を
適
用
し
て
解
決
さ
れ
る
。
し
か
し
、
当
事
者
が
そ
の
選
択
を
し
な
い
場
合
も
あ
る
。

そ
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
国
際
私
法
と
い
う
、
国
内
法
の
一
部
で
あ
る
手
段
に
よ
り
契
約
の
内
容
を
解
釈
し
、
契
約
に
も
っ
と
も
適
切

な
規
則
を
探
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
他
方
、
共
通
ル
ー
ル
に
よ
り
売
買
契
約
を
規
律
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
当
た
る
も
の
と
し
て
は
、
本
来
、
い
わ
ゆ
る

「Lex M
ercatoria

」
が
あ
る
。「Lex M
ercatoria

」
は
、
一
二
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
初
め
て
登
場
し
、
国
々
を
跨
い
で
活
動
す
る
商

人
た
ち
が
当
時
の
商
業
に
お
け
る
慣
習
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
取
引
規
則
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
商

人
は
行
く
先
々
で
互
い
に
認
め
合
っ
た
ル
ー
ル
の
下
で
売
買
を
行
っ
て
い
た
。

　
こ
の
規
則
は
、
一
九
世
紀
に
近
代
国
家
の
国
内
法
に
吸
収
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
に
入
り
、
国
際
取
引
が
頻
繁
に
行
わ
れ
始
め

る
と
、
当
初
の
「Lex M

ercatoria

」
の
よ
う
な
共
通
規
定
の
必
要
性
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ（
1
）た。

だ
が
、
現
代
の
国
際
取

引
は
、
中
世
と
違
っ
て
世
界
規
模
に
達
し
て
お
り
、
法
文
化
圏
が
異
な
る
国
の
当
事
者
間
で
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
現

代
のLex M

ercatoria

は
中
世
の
よ
う
な
国
際
取
引
か
ら
自
然
発
生
的
に
慣
習
に
よ
る
生
成
を
期
待
で
き
ず
、
人
為
的
に
規
則
を
創
設

す
る
必
要
が
あ
る
。

　
現
在
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
持
つ
規
則
が
二
種
類
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
私
的
国
際
機
関
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
売
買
契
約

に
関
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
関
す
る
モ
デ
ル
準
則
の
Ｄ
Ｃ
Ｆ（
2
）Ｒと

ユ
ニ
ド
ロ
ワ
原（
3
）則が

そ
の
代
表
で
あ
る
。
当
事
者
は
契
約
に
そ
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の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
組
み
込
み
た
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
契
約
に
明
示
す
る
だ
け
で
良
い
が
、
そ
の
明
示
が
な
い
限
り
、
こ
の
規
則
は

適
用
さ
れ
な
い
。
二
つ
目
は
、
国
家
間
で
締
結
さ
れ
る
国
際
条
約
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
国
が
批
准
す
れ
ば
国
内
法
と
同
様
に
機
能
し
、

当
事
者
が
契
約
に
お
い
て
そ
れ
を
除
外
し
な
い
限
り
、
自
動
的
に
適
用
さ
れ
る
。

　
筆
者
は
本
稿
で
、
上
記
二
つ
目
の
規
則
を
中
心
に
検
討
す
る
。
特
に
、
こ
の
よ
う
な
規
則
は
各
国
の
国
内
法
を
背
景
と
し
つ
つ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
国
内
法
の
違
い
を
超
え
て
共
通
ル
ー
ル
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
作
成
過
程
を
経
た
規
則
は
、
ど
の
よ
う
に
本

来
のLex M

ercatoria
の
よ
う
に
機
能
で
き
る
か
が
、
筆
者
の
問
題
提
起
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
制
約
か
ら
、
物
品

売
買
契
約
に
関
す
る
国
際
条
約
を
中
心
に
検
討
を
進
め
る
。

　
そ
れ
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、「Convention relating to a U

niform
 Law

 on the International Sale of G
oods

（
以
下
、
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ

と
略
す
）」
及
び
「Convention Relating to a U

niform
 Law

 on the Form
ation of Contracts for the International Sale of 

G
oods

（
以
下
、
Ｕ
Ｌ
Ｆ
と
略
す
）」
が
あ
る
。
こ
の
条
約
は
一
九
六
四
年
に
「International Institute for the U

nification of Private 

Law

（
以
下
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｔ
と
略（
4
）す）
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
国
際
売
買
契
約
統
一
法
の
最
初
の
試
み
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
条
約
は
、

実
際
にLex M

ercatoria

と
し
て
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

二 

　「Lex M
ercatoria

」
の
最
初
の
試
み
と
そ
の
問
題

　

―
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
と
Ｕ
Ｌ
Ｆ

―

　
統
一
売
買
法
の
作
成
に
向
け
た
具
体
的
な
動
き
は
、
一
九
三
〇
年
に
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｔ
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
著
名
な
学
者
か
ら

な
る
起
草
委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｔ
の
起
草
委
員
会
は
一
九
六
四
年
に
ハ
ー
グ
会
議

で
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
と
Ｕ
Ｌ
Ｆ
を
作
成
し
、
各
国
の
売
買
契
約
法
を
統
一
し
よ
う
と
し（
5
）た。
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し
か
し
、
こ
の
条
約
に
つ
い
て
は
様
々
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
こ
の
条
約
は
、
主
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
よ
り
作
成

さ
れ
、
そ
の
結
果
、
作
成
し
た
国
々
の
ニ
ー
ズ
に
傾
き
過
ぎ
た
規
則
で
あ
る
と
さ
れ
て
い（
6
）る。

こ
の
問
題
は
、
例
え
ば
、「
危
険
負
担
の

移
転
（Passing of the Risk

）」
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
は
、
九
七
条
に
お
い
て
、
危
険
負
担
は
物
品
の
引

渡
し
が
契
約
及
び
本
法
の
条
項
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
時
に
買
主
に
移
転
す
る
と
定
め
て
い
る
が
、
同
条
約
一
九
条
に
よ
る
と
「
引
渡
し

（D
elivery

）」
は
「
契
約
に
適
切
な
物
品
を
交
付
す
る
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
て
い（
7
）る。

従
っ
て
、
売
主
が
実
際
に
物
品
を
引
き
渡
し
た
と

し
て
も
、
買
主
は
そ
の
商
品
を
拒
絶
す
る
こ
と
、
商
品
の
不
適
切
さ
を
理
由
に
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
、
代
替
物
の
請
求
な
ど
を
す
れ
ば
、

一
九
条
に
お
け
る
引
渡
し
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
当
事
者
の
営
業
地
が
隣
接
す
る
国
か
、
ま
た
は
短
距
離
に

あ
る
国
々
の
と
き
に
は
特
に
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
太
平
洋
や
大
西
洋
を
挟
ん
で
商
品
を
送
る
売
主
は
、
引
渡
し
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、

商
品
自
体
が
実
際
に
買
主
の
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
危
険
負
担
は
売
主
か
ら
ま
だ
移
転
し
て
い
な
い
の
で
、
過
大
な
負
担

を
負
う
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
と
Ｕ
Ｌ
Ｆ
の
規
則
は
そ
の
内
容
が
実
務
家
に
と
り
難
解
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｕ
Ｌ
Ｆ
五（
8
）条

は
契
約
申
込
み
が
相
手
方
に
到
達
し
た
後
の
そ
の
撤
回
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
箇
所
に
、
あ
る
申
し
込
み
が
「
確
定
申
し
込
み
（Firm

 

O
ffer

）」
で
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
条
約
に
は
「
確
定
申
し
込
み
」
に
関
す
る
説

明
が
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
確
定
申
し
込
み
」
に
対
す
る
理
解
は
国
に
よ
り
異
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い（
9
）る。

　
更
に
、
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
と
Ｕ
Ｌ
Ｆ
は
、
営
業
所
が
異
な
る
国
に
所
在
す
る
当
事
者
に
対
し
適
用
さ
れ
る
が
、
両
条
約
の
一
条
に
よ
れ
ば
、
そ

の
適
用
に
あ
た
り
当
事
者
の
国
は
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
と
Ｕ
Ｌ
Ｆ
の
締
約
国
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
締
約
国
の
裁
判
所
が
当
事
者
の
国
が

締
約
国
か
否
か
を
問
わ
ず
こ
の
条
約
の
適
用
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
は
、
裁
判
管
轄
漁
り
に
繫
が
る
と
懸
念
さ
れ
て
い
）
10
（
る
。

　
最
後
に
、
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、
売
主
と
買
主
の
間
に
お
け
る
権
利
義
務
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
Ｕ
Ｌ

Ｉ
Ｓ
は
、
債
務
不
履
行
か
ら
の
免
責
に
つ
い
て
七
四
）
11
（
条
を
組
み
込
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
事
者
が
、
不
測
の
「
事
情
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（Circum
stances

）」
に
よ
り
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
不
履
行
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
条

文
は
当
事
者
が
外
部
的
な
事
態
に
よ
り
履
行
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
売
主
が
第
三
者
に
契
約
の
履
行
を
委
託
し

た
場
合
に
も
そ
の
第
三
者
の
不
履
行
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
場
合
が
あ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
）
12
（
が
、
そ
れ
は
売
主
に
対
し
安
易
に

免
責
を
認
め
る
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
）
13
（
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
と
Ｕ
Ｌ
Ｆ
は
規
則
の
汎
用
性
に
乏
し
い
と
さ
れ
、
そ
の
締
約
国
が
ほ
ん
の
僅
か
に
止
ま
り
、
現
実
に
は
運
用
さ

れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
国
際
売
買
契
約
に
関
す
る
統
一
ル
ー
ル
の
必
要
性
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
効
果
を
生
ん
だ
。
そ

の
影
響
に
よ
り
、
統
一
売
買
法
の
作
成
は
、
一
九
六
六
年
に
設
立
さ
れ
た
国
連
総
会
直
属
の
委
員
会
で
あ
る
「U

nited N
ations 

Com
m
ission on International Trade Law

（
以
下
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
と
略
す
）」
に
お
い
て
、
一
九
六
八
年
以
降
議
題
と
し
て
再
び

取
り
上
げ
ら
れ
、
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ 

と
Ｕ
Ｌ
Ｆ
を
叩
き
台
に
し
つ
つ
一
九
八
〇
年
に
「U

nited N
ations Convention on the International 

Sales of G
oods

（
以
下
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
と
略
す
）」
と
い
う
新
し
い
国
際
条
約
が
で
き
た
。

　
現
在
で
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
そ
の
批
准
国
が
八
五
カ
国
に
も
上
っ
て
い
る
）
14
（

が
、
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
と
Ｕ
Ｌ
Ｆ
と
比
較
し
た
な
ら
、Lex 

M
ercatoria

と
し
て
ど
の
よ
う
に
機
能
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
検
証
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
当
事
者
が
外
部
的
な
事
由
に
よ

り
契
約
上
の
履
行
が
で
き
な
い
と
き
に
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
免
責
を
定
め
る
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
七
九
条
を
取
り
上
げ
る
。

　
七
九
条
は
、
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
七
四
条
を
前
身
と
す
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
国
内
法
を
も
背
景
と
し
、
そ
の
相
違
点
を
超
え
る
よ
う
に
作
成
さ

れ
た
。
で
は
、
ま
ず
、
七
九
条
の
背
景
に
あ
る
主
な
法
制
度
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
　
契
約
の
不
履
行
に
つ
い
て

　
私
た
ち
は
、
売
買
契
約
を
締
結
し
た
時
に
、「
契
約
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
則
を
意
識
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
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私
た
ち
は
相
手
方
が
契
約
上
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
自
己
の
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
律
は
、
そ
の
意
識
を
保
護
し
よ
う
と
、
当
事
者
が
契
約
を
遵
守
し
な
い
場
合
に
は
そ
れ
に
即
し
た
制

裁
を
与
え
て
い
る
。

　
し
か
し
、
時
折
、
予
測
が
つ
か
な
い
事
象
の
発
生
を
理
由
と
し
て
、
相
手
方
が
契
約
上
の
義
務
を
履
行
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場

合
、
法
律
は
ど
の
よ
う
に
そ
の
状
態
を
扱
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
大
陸
法
に
属
す
る
日
本
法
と
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
法
制
度
を

見
る
こ
と
に
し
よ
う
。㈠

　
大
陸
法

1　

債
務
不
履
行
と
損
害
賠
償
責
任

　
大
陸
法
に
属
す
る
日
本
法
で
は
、
日
本
民
法
四
一
五
条
に
基
づ
き
、
債
務
者
は
そ
の
債
務
の
本
旨
に
従
っ
て
履
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
よ
う
に
債
務
が
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
債
務
者
が
履
行
期
を
徒
過
し
た
と
き
（
履
行
遅
滞
）、
あ
る
い
は
債
務
の

本
旨
に
従
っ
て
完
全
な
履
行
を
し
な
か
っ
た
と
き
（
不
完
全
履
行
）、
ま
た
後
発
的
に
履
行
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
（
履
行
不
能
）
に
、

そ
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
何
ら
か
の
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
そ
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
律
さ
れ
て

い
る
。

　
し
か
し
、
債
務
不
履
行
の
債
務
者
は
そ
の
債
務
不
履
行
を
起
こ
し
た
理
由
に
対
し
責
任
を
負
わ
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
、
日

本
法
は
債
務
不
履
行
責
任
に
対
し
過
失
責
任
主
義
を
採
用
し
、
四
一
五
条
で
は
債
務
不
履
行
が
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る

場
合
に
限
っ
て
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
同
条
の
反
対
解
釈
を
す
れ

ば
、
債
務
不
履
行
の
当
事
者
に
お
い
て
は
そ
の
不
履
行
に
対
し
故
意
・
過
失
及
び
信
義
則
上
こ
れ
と
同
視
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
）
15
（

由
が
な

け
れ
ば
、
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
免
責
さ
れ
る
。
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尚
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
の
な
い
状
態
で
債
務
が
履
行
不
能
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
債
務
は
消
滅
し
、
反
対
債
務
の

扱
い
が
五
四
三
条
の
但
し
書
き
に
基
づ
き
危
険
負
担
の
規
定
で
あ
る
日
本
民
法
五
三
六
条
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
反
対
債
務

は
、
特
定
物
に
関
す
る
物
件
の
設
定
ま
た
は
移
転
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
限
り
、
五
三
六
条
一
項
に
基
づ
き
、
債
務
を
免
れ
た
債

務
者
が
反
対
給
付
を
請
求
す
る
権
利
を
失
う
こ
と
か
ら
消
滅
す
る
と
な
っ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
履
行
が
不
能
に
な
っ
て
い
な
く
て
も
、
契
約
締
結
後
に
不
測
の
事
態
に
よ
り
当
事
者
が
予
測
し
て
い
た
よ
り
過
大
な
負
担

に
な
り
、
そ
の
場
合
に
も
債
務
不
履
行
の
当
事
者
に
救
済
を
与
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
関
し
、
い
わ
ゆ
る
「
事
情
変
更
の
原

則
」
が
登
場
す
る
。

2　

事
情
変
更
の
原
則

　
事
情
変
更
の
原
則
は
、
契
約
締
結
後
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
事
情
が
、
当
事
者
が
予
測
で
き
な
か
っ
た
事
態
に
よ
り
変
更
し
、
そ
の
結
果

当
初
の
契
約
内
容
に
当
事
者
を
拘
束
す
る
こ
と
が
極
め
て
苛
酷
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
に
対
し
救
済
を
与
え
る
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
原
則
は
中
世
カ
ノ
ン
法
に
お
い
て
注
解
学
派
が
発
展
さ
せ
た
「Clausola Rebus Sic Stantibus

」
と
い
う
理
論
に
由
来
し
て

お
）
16
（
り
、
一
八
世
紀
の
半
ば
か
ら
一
九
世
紀
の
初
め
ま
で
多
く
の
近
世
私
法
典
に
採
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
資
本
主
義
に
よ
り
契
約
遵
守
の

原
則
（Pacta Sunt Servanda

）
が
確
定
し
、
そ
れ
に
よ
り
事
情
変
更
の
原
則
が
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
）
17
（

た
。

　
日
本
民
法
は
正
に
こ
の
「Clausola Rebus Sic Stantibus
」
の
忘
却
時
代
に
起
草
さ
れ
、
正
面
か
ら
そ
れ
を
規
律
す
る
規
則
を
持
っ

て
い
な
い
が
、
そ
れ
と
関
係
す
る
民
法
の
規
定
（
日
本
民
法
五
八
九
条
、
六
〇
九
条
、
六
一
〇
条
な
ど
）
や
事
情
変
更
に
よ
る
一
定
の
効
果
が

認
め
ら
れ
る
特
別
法
の
規
定
（
農
地
法
二
一
条
、
採
石
法
七
条
な
ど
）
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
18
（
る
。

　
そ
れ
で
も
、
当
初
は
、
判
例
が
事
情
変
更
に
関
し
て
消
極
的
立
場
を
採
っ
て
い
）
19
（

た
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
発
生
し
た
経

済
的
な
問
題
及
び
そ
の
結
果
で
あ
る
政
治
的
ま
た
は
社
会
的
生
活
に
お
け
る
変
動
を
背
景
と
し
て
、
契
約
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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と
う
原
理
を
貫
く
に
は
不
適
切
な
実
例
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
日
本
の
民
事
裁
判
と
学
者
は
、
事
情
変
更
に
対
す

る
姿
勢
を
変
え
、
学
）
20
（

説
と
判
）
21
（

例
は
、
そ
れ
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
原
則
で
は
、
ま
ず
、
事
情
の
変
更
が
発
生
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
変
更
は
契
約
の
客
観
的
な
基
礎
事
項
で
あ
り
、
そ
れ

な
し
に
は
契
約
が
成
り
立
た
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
事
情
変
更
は
当
事
者
に
と
り
予
見
不
可
能
で
あ
り
、
信
義

衡
平
の
原
則
に
基
づ
き
事
情
の
変
更
が
当
事
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
情
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
事
情
の
変
更
に
よ
り
当
初
の
契
約
内
容
に
従
い
当
事
者
を
拘
束
す
る
こ
と
が
信
義
則
上
著
し
く
不
当
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ

れ
て
い
）
22
（

る
。

　
こ
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
三
つ
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
23
（
る
。
ま
ず
、
戦
争
や
天
災
の
発
生
に
よ
り
、
一
方
の
契
約
当
事
者
の
履
行
が
可

能
で
あ
る
が
そ
れ
を
強
制
す
る
の
が
非
常
に
過
酷
で
あ
る
場
合
で
あ
）
24
（

る
。
ま
た
、
契
約
に
お
け
る
給
付
と
反
対
給
付
の
等
価
関
係
が
事
情

変
更
に
よ
り
崩
れ
て
し
ま
い
、
契
約
の
履
行
が
一
方
の
当
事
者
に
と
っ
て
不
当
な
も
の
に
な
っ
た
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
不
動
産
売
買

に
お
い
て
、
契
約
締
結
後
に
イ
ン
フ
レ
に
よ
り
土
地
の
価
格
が
高
騰
し
、
売
主
に
と
っ
て
当
初
の
代
金
は
不
当
に
な
っ
た
場
合
が
考
え
ら

れ
る
。
さ
ら
に
、
当
事
者
は
契
約
締
結
時
に
そ
の
契
約
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
目
的
が
達
成
で
き
な
く
な
る

と
い
う
状
態
で
あ
）
25
（

る
。
例
え
ば
、
契
約
締
結
後
に
で
き
た
法
律
に
よ
り
そ
の
契
約
を
履
行
す
る
に
は
当
初
予
測
さ
れ
た
よ
り
時
間
が
か
か

り
契
約
が
失
効
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。

　
こ
の
事
情
変
更
の
原
則
が
認
め
ら
れ
た
効
果
に
関
し
、
当
事
者
は
事
情
変
更
に
よ
り
当
事
者
が
当
初
希
望
し
て
い
た
法
律
行
為
が
で
き

な
く
な
っ
た
た
め
、
ま
ず
、
そ
の
当
初
の
希
望
や
期
待
な
ど
を
保
護
す
べ
く
、
事
情
変
更
の
た
め
に
生
じ
た
不
衡
平
な
結
果
を
排
除
し
、

当
初
の
法
律
関
係
を
存
続
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
第
一
次
的
に
契
約
改
訂
請
求
権
が
認
め
ら
れ
）
26
（
る
。
し
か
し
、
そ
の
第
一

次
的
な
効
果
で
は
十
分
に
当
事
者
間
の
利
害
関
係
を
調
整
で
き
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
改
訂
さ
れ
た
債
務
の
提
案
を
受
け
た
相
手
方
は

そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
契
約
改
訂
の
提
案
を
拒
否
さ
れ
た
当
事
者
は
、
こ
の
原
則
の
第
二
次
的
な
効
果
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と
し
て
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
）
27
（
る
。

　
加
え
て
、
近
年
の
「
事
情
変
更
の
原
則
」
に
関
す
る
理
論
は
さ
ら
に
展
開
し
、
第
一
次
的
効
果
と
し
て
契
約
改
訂
の
前
に
、
い
わ
ゆ
る

「
再
交
渉
義
務
」
を
認
め
る
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
事
情
変
更
に
際
し
て
は
、
当
事
者
は
ま
ず
相
手
方
と
交
渉
し
、
事
情
変
更

に
よ
る
不
衡
平
を
排
除
す
る
た
め
に
協
力
し
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
交
渉
義
務
は
特
に
国
際
取
引
に
関
す
る
契
約
に
お
い
て
頻
繁
に

挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
が
事
情
変
更
を
認
め
た
場
合
に
は
、
再
交
渉
義
務
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
28
（

る
。

㈡
　
コ
モ
ン
ロ
ー

1　

履
行
不
能
の
法
理
（D

octrine of Im
possibility

）

　
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
契
約
責
任
は
い
わ
ゆ
る
「
厳
格
責
任
（Strict Liability

）」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
契
約
不
履
行
（Breach O

f 

Contract

）
の
際
、
契
約
を
履
行
し
な
い
相
手
方
は
自
己
の
責
任
の
有
無
を
問
わ
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
）
29
（
り
、
損
害

賠
償
は
原
則
的
な
救
済
と
し
て
法
律
上
黙
示
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
）
30
（

る
。
従
っ
て
、
本
来
の
コ
モ
ン
ロ
ー
は
、
当
事
者
が
支
配
で

き
な
い
事
態
に
よ
り
契
約
の
履
行
が
で
き
な
い
場
合
に
も
、
厳
格
責
任
の
立
場
を
維
持
し
て
い
る
。
例
え
ば
、Paradine v. J

）
31
（

ane

と
い

う
判
決
で
は
、
契
約
締
結
後
に
履
行
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
当
事
者
は
そ
の
契
約
に
お
い
て
対
処
方
法
を
整
備
し
た
場
合
を
除
き
、

そ
の
不
履
行
の
責
任
を
免
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
こ
う
し
た
厳
格
な
立
場
の
例
外
も
想
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
履
行
が
違
法
に
な
っ
た
と
）
32
（
き
、
履
行
者
が
死
亡
し
た

と
）
33
（

き
、
当
事
者
は
自
己
の
不
履
行
に
関
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
、
一
八
六
三
年
のTaylor v. Caldw

）
34
（ell

の
イ
ギ
リ
ス
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
履
行
不
能
の
法
理
（D

octrine of Im
possibility

）」
が
初
め
て
述
べ
ら

れ
た
。

　
そ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
借
主
は
貸
主
か
ら
い
く
つ
か
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
す
る
た
め
に
音
楽
ホ
ー
ル
を
借
り
た
と
こ
ろ
、
コ
ン
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サ
ー
ト
が
行
わ
れ
る
直
前
に
音
楽
ホ
ー
ル
が
焼
失
し
、
貸
主
が
そ
れ
を
貸
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
借
主
は
契
約
の
不
履
行

を
理
由
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
、
一
定
の
契
約
は
あ
る
人
ま
た
は
物
の
存
続
を
両
当
事
者
が
共
通
す
る

黙
示
的
条
件
（Im

plied Condition

）
と
し
て
締
結
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
条
件
が
契
約
の
基
礎
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
当
事
者
は
そ
の
責
任

に
よ
ら
な
い
事
態
で
そ
の
黙
示
的
条
件
が
欠
如
し
、
当
該
契
約
の
履
行
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
の
不
履
行
に
関
し
責

任
を
負
わ
な
い
と
し
た
。
そ
れ
に
基
づ
き
、
裁
判
所
は
、
本
件
に
お
い
て
は
音
楽
ホ
ー
ル
の
存
続
が
契
約
の
黙
示
的
条
件
で
あ
り
、
そ
の

黙
示
的
条
件
は
両
当
事
者
の
責
任
の
な
い
事
態
に
よ
り
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
両
当
事
者
は
当
該
契
約
を
履
行
で
き
な
く
な
っ
た
た

め
、
本
件
契
約
に
お
け
る
そ
の
義
務
は
消
滅
す
る
と
判
示
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
世
界
で
も
履
行
が
不
能
に
な
っ
た
と
き
に
当
事
者
を
免
責
す
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

で
も
尚
、
コ
モ
ン
ロ
ー
は
履
行
不
能
の
法
理
で
は
履
行
が
不
能
に
な
っ
て
い
な
い
限
り
、
履
行
義
務
か
ら
の
免
責
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い

う
妥
協
を
許
さ
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
そ
の
後
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
国
に
お
い
て
も
履
行
は
可
能
で
あ
る
が
非
常

に
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
も
履
行
義
務
か
ら
当
事
者
を
免
責
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

2　

契
約
の
挫
折
（Frustration of Contract
）

　
契
約
の
挫
折
に
つ
い
て
はKrell v. H

en

）
35
（ry

と
い
う
判
例
に
お
い
て
初
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
事
件
で
は
、
借
主
は
、
イ
ギ
リ

ス
国
王
の
戴
冠
式
を
見
る
た
め
に
二
日
間
そ
れ
ぞ
れ
朝
か
ら
夜
の
時
間
帯
と
い
う
条
件
で
貸
主
か
ら
の
ア
パ
ー
ト
を
借
り
た
。
し
か
し
、

戴
冠
式
の
直
前
に
、
イ
ギ
リ
ス
国
王
が
急
に
罹
患
し
、
戴
冠
式
が
延
期
に
な
り
、
借
主
は
契
約
上
の
支
払
を
拒
絶
し
た
。
訴
訟
の
際
、
貸

主
は
賃
貸
料
の
支
払
を
求
め
た
が
、
借
主
が
履
行
不
能
の
法
理
を
主
張
し
た
。
そ
れ
に
関
し
、
裁
判
所
は
、
戴
冠
式
の
開
催
は
こ
の
契
約

の
黙
示
的
条
件
で
あ
る
と
し
た
上
で
、Taylor v. Caldw

ell

の
法
理
は
、
両
当
事
者
の
責
任
に
よ
ら
な
い
事
態
に
よ
っ
て
契
約
上
の
黙

示
的
条
件
に
当
た
る
契
約
目
的
物
が
欠
如
し
、
契
約
を
履
行
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
だ
け
に
適
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
関
し
、
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不
測
の
事
態
の
せ
い
で
黙
示
的
条
件
が
欠
如
し
、
そ
れ
に
よ
り
契
約
の
履
行
に
枢
要
と
さ
れ
た
状
態
が
な
く
な
り
、
契
約
の
目
的
が
挫
折

し
た
（The O

bject O
f Contract w

as Frustrated

）
場
合
に
も
、
両
方
の
当
事
者
は
履
行
に
対
す
る
責
任
を
負
わ
な
い
と
判
示
し
、
借
主
の

主
張
を
認
め
た
。

　
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
こ
の
法
理
は
上
述
の
履
行
不
能
の
法
理
と
統
合
し
、
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
）
36
（

り
、
通
説
で
は
、
契
約
締
結
後
に
あ
る
事
態
の
発
生
に
よ
り
契
約
上
の
義
務
が
根
本
的
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
そ
の
基
準

と
な
っ
て
い
）
37
（
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
主
張
さ
れ
た
典
型
的
例
と
し
て
は
、
ス
エ
ズ
運
河
閉
鎖
に
か
か
わ
る
事
例
が

挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、Société Franco Tunisienne d

’Arm
em

ent v. Siderm
ar S.

）
38
（

P.A.

に
お
い
て
は
、
荷
主
は
イ
ン
ド
で
鉄
鉱
石

を
積
み
、
ス
エ
ズ
運
河
経
由
で
イ
タ
リ
ア
の
ジ
ェ
ノ
バ
港
に
行
く
と
い
う
航
路
を
条
件
に
船
主
と
用
船
契
約
を
結
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
の

後
、
エ
ジ
プ
ト
・
イ
ス
ラ
エ
ル
間
の
戦
争
に
伴
い
ス
エ
ズ
運
河
が
閉
鎖
さ
れ
、
当
該
船
は
喜
望
峰
を
回
る
航
路
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ

の
と
き
、
船
主
は
、
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
主
張
し
た
が
、
荷
主
は
そ
れ
を
否
定
し
た
。
訴
訟
の
際
、
裁
判
所
は
、
喜
望
峰
を
回
る
こ

と
に
よ
り
本
契
約
が
根
本
的
に
変
更
さ
れ
た
と
し
、
船
主
の
主
張
を
認
め
た
。

　
他
方
、
ア
メ
リ
カ
法
は
履
行
不
能
の
法
理
と
契
約
の
挫
折
を
区
別
し
て
い
）
39
（
る
。
例
え
ば
第
二
次
契
約
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
個
別
に

§
2
6
5
に
お
い
て
契
約
の
挫
折
を
「
当
事
者
は
契
約
締
結
後
に
そ
の
契
約
の
基
本
的
前
提
で
あ
る
事
態
の
不
発
生
に
よ
り
そ
の
契
約

の
主
た
る
目
的
が
根
本
的
に
挫
折
し
た
場
合
」
と
定
義
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
判
例
と
し
て
はCoker Intern., Inc. v. Burlington 

Industries, I

）
40
（nc.

が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
事
案
で
は
、
売
主
は
二
二
一
台
の
織
機
な
ど
を
買
主
に
販
売
す
る
契
約
を
結
ん
だ
が
、
両
当
事

者
は
買
主
が
そ
の
織
機
を
ペ
ル
ー
に
転
売
す
る
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
了
解
し
て
い
た
。
当
初
、
買
主
は
頭
金
と
三
四
台
分
の
値
段
を

払
っ
た
が
、
そ
の
後
ペ
ル
ー
政
府
か
ら
の
輸
入
許
可
が
下
り
な
い
こ
と
を
理
由
に
契
約
が
挫
折
し
た
と
主
張
し
、
契
約
の
解
除
を
求
め
て

提
訴
し
た
。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
、
ペ
ル
ー
へ
の
転
売
は
、
そ
れ
が
ど
う
な
ろ
う
と
売
主
が
そ
の
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
か
ら
、
売
主
と

買
主
が
共
通
に
思
っ
て
い
る
契
約
の
基
礎
で
は
な
い
と
述
べ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
買
主
が
転
売
の
危
険
を
引
き
受
け
て
い
る
と
し
、
契
約
の
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挫
折
を
認
め
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
に
加
え
、
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
履
行
が
可
能
で
は
あ
る
が
非
常
に
酷
に
な
っ
た
と
き
に
、「
商
業
的
実
行
困
難
（Com

m
ercial 

Im
practicability

）」
と
い
う
さ
ら
な
る
法
理
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

3　

商
業
的
実
行
困
難
（Com

m
ercial Im

practicability

）

　
ア
メ
リ
カ
の
統
一
商
事
法
典
（U

niform
 Com

m
ercial Code

、
以
下
は
Ｕ
Ｃ
Ｃ
と
い
う
）
は
、
商
業
に
携
わ
る
当
事
者
を
中
心
に
売
買
契

約
の
規
定
を
決
め
る
中
）
41
（

で
、
売
主
が
契
約
目
的
物
を
引
き
渡
し
て
い
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
引
渡
し
が
遅
滞
し
た
場
合
に
つ
い
て
）
42
（

は

§
２
‐
６
１
５
に
お
い
て
商
業
的
実
行
困
難
を
明
文
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
売
主
は
、
当
該
契
約
に
お
い
て
あ
る
事
態

（Contingency

）
の
不
発
生
が
契
約
の
基
本
的
前
提
（Basic Assum

ption

）
と
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
事
態
が
発
生
し
、
そ
れ
に
よ
り
合
意

し
た
履
行
が
実
行
困
難
（Im

practicable
）
に
な
っ
た
場
合
、
義
務
違
反
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
商
業
的
実
行
困
難
を
認
め
る
に
は
、
ま
ず
、
あ
る
事
態
に
よ
り
売
主
の
履
行
は
、
実
行
困
難
（Im

practicable

）
に
な
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｕ
Ｃ
Ｃ
は
「
実
行
困
難
」
に
関
し
て
さ
ら
な
る
説
明
を
置
い
て
な
い
）
43
（
が
、
判
例
で
は
「
実
行
困
難
」
の
履
行
は
、

過
剰
で
非
合
理
的
な
費
用
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
44
（

る
。

　
次
に
、
当
該
事
態
の
不
発
生
は
契
約
の
基
本
的
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
が
契
約
締
結
時
に
無
意
識
で
あ
れ
黙
示
で
あ
れ

あ
る
事
態
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
共
通
に
捉
え
、
そ
れ
に
対
し
互
い
に
責
任
を
引
き
受
け
な
い
と
き
に
、
そ
の
事
態
の
不
発
生
は
基
本
的

前
提
と
な
）
45
（

る
。
そ
の
判
断
に
あ
た
り
、
裁
判
所
は
、
契
約
の
内
容
の
み
な
ら
ず
、
契
約
交
渉
の
経
緯
、
取
引
の
慣
習
、
当
事
者
の
衡
平
、

予
測
可
能
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
46
（
い
。

　
最
後
に
、
商
業
的
実
行
困
難
を
主
張
す
る
当
事
者
が
事
態
を
引
き
起
こ
し
て
い
な
い
こ
と
も
要
件
で
あ
る
。
こ
の
要
件
は
§
２
‐
６

１
５
の
中
に
明
示
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
が
、
判
例
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い
）
47
（
る
。
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　Com
m
ercial Im

practicability

はAlum
inium

 Com
pany of Am

erica v. Essex G
roup, Inc

に
お
い
て
認
め
ら
れ
）
48
（
た
。
こ
の
事

件
で
は
、
一
九
六
七
年
に
Ａ
は
Ｂ
に
ア
ル
ミ
ナ
を
提
供
し
、
Ｂ
が
そ
れ
を
溶
解
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
に
加
工
す
る
と
い
う
契
約
を
締
結
し
、
そ

の
契
約
の
期
間
は
一
六
年
間
と
な
っ
て
い
た
。
Ｂ
は
当
初
利
益
を
出
し
て
い
た
が
一
九
七
三
年
に
な
る
と
Ｂ
の
精
錬
作
業
に
か
か
る
費
用

が
急
騰
し
、
本
来
の
契
約
で
は
莫
大
な
損
失
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｂ
は
提
訴
し
、
商
業
的
実
行
困
難
に
基
づ
き
契
約
の
改

訂
を
請
求
し
た
。
そ
れ
に
関
し
、
裁
判
所
は
当
事
者
間
の
衡
平
を
考
慮
し
、
商
業
的
実
行
困
難
を
認
め
、
契
約
改
訂
を
行
っ
た
。

㈢
　
小
　
括

　
上
述
の
各
国
国
内
法
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
陸
法
で
も
コ
モ
ン
ロ
ー
で
も
、
当
事
者
は
、
通
常
、
契
約
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
契
約
締
結
後
に
発
生
し
た
事
情
か
ら
当
事
者
を
当
該
契
約
に
即
し
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
両
者
間
に
根
本
的
な
相
違
点
が
あ
り
、
当
事
者
を
拘
束
で
き
な
い
場
合
は
法
制
度
に
よ
っ
て
異
な
る
。

す
な
わ
ち
、
大
陸
法
で
は
、
当
事
者
を
拘
束
で
き
な
い
場
合
は
全
て
同
じ
「
債
務
不
履
行
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
コ
モ
ン
ロ
ー
は
、
債
務
不
履
行
を
必
ず
当
事
者
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
外
部
的
な
事
態
に
よ

り
履
行
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
履
行
自
体
は
ま
だ
可
能
で
あ
っ
て
も
契
約
が
両
当
事
者
に
と
っ
て
無
価
値
な
も
の
に
な
っ

た
場
合
、
そ
れ
と
も
履
行
が
商
業
的
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
と
関
係
な
い
各
々
の
別
枠
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の

基
準
に
よ
り
当
事
者
を
契
約
に
拘
束
す
べ
き
か
を
判
断
す
る
。

　
そ
の
結
果
、
法
制
度
に
よ
っ
て
同
じ
状
態
に
対
す
る
す
る
扱
い
が
異
な
る
。
例
え
ば
、
外
部
的
な
事
象
が
履
行
を
不
能
に
す
る
場
合
に

つ
い
て
は
、
大
陸
法
は
そ
れ
を
債
務
不
履
行
を
扱
う
中
で
履
行
の
可
否
と
過
失
責
任
主
義
と
い
う
基
準
を
採
用
し
、
比
較
的
に
柔
軟
な
制

度
を
設
定
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
コ
モ
ン
ロ
ー
は
履
行
が
で
き
な
い
状
態
に
つ
い
て
両
当
事
者
が
支
配
で
き
な
い
事

象
に
よ
り
彼
ら
が
共
通
に
思
っ
て
い
る
条
件
が
欠
如
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
の
み
救
済
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
大
陸
法
と
比
べ
て
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厳
格
な
制
度
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
）
49
（
る
。
そ
の
違
い
は
、
例
え
ば
、Jacobs v. Credit Lyonn

）
50
（ais

と
い
う
判
決
で
は
見
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
事
件
で
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
売
主
が
イ
ギ
リ
ス
の
買
主
と
一
定
量
の
エ
ス
パ
ル
ト
を
販
売
す
る
契
約
を
締
結
し
た
。
し

か
し
、
契
約
締
結
後
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
戦
争
が
勃
発
し
、
そ
れ
に
よ
り
売
主
は
一
部
の
エ
ス
パ
ル
ト
し
か
送
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

買
主
は
相
手
方
の
不
履
行
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し
た
が
、
売
主
は
当
時
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
法
律
で
あ
っ
た
大
陸
法
に
属
す

る
フ
ラ
ン
ス
法
に
基
づ
き
、
買
主
の
過
失
が
な
い
事
態
で
あ
る
戦
争
に
よ
り
履
行
が
不
能
に
な
っ
た
と
主
張
し
た
。
そ
れ
に
関
し
、
裁
判

所
は
フ
ラ
ン
ス
法
が
適
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
救
済
が
与
え
ら
れ
る
が
、
今
回
は
イ
ギ
リ
ス
法
が
準
拠
法
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
イ
ギ

リ
ス
法
に
基
づ
き
、
戦
争
が
履
行
自
体
を
崩
壊
し
た
と
認
め
つ
つ
、
契
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
戦
争
が
勃
発
し
な
い
こ
と
を
両
当
事
者
が
共

通
に
思
っ
て
い
る
黙
示
的
条
件
で
は
な
い
と
し
、
売
主
に
救
済
を
与
え
な
か
っ
た
。

　
ま
た
、
履
行
が
ま
だ
可
能
で
あ
る
が
異
常
な
負
担
に
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
が
見
出
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
陸

法
は
履
行
が
で
き
な
く
な
っ
た
状
態
と
同
じ
枠
組
み
で
信
義
則
に
基
づ
き
事
情
変
更
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
基
準
に
よ
り
「
不
能
に
至

ら
な
く
て
も
実
際
ど
の
程
度
で
は
事
情
が
変
更
し
た
か
」
を
確
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
コ
モ
ン
ロ
ー
は
履
行
が
異
常

な
負
担
に
な
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
事
件
に
大
陸
法
の
法
理
を
適
用
し
て
み
る
と
、
結
果
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
上
述
の

戴
冠
式
に
関
す
る
事
件
に
関
し
て
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
は
、
両
当
事
者
が
支
配
で
き
な
い
事
態
に
よ
り
契
約
が
無
価
値
に
な
っ
た
と
し
、
両

当
事
者
を
契
約
上
の
責
任
か
ら
免
責
し
た
。
だ
が
、
大
陸
法
で
い
く
と
、
履
行
は
不
測
の
事
情
に
よ
り
不
当
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
事
情
変
更
が
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
上
述
のAlum

inium
 Com

pany of Am
erica v. Essex G

roup, Inc

を
も
う
一
度
見
る
と
同
じ
こ
と
が
い
え
よ
う
。
そ
の
事

件
で
は
、
Ｂ
は
Ａ
の
ア
ル
ミ
ナ
を
加
工
す
る
た
め
に
Ａ
と
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
中
で
価
格
変
動
を
予
測
し
て
そ
れ
を
調
整
す
る
条
項
を

組
み
込
ん
だ
。
そ
の
後
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
Ｂ
が
莫
大
な
損
失
を
負
い
そ
う
に
な
っ
た
が
、
裁
判
所
は
Ｂ
の
主
張
に
応
え
て

商
業
的
実
行
困
難
を
認
め
た
。
大
陸
法
で
考
え
る
と
、
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
は
予
測
で
き
た
は
ず
だ
し
、
そ
れ
を
証
拠
に
当
事
者
が
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価
格
変
動
に
対
応
し
て
い
た
の
で
、
事
情
変
更
の
原
因
と
し
て
大
陸
法
上
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
異

な
り
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
一
部
で
あ
る
Ｕ
Ｃ
Ｃ
で
は
、
商
業
に
携
わ
る
当
事
者
を
基
準
に
す
る
枠
組
み
で
こ
の
事
件
を
考
え
、
予
測
可
能
で

も
、「
商
業
的
に
」
考
え
る
と
こ
の
事
件
に
お
け
る
履
行
が
困
難
で
あ
る
と
の
結
論
に
な
り
う
る
。

　
で
は
、
ど
の
よ
う
に
上
記
の
制
度
の
中
か
ら
共
通
点
を
見
出
し
、
国
際
売
買
契
約
へ
の
促
進
を
考
慮
し
な
が
ら
共
通
ル
ー
ル
が
規
律
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
は
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
を
作
成
し
、
契
約
の
不
履
行
に
関
す
る
免
責
に
つ
い
て
七
九
条
を
定
め
て
い
る
が
、

ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
辿
っ
て
そ
の
条
文
に
至
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

四
　
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
七
四
条
か
ら
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
七
九
条
へ

　
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
は
三
つ
の
段
階
を
経
て
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
を
作
成
し
た
。
ま
ず
、
一
九
七
〇
年
か
ら
一
九
七
七
年
ま
で
の
七
年
に
か
け
、

一
四
カ
国
の
代
表
か
ら
な
る
作
業
部
会
（U

N
CITRAL W

orking G
roup

）
は
、
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
と
Ｕ
Ｆ
Ｓ
を
叩
き
台
と
し
、
草
案
を
作
成
し
た
。

次
に
、
一
九
七
七
年
か
ら
一
九
七
八
年
の
間
に
、
当
時
の
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
の
全
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
三
六
カ
国
は
作
業
部
会
の
ド
ラ

フ
ト
を
検
討
し
、
外
交
会
議
に
草
案
を
提
出
し
た
。
最
後
に
、
国
連
の
外
交
会
議
は
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
の
草
案
に
つ
い
て
議
論
し
、
法

律
の
最
終
版
を
作
成
し
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
特
に
、
債
務
不
履
行
に
対
す
る
免
責
を
規
律
す
る
七
九
条
の
作
成
の
際
に
困
難
を
極
め

た
。

㈠
　
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
七
四
条
に
対
す
る
評
価

　
作
業
部
会
の
起
草
作
業
は
、
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
七
四
条
の
検
討
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ
に
際
し
、
免
責
範
囲
は
七
四
条
の
中
心
的
な
問
題
で
あ

る
と
さ
れ
た
。
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
七
四
条
の
起
草
過
程
作
業
で
は
、
七
四
条
一
項
の
中
核
概
念
を
「
障
害
（Im

pedim
ent

）」
に
す
る
か
、
ま
た
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は
「
事
情
（Circum

stances

）
に
す
る
か
の
問
題
で
議
論
が
紛
糾
し
て
い
た
。
最
終
的
に
、
大
陸
法
諸
国
は
、
障
害
と
い
う
概
念
に
よ
れ

ば
、
当
事
者
が
適
切
な
注
意
を
払
っ
た
か
否
か
は
と
も
か
く
、
契
約
締
結
後
に
発
生
し
た
外
部
的
事
態
の
み
が
免
責
範
囲
に
包
含
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
し
、
そ
れ
に
従
い
、
経
済
事
情
の
著
し
い
変
化
に
基
づ
く
事
態
と
、
隠
れ
た
瑕
疵
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
い
う
疑
問
を
呈
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
会
議
で
確
定
し
た
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
七
四
条
で
は
、「
障
害
」
と
い
う
文
言
が
「
事
情
」
に
置
き

換
え
ら
れ
、
履
行
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
と
隠
れ
た
瑕
疵
な
ど
も
七
四
条
の
範
囲
に
組
み
込
ま
れ
）
51
（

た
。

　
し
か
し
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
に
よ
る
と
、
七
四
条
の
よ
う
な
規
定
は
、
物
理
的
不
能
、
法
的
不
能
、
履
行
の
内
容
が
根
本
的
に
変
更

し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
予
想
外
の
物
価
変
動
の
場
合
に
も
免
責
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
か
ら
、
免
責
事
由
を
拡
張
し
す
ぎ
て
い
る
と
指

摘
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
し
い
条
文
を
作
る
に
あ
た
り
、
そ
の
免
責
範
囲
を
狭
く
画
定
し
、
免
責
自
体
が
「
客
観
的
な
障
害

（O
bjective Im

pedim
ent

）」
に
起
因
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
提
案
さ
れ
た
。
ま
た
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
意
見
と
し
て
、
代
金
支
払
義
務

と
瑕
疵
担
保
責
任
は
免
責
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
必
要
な
ど
が
提
唱
さ
れ
）
52
（
た
。

　 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
部
会
は
、
当
初
、
新
し
い
規
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
意
見
が
一
致
せ
ず
、
一
九
七
四
年
に
暫
定
草
案

の
Ａ
案
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
代
表
に
よ
る
Ｂ
案
と
い
う
二
つ
の
規
定
の
試
み
を
出
し
）
53
（
た
。
Ａ
案
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
は
そ
の
な
す
べ
き
「
一
義

務
（O

ne of his O
bligations

）
が
「
過
失
（Fault

）」
に
よ
ら
な
い
「
事
情
（Circum

stances

）」
に
よ
り
「
不
可
能
（Im

possible

）」
と
な

り
、
ま
た
は
契
約
締
結
時
に
当
事
者
が
予
測
し
て
い
た
義
務
と
ま
っ
た
く
異
な
る
程
度
に
「
根
本
的
に
変
更
さ
れ
た
（Radically 

Changed

）」
場
合
に
は
、
そ
の
不
履
行
に
つ
い
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
。
当
事
者
は
自
己
に
は
当
該
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
も
回

避
す
る
こ
と
も
克
服
す
る
こ
と
も
合
理
的
に
期
待
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
過
失
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
た

（
一
項
）。
ま
た
、
売
主
が
履
行
を
「
下
請
人
（Sub-Contractor

）」
に
委
託
し
た
場
合
、
売
主
が
一
項
に
基
づ
き
免
責
さ
れ
る
と
と
も
に
、

下
請
人
も
一
項
に
基
づ
き
免
責
さ
れ
る
場
合
に
の
み
損
害
賠
償
を
免
責
さ
れ
る
（
二
項
）。
次
に
、
一
項
に
よ
る
不
能
が
一
時
的
で
あ
る

場
合
に
は
、
不
能
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
一
時
的
な
不
能
に
よ
り
履
行
が
契
約
に
予
定
さ
れ
た
も
の
と
比
べ
、
根
本
的
に
変
更
さ
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れ
た
場
合
を
除
き
、
当
事
者
が
免
責
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
さ
れ
た
（
三
項
）。
最
後
に
、
履
行
を
妨
げ
ら
れ
た
当
事
者

に
相
手
方
へ
の
通
知
義
務
が
課
さ
れ
た
（
四
項
）。

　
他
方
、
Ｂ
案
で
は
、
当
事
者
が
、
一
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
が
契
約
締
結
時
に
考
慮
す
る
こ
と
、
克
服
す
る
こ
と
及

び
回
避
す
る
こ
と
を
合
理
的
に
期
待
で
き
な
い
「
障
害
（Im

pedim
ent

）」
に
よ
る
こ
と
を
証
明
で
き
た
場
合
に
は
、
そ
の
不
履
行
に
つ

い
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
た
（
一
項
）。
次
に
、
Ａ
案
と
同
様
に
一
時
的
な
障
害
の
場
合
に
は
、
そ
の
一
時
的
な
障
害
に

よ
り
履
行
が
契
約
上
の
も
の
と
比
べ
根
本
的
に
変
更
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
障
害
が
存
在
し
て
い
る
間
に
の
み
免
責
が
認
め
ら
れ
た

（
二
項
）。
ま
た
、
当
事
者
は
障
害
の
存
在
と
履
行
に
対
す
る
そ
の
影
響
に
つ
い
て
相
手
方
に
対
し
通
知
義
務
を
負
う
と
さ
れ
た
（
三
項
）。

さ
ら
に
、
Ａ
案
と
異
な
り
、
当
事
者
の
免
責
は
原
則
と
し
て
相
手
方
の
解
除
権
や
代
金
減
額
請
求
権
を
奪
う
も
の
で
は
な
い
と
定
め
ら
れ

た
（
四
）
54
（
項
）。

　
そ
の
翌
年
、
作
業
部
会
の
議
長
を
務
め
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
代
表
は
、
二
つ
の
草
案
を
対
照
さ
せ
、
未
解
決
の
問
題
点
を
指
摘
し
）
55
（

た
。
中

で
も
、
損
害
賠
償
義
務
免
責
の
要
件
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、「
根
本
的
に
変
更
さ
れ
た
履
行
（Perform

ance Radically Changed

）」
の
よ

う
な
要
件
は
契
約
の
全
体
を
対
象
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
契
約
の
一
部
で
あ
る
「
一
義
務
（O

ne O
bligation

）」
の
み
に
適
用
す
る
の
は

適
切
で
は
な
い
と
し
た
。
従
っ
て
、
免
責
の
対
象
を
契
約
に
お
け
る
一
義
務
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
要
件
を
削
除
し
、
契
約
解
除
の

規
定
に
そ
れ
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
に
加
え
、
要
件
と
し
て
は
国
に
よ
り
異
な
る
意
味
を
持
つ
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い

「
履
行
不
能
（Im
possible

）」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
。
一
方
、「Fault

」
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
用
語
で

あ
る
と
し
た
。

　
他
に
、
解
除
の
効
果
と
要
件
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
免
責
の
条
文
と
は
別
に
規
律
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
最
後
に
、
瑕
疵
担
保
責
任

に
つ
い
て
は
そ
れ
を
免
責
範
囲
か
ら
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
条
文
の
中
心
概
念
を
「
事
情
（Circum

stances

）」
か
ら

「Im
pedim

ent

（
障
害
）」
に
置
き
換
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
規
定
を
明
文
化
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
述
べ
た
。
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上
記
に
基
づ
き
、
作
業
部
会
は
最
終
的
に
次
の
よ
う
な
条
文
を
採
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
項
は
「
当
事
者
は
、
自
己
の
一
つ
の
義
務

を
履
行
し
な
い
と
き
、
当
該
不
履
行
が
そ
の
当
事
者
の
過
失
な
し
に
障
害
に
よ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
不
履
行
に
よ
る
損

害
賠
償
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
。
本
条
文
の
適
用
上
、
当
事
者
に
当
該
障
害
を
考
慮
し
、
回
避
し
、
あ
る
い
は
克
服
す
る
こ
と
が
合

理
的
に
期
待
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
限
り
、
過
失
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
」
と
定
め
て
い
た
。
二
項
は
「
売
主
の
不
履

行
は
そ
の
下
請
け
人
の
不
履
行
に
よ
る
と
き
、
売
主
が
本
条
一
項
に
基
づ
き
免
責
さ
れ
る
と
と
も
に
、
下
請
け
人
も
同
項
に
基
づ
き
免
責

さ
れ
る
場
合
に
限
っ
て
売
主
は
免
責
さ
れ
る
」
と
し
て
い
た
。
三
項
は
「
こ
の
条
に
規
定
す
る
免
責
は
、
障
害
が
排
除
さ
れ
な
い
間
の
み
、

そ
の
効
力
を
有
す
る
」
と
規
律
し
て
い
る
。
最
後
に
、
四
項
は
「
不
履
行
の
当
事
者
は
障
害
と
そ
れ
に
よ
る
履
行
に
対
す
る
効
果
を
相
手

方
に
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
当
事
者
は
、
自
己
が
そ
の
障
害
を
知
り
、
又
は
知
る
は
ず
だ
っ
た
後
の
合
理
的
な
期
間
以
内

に
相
手
方
に
対
し
通
知
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
）
56
（

た
。

　
一
九
七
七
年
に
は
、
こ
の
作
業
部
会
の
草
案
に
つ
い
て
各
国
、
各
機
関
が
意
見
を
出
し
、「
事
務
総
長
報
告
」
と
し
て
そ
の
分
析
が
行

わ
れ
）
57
（

た
。
そ
し
て
、
同
年
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
の
全
員
メ
ン
バ
ー
は
、
修
正
案
を
作
成
し
た
。

㈡
　
作
業
部
会
草
案
の
検
討

　
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
で
は
、
前
述
の
規
定
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
検
討
の
中
で
は
、
下
記
の
よ
う
な
変
更
が

行
わ
れ
た
。
ま
ず
、
一
項
に
つ
い
て
は
、「
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
（In D

am
ages

）」
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
関
し
、
こ
の
条
文

は
損
害
賠
償
の
み
な
ら
ず
、
契
約
上
の
あ
ら
ゆ
る
義
務
か
ら
免
責
す
べ
き
で
あ
る
と
の
提
案
が
あ
っ
た
。
特
に
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
国
々
は
、

不
履
行
の
当
事
者
が
損
害
賠
償
に
つ
い
て
免
責
さ
れ
た
状
態
で
も
相
手
方
は
ま
だ
履
行
を
請
求
で
き
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
）
58
（
た
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
履
行
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
履
行
請
求
権
を
認
め
れ
ば
、
法
が
不
可
能
を
強
制
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
指
摘
が
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
永
久
的
な
障
害
の
場
合
に
は
、
履
行
を
請
求
で
き
な
け
れ
ば
契
約
を
解
除
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、
あ
る
国
に
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お
い
て
契
約
違
反
は
履
行
請
求
権
を
前
提
と
し
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
免
責
範
囲
を
損
害
賠
償
に
つ
い
て
限
定
す
べ

き
で
あ
る
と
の
反
対
意
見
が
あ
っ
）
59
（

た
。
最
終
的
に
「
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
」
は
削
除
さ
れ
た
が
、
そ
の
代
わ
り
に
五
項
が
追
加
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
一
項
に
お
け
る
「
過
失
（Fault

）」
も
削
除
さ
れ
た
。
実
際
、
草
案
に
お
け
る
「
過
失
」
は
既
に
客
観
的
に
定
義
さ
れ
、
主
観

的
な
概
念
を
組
み
込
む
必
要
が
な
い
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
当
事
者
が
そ
の
障
害
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
を
免
責
範
囲
か

ら
除
外
す
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
に
従
い
、「
過
失
」
の
代
わ
り
に
「
支
配
を
超
え
た
障
害
（Im

pedim
ent 

Beyond Control

）」
と
い
う
客
観
的
な
要
件
が
付
け
加
え
ら
れ
）
60
（

た
。
他
に
「
合
理
的
に
考
慮
に
入
れ
る
」
と
い
う
要
件
に
関
し
て
は
、
契

約
締
結
時
に
と
い
う
時
間
的
な
要
素
の
追
加
が
行
わ
れ
）
61
（
た
。
二
項
に
お
い
て
は
、「
下
請
け
人
（Subcontractor

）」
は
、
国
に
よ
っ
て
そ

の
概
念
の
解
釈
が
異
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、「
契
約
の
全
部
又
は
一
部
を
履
行
す
る
た
め
に
当
事
者
の
使
用
し
た
第
三

者
」
に
代
わ
っ
た
。
最
後
に
、
四
項
に
つ
い
て
は
通
義
務
の
危
険
負
担
は
不
履
行
の
当
事
者
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
と
さ

れ
た
。

　
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
履
行
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
関
す
る
規
定
も
提
案
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
契
約
締
結
時
後
に
発
生
し
、

当
事
者
が
予
見
で
き
な
い
事
態
に
よ
り
契
約
の
履
行
が
困
難
に
な
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
り
両
当
事
者
が
重
大
な
損
害
を
被
っ
た
場
合

に
は
、
そ
の
当
事
者
が
契
約
の
改
訂
あ
る
解
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
）
62
（

た
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
は
、
売
買
契
約
に

お
け
る
重
要
な
問
題
を
扱
っ
て
い
る
と
さ
れ
な
が
ら
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
最
終
的
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
は
下
記
の
よ
う
な
条
文
を
提
出
し
）
63
（

た
。
一
項
は
「
当
事
者
は
、
ひ
と
つ
の
義
務
の
不
履
行
が
自
己
の

支
配
を
超
え
る
障
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
及
び
契
約
の
締
結
時
に
当
該
障
害
を
考
慮
す
る
こ
と
も
、
当
該
障
害
又
は
そ
の
結
果
を
回
避

し
、
又
は
克
服
す
る
こ
と
も
自
己
に
お
い
て
合
理
的
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
不
履
行
に

つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
し
た
。
二
項
は
「
当
事
者
は
、
契
約
の
全
部
又
は
一
部
を
履
行
す
る
た
め
に
自
己
の
使
用
し
た
第
三
者
に
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よ
る
不
履
行
に
よ
り
自
己
の
不
履
行
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
当
事
者
が
（
一
）
の
規
定
に
よ
り
責
任
を
免
れ
る
こ
と
と
、
当
該
当
事

者
の
使
用
し
た
第
三
者
に
（
一
）
の
規
定
を
適
用
す
れ
ば
当
該
第
三
者
が
責
任
を
免
れ
る
で
あ
ろ
う
と
き
に
限
り
、
責
任
を
免
れ
る
」
と

規
律
し
て
い
る
。
更
に
、
三
項
は
「
本
条
に
規
定
す
る
免
責
は
、
障
害
が
存
在
す
る
間
の
み
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
」
と
し
、
四
項
は

「
履
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
当
事
者
は
、
相
手
方
に
対
し
障
害
及
び
そ
れ
が
自
己
の
履
行
を
す
る
能
力
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
当
事
者
は
、
自
己
が
そ
の
障
害
を
知
り
、
又
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
時
か
ら
合
理
的
な
期
間
内
に
相
手

方
が
そ
の
通
知
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
」
と
定
め

て
い
る
。
加
え
て
、
上
述
の
「
損
害
賠
償
に
つ
い
て
」
の
代
わ
り
に
、
五
項
が
追
加
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
こ
の
条
の
規
定
は
、
当

事
者
が
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
権
利
以
外
の
こ
の
条
約
に
基
づ
く
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

㈢
　
ウ
ィ
ー
ン
外
交
会
議
の
検
討

　
続
い
て
、
ウ
ィ
ー
ン
外
交
会
議
の
際
に
も
、
い
く
つ
か
の
議
論
が
行
わ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
段
階
で
は
、
実
際
条
文
の
変
更
を
も

た
ら
し
た
議
論
は
一
つ
し
か
な
く
、
そ
れ
は
七
九
条
三
項
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
が
出
し
た
条
文
で
は
、

一
時
的
な
障
害
が
な
く
な
れ
ば
当
事
者
は
免
責
さ
れ
な
く
な
る
が
、
長
く
続
い
た
障
害
に
よ
り
当
該
契
約
に
か
か
わ
る
事
情
が
変
わ
る
こ

と
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
そ
の
問
題
を
規
定
す
べ
く
、
一
時
的
な
障
害
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
障
害
に
よ
り
事
情
が

根
本
的
に
変
更
さ
れ
、
不
履
行
の
当
事
者
を
拘
束
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
不
当
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
当
事
者
が
永
久
的
に
責
任
を
負

わ
な
い
と
い
う
追
加
規
定
が
提
案
さ
れ
た
。
更
に
、
も
し
そ
の
提
案
が
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
、
一
時
的
な
障
害
の
後
に
免
責
さ
れ
る
可
能

性
が
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
に
三
項
か
ら
「
の
み
」
と
い
う
文
言
を
削
除
す
る
提
案
も
あ
っ
た
。
結
局
、
上
述
の
よ
う
な
規
定
を
入
れ
る
こ

と
に
よ
り
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
け
る
「
契
約
の
挫
折
」
の
よ
う
な
法
理
を
組
み
込
む
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
、
採
用
は
さ
れ
な

か
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、「
の
み
」
が
削
除
さ
れ
）
64
（
た
。



Lex Mercatoria としての CISG

193

　
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
形
式
的
な
修
正
が
行
わ
れ
た
後
、
こ
の
条
文
は
現
在
の
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
七
九
条
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ

Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
は
「
障
害
（Im

pedim
ent

）」
を
七
九
条
の
中
心
概
念
と
し
、
免
責
に
関
す
る
共
通
ル
ー
ル
を
作
成
し
て
み
た
。
た
だ
し
、「
障

害
」
の
解
釈
は
ど
こ
ま
で
確
定
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
七
九
条
上
の
障
害
の
構
造
と
そ
の
解
釈
の
問
題

を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五
　「
障
害
」
の
構
造
と
そ
の
解
釈
問
題

㈠
　
七
九
条
に
お
け
る
「
障
害
（Im

pedim
ent

）」

　
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
は
「
障
害
」
に
つ
い
て
更
な
る
説
明
が
な
い
が
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
は
、
立
法
過
程
か
ら
見
る
限
り
で
は
、
客
観
的
で
、

国
内
法
に
依
存
し
な
い
条
文
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
条
文
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
国
内
法
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、

国
際
売
買
契
約
法
の
統
一
を
考
慮
す
る
立
場
か
ら
定
義
づ
け
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
）
65
（

る
。
そ
れ
に
従
え
ば
、「
障
害
」
と
い
う
の
は
、
一

般
に
、「
履
行
の
妨
げ
と
な
る
も
の
（Im

pedim
ent that Prevents Perform

ance

）」
と
し
て
定
義
す
れ
ば
良
い
と
考
え
ら
れ
）
66
（
る
。
も
っ
と

も
、
七
九
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
履
行
か
ら
の
免
責
を
認
め
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
「
障
害
」
が
必
要
な
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

1　
「
自
己
の
支
配
を
超
え
る
障
害
」

　
七
九
条
で
は
、
障
害
が
当
事
者
の
支
配
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
具
体
的
に
当
事
者
の
支
配
圏
と
外
部
的
な
障
害
の

間
の
線
引
き
が
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
関
し
、
ま
ず
契
約
の
内
容
と
当
事
者
間
の
慣
習
を
見
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
当
事
者
の
事

業
の
正
常
な
活
動
が
支
配
圏
に
入
る
と
さ
れ
て
い
）
67
（
る
。
例
え
ば
、
あ
る
契
約
に
あ
た
り
、
そ
の
履
行
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
資
力
を
保
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持
す
る
こ
と
や
、
材
料
の
調
達
や
自
己
の
社
員
に
対
す
る
責
任
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
事
者
の
支
配
圏
が
曖
昧
で
あ
る
場
合

も
あ
る
。
例
え
ば
、
労
働
争
議
は
当
事
者
の
支
配
圏
に
入
る
か
否
か
に
関
し
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
）
68
（

る
。

2　
「
合
理
的
に
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
障
害
」

　
ま
た
、
七
九
条
の
免
責
を
認
め
る
に
は
、
契
約
締
結
時
に
同
じ
状
況
に
お
い
て
合
理
的
な
人
が
当
該
障
害
を
考
慮
に
入
れ
ら
れ
た
か
否

か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
件
は
、
国
内
法
の
規
定
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
が
当
該
障
害
を
予
見
で

き
た
の
で
あ
れ
ば
、
契
約
締
結
時
に
そ
れ
に
備
え
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
方
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
要
件
は

合
理
性
を
用
い
る
こ
と
か
ら
、
判
断
に
あ
た
り
で
き
る
だ
け
客
観
的
な
基
準
を
備
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
国
際
取

引
に
携
わ
る
業
者
を
対
象
と
し
、
そ
う
し
た
人
々
は
自
己
の
業
界
の
現
状
を
よ
く
把
握
し
て
お
り
、
そ
の
将
来
つ
い
て
の
予
測
も
容
易
に

で
き
）
69
（
る
。
そ
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
障
害
を
契
約
締
結
時
に
考
慮
で
き
な
か
っ
た
の
か
が
画
定
し
に
く
い
と
さ
れ
て
い
）
70
（
る
。
例
え
ば
、
こ

の
要
件
は
、
当
事
者
の
支
配
を
超
え
る
か
否
か
に
重
ね
、
隠
れ
た
瑕
疵
の
場
合
に
は
満
た
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か

れ
て
い
）
71
（
る
。

3　
「
そ
の
結
果
を
回
避
し
、
又
は
克
服
す
る
こ
と
も
自
己
に
合
理
的
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
障
害
」

　
七
九
条
に
よ
る
免
責
を
認
め
る
た
め
に
は
、
障
害
を
回
避
及
び
克
服
す
る
こ
と
が
合
理
的
に
期
待
さ
れ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ

の
要
件
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
72
（

る
。
ま
ず
、
当
事
者
は
契
約
締
結
時
に
合
理
的
に
起
こ
り
そ
う
な
障
害
の
た
め
に
適
切
な

処
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
あ
る
障
害
が
発
生
し
た
と
き
に
、
対
応
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
件

に
お
い
て
も
、
基
準
は
「
合
理
的
な
人
」
と
な
る
が
、
不
履
行
の
当
事
者
は
ど
こ
ま
で
予
防
的
措
置
を
講
ず
る
べ
き
な
の
か
が
明
確
で
は

な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
）
73
（
る
。
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4　

障
害
と
不
履
行
の
因
果
関
係

　
最
後
に
、
七
九
条
に
お
け
る
障
害
は
、
不
履
行
の
原
因
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
他
の
不
履
行
の
原
因
が
あ
る
場
合
、
そ
れ

で
も
こ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
あ
る
見
解
で
は
、
こ
の
要
件
を
認
め
る
の
は
、
障
害

が
排
他
的
に
不
履
行
を
起
こ
し
た
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
）
74
（
る
。
他
方
、
障
害
と
い
う
原
因
が
他
の
原
因
を
上
回
る
場
合
に
は
、

因
果
関
係
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
）
75
（

る
。
す
な
わ
ち
、
免
責
が
認
め
ら
れ
な
い
原
因
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
障
害
が
不
履
行
の
最

終
的
な
原
因
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
は
「
障
害
」
を
中
心
に
七
九
条
を
作
成
し
た
が
、
上
述
の
よ
う
に
障
害
に
つ
い
て
多
面
的
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い

る
。
中
で
も
、
履
行
が
不
可
能
に
至
ら
な
く
て
も
実
質
的
に
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
事
態
は
障
害
に
な
り
得
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
紛

糾
し
て
い
）
76
（

る
。

㈡
　「
障
害
」
に
関
す
る
論
争

　
七
九
条
に
は
事
情
変
更
の
原
則
や
商
業
的
実
行
困
難
の
よ
う
に
履
行
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
を
明
示
的
に
定
め
る
文
言
が
な
い
。

加
え
て
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
立
法
過
程
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
を
定
め
る
規
定
の
提
案
は
議
論
に
上
が
っ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
否
決
さ
れ
た
。
つ

ま
り
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
は
、
履
行
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
を
認
識
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
共
通
ル
ー
ル
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
学
説
が
分
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
七
九
条
の
文
言
は
明
示
的
に
履
行
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
を
規
律

し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
が
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

履
行
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
七
条
二
項
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
こ
の
条
約
の
基
礎
を
成
す
一
般
原
則
」
が
適
用
さ

れ
る
。
そ
の
際
、
そ
の
一
般
原
則
は
七
条
一
項
に
お
け
る
国
際
取
引
に
お
け
る
信
義
則
に
当
た
り
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
当
事
者
は
、
履
行
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が
困
難
に
な
っ
た
と
き
に
再
交
渉
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
77
（
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
、
七
条
一
項
に
あ
る
の
は
解
釈
に
関
す
る

規
定
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
用
い
て
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
は
な
い
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
批
判
が
あ
）
78
（

る
。
ま
た
、
国
際
取
引
に
お
け
る

信
義
則
は
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
一
般
原
則
だ
と
し
て
も
、
そ
の
解
釈
は
国
に
よ
り
異
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
七
条
に
一
項
に
お
け
る

解
釈
の
統
一
と
い
う
目
的
が
達
成
で
き
な
く
な
り
、
七
条
に
お
け
る
解
釈
の
統
一
が
害
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
79
（
る
。
例
え
ば
、
ベ

ル
ギ
ー
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
七
九
条
は
七
条
二
項
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
般
原
則
を
探
る
中
で
、
制
定
法
で
は
な
い

ユ
ニ
ド
ロ
ワ
原
則
を
参
考
に
し
、
再
交
渉
を
命
じ
た
判
決
が
あ
）
80
（
る
。

　
次
に
、
七
条
二
項
に
基
づ
き
国
際
私
法
に
よ
り
国
内
法
を
決
め
、
国
内
法
に
お
け
る
規
定
を
使
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
）
81
（

る
。
し
か
し
、
こ

れ
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
、
国
際
売
買
契
約
の
規
定
を
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
対
し
て
国
内
法
の
法
理
を
採
用
す
れ
ば
、
そ
の
目
的
が
達
成
で
き
な
く
な
る
と
の
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
履
行
が
非
常
に

困
難
に
な
っ
た
と
い
う
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
解
釈
が
違
っ
て
く
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
）
82
（
る
。

　
ま
た
、
七
九
条
は
履
行
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
を
規
律
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
何
の
救
済
も
与
え
ず
、
価
格
の
不
当
な
急

騰
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
事
者
は
そ
れ
に
対
す
る
責
任
を
負
う
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
の
立
法
作
業
で
は
、
履
行
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
関
す
る
規
定
の
提
案
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、

七
九
条
は
そ
の
場
合
を
意
図
的
に
免
責
範
囲
か
ら
除
外
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
）
83
（
る
。
そ
れ
に
従
い
、
七
九
条
は
大
陸
法
の
後
発
的
履
行
不

能
の
よ
う
な
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
、
イ
タ
リ
ア
の
判
例
は
そ
れ
を
支
持
し
て
い
）
84
（

る
。

　
他
方
、
履
行
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
対
し
七
九
条
は
そ
の
中
で
解
決
方
法
を
示
し
て
い
る
と
す
る
学
説
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
七
九
条
一
項
の
文
言
は
、
合
理
性
を
基
準
に
全
て
の
要
件
を
定
め
て
お
り
、
履
行
が
完
全
に
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
だ
け
で
な
く
、

履
行
が
非
合
理
的
に
困
難
に
な
っ
た
こ
と
も
七
九
条
に
お
け
る
障
害
に
な
り
得
る
と
し
て
い
）
85
（

る
。
つ
ま
り
、
七
九
条
は
、
履
行
が
非
常
に

困
難
に
な
っ
た
場
合
を
明
示
し
な
い
「
不
備
」
を
埋
め
る
た
め
に
、
合
理
的
に
支
配
で
き
る
こ
と
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
、
回
避
あ
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る
い
は
克
服
で
き
る
こ
と
を
期
待
で
き
な
い
な
ど
の
柔
軟
性
の
あ
る
文
言
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
場
合
を
免
責
範
囲
に
含
め
よ
う

と
し
た
と
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
一
年
に
設
立
さ
れ
た
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
諮
問
委
員
会
は
、「
障
害
は
、
絶
対
的
に

不
可
能
と
い
う
事
態
を
指
す
の
で
は
な
い
。
ハ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
た
当
事
者
も
七
九
条
に
基
づ
き
免
責
を
援
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
し
、
そ
れ
を
支
持
し
）
86
（
た
。
そ
れ
に
加
え
、
こ
の
見
解
で
は
、
外
交
会
議
が
当
時
の
三
項
か
ら
「
の
み
」
を
削
除
さ
れ
た

こ
と
を
根
拠
に
、
一
時
的
な
障
害
の
後
に
根
本
的
に
事
情
が
変
更
し
た
場
合
に
も
、
七
九
条
に
お
け
る
免
責
が
認
め
ら
れ
）
87
（

る
。

　
し
か
し
、
こ
の
論
理
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
一
つ
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
得
る
。
そ
れ
は
あ
る
履
行
が
ど
の
よ
う
な
困
難
に
遭
え
ば
七
九

条
に
お
け
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
特
に
、「
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い

う
要
件
で
現
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
履
行
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
の
典
型
例
と
し
て
商
品
の
値
段
が
価
格
変
動
に
よ
り
異
常
な
負

担
に
な
る
と
い
う
場
合
は
挙
げ
ら
れ
る
が
、
価
格
は
、
い
か
に
上
下
し
て
い
て
も
、
変
動
す
る
こ
と
自
体
が
周
知
で
あ
り
、
現
在
で
は
物

品
の
価
格
が
変
動
す
る
事
態
に
つ
い
て
容
易
に
予
見
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
を
「Lex M

ercatoria

」
と

し
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
常
に
国
際
取
引
で
活
躍
す
る
商
業
者
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
日
常
的
に
国
際
取
引

に
携
わ
る
業
者
を
基
準
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
予
測
可
能
の
よ
う
な
要
件
を
認
め
る
こ
と
は
さ
ら
に
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
七

九
条
に
こ
の
よ
う
な
障
害
を
包
含
す
る
こ
と
を
良
し
と
す
る
学
説
は
、
具
体
的
に
ど
の
程
度
の
「
困
難
」
を
七
九
条
が
認
め
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
結
論
を
出
し
て
い
な
い
。
で
は
、
上
記
の
議
論
に
基
づ
き
、
七
九
条
を
見
た
場
合
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
実
際
「Lex M

ercatoria

」

の
役
割
を
果
た
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

六
　
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
ど
の
よ
う
に
「Lex M

ercatoria

」
に
な
り
得
る
か

　
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
は
七
九
条
作
成
の
際
、
大
き
く
異
な
る
各
国
の
国
内
法
の
規
定
を
超
え
、
大
陸
法
と
コ
モ
ン
ロ
ー
の
両
者
が
納
得
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で
き
る
ル
ー
ル
を
一
応
完
成
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
文
言
の
汎
用
性
は
、
そ
の
後
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
立
法
作
業
に
参
加
し
な
か
っ
た
多
く
の

国
に
認
め
ら
れ
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
批
准
国
が
徐
々
に
上
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
証
明
さ
れ
よ
う
。

　
他
方
、
多
く
の
国
が
七
九
条
の
文
言
に
賛
意
を
示
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
文
言
の
意
味
の
確
定
に
は
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
は
文
言
の
汎
用
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
、「
当
事
者
の
支
配
を
超
え
る
障
害
」、「
合
理
的
に
考
慮
に
入
れ
る
」、「
合

理
的
に
回
避
あ
る
い
は
克
服
で
き
る
」
な
ど
、
柔
軟
性
の
あ
る
概
念
を
採
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
七
九
条
に
関
し
て
は
非
常

に
幅
広
い
解
釈
が
で
き
る
が
、
そ
の
反
面
に
国
に
よ
っ
て
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
こ
の
解
釈
の
問
題
は
、
特
に
履
行
が
非
常
に
当
事
者
の
一
方
に
過
重
的
に
負
担
に
な
っ
た
状
態
に
お
い
て
現
れ
る
。
国
際
売
買
で
は
、

一
方
の
当
事
者
が
相
手
方
に
関
す
る
情
報
が
国
内
売
買
よ
り
少
な
い
の
で
、
当
事
者
に
お
い
て
は
履
行
が
ど
の
よ
う
な
状
態
か
ら
困
難
に

な
る
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
七
九
条
に
は
そ
の
場
合
が
含
ま
れ
る
か
否
か
は
定
か
で
は
な
く
、
履
行
が
非
常
に
困
難
に

な
っ
た
よ
う
な
重
要
な
問
題
に
関
す
る
解
決
方
法
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
こ
の
条
文
の
「
短
所
」
と
し

て
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
関
し
て
は
も
う
一
度
七
九
条
一
項
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
障
害
」
を
考
え
て
み
よ
う
。
七
九
条
は
障
害
を
中
核
概
念
と
し
、
こ

の
障
害
は
ど
こ
の
国
の
国
内
法
の
概
念
に
依
拠
せ
ず
に
一
般
に
「
履
行
の
妨
げ
と
な
る
」
事
象
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
七
九
条
は
あ

る
事
態
が
契
約
の
あ
ら
ゆ
る
義
務
さ
え
妨
げ
れ
ば
「
障
害
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
概
念
の
範
囲
は
広
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
基
づ

き
、
七
九
条
で
は
、
履
行
不
能
、
事
情
変
更
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
履
行
の
法
理
と
契
約
の
挫
折
及
び
商
業
的
困
難
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
国
内

法
の
概
念
を
障
害
に
当
た
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
七
九
条
は
障
害
を
考
え
る
際
に
、
そ
の
障
害
が
支
配
す
る
こ
と
、
予
測
す
る
こ
と
及
び
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
客

観
的
な
基
準
に
よ
り
、
各
国
の
国
内
法
に
お
け
る
基
準
を
一
つ
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
、
外
部
的
な
事
象
に
よ
り
履
行
が
で
き

な
く
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
大
陸
法
と
コ
モ
ン
ロ
ー
の
間
の
相
違
点
を
解
決
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
支
配
を
超
え
る
」
と
い
う
基
準
は
コ
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モ
ン
ロ
ー
の
厳
格
な
基
準
に
近
い
し
、
あ
る
義
務
の
不
履
行
に
対
し
て
大
陸
法
上
の
過
失
が
あ
れ
ば
、
そ
の
不
履
行
は
当
事
者
の
支
配
圏

に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
、
大
陸
法
上
の
過
失
も
包
含
し
て
い
）
88
（

る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
履
行
が
酷
な
負
担
に
な
っ
た
場
合
に
も
、
七
九
条
は
、

そ
の
基
準
に
よ
り
、
法
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
規
定
を
同
じ
「
土
俵
」
に
立
た
せ
て
お
り
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
解
釈
に
よ
り
そ
の
問
題

を
解
決
で
き
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
七
九
条
は
あ
ら
ゆ
る
概
念
と
そ
の
基
準
を
一
つ
の
枠
組
み
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
う
い
っ

た
意
味
で
は
、
七
九
条
を
見
る
限
り
で
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
はLex M

ercatoria

の
よ
う
に
売
買
契
約
の
共
通
規
定
と
し
て
機
能
で
き
る
と

い
え
よ
う
。

　
尚
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
各
国
の
対
立
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
規
則
で
あ
り
、
各
国
間
のLex M

ercatoria

と
し
て
の
役
割
が
大
き
い
。
た
だ

し
、
そ
れ
は
国
際
取
引
の
ル
ー
ル
を
統
一
す
る
唯
一
の
方
法
で
は
な
い
。
中
で
も
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
と
同
じ
く
現
代
のLex M

ercatoria

に

属
す
る
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
原
則
が
あ
り
、
国
際
取
引
の
専
門
家
が
最
も
説
得
力
が
あ
る
ル
ー
ル
と
を
採
用
し
た
規
則
で
あ
る
。
で
は
、
そ
う

い
っ
た
内
容
の
規
範
は
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
と
比
較
し
た
な
ら
、
ど
の
よ
う
にLex M

ercatoria

と
し
て
機
能
で
き
る
か
、
い
ず
れ
が
よ
り
国
際

取
引
に
は
適
切
か
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上
の
点
は
今
後
の
検
討
課
題
に
し
た
い
。
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