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一
　
序
　
論

　
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
一
定
の
経
済
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
複
数
の
契
約
が
同
時
又
は
順
次
に
締
結
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
。
こ
う
し
た
契
約
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
、
右
関
係
を
構
成
す
る
他
の
契
約
の
解
除
も
認
め

ら
れ
う
る
か
。
こ
の
問
題
に
つ
き
最
高
裁
は
、
同
一
当
事
者
間
に
お
け
る
複
数
の
契
約
の
「
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
相
互
に
密
接
に
関
連

付
け
ら
れ
て
い
て
、
社
会
通
念
上
、
甲
契
約
又
は
乙
契
約
の
い
ず
れ
か
が
履
行
さ
れ
る
だ
け
で
は
契
約
を
締
結
し
た
目
的
が
全
体
と
し
て

は
達
成
さ
れ
な
い
」
場
合
に
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
旨
判
示
し
て
い（
1
）る。
右
判
決
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
そ
れ
自
体
に
固
有
の
不
履
行
の
な

い
契
約
に
つ
い
て
、
密
接
関
連
性
を
有
す
る
他
の
契
約
の
債
務
不
履
行
解
除
を
理
由
に
、
前
者
も
解
除
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
学

説
の
多
く
は
本
判
決
に
目
的
不
到
達
の
理
論
の
適
用
を
み
て
い（
2
）る。

も
っ
と
も
動
機
の
錯
誤
の
議
論
に
お
い
て
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
て

い
る
通
り
、「
契
約
を
締
結
し
た
目
的
」
は
各
人
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
た
め
、
そ
の
不
到
達
を
も
っ
て
固
有
の
不
履
行
の
な
い
契
約
の

解
除
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
右
判
決
が
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
三

当
事
者
間
に
お
け
る
複
数
契
約
の
場
合
も
そ
の
射
程
に
含
ま
れ
る
か
、
含
ま
れ
る
と
し
て
こ
の
場
合
に
い
か
な
る
要
件
が
必
要
か
、
と
い

う
問
題
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
実
際
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
学（
3
）説や

下
級
審
裁
判（
4
）例で

は
、
最
判
平
成
八
年
の
法
理

の
三
当
事
者
間
の
場
面
へ
の
拡
張
に
好
意
的
な
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
二
当
事
者
間
の
場
合
と
比
べ
密
接
関
連
性
の
認
定

に
い
か
な
る
違
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
か
、
特
に
、
不
履
行
が
生
じ
た
契
約
の
当
事
者
で
な
い
人
物
に
い
か
な
る
主
観
的
態
様
が
求
め

ら
れ
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
点
は
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
例
え
ば
武
川
教
授
は
、
最
判
平
成
八
年
の
法
理
は
「
一
方
の
履
行
が
他
方
の
契
約
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
旨
の
当
事

者
双
方
の
共
通
理
解
が
、
契
約
の
前
提
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
た
」
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
三
当
事
者
間
へ
の
応
用
は
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「
自
己
が
負
っ
て
い
な
い
他
人
の
債
務
に
関
す
る
不
履
行
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
こ
と
の
妥
当
性
が
問
題
に
な
る
」
も
の
の
、「
一
方
の

契
約
が
実
現
さ
れ
な
い
場
合
は
他
方
の
契
約
も
効
力
を
失
う
こ
と
と
な
っ
て
も
や
む
な
し
と
す
る
旨
の
当
事
者
双
方
の
共
通
理
解
が
認
め

ら
れ
る
と
き
」
に
正
当
化
さ
れ
う
る
と
主
張
す（
5
）る。
こ
の
理
解
は
、
一
方
当
事
者
の
契
約
締
結
目
的
の
挫
折
（
使
用
危
険
）
が
法
的
に
考

慮
さ
れ
る
に
は
、
右
目
的
が
契
約
両
当
事
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
契
約
の
本
質
的
要
素
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
相
手
方
が
単
に

他
の
契
約
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
と
す
る
小
野
教
授
の
理
解
と
通
底
す（
6
）る。

こ
こ
で
は
、
不
履
行
が
生
じ
た
契
約

の
当
事
者
で
な
い
人
物
へ
の
右
リ
ス
ク
・
危
険
の
移
転
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
こ
の
人
物
が
右
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
を
理
解
・
承
諾
し

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
単
に
関
連
す
る
他
の
契
約
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
と
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
学
説
の
理
解
に
対
し
て
、
大
阪
高
裁
平
成
二
一
年
一
二
月
二
五
日
判（
7
）決は
や
や
異
な
る
立
場
か
ら
興
味
深
い
判
示
を
下
し

て
い
る
。
酒
瓶
の
ラ
ベ
ル
検
査
を
す
る
た
め
に
、
  Y1
に
瓶
の
回
転
装
置
の
製
作
を
、
  Y2
に
そ
の
貼
付
画
像
処
理
装
置
の
製
作
を
注
文
し
た

Ｘ
が
、
  Y1
の
製
作
し
た
装
置
に
不
備
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
双
方
の
契
約
解
除
を
主
張
し
た
と
い
う
事
案
で
、
右
判
決
は
次
の
よ
う

に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
の
二
つ
の
契
約
は
「
互
い
の
存
在
及
び
そ
の
履
行
を
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
、
双
方
の
契
約
が
有
機
的

に
機
能
し
て
初
め
て
…
…
〔
契
約
の
〕
目
的
を
達
成
で
き
る
も
の
で
あ
」
り
、
こ
の
こ
と
は
「
当
事
者
の
共
通
の
認
識
で
も
あ
っ
た
」。
そ

し
て
、
こ
の
「
相
互
の
契
約
の
関
係
及
び
当
事
者
の
認
識
」
と  
  Y1
・
  Y2
の
従
前
か
ら
の
業
務
提
携
関
係
を
理
由
に
、「
  Y2
は
本
件
検
査
装

置
が
一
体
的
に
作
動
す
る
こ
と
に
つ
い
て
契
約
上
の
義
務
を
負
担
し
て
い
た
」
と
し
た
上
で
、
そ
の
不
履
行
が
自
ら
の
履
行
補
助
者
た

る
  Y1
の
不
履
行
に
起
因
す
る
と
い
う
論
理
を
は
さ
み
、
  Y2
に
固
有
の
債
務
不
履
行
を
認
定
す
る
こ
と
で
Ｘ
  Y2
間
の
契
約
の
解
除
を
認
め
た
。

こ
こ
で
大
阪
高
判
平
成
二
一
年
は
、
目
的
不
到
達
を
理
由
と
す
る
三
当
事
者
間
の
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
る
た
め
に
考
慮
し
た
要
素

と
し
て
「
相
互
の
契
約
の
関
係
及
び
当
事
者
の
認
識
」
と
業
務
提
携
関
係
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
り
、
  Y2
に
よ
る
  Y1
の
不
履
行
の
リ
ス
ク
の

引
き
受
け
ま
で
は
求
め
て
い
な
い
。
む
し
ろ
右
判
決
が
、「
ラ
ベ
ル
検
査
機
の
製
作
販
売
に
お
い
て
は
、
…
…  

  Y2
が
元
請
と
し
て
契
約
を



法学政治学論究　第126号（2020.9）

308

締
結
し
、
  Y1
が
そ
の
下
請
と
な
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
」
と
こ
ろ
、「
本
件
に
お
い
て
は
、
回
転
装
置
と
自
動
瓶
詰
め
ラ
イ
ン
と
の
調

整
が
必
要
と
な
り
、
  Y2
は
回
転
装
置
に
関
す
る
技
術
等
を
持
た
ず
、
こ
の
調
整
に
責
任
を
持
て
な
い
こ
と
か
ら
…
…
〔
  Y1
と
  Y2
が
〕
個

別
に
Ｘ
と
契
約
を
締
結
し
た
」
と
の
事
実
認
定
を
し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
  Y2
は
  Y1
の
不
履
行
の
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
は
拒
ん
で

い
た
と
も
評
価
で
き（
8
）る。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
の
契
約
の
関
係
及
び
当
事
者
の
認
識
と
Ｙ
ら
の
業
務
提
携
関
係
と
い
っ
た
事
情

を
理
由
に
、
  Y2
に
固
有
の
債
務
不
履
行
を
認
定
す
る
と
い
う
最
判
平
成
八
年
と
は
や
や
異
な
る
方
法
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
  Y1
の
債
務

不
履
行
の
結
果
と
し
て
  Y2
と
の
契
約
の
解
除
も
認
め
た
点
に
こ
の
判
決
の
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
自
ら
が
当
事
者

と
な
っ
て
い
な
い
契
約
の
不
履
行
や
消
滅
の
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
本
判
決
が
上
記
の
事
情
の
み
か
ら
  Y2
の

契
約
の
解
除
ま
で
も
認
め
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
  Y1
の
不
履
行
の
リ
ス
ク
を
  Y2
に
移
転
し
た
こ
と
の
理
論
的
正
当
性
は
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な（
9
）い。

　
こ
の
よ
う
に
、
最
判
平
成
八
年
の
法
理
の
三
当
事
者
間
の
事
例
へ
の
応
用
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
場
合
に
、
特
に
不
履
行
が

生
じ
た
契
約
の
当
事
者
で
な
い
人
物
の
主
観
的
態
様
に
関
し
て
い
か
な
る
考
慮
が
必
要
で
あ
る
の
か

―
一
方
契
約
の
履
行
が
な
け
れ
ば

他
方
契
約
が
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う
契
約
相
互
の
関
係
の
認
識
で
足
り
る
か
、
他
方
契
約
の
不
履
行
の
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
を
理
解
・

承
諾
し
た
こ
と
ま
で
必
要
か

―
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
未
だ
一
致
し
た
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
評
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
法
に
目
を
転
ず
る
と
、
同
国
に
お
い
て
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
問
題
は
三
当
事

者
間
の
契
約
関
係
が
議
論
の
中
心
と
さ
れ
て
い
る
点
に
そ
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
特
性
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
・
学
説

は
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
る
た
め
に
、
こ
れ
を
主
張
さ
れ
る
人
物
に
よ
る
相
互
依
存
関
係
の
「
認
識
」
を
求
め
て
お

り
、
こ
う
し
た
理
解
は
二
〇
一
六
年
改
正
債
務
法
一
一
八
六
条
三
項
に
明
文
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
認
識
」
要
件
の

理
論
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
学
説
に
お
い
て
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
の
理
解
と
関
連
し
て
鋭
い
対
立
が
見
ら
れ
た
上
に
、
改

正
法
の
条
文
か
ら
も
直
ち
に
読
み
取
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
上
記
の
日
本
法
の
問
題
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
フ
ラ
ン



複合契約の解除における契約締結目的の「認識」

309

ス
債
務
法
一
一
八
六
条
三
項
に
規
定
さ
れ
た
「
認
識
」
要
件
の
理
論
的
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
に

つ
い
て
は
既
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
相
互
依
存
的
契
約
論
の
生
成
過
程
や
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
を
当
事
者
の
意
思
・
合
意
に
求
め

る
見
解
が
有
力
で
あ
る
こ
と
等
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
）
10
（
の
、
右
見
解
が
「
認
識
」
要
件
に
い
か
な
る
意
味
を
与
え
て
い
る
の
か
、

さ
ら
に
「
認
識
」
要
件
の
意
義
の
観
点
か
ら
右
有
力
説
に
一
定
の
見
直
し
を
迫
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
う
し
た
議

論
を
経
て
改
正
さ
れ
た
債
務
法
が
い
か
な
る
内
容
を
有
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
な
お
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
部

分
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
右
課
題
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
改
正
債
務
法
を
め
ぐ
る
新
た
な
法
状

況
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
資
す
る
だ
け
で
な
く
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
性
質
に
つ
い
て
の
あ
り
う
る
い
く
つ
か

の
理
論
構
成
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
我
が
国
に
お
け
る
上
記
問
題
を
考
察
す
る
上
で
の
有
益
な
示
唆
を
得
ら
れ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
右
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
、
二
　
判
例
・
学
説
に
よ
る
「
認
識
」
要
件
の
受
容
を
確
認
し
た
後
に
、
三
　

相
互
依
存
性
概
念
と
「
認
識
」
要
件
の
意
義
に
関
す
る
学
説
の
理
解
を
整
理
・
考
察
し
た
上
で
、
四
　
改
正
債
務
法
一
一
八
六
条
三
項
の

「
認
識
」
要
件
の
理
論
的
意
義
を
分
析
す
る
、
と
い
う
形
で
検
討
を
進
め
て
い
く
。

二
　「
認
識
」
要
件
の
受
容

㈠
　
前
提
と
な
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況

　
フ
ラ
ン
ス
で
の
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
議
論
は
、
主
に
役
務
提
供
契
約
と
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
取
引
が
提
起
す
る
次
の
よ
う
な
問
題
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
（
以
下
、
こ
の
取
引
類
型
を
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
と
い
）
11
（

う
）。
す
な

わ
ち
、
一
方
で
広
告
画
像
の
供
給
等
を
内
容
と
す
る
役
務
提
供
契
約
が
役
務
提
供
者
と
役
務
受
領
者
の
間
で
締
結
さ
れ
、
他
方
で
右
役
務
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の
履
行
に
必
要
な
機
材
を
目
的
と
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
等
が
金
融
機
関
と
役
務
受
領
者
の
間
で
締
結
さ
れ
る
。
そ
の
際
、

リ
ー
ス
目
的
物
は
右
役
務
の
提
供
を
受
け
る
以
外
の
用
途
に
は
適
さ
な
い
も
の
で
あ
る
（
給
付
の
関
連
性
）、
役
務
提
供
者
が
役
務
受
領
者

に
支
払
う
広
告
料
等
の
金
銭
と
役
務
受
領
者
が
金
融
機
関
に
支
払
う
リ
ー
ス
料
が
同
額
と
さ
れ
、
役
務
受
領
者
は
実
質
的
に
無
償
で
取
引

に
参
加
で
き
る
と
い
う
構
造
が
採
ら
れ
て
い
る
（
対
価
的
均
衡
）、
役
務
提
供
契
約
を
勧
誘
し
た
人
物
が
金
融
機
関
の
代
理
人
も
兼
ね
る
等
、

役
務
提
供
者
と
金
融
機
関
の
事
前
の
協
力
体
制
が
存
在
す
る
等
の
事
情
が
加
わ
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
役
務
提
供
者
の
不

履
行
等
を
理
由
に
役
務
提
供
契
約
が
解
消
さ
れ
、
取
引
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
役
務
受
領
者
は
締
結
目
的

を
失
っ
た
リ
ー
ス
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
主
張
で
き
る
か
。
こ
の
問
題
に
つ
き
破
毀
院
の
判
決
の
多
く
は
、
各
契
約
の
条
項
の
内
容
、
複

数
契
約
の
締
結
経
緯
、
取
引
全
体
の
対
価
的
均
衡
、
給
付
の
関
連
性
、
複
数
の
契
約
の
締
結
の
同
時
性
や
期
間
の
同
一
性
と
い
っ
た
事
実

を
手
が
か
り
に
、
当
事
者
が
複
数
の
契
約
を
不
可
分
と
す
る
旨
の
共
通
の
意
図
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
判
断
の
上
で
、
連
鎖
的
消
滅

の
可
否
を
決
し
て
い
る
。

㈡
　
判
例
に
よ
る
「
認
識
」
要
件
の
要
求
と
そ
の
受
容

　
さ
ら
に
判
例
は
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
る
た
め
に
、
上
記
の
事
実
的
要
素
の
指
摘
と
は
別
に
、
複
数
の
契
約
が
一
定
の
経
済
的

一
体
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
取
引
関
与
者
の
「
認
識
」
を
要
求
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
破
毀
院
商
事
部
一
九
九
九
年
六
月
一

五
日
判
）
12
（

決
は
、
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
の
紛
争
に
お
い
て
、
両
契
約
が
同
時
に
締
結
さ
れ
、
同
期
間
を
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
、
役
務

提
供
者
が
役
務
受
領
者
（
リ
ー
ス
賃
借
人
）
に
支
払
う
広
告
料
は
リ
ー
ス
賃
借
人
が
リ
ー
ス
賃
貸
人
に
支
払
う
賃
料
を
透
写
し
た
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
ら
の
契
約
は
取
引
全
体
と
し
て
リ
ー
ス
賃
借
人
の
負
担
に
な
ら
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
締
結
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
役
務
提

供
者
は
リ
ー
ス
契
約
に
も
署
名
し
て
お
り
、
右
契
約
の
勧
誘
者
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
機
材
の
売
主
か
つ
役
務
提
供
者
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
こ
う
し
た
取
引
の
構
造
に
つ
い
て
リ
ー
ス
賃
貸
人
が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
等
を
考
慮
し
て
契
約
の
不
可
分
性
を
認
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め
た
原
審
を
支
持
し
）
13
（
た
。
ま
た
、
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
以
外
の
事
案
と
し
て
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
と
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
の
間
で

締
結
さ
れ
た
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
と
右
契
約
の
締
結
を
融
資
す
る
た
め
に
銀
行
と
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
の
間
で
締
結
さ
れ
た
融
資
契
約

に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
無
効
が
融
資
契
約
に
波
及
す
る
か
、
と
い
う
形
で
両
契
約
の
不
可
分
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に

つ
い
て
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
一
一
年
二
月
一
五
日
判
）
14
（
決
は
、
複
数
の
契
約
が
同
一
の
経
済
的
取
引
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
契
約

の
不
可
分
性
を
認
め
る
の
に
十
分
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
融
資
契
約
中
に
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
関
す
る
言
及
が
な
か
っ
た
こ
と
等

の
全
体
的
な
取
引
目
的
に
つ
い
て
の
銀
行
の
認
識
の
不
存
在
を
基
礎
づ
け
る
事
実
を
指
摘
し
て
、
両
契
約
の
不
可
分
性
を
否
定
し
た
原
審

を
支
持
し
た
。

　
そ
し
て
こ
の
「
認
識
」
要
件
の
必
要
性
は
、
学
説
に
お
い
て
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
オ
ベ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

現
代
経
済
社
会
に
お
い
て
、
あ
る
契
約
が
消
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
契
約
が
そ
の
意
味
を
失
う
と
い
う
関
係
が
あ
る
こ
と
を
法
的
に

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
当
事
者
の
一
方
が
、
右
関
係
を
知
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
客
観
的
な
関
係
の
確
認
の

み
を
も
っ
て
契
約
の
不
可
分
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
契
約
相
対
効
原
則
や
予
見
可
能
性
原
則
に
反
す
る
。
そ
の
た
め
、
契
約
の
不
可
分
性

を
認
め
る
に
は
、
右
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
に
加
え
、
相
手
方
が
複
数
契
約
の
結
合
的
関
係
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と）
15
（

。

そ
し
て
オ
ベ
ー
ル
に
限
ら
ず
、
連
鎖
的
消
滅
を
主
張
さ
れ
る
相
手
方
の
予
見
可
能
性
や
法
的
安
全
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
契
約
の
相
互

依
存
性
を
認
め
る
た
め
に
「
認
識
」
要
件
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
論
者
に
よ
っ
て
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
）
16
（
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
「
認
識
」
要
件
が
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
法
的
根
拠
と
の
関
係
で
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
、
そ
し
て
こ
の
要

件
は
、
取
引
関
与
者
が
複
数
契
約
の
経
済
的
一
体
性
を
単
に
認
識
（sim

ple connaissance

）
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
る
い

は
こ
う
し
た
関
係
を
認
識
し
た
上
で
、
さ
ら
に
一
方
の
契
約
の
不
履
行
や
消
滅
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
承
諾
（acceptation

）

し
て
取
引
に
関
与
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
多
様
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
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三
　
契
約
の
相
互
依
存
性
概
念
と
「
認
識
」
要
件
の
関
係 

　
そ
こ
で
本
章
で
は
「
認
識
」
要
件
が
契
約
の
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
と
の
関
係
で
い
か
な
る
理
論
的
意
義
を
有
す
る
の
か
を
検
討
す

る
。
ま
ず
、
㈠
か
ら
㈤
で
「
認
識
」
要
件
の
意
義
を
論
じ
る
学
説
を
、
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
と
し
て
い
か
な
る
概
念
を
援
用
す
る
の

か
、
そ
し
て
「
認
識
」
要
件
と
し
て
単
な
る
認
識
か
承
諾
の
い
ず
れ
を
要
す
る
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
を
整
理
し
た
上
で
、
㈥
で

「
認
識
」
要
件
の
理
論
的
意
義
に
つ
い
て
学
説
の
対
立
軸
を
踏
ま
え
て
考
察
を
行
う
。
な
お
、
㈠
か
ら
㈤
で
の
学
説
の
整
理
の
順
序
は
、

相
互
依
存
性
概
念
と
「
認
識
」
要
件
の
関
係
に
関
す
る
議
論
の
応
酬
を
辿
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
概
ね
時
系
列
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
予
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

㈠
　
コ
ー
ズ

―
認
識
説

　
第
一
に
、
複
数
契
約
の
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
を
コ
ー
ズ
概
念
に
求
め
た
上
で
、「
認
識
」
要
件
を
単
な
る
認
識
と
解
す
る
マ
ゾ
ー

の
見
解
を
検
討
す
）
17
（

る
。
ま
ず
マ
ゾ
ー
は
、
二
〇
一
六
年
改
正
前
民
法
一
一
〇
八
条
お
よ
び
一
一
三
一
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い
た
契
約
の
成

立
要
件
た
る
コ
ー
ズ
は
、
そ
の
存
在
を
評
価
す
る
場
面
に
お
い
て
契
約
か
ら
生
じ
る
債
務
の
最
低
限
の
対
価
を
保
証
す
る
役
割
が
与
え
ら

れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
す
）
18
（

る
。
こ
こ
で
コ
ー
ズ
は
、
双
務
契
約
で
あ
れ
ば
反
対
給
付
の
存
在
、
贈
与
契
約
で
あ
れ
ば
恵
与
の
意
図
、
と
い

う
形
で
、
契
約
類
型
に
応
じ
て
客
観
的
・
抽
象
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
の
動
機
や
目
的
と
い
っ
た
主
観
的
事
情
は
、
そ

の
存
否
判
断
に
お
い
て
は
法
的
安
全
の
観
点
か
ら
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
破
毀
院
判
決
に

お
い
て
一
方
当
事
者
の
契
約
締
結
の
動
機
や
目
的
を
も
含
ん
で
コ
ー
ズ
の
存
在
を
主
観
的
に
捉
え
る
兆
し
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
触
発
さ
れ）
19
（

、

マ
ゾ
ー
は
こ
う
し
た
主
観
的
コ
ー
ズ
概
念
を
契
約
の
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
）
20
（
る
。
す
な
わ
ち
マ
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ゾ
ー
は
、
契
約
締
結
時
に
当
事
者
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
共
通
の
目
的
を
主
観
的
コ
ー
ズ
と
理
解
し
た
上
で
、
複
数
の
契
約
が
同
一
の
取

引
を
達
成
す
る
た
め
に
締
結
さ
れ
、
一
方
契
約
に
と
っ
て
他
方
契
約
の
存
在
が
主
観
的
コ
ー
ズ
と
な
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
場
合
に
、

一
方
の
契
約
が
消
滅
し
た
と
き
は
他
方
契
約
は
そ
の
コ
ー
ズ
の
消
失
を
理
由
に
消
滅
す
る
、
と
い
う
法
律
構
成
を
主
張
す
る
の
で
あ
る）
21
（

。

　
も
っ
と
も
、
当
事
者
の
一
方
の
契
約
締
結
目
的
を
主
観
的
コ
ー
ズ
と
し
て
法
的
に
考
慮
す
る
こ
と
は
相
手
方
の
取
引
の
安
全
を
著
し
く

害
す
る
。
そ
こ
で
マ
ゾ
ー
は
、
こ
う
し
た
動
機
や
目
的
が
主
観
的
コ
ー
ズ
と
し
て
法
的
に
考
慮
さ
れ
る
た
め
に
は
、
右
目
的
が
契
約
の
領

域
に
取
り
込
ま
れ
た
共
通
の
目
的
と
な
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
い
う
共
通
の
目
的
と
は
、
一
方
当
事
者
が
望
み
、
他
方
当
事

者
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
マ
ゾ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
要
件
を
通
し
て
契
約
の
領
域
に
取
り
込
ま
れ
た
目

的
を
法
的
に
考
慮
す
る
こ
と
は
、
契
約
の
集
合
に
お
け
る
当
事
者
の
予
見
可
能
性
や
取
引
の
安
全
を
過
度
に
侵
害
す
る
も
の
と
は
な
ら
な

い
た
め
、
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
）
22
（
る
。

　
こ
の
マ
ゾ
ー
の
見
解
の
特
徴
は
、
契
約
の
相
互
依
存
性
の
根
拠
に
つ
い
て
当
事
者
の
意
思
の
役
割
を
相
対
化
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
す

な
わ
ち
マ
ゾ
ー
に
よ
れ
ば
、
主
観
的
コ
ー
ズ
＝
当
事
者
の
共
通
の
目
的
と
は
、
経
済
的
・
客
観
的
な
指
標
で
あ
り
、
複
数
の
契
約
の
給
付

の
関
連
性
、
締
結
日
や
期
間
の
同
一
性
等
の
事
実
か
ら
演
繹
さ
れ
る
経
済
的
目
的
の
同
一
性
を
示
す
客
観
的
関
係
、
つ
ま
り
一
方
の
契
約

は
他
方
契
約
が
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う
関
係
が
相
互
依
存
性
の
基
準
と
な
る
と
さ
れ
て
い
）
23
（

る
。
こ
の
主
張
の
背
後
に
は
、
主

観
的
コ
ー
ズ
概
念
は
、
必
ず
し
も
当
事
者
の
意
思
を
徴
憑
す
る
も
の
な
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
契
約
利
益
の
主
観
的
均
衡
や
契
約
の
一

貫
性
の
保
護
を
図
り
、
以
っ
て
契
約
正
義
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
概
念
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
存
在
す
）
24
（

る
。
実
際
マ
ゾ
ー
は
、
役
務
提

供
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
い
て
、
明
示
の
契
約
可
分
条
項
が
存
在
す
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ー
ズ
概
念
を
参
照
し
て
右
条
項
の
適
用
を

排
除
し
た
上
で
相
互
依
存
性
を
認
定
し
た
判
）
25
（
例
を
挙
げ
て
、
破
毀
院
は
コ
ー
ズ
概
念
を
通
し
て
当
事
者
の
意
思
よ
り
も
、
契
約
の
主
観
的

均
衡
の
保
護
を
重
視
し
て
い
る
と
指
摘
す
）
26
（

る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
後
述
す
る
よ
う
に
、「
認
識
」
要
件
を
単

な
る
認
識
と
理
解
す
る
立
場
に
は
批
判
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ゾ
ー
は
な
お
こ
れ
を
維
持
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
）
27
（
る
。
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㈡
　
コ
ー
ズ

―
承
諾
説

　
こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ゾ
ー
と
同
様
に
契
約
の
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
を
コ
ー
ズ
概
念
に
求
め
な
が
ら
も
、
複
数
の
契
約
が
相
互
依
存

的
で
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
取
引
の
共
通
の
目
的
が
全
参
加
者
に
よ
っ
て
承
諾
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
が
ブ
ロ
の

テ
ー
ズ
『
契
約
の
相
互
依
存
性
』
で
あ
）
28
（
る
。
以
下
、
本
節
で
ブ
ロ
の
見
解
を
引
用
す
る
際
に
は
、
本
文
中
に
テ
ー
ズ
の
引
用
箇
所
を
明
記

す
る
。

　
ま
ず
ブ
ロ
は
、
独
立
し
た
契
約
は
、
他
の
契
約
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
効
力
が
生
じ
る
と
い
う
契
約
自
立
性
の
原
則
を
出
発
点

と
し
て
、
契
約
の
相
互
依
存
性
を
認
め
る
こ
と
は
例
外
的
な
取
り
扱
い
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
（n

o  316

）。
そ
の
上
で
、
こ
の
例
外
を

正
当
化
す
る
実
定
法
上
の
根
拠
と
し
て
、
従
来
、
条
件
概
念
が
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ブ
ロ
は
、
こ
の
条
件
概
念
は
、
原

則
と
し
て
あ
る
契
約
の
外
に
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
事
情
（
例
え
ば
、
他
の
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
）
を
、
合
意
に
よ
っ
て
右
契
約
の
領
域

に
取
り
込
む
た
め
の
法
技
術
で
あ
る
と
評
価
す
る
一
方
で
（n

o  396

）、
条
件
概
念
は
、
条
件
の
成
就
と
い
う
点
的
な
観
点
の
み
か
ら
複
数

契
約
の
結
合
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
複
数
契
約
の
恒
常
的
な
相
互
依
存
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
適
切
な
法
的
根
拠
を

提
供
で
き
て
い
な
い
と
批
判
す
る
（n

o  397

）。
そ
こ
で
ブ
ロ
は
、
条
件
概
念
が
、
契
約
の
外
的
要
素
を
合
意
に
よ
っ
て
右
契
約
の
領
域
に

取
り
込
む
法
技
術
で
あ
る
と
い
う
点
に
着
目
し
、
相
互
依
存
的
契
約
に
よ
っ
て
望
ま
れ
た
決
定
的
な
取
引
目
的
が
、
当
事
者
の
合
意
に

よ
っ
て
各
契
約
の
領
域
に
取
り
込
ま
れ
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
右
取
引
目
的
が
主
観
的
コ
ー
ズ
と
し
て
法
的
に
考
慮
さ
れ
る
対
象
と
な

る
と
述
べ
、
契
約
の
相
互
依
存
性
の
根
拠
を
こ
の
意
味
で
の
主
観
的
コ
ー
ズ
概
念
に
求
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
（n

o  433 et s

）。

　
以
上
の
よ
う
に
ブ
ロ
は
、
契
約
の
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
を
各
々
の
契
約
の
領
域
に
取
り
込
ま
れ
た
共
通
の
取
引
目
的
と
し
て
把
握

さ
れ
る
主
観
的
コ
ー
ズ
に
求
め
て
お
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
前
節
で
検
討
し
た
マ
ゾ
ー
の
見
解
と
類
似
し
た
理
解
を
示
す
。
し
か
し

ブ
ロ
は
、
こ
う
し
た
取
引
目
的
は
原
則
と
し
て
契
約
の
外
に
あ
る
事
情
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
契
約
の
領
域
に
取
り
込
む
に
は
相
手
方
の
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同
意
が
必
要
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
契
約
の
相
互
依
存
性
を
認
め
る
こ
と
は
あ
る
契
約
の
不
履
行
や
消
滅
の
リ
ス
ク

を
右
契
約
の
当
事
者
で
は
な
い
人
物
に
転
嫁
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
右
人
物
の
単
な
る
認
識
を
も
っ
て
契
約
の
相
互
依
存
性
を

認
め
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
の
移
転
を
承
諾
し
て
い
な
い
人
物
に
対
し
て
右
リ
ス
ク
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
右
人
物
の
予
見

可
能
性
を
著
し
く
害
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
れ
を
主
観
的
コ
ー
ズ
と
し
て
法
的
に
考
慮
す
る
た
め
に
は
右
人
物
の
リ
ス
ク
移
転
の
承

諾
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
（n

o  492

）。
そ
し
て
こ
の
限
り
に
お
い
て
前
節
で
み
た
単
な
る
認
識
で
足
り
る
と
す
る
見
解
は
、
右
リ
ス

ク
の
転
嫁
を
正
当
化
で
き
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
法
的
安
全
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ロ
の
見
解
は
、
動
機

の
錯
誤
に
お
け
る
動
機
の
契
約
の
領
域
へ
の
取
り
込
み
の
議
論
を
意
識
し
て
い
る
。
実
際
ブ
ロ
は
、
一
方
当
事
者
の
決
定
的
な
動
機
を
相

手
方
が
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
契
約
の
領
域
に
取
り
込
む
旨
の
約
定
が
な
け
れ
ば
、
右
動
機
の
錯
誤
を
理
由
と
す
る
契
約
の

無
効
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
判
示
し
た
破
毀
院
判
）
29
（
決
を
引
用
し
て
、
自
ら
の
理
解
は
動
機
の
錯
誤
に
関
す
る
判
例
の
立
場
と
も
合
致
す
る

と
述
べ
て
い
る
（n

o  494

）。

　
も
っ
と
も
ブ
ロ
は
、
こ
の
承
諾
は
黙
示
の
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
し
て
、
事
案
の
事
実
的
要
素
か
ら
裁
判
官
が
相
手
方
の
黙
示
の
承

諾
を
認
定
す
る
こ
と
も
認
め
る
（n

o  503

）。
そ
し
て
、
こ
の
黙
示
の
承
諾
を
認
定
す
る
際
に
指
標
と
な
る
事
実
的
要
素
と
し
て
ブ
ロ
は
、

契
約
の
給
付
の
関
連
性
（n
o  504

）
と
取
引
参
加
者
間
に
お
け
る
協
力
行
為
の
存
在
（n

o  507

）
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

㈢
　
不
可
分
合
意

―
承
諾
説

　
以
上
の
コ
ー
ズ
概
念
に
依
拠
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
そ
の
概
念
的
意
義
に
照
ら
し
て
コ
ー
ズ
は
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
根
拠
に
適
さ

な
い
点
、
判
例
が
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
根
拠
と
し
て
コ
ー
ズ
に
依
拠
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
等
の
点
か
ら
異
論
が
示
さ
れ
て
い
）
30
（
る
。

こ
う
し
た
批
判
を
展
開
す
る
論
者
の
多
く
が
主
張
す
る
の
が
、
契
約
を
不
可
分
と
す
る
当
事
者
の
合
意
に
依
拠
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の

見
解
は
、
主
観
的
コ
ー
ズ
概
念
を
根
拠
と
す
る
論
者
が
行
っ
て
い
た
作
業
は
、
複
数
の
契
約
の
締
結
を
通
し
て
当
事
者
が
追
求
し
た
目
的
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の
契
約
の
領
域
へ
の
取
り
込
み
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
契
約
の
領
域
に
取
り
込
ま
れ
た
目
的
が
契
約
当
事
者
を
拘

束
す
る
の
は
、
コ
ー
ズ
を
根
拠
と
し
て
で
は
な
く
、
当
事
者
の
意
思
な
い
し
合
意
を
根
拠
と
し
て
で
あ
る
と
主
張
す
）
31
（

る
。
そ
の
上
で
こ
の

見
解
は
、
こ
う
し
た
合
意
は
明
示
の
も
の
で
な
く
と
も
、
黙
示
的
に
複
数
の
契
約
を
不
可
分
と
す
る
旨
の
約
定
が
さ
れ
た
と
い
え
る
事
情
、

例
え
ば
、
複
数
の
契
約
の
勧
誘
・
締
結
時
に
お
け
る
同
一
の
仲
介
者
の
存
在
、
取
引
全
体
の
対
価
的
均
衡
、
給
付
の
関
連
性
、
複
数
契
約

の
締
結
の
同
時
性
や
期
間
の
同
一
性
等
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
裁
判
官
が
当
事
者
の
意
思
を
根
拠
に
契
約
の
不
可
分

性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
）
32
（
る
。

　
以
上
の
理
解
を
前
提
に
こ
の
見
解
は
、
契
約
の
不
可
分
合
意
を
認
め
る
た
め
の
「
認
識
」
要
件
を
取
引
参
加
者
の
承
諾
と
解
す
る
べ
き

だ
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
複
数
の
契
約
を
不
可
分
と
す
る
合
意
の
認
定
を
問
題
と
す
る
以
上
、
契
約
の
不
可
分
性
を
当
事
者

が
承
諾
し
た
と
い
え
る
必
要
が
あ
る
こ
）
33
（
と
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
場
面
に
お
い
て
相
互
依
存
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
あ
る
契
約
の
消
滅

リ
ス
ク
を
相
手
方
に
転
嫁
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
右
リ
ス
ク
を
単
に
認
識
し
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
の
引
き
受
け
の
承
諾
が
必

要
で
あ
）
34
（

る
、
と
い
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
の
定
め
た
契
約
可
分
条
項
を
排
除

し
た
上
で
相
互
依
存
性
を
認
め
た
破
毀
院
判
決
の
帰
結
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
立
脚
す
る
論
者
の
多

く
は
、
契
約
の
不
可
分
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
裁
判
所
は
、
表
明
さ
れ
た
意
思
だ
け
で
な
く
当
事
者
の
真
の
意
思
を
解
釈
し
て
い
る

の
で
あ
る
と
述
べ
、
不
可
分
合
意
説
と
判
例
の
帰
結
は
両
立
し
う
る
と
主
張
し
て
い
）
35
（
る
。

㈣
　
相
互
依
存
性
（
コ
ー
ズ
）

―
認
識
説

　
以
上
の
見
解
が
、
複
数
の
契
約
間
に
お
け
る
相
互
依
存
性
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
に
対
し
、
プ
レ
は
そ
の
テ
ー
ズ
『
契
約
に
お
け
る

相
互
依
存
性
概
念
』
に
お
い
）
36
（

て
、
全
体
的
取
引
と
こ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
契
約
の
間
に
お
け
る
相
互
依
存
性
を
観
念
し
、
上
記
見
解
と

の
法
的
帰
結
の
相
違
等
を
検
討
し
て
い
）
37
（
る
。
以
下
で
は
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
と
「
認
識
」
要
件
の
意
義
に
絞
っ
て
プ
レ
の
見
解
を
分
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析
す
る
。
な
お
、
本
節
で
プ
レ
の
見
解
を
引
用
す
る
際
に
は
、
本
文
中
に
テ
ー
ズ
の
引
用
箇
所
を
明
記
す
る
。

　
ま
ず
プ
レ
は
、
二
当
事
者
間
に
お
け
る
単
一
契
約
を
前
提
と
す
る
民
法
典
の
概
念
に
依
拠
し
た
の
で
は
、
複
数
の
契
約
に
よ
っ
て
あ
る

取
引
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
今
日
の
経
済
実
態
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
れ
を
な
す
た
め
に
従
来
の
学
説
は
、

意
思
の
擬
制
や
コ
ー
ズ
概
念
の
過
度
な
拡
張
を
行
っ
て
き
た
と
批
判
す
る
（n

o  154 et s, n
o  169 et s

）。
そ
こ
で
プ
レ
は
、
複
数
の
契
約
に

よ
っ
て
あ
る
取
引
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
現
象
を
全
体
的
に
捉
え
て
こ
れ
を
法
理
論
化
す
る
必
要
性
を
説
く
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の

学
説
の
よ
う
に
、
取
引
を
構
成
す
る
個
々
の
契
約
間
に
お
け
る
水
平
的
な
相
互
依
存
性
を
前
提
と
す
る
の
で
な
く
、
取
引
全
体
と
個
々
の

契
約
の
間
に
お
け
る
垂
直
的
な
相
互
依
存
性
概
念
を
構
築
す
べ
き
だ
と
述
べ
る
（n

o  227 et s

）。
そ
し
て
プ
レ
は
、
全
体
的
取
引
と
個
々

の
契
約
の
相
互
依
存
性
を
同
定
す
る
た
め
に
、
個
々
の
契
約
の
一
つ
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
全
体
的
取
引
の
達
成
が
阻
ま
れ
、
反

対
に
全
体
的
取
引
が
挫
折
し
た
場
合
に
各
契
約
が
そ
の
存
在
意
義
を
失
う
と
い
う
関
係
の
存
在
が
重
要
だ
と
指
摘
す
る
（n

o  231

）。
そ
の

上
で
、
こ
の
相
互
依
存
性
を
認
め
る
基
準
と
し
て
、
取
引
全
体
の
実
現
の
た
め
に
個
々
の
契
約
が
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
単
体
で
は

十
分
で
な
い
と
い
う
基
準
を
据
え
る
（n

o  288
）。
そ
し
て
こ
の
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
と
し
て
、
プ
レ
は
単
一
契
約
に
お
け
る
債
務
の

コ
ー
ズ
を
取
引
レ
ベ
ル
の
視
点
で
見
た
「
取
引
の
全
体
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を
援
用
す
る
（n

o  280

）。
こ
の
取
引
の
全
体
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
と

は
、
取
引
を
構
成
す
る
個
々
の
契
約
の
締
結
を
通
し
て
、
取
引
当
事
者
が
何
を
望
ん
で
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的

な
意
味
の
債
務
の
コ
ー
ズ
を
契
約
の
集
合
次
元
で
観
察
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
さ
れ
る
（n

o  284

）。
そ
の
上
で
プ
レ
は
、
取
引
の

全
体
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
認
定
す
る
際
の
重
要
な
指
標
と
し
て
、
当
事
者
に
よ
っ
て
望
ま
れ
た
最
終
的
な
帰
結
が
、
各
契
約
か
ら
生
じ
る
給

付
を
物
理
的
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
達
成
で
き
な
い
と
い
う
点
を
挙
げ
、
こ
れ
が
相
互
依
存
性
の
存
在
を
認
め
る
指
標
と
な

る
と
述
べ
る
（n

o  285

）。

　
以
上
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
契
約
に
お
け
る
相
互
依
存
性
は
取
引
を
構
成
す
る
各
契
約
の
給
付
の
関
連
性
・
複
合
性
と
い
う
観
点
か
ら
同

定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
互
依
存
性
の
要
件
と
し
て
「
認
識
」
は
考
慮
さ
れ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
プ
レ
は
、
相
互
依
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存
性
の
効
力
の
適
用
の
た
め
に
「
認
識
」
要
件
が
な
お
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
（n
o  294

）。
こ
の
「
認
識
」
要
件
の
意
義
の
検
討
に
先

立
ち
、
プ
レ
は
相
互
依
存
性
を
認
め
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
を
分
析
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
契
約
に
お
け
る
相
互
依
存
性

を
認
め
る
こ
と
は
、
契
約
の
当
事
者
で
な
い
取
引
を
構
成
す
る
他
の
契
約
の
当
事
者
に
右
契
約
に
生
じ
た
帰
結
を
波
及
さ
せ
る
（
一
方
契

約
の
消
滅
を
理
由
と
す
る
他
方
契
約
の
消
滅
等
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
効
果
の
波
及
は
、
第
三
者
に
対
し
て
連
鎖
的
消
滅
等
の
一
定
の
間

接
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
の
、
右
契
約
か
ら
生
じ
た
債
務
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
右
効
果
の
波
及

は
、「
第
三
者
は
、
自
身
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
契
約
に
よ
っ
て
債
権
者
又
は
債
務
者
と
な
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
意
味
と
理
解

さ
れ
る
合
意
の
相
対
効
原
則
と
は
抵
触
し
な
い
（n

o  303

）。
む
し
ろ
右
効
果
の
波
及
は
、「
契
約
が
当
事
者
間
に
生
じ
さ
せ
た
状
況
は
、

事
実
と
し
て
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
と
解
さ
れ
て
い
る
契
約
の
対
抗
理
論
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
（n

o  3

）
38
（12

）。
も
っ
と
も
、
契
約
の
対
抗
理
論
は
第
三
者
に
契
約
当
事
者
の
利
益
を
害
さ
な
い
旨
の
不
作
為
義
務
を
課
す
に
と
ど

ま
る
と
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、
右
波
及
効
を
対
抗
理
論
か
ら
説
明
す
る
の
は
困
難
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
プ
レ
は
こ
う
し
た

対
抗
理
論
の
理
解
は
単
一
契
約
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
契
約
の
集
合
レ
ベ
ル
に
応
用
す
る
と
、
取
引
参
加
者

に
対
し
て
取
引
全
体
を
無
用
な
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
、
取
引
全
体
が
挫
折
し
た
場
合
に
有
用
性
を
失
っ
た
個
々
の
契
約
を
維
持

し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
（n

o  316

）。

　
以
上
の
よ
う
に
相
互
依
存
性
の
効
力
を
契
約
の
対
抗
理
論
の
発
現
と
捉
え
る
プ
レ
は
、
単
一
契
約
に
お
け
る
契
約
の
対
抗
理
論
に
お
い

て
、
そ
の
法
的
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
第
三
者
の
認
識
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
示
唆
を
得
て
、
契
約
に
お
け
る
相
互
依
存
性
の
適

用
の
た
め
に
「
認
識
」
要
件
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
（n

o  333
）。
た
だ
し
、
こ
の
「
認
識
」
は
単
な
る
認
識
と
解
す
る
こ
と
で
十
分

で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
対
抗
理
論
の
帰
結
か
ら
単
な
る
認
識
が
導
か
れ
る
こ
と
（n

o  333

）、
消
費
法
典
中
の
相
互
依
存
性

を
認
め
る
規
定
や
、
い
く
つ
か
の
判
例
に
お
い
て
単
な
る
認
識
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
（n

o  334

）、
承
諾
の
要
求

は
、
相
互
依
存
性
の
機
能
す
る
場
面
を
過
度
に
制
限
し
、
こ
れ
を
無
力
化
さ
せ
る
に
至
る
こ
と
（n

o  332

）
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
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た
、「
認
識
」
要
件
は
、
取
引
を
構
成
す
る
複
数
の
契
約
を
同
一
の
仲
介
人
が
提
案
し
た
（
契
約
の
締
結
に
関
す
る
委
任
契
約
が
存
在
す
る
）

こ
と
（n

o  341 et s

）、
相
互
依
存
的
契
約
が
二
当
事
者
間
で
締
結
さ
れ
た
こ
と
（n

o  358

）、
他
の
契
約
を
参
照
す
る
条
項
の
存
在

（n
o  360

）、
契
約
目
的
物
の
客
観
的
な
性
能
（n

o  362

）
等
の
事
実
か
ら
推
定
さ
れ
る
、
と
も
さ
れ
て
い
る
。

㈤
　
一
方
当
事
者
の
正
当
な
信
頼

―
認
識
説

　
最
後
に
、
ジ
ュ
ニ
コ
ン
が
そ
の
論
文
「
相
互
依
存
的
契
約
」
で
主
張
し
た
見
解
を
検
討
す
）
39
（
る
。
ジ
ュ
ニ
コ
ン
の
見
解
は
、
相
互
依
存
性

の
根
拠
を
取
引
参
加
者
の
う
ち
の
一
人
が
抱
い
た
正
当
な
信
頼
に
求
め
て
い
る
こ
と
、「
認
識
」
要
件
を
単
な
る
認
識
と
理
解
す
る
こ
と

に
特
色
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
節
で
ジ
ュ
ニ
コ
ン
の
右
論
文
の
見
解
を
引
用
す
る
際
は
、
本
文
中
に
右
論
文
の
引
用
箇
所
を

明
記
す
る
。

　
ま
ず
、
ジ
ュ
ニ
コ
ン
は
契
約
の
相
互
依
存
性
の
根
拠
と
し
て
、
経
済
的
一
体
性
と
い
う
意
味
で
の
コ
ー
ズ
に
依
拠
す
る
客
観
説
は
、
当

事
者
の
予
見
を
害
す
る
た
め
妥
当
で
な
い
と
批
判
す
る
（p. 111

）。
他
方
で
当
事
者
の
予
見
可
能
性
を
保
護
す
る
た
め
に
、
合
意
を
根
拠

に
相
互
依
存
性
を
認
め
る
見
解
（
主
観
説
）
は
出
発
点
と
し
て
正
当
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
こ
う
し
た
理
解
の
前
提
と
し
て
ジ
ュ
ニ
コ
ン

が
強
調
す
る
の
は
、
契
約
の
相
互
依
存
性
を
認
め
る
こ
と
は
他
の
契
約
の
消
滅
の
リ
ス
ク
を
右
契
約
の
当
事
者
で
な
い
人
物
に
転
嫁
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
契
約
の
外
的
要
素
た
る
契
約
締
結
の
目
的
・
理
由
の
契
約
の
領
域
へ
の
取
り
込
み
の
議
論
が
意
識

さ
れ
て
い
る
（p. 112

）。
し
か
し
、
主
観
説
が
相
互
依
存
性
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
黙
示
の
承
諾
を
も
認
め
る
点
に
つ
い
て
は
、
沈
黙
は

承
諾
に
値
し
な
い
と
い
う
原
則
に
鑑
み
て
妥
当
で
な
い
上
に
、
裁
判
官
の
恣
意
的
な
解
釈
に
つ
な
が
る
と
批
判
を
す
る
（p. 113

）。

　
他
方
で
ジ
ュ
ニ
コ
ン
は
、
客
観
説
が
経
済
的
一
体
性
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
取
引
を
構
成
す
る
複
数
の
契
約
に
共
通

の
当
事
者
（
中
心
的
契
約
当
事
者
）
を
保
護
す
る
点
に
あ
る
と
指
摘
す
る
（p. 112
）。
す
な
わ
ち
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
が
問
題
と
な
る
場

面
で
は
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
、
有
用
性
を
失
っ
た
契
約
か
ら
の
解
放
を
望
む
中
心
的
契
約
当
事
者
と
、
こ
れ
を
回
避
し
て
契
約
を
維
持
す
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る
こ
と
を
望
む
相
手
方
の
利
益
が
対
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
客
観
説
は
経
済
的
一
体
性
の
存
在
を
も
っ
て
一
義
的
に
中
心
的
契
約
当
事
者

を
保
護
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
客
観
説
は
、
こ
の
場
合
に
右
人
物
が
一
義
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
引
き
か
え
に
、
相
手
方

が
不
利
益
を
被
る
こ
と
を
正
当
化
で
き
る
理
由
を
提
示
し
て
お
ら
ず
、
他
の
契
約
の
消
滅
に
関
す
る
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
と
い
う
観
点
を

欠
い
て
い
る
と
ジ
ュ
ニ
コ
ン
は
批
判
す
る
（p. 112

）。

　
そ
こ
で
、
ジ
ュ
ニ
コ
ン
は
主
観
説
の
強
調
す
る
他
の
契
約
の
消
滅
に
関
す
る
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
と
い
う
観
点
を
出
発
点
と
し
つ
つ
、

中
心
的
契
約
当
事
者
の
保
護
と
い
う
客
観
説
の
主
張
を
正
当
化
し
う
る
根
拠
を
探
求
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
主
張
す
る
の
が
、
他
の
契

約
の
消
滅
に
関
す
る
リ
ス
ク
を
契
約
相
手
方
が
引
き
受
け
た
旨
の
中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
の
保
護
の
観
点
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
論
者
は
、
取
引
を
構
成
す
る
複
数
契
約
の
中
心
的
契
約
当
事
者
の
各
相
手
方
が
、
そ
の
行
為
態
様
等
に
よ
っ
て
、
中
心
的
契
約
当
事
者

に
対
し
て
、
自
ら
が
契
約
の
相
互
依
存
性
（
他
方
契
約
の
消
滅
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
）
を
承
諾
し
た
旨
の
外
観
を
作
出
し
、
中
心
的
契
約
当

事
者
が
こ
れ
を
信
頼
し
た
と
い
う
観
点
を
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
議
論
に
導
入
す
る
必
要
性
を
述
べ
る
（p. 113

）。
そ
し
て
こ
の
考
え
方

は
、
契
約
の
相
互
依
存
性
の
根
拠
と
し
て
の
「
当
事
者
の
共
通
の
意
図
」
を
演
繹
す
る
た
め
に
破
毀
院
が
考
慮
す
る
事
実
的
要
素
、
つ
ま

り
、
取
引
を
構
成
す
る
複
数
の
契
約
を
勧
誘
し
た
仲
介
人
の
同
一
性
、
取
引
全
体
の
対
価
的
均
衡
、
給
付
の
関
連
性
、
さ
ら
に
中
心
的
契

約
当
事
者
の
契
約
相
手
方
間
の
協
力
行
為
に
言
及
す
る
判
）
40
（

例
に
照
ら
し
て
も
正
当
で
あ
る
と
さ
れ
る
（p. 113

）。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の

事
実
的
要
素
は
、
中
心
的
契
約
当
事
者
が
右
外
観
を
信
頼
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
他
の
契
約

の
消
滅
の
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
を
出
発
点
と
す
る
ジ
ュ
ニ
コ
ン
に
よ
れ
ば
、
可
分
条
項
は
右
リ
ス
ク
の
分
配
条
項
と
し
て
原
則
有
効
と
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
の
交
渉
力
・
経
済
力
の
不
均
衡
を
理
由
と
し
た
濫
用
的
条
項
の
規
制
を
根
拠
と
し
て
、
そ
の
排
除
が
正
当
化
さ

れ
う
る
こ
と
が
留
保
さ
れ
て
い
る
（p. 115

）。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
外
観
へ
の
正
当
な
信
頼
」
を
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
と
す
る
ジ
ュ
ニ
コ
ン
に
よ
れ
ば
、
相
互
依
存
性
を
認
め
る

た
め
に
、
相
手
方
が
右
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
を
承
諾
し
た
こ
と
は
求
め
ら
れ
ず
、
全
体
的
取
引
の
存
在
を
単
に
認
識
し
て
い
る
だ
け
で
十
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分
で
あ
る
と
さ
れ
る
（p. 113

）。
た
し
か
に
、
動
機
の
錯
誤
や
条
件
概
念
等
の
契
約
の
外
的
要
素
を
そ
の
領
域
に
取
り
込
む
法
技
術
に
お

い
て
は
、
相
手
方
の
承
諾
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
複
数
契
約
の
結
合
の
た
め
に
相
手
方
の
単
な
る
認
識
の
み
で
足

り
る
と
す
る
こ
と
は
奇
妙
な
こ
と
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
相
手
方
が
他
方
契
約
の
存
続
に
関
す
る
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
旨
の

外
観
を
作
出
し
、
中
心
的
契
約
当
事
者
が
右
外
観
を
正
当
に
信
頼
し
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
上
記
の
法
技
術
の
例
外
と
し
て
相
手
方
の

一
体
的
取
引
の
認
識
の
み
を
も
っ
て
契
約
の
相
互
依
存
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
さ
れ
る
（p. 114

）。
論
者
に
よ
れ
ば
こ
う
し

た
例
外
的
な
取
り
扱
い
は
、
契
約
締
結
時
の
相
手
方
の
不
適
切
な
行
為
態
様
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
必
要
性
、
中
心
的
契
約
当
事
者

の
正
当
な
期
待
の
尊
重
、
そ
し
て
他
人
の
不
利
益
を
無
視
し
た
矛
盾
的
行
為
の
禁
止
に
鑑
み
て
正
当
化
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
）
41
（

る
。
も
っ

と
も
ジ
ュ
ニ
コ
ン
は
、
何
が
法
的
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
正
当
な
信
頼
で
あ
る
の
か
は
、
各
人
の
抱
く
信
頼
に
即
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
は
な
く
、
脆
弱
な
当
事
者
の
保
護
等
の
経
済
的
・
社
会
的
な
要
請
に
よ
る
政
策
的
決
断
等
を
介
し
て
初
め
て
そ
の
正
当
性
を
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
留
保
も
付
し
て
い
る
（p. 1

）
42
（13

）。

㈥
　
考
　
察

1　

一
方
契
約
の
存
在
の
他
方
契
約
の
領
域
へ
の
取
り
込
み
と
い
う
視
点

　
ま
ず
、
㈣
で
検
討
し
た
プ
レ
の
見
解
を
除
く
全
て
の
見
解
に
お
い
て
、
契
約
の
相
互
依
存
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
一
方
契
約
の
存
在
を

他
方
契
約
の
領
域
へ
取
り
込
む
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
い
う
理
解
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
独
立
し
た
契

約
は
他
の
契
約
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
そ
の
法
的
効
力
が
生
じ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
た
め
、
連
鎖
的
消
滅
等
の
効
力
を
生
じ
さ

せ
る
契
約
の
相
互
依
存
性
を
認
め
る
た
め
に
は
、
コ
ー
ズ
や
当
事
者
の
合
意
を
根
拠
に
一
方
契
約
の
領
域
に
他
方
契
約
が
取
り
込
ま
れ
る

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
出
発
点
と
す
る
場
合
、
ブ
ロ
や
不
可
分
合
意
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
「
認
識
」

要
件
は
相
手
方
の
承
諾
を
意
味
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
契
約
の
相
互
依
存
性
を
認
め
る
こ
と
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は
、
あ
る
契
約
の
不
履
行
や
消
滅
の
リ
ス
ク
を
他
方
当
事
者
に
転
嫁
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
他
方
当
事
者
の
単
な
る
認
識
を

も
っ
て
相
互
依
存
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
の
移
転
を
引
き
受
け
て
い
な
い
人
物
に
右
リ
ス
ク
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

右
人
物
の
予
見
可
能
性
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
論
者
は
、
承
諾
が
明
示
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で

あ
る
と
い
う
現
実
に
照
ら
し
て
、
こ
れ
を
黙
示
の
も
の
と
捉
え
る
可
能
性
も
認
め
る
。
そ
の
た
め
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
提
と

す
る
意
思
概
念
の
曖
昧
さ
や
恣
意
性
が
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
）
43
（

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
方
契
約
を
他
方
契
約
の
領
域
へ
取
り
込

む
と
い
う
観
点
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
マ
ゾ
ー
や
ジ
ュ
ニ
コ
ン
は
、「
認
識
」
を
単
な
る
認
識
で
足
り
る
と
理
解
す
る
。
こ
の
例
外
を

認
め
る
こ
と
を
各
論
者
は
次
の
よ
う
に
正
当
化
す
る
。

　
ま
ず
マ
ゾ
ー
は
、
自
ら
が
契
約
の
相
互
依
存
性
の
根
拠
と
す
る
コ
ー
ズ
概
念
は
、
当
事
者
の
利
益
の
主
観
的
均
衡
や
契
約
の
一
貫
性
の

保
護
を
図
り
、
以
っ
て
契
約
正
義
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
概
念
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
理
解
を
前
提
に
マ
ゾ
ー
は
、
契

約
正
義
を
実
現
す
る
た
め
に
取
引
の
安
全
の
制
約
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
と
、
相
手
方
の
最
低
限
の
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
必
要
性
の

調
和
か
ら
、「
認
識
」
要
件
を
単
な
る
認
識
と
理
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
マ
ゾ
ー
の
よ
う
に
契
約
正
義
の
要
請
を
前

面
に
主
張
す
る
こ
と
は
、
特
に
契
約
に
お
い
て
個
人
の
意
思
や
自
由
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
み
る
と
、
契
約
の
有
用
性
を
失
っ
た
中
心
的

契
約
当
事
者
を
保
護
す
る
必
要
性
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
保
護
と
引
き
か
え
に
右
人
物
の
相
手
方
に
不
利
益
、
つ
ま
り

他
の
契
約
の
不
履
行
や
消
滅
の
リ
ス
ク
を
転
嫁
す
る
こ
と
ま
で
も
直
ち
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
）
44
（
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ュ
ニ
コ
ン
は
、
相
互
依
存
性
を
認
め
る
こ
と
が
右
リ
ス
ク
の
移
転
を
意
味
す
る
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
認
識
」
を
単
な
る
認
識
と
解
す
る
の
は
、
論
者
が
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
を
、
右
リ
ス
ク
を
相
手
方
が
負
担
す

る
旨
の
中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
に
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
契
約
の
消
滅
の
リ
ス
ク
は
他
方
契
約
の
当

事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
も
の
の
、
相
手
方
が
他
方
契
約
の
消
滅
に
関
す
る
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
旨
の

外
観
を
作
出
し
、
中
心
的
契
約
当
事
者
が
こ
の
外
観
を
正
当
に
信
頼
し
た
場
合
に
は
、
例
外
的
に
相
手
方
の
認
識
の
み
を
も
っ
て
右
リ
ス
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ク
の
移
転
を
正
当
化
で
き
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ュ
ニ
コ
ン
の
見
解
は
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
問
題
の
本
質

を
、
両
当
事
者
の
合
致
し
た
意
思
に
だ
け
で
な
く
、
一
方
当
事
者
の
抱
い
た
正
当
な
信
頼
の
保
護
に
も
求
め
て
い
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ

る
。2　

「
認
識
」
要
件
の
位
置
づ
け

　
以
上
の
四
つ
の
見
解
は
、「
認
識
」
要
件
を
承
諾
と
解
す
る
か
単
な
る
認
識
と
解
す
る
か
で
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
一
方
契
約
の
存
在

の
他
方
契
約
の
領
域
へ
の
取
り
込
み
と
い
う
枠
組
み
で
連
鎖
的
消
滅
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
取
り
込
み
の
た
め
に

「
認
識
」
要
件
が
必
要
で
あ
る
と
理
解
す
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
右
要
件
を
契
約
の
相
互
依
存
性
の
成
立
要
件
と
捉
え
て
い
る
と
評

価
で
き
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
プ
レ
の
見
解
は
「
認
識
」
要
件
を
相
互
依
存
性
の
成
立
要
件
で
な
く
、
そ
の
適
用
要
件
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
特
徴

が
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
契
約
の
相
互
依
存
性
を
、
全
体
的
取
引
の
実
現
の
た
め
に
個
々
の
契
約
が
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
単
体

で
は
十
分
で
な
い
と
い
う
関
係
と
定
義
し
た
上
で
、
こ
れ
を
各
契
約
か
ら
生
じ
る
給
付
の
物
理
的
な
関
連
性
と
い
う
指
標
か
ら
認
定
す
る
、

と
す
る
理
解
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、「
認
識
」
要
件
と
は
独
立
し
て
相
互
依
存
性
が
成
立
す
る
と
理
解
し
つ
つ
も
、
プ
レ
は
そ

の
適
用
要
件
と
し
て
「
認
識
」
が
課
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
論
者
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
認
識
」
要
件
は
、
契
約
に
お
け
る
相
互
依
存

性
と
い
う
法
的
事
実
を
援
用
・
対
抗
す
る
こ
と
に
つ
き
、
こ
れ
を
認
識
す
ら
し
な
い
第
三
者
の
法
的
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
認
識
」
は
、
相
互
依
存
性
の
単
な
る
認
識
と
解
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

3　
「
認
識
」
要
件
の
理
論
的
意
義

　
ま
ず
、
一
方
契
約
の
存
在
を
他
方
契
約
の
領
域
へ
取
り
込
む
と
い
う
観
点
を
出
発
点
と
す
る
場
合
、
こ
の
取
り
込
み
は
、
あ
る
契
約
の
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不
履
行
や
消
滅
の
リ
ス
ク
を
他
方
当
事
者
に
転
嫁
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
右
リ
ス
ク
は
当
事
者
の
合
意

な
い
し
合
致
し
た
意
思
に
よ
っ
て
し
か
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
解
を
強
調
す
る
と
、「
認
識
」
は
承
諾
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
理
解
は
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
本
質
を
当
事
者
の
合
意
な
い
し
合
致
し
た
意
思
に
求
め
る
こ
と
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
右
リ
ス
ク
の
移
転
を
合
意
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
契
約
正
義
に
よ
る
当
事
者
の
契
約
利
益
の
主
観
的
均
衡
の
要
請
や
、

相
手
方
に
よ
る
右
リ
ス
ク
引
き
受
け
の
外
観
の
作
出
に
よ
っ
て
生
じ
た
一
方
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
に
よ
っ
て

も
正
当
化
で
き
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
、「
認
識
」
は
例
外
的
に
単
な
る
認
識
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
他
方
で
、
こ
の
取
り

込
み
の
観
点
を
出
発
点
と
せ
ず
、
契
約
上
の
相
互
依
存
性
は
取
引
を
構
成
す
る
各
契
約
か
ら
生
じ
た
給
付
の
物
理
的
な
関
連
性
と
い
う
観

点
か
ら
判
断
さ
れ
る
よ
り
客
観
的
な
関
係
と
捉
え
る
場
合
、「
認
識
」
要
件
は
相
互
依
存
性
の
成
立
要
件
と
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と

と
な
る
。
こ
の
理
解
に
よ
る
と
、「
認
識
」
要
件
は
、
も
っ
ぱ
ら
第
三
者
の
法
的
安
全
性
を
保
護
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
契
約
の
対
抗

理
論
の
発
現
と
し
て
課
さ
れ
る
相
互
依
存
性
の
適
用
要
件
と
捉
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
は
単
な
る
認
識
と
解
す
る
こ
と
で
十
分
と
さ
れ
る
。

四
　
改
正
債
務
法
に
お
け
る
「
認
識
」
要
件
の
理
論
的
意
義

㈠
　
改
正
法
前
夜
の
法
状
況 

　
以
上
の
学
説
の
議
論
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
改
正
債
務
法
一
一
八
六
条
三
項
に
お
け
る
「
認
識
」
要
件
の
理
論
的
意
義
の
検
討
を
行
う
。

な
お
、
こ
の
検
討
に
先
立
っ
て
本
節
で
は
、
債
務
法
改
正
前
夜
に
お
け
る
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
議
論
に
関
す
る
重
要
な
動

向
を
簡
単
に
確
認
す
）
45
（

る
。
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1　

破
毀
院
混
合
部
二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
判
決
に
よ
る
「
認
識
」
要
件
の
放
棄
？

　
前
章
ま
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
契
約
の
相
互
依
存
性
を
認
め
る
た
め
の
「
認
識
」
要
件
の
必
要
性
は
、
判
例
・
学
説
で
広
く
共
有
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
破
毀
院
混
合
部
二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
判
決
は
こ
れ
と
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
判
断
を
下
す
に
至
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
右
判
決
は
、
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
の
紛
争
が
問
題
に
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
「
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
を
含
む
一
つ

の
取
引
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
同
時
又
は
順
次
に
な
さ
れ
た
複
数
の
契
約
は
相
互
依
存
的
で
あ
り
、
こ
の
相
互
依
存
性
と
相
容
れ
な
い
契
約

条
項
は
書
か
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
」
と
い
う
判
示
を
展
開
し
、「
認
識
」
要
件
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
取
引
を
構
成
す
る
契

約
の
性
質
と
い
う
客
観
的
な
要
素
を
手
が
か
り
に
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
る
基
準
を
示
し
た
の
で
あ
）
46
（

る
。
右
判
決
は
、
紛
争
が
非

常
に
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
破
毀
院
の
中
で
も
解
決
が
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
契
約
の
連
鎖
的

消
滅
の
問
題
に
つ
い
て
、
解
釈
を
統
一
す
る
判
示
を
下
し
た
点
に
意
義
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
自
体
は
学
説
に
お
い
て
も
好
意
的
に
評
価
さ

れ
て
い
）
47
（
る
。
し
か
し
、「
認
識
」
要
件
に
言
及
せ
ず
、
契
約
の
性
質
と
い
う
客
観
的
基
準
の
み
を
理
由
に
相
互
依
存
性
を
認
め
た
右
判
決

は
、
当
事
者
の
意
思
を
過
度
に
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
、
学
説
の
多
く
は
右
判
決
に
強
い
批
判
を
向
け
て
い
）
48
（

る
。
他
方
で
、
特
に
役
務
提

供
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
議
論
が
、
一
方
契
約
の
消
滅
の
リ
ス
ク
を
他
方
当
事
者
が
負
う
旨
の
正
当
な
信
頼
を

抱
い
た
脆
弱
な
中
心
的
契
約
当
事
者
を
保
護
す
る
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
客
観
的
要
件
の
み
に
よ
っ
て
契
約
の
連

鎖
的
消
滅
を
認
め
た
右
判
決
の
判
旨
に
一
定
の
理
解
も
示
さ
れ
て
い
）
49
（
る
。
こ
の
後
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
本
判
決
が
対
象
と
す
る
役
務
提

供
・
リ
ー
ス
取
引
で
は
、
従
来
の
紛
争
群
か
ら
取
引
参
加
者
が
取
引
の
構
造
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
本
判
決
も
こ
の

こ
と
を
前
提
と
し
て
、「
認
識
」
要
件
を
推
定
し
て
い
る
の
だ
と
理
解
さ
れ
）
50
（

る
。
ま
た
実
際
、
本
判
決
以
降
に
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引

と
は
異
な
る
取
引
類
型
に
お
い
て
相
互
依
存
性
が
問
題
に
な
っ
た
事
案
で
、
破
毀
院
は
「
認
識
」
要
件
の
必
要
性
を
認
め
て
い
）
51
（
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
、
本
判
決
の
存
在
を
理
由
に
、
破
毀
院
が
「
認
識
」
要
件
を
放
棄
し
た
と
見
る
こ
と
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
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2　

債
務
法
改
正
準
備
草
案
に
お
け
る
「
認
識
」
要
件

　
他
方
で
、
改
正
債
務
法
の
成
立
に
先
立
っ
て
い
く
つ
か
の
草
案
が
公
表
さ
れ
て
い
た
。
以
下
で
は
そ
の
中
か
ら
、「
認
識
」
要
件
に
関

し
て
興
味
深
い
相
違
点
を
示
す
カ
タ
ラ
草
案
と
テ
レ
草
案
の
検
討
を
行
う
。

　
ま
ず
、
カ
タ
ラ
草
）
52
（
案
は
一
一
七
二
条
に
お
い
て
相
互
依
存
的
契
約
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
規
定
を
設
け
る
。
す
な
わ
ち
、「
同
時
又

は
順
次
に
な
さ
れ
た
複
数
の
契
約
は
、
そ
の
履
行
が
こ
れ
ら
の
契
約
が
属
す
る
一
体
的
取
引
の
実
現
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、

以
下
に
定
め
る
範
囲
で
相
互
依
存
的
で
あ
る
」。
そ
の
上
で
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
に
つ
い
て
、
一
一
七
二
―
三
条
は
「
相

互
依
存
的
な
契
約
の
う
ち
の
一
つ
が
無
効
と
な
っ
た
場
合
、
同
一
の
集
合
に
属
す
る
他
の
契
約
の
当
事
者
は
、
そ
の
失
効
を
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
本
草
案
で
は
、
一
一
七
二
条
と
一
一
七
二
―
三
条
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、「
認
識
」
要
件

を
は
じ
め
と
す
る
取
引
参
加
者
の
意
思
的
関
与
を
求
め
る
要
件
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
複
数
の
契
約
の
履
行
が
一
体
的
取
引
の
実
現
の
た

め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
客
観
的
要
件
の
み
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
学
説
の
多
く
は
「
認
識
」
要
件
を

設
け
な
い
提
案
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
向
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
認
識
」
要
件
を
排
除
し
客
観
的
要
素
の
み
か
ら
契
約
の
連
鎖
的

消
滅
を
認
め
る
提
案
は
、
過
度
に
広
範
で
危
険
で
あ
）
53
（
る
、
合
理
的
な
制
限
を
提
供
し
て
い
な
）
54
（
い
と
評
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
本
条
の
起
草

担
当
者
の
オ
ベ
ー
ル
で
さ
え
、
後
に
な
っ
て
「
認
識
」
要
件
の
必
要
性
を
強
調
す
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
）
55
（
う
。

　
こ
れ
に
対
し
テ
レ
草
）
56
（

案
は
、
相
互
依
存
的
契
約
の
定
義
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
契
約
の
失
効
を
定
め
る
八
九
条
に
お
い
て
、
同
三
項
が

契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
複
数
の
契
約
が
あ
る
一
体
的
取
引
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
場
合
、
こ
の

う
ち
の
一
つ
の
消
滅
に
よ
っ
て
、
他
の
契
約
の
履
行
が
不
能
に
な
る
又
は
そ
の
利
益
が
失
わ
れ
た
と
き
も
同
様
で
あ
る
〔
契
約
は
失
効
す

る
〕。
た
だ
し
、
失
効
は
、
そ
れ
を
援
用
さ
れ
る
当
事
者
が
、
そ
の
同
意
を
与
え
た
時
に
、
一
体
の
取
引
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た

〔connaissait

〕
場
合
で
な
け
れ
ば
生
じ
な
い
」。
本
稿
の
観
点
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
、
八
九
条
三
項
た
だ
し
書
に
お
い
て
「
認
識
」
要
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件
が
設
け
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
実
際
、
本
草
案
が
「
認
識
」
要
件
を
設
け
、
相
手
方
の
取
引
の
安
全
に
一
定
の
配
慮
を
し
た
こ
と
を
評
価

す
る
学
説
も
存
在
す
）
57
（

る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
認
識
」
に
い
か
な
る
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
実

際
、
本
草
案
四
二
条
が
単
な
る
動
機
の
錯
誤
が
契
約
の
無
効
原
因
と
な
る
に
は
、
両
当
事
者
が
確
定
的
な
方
法
で
右
動
機
を
約
務
の
条
件

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
定
め
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
で
、
同
八
九
条
三
項
が
「
認
識
し
て
い
た
」
と
い
う
文
言
を
用
い
た
こ
と
は
、

「
奇
妙
な
こ
と
」
で
あ
る
と
評
す
る
論
者
も
存
在
す
）
58
（

る
。
さ
ら
に
、
本
草
案
の
内
容
を
維
持
し
て
「
認
識
」
要
件
を
採
用
し
た
二
〇
一
五

年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
草
案
に
対
し
て
は
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
場
面
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
の
観
点
を
意
識
し
て
い
な
い
「
認
識

し
て
い
た
」
と
い
う
文
言
は
適
切
で
な
い
と
い
う
批
判
も
寄
せ
ら
れ
て
い
）
59
（

た
。

㈡
　
一
一
八
六
条
三
項
に
お
け
る
「
認
識
」
要
件
の
意
味

―
承
諾
と
同
視
し
う
る
可
能
性
の
検
討

　
以
上
の
判
例
・
学
説
の
展
開
及
び
準
備
草
案
の
提
案
を
受
け
、
二
〇
一
六
年
改
正
債
務
法
は
一
一
八
六
条
で
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅

を
次
の
よ
う
に
規
定
し
、
三
項
で
「
認
識
」
要
件
を
明
文
化
す
る
に
至
っ
）
60
（

た
。

一
一
八
六
条
　
有
効
に
成
立
し
た
契
約
は
、
そ
の
本
質
的
要
素
の
う
ち
の
一
つ
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
失
効
す
る
。

第
二
項
　
同
一
の
取
引
の
実
現
の
た
め
に
数
個
の
契
約
の
履
行
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
一
つ
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
こ
の
消
滅
に
よ
っ
て
給

付
が
不
能
に
な
っ
た
契
約
、
及
び
、
消
滅
し
た
契
約
の
履
行
が
当
事
者
の
同
意
を
決
定
づ
け
る
条
件
で
あ
っ
た
契
約
は
、
失
効
す
る
。

第
三
項
　
た
だ
し
、
失
効
は
、
そ
れ
を
援
用
さ
れ
る
当
事
者
が
、
そ
の
同
意
を
与
え
た
時
に
、
一
体
の
取
引
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た

〔connaissait

〕
場
合
で
な
け
れ
ば
生
じ
な
）
61
（

い
。

　
以
下
、
改
正
法
に
関
す
る
学
説
の
理
解
を
参
照
し
な
が
ら
、
こ
の
「
認
識
」
要
件
の
意
義
を
検
討
す
る
。
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ま
ず
、
こ
の
「
認
識
」
要
件
を
承
諾
と
理
解
す
る
可
能
性
が
あ
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
契
約
の
存
在
は
他
の
契
約
の
存
在
に
影
響

を
与
え
な
い
こ
と
が
原
則
で
あ
る
と
こ
ろ
、
あ
る
契
約
の
外
的
要
素
（
他
の
契
約
の
存
在
）
の
消
滅
を
理
由
に
右
契
約
の
消
滅
を
正
当
化

す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
契
約
の
外
的
要
素
の
消
滅
に
関
す
る
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
旨
の
承
諾
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
同
項
に
お
け

る
「
認
識
」
要
件
は
、
一
律
に
右
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
を
意
味
す
る
承
諾
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
）
62
（
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
本
条
の
「
認
識
」
要
件
を
承
諾
と
一
律
に
同
視
す
る
こ
と
は
、
改
正
前
の
学
説
に
お
い
て
「
認
識
」
要
件
を

「
単
な
る
認
識
」
と
解
す
る
か
「
承
諾
」
と
解
す
る
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
、
二
〇
一
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
草
案
が
採
用
し
た

「
認
識
し
て
い
た
」
と
い
う
文
言
に
対
し
て
、
リ
ス
ク
引
き
受
け
の
観
点
か
ら
右
文
言
で
は
不
十
分
で
あ
る
旨
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い

た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
右
文
言
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
等
に
鑑
み
て
必
ず
し
も
妥
当
な
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と

は
、
改
正
法
に
お
け
る
関
連
す
る
諸
制
度
に
関
す
る
規
定
と
の
比
較
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1　

動
機
の
錯
誤
に
関
す
る
規
定
と
の
比
較

　
第
一
に
、
契
約
の
外
的
要
素
に
関
す
る
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
の
観
点
か
ら
、
動
機
の
錯
誤
に
関
す
る
規
定
を
検
討
す
る
。
動
機
の
錯
誤

に
つ
い
て
一
一
三
五
条
一
項
は
「
な
さ
れ
る
べ
き
給
付
又
は
相
手
方
の
本
質
的
性
質
に
関
わ
ら
な
い
、
単
な
る
動
機
に
関
す
る
錯
誤
は
、

当
事
者
が
明
示
的
に
そ
の
者
の
同
意
の
決
定
的
要
素
と
し
な
い
限
り
、
契
約
の
無
効
原
因
で
は
な
い
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
改
正

法
は
、
一
方
当
事
者
の
契
約
締
結
の
動
機
の
う
ち
、
契
約
の
目
的
（objet

）
に
関
係
し
な
い
動
機
に
錯
誤
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は

錯
誤
無
効
の
原
因
と
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
を
示
し
て
い
る
。
一
一
三
五
条
が
こ
の
よ
う
な
原
則
を
採
用
し
た
理
由
は
、
一
方
当
事
者
の

契
約
締
結
の
動
機
は
多
様
で
あ
り
、
相
手
方
は
こ
れ
を
知
ら
な
い
こ
と
が
通
常
で
あ
る
と
こ
ろ
、
後
に
な
っ
て
こ
の
動
機
に
錯
誤
が
あ
っ

た
こ
と
を
理
由
に
契
約
の
無
効
を
認
め
る
こ
と
は
、
取
引
の
安
全
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
）
63
（

る
。

　
も
っ
と
も
、
右
原
則
に
つ
い
て
本
条
は
重
要
な
例
外
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
当
事
者
の
単
な
る
動
機
の
錯
誤
も
、
そ
れ
を
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「
当
事
者
が
明
示
的
に
そ
の
者
の
同
意
の
決
定
的
要
素
」
と
し
た
場
合
に
は
無
効
原
因
と
な
る
。
つ
ま
り
、
原
則
と
し
て
契
約
と
無
関
係

な
一
方
当
事
者
の
単
な
る
動
機
も
、
そ
れ
を
両
当
事
者
が
契
約
の
領
域
に
取
り
込
む
こ
と
を
合
意
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
錯
誤
が
契
約
の

無
効
原
因
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
例
外
は
、
従
来
の
判
例
法
理
の
明
文
化
と
解
さ
れ
て
い
）
64
（
る
。
も
っ
と
も
、
本
条
が

「
明
示
的
に
」
と
い
う
要
件
を
掲
げ
た
点
は
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
当
事
者
が
黙
示
的
に
一
方
当
事
者
の
動
機
を
契
約
の
領

域
に
取
り
込
む
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
厳
格
に
過
ぎ
、
ま
た
改
正
前
の
判
例
に
お
い
て
も
明
示
の
約
定
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
動

機
の
錯
誤
を
認
め
た
も
の
が
存
在
す
る
た
）
65
（
め
、
本
条
は
こ
う
し
た
判
例
と
も
矛
盾
す
る
等
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
）
66
（
る
。
他
方
で
、
相
手
方

の
法
的
安
全
に
対
す
る
配
慮
か
ら
本
条
は
高
度
な
要
件
を
法
定
し
た
と
し
て
こ
れ
を
評
価
す
る
見
解
も
見
ら
れ
）
67
（

る
。
も
っ
と
も
い
ず
れ
の

立
場
に
せ
よ
、
動
機
の
取
り
込
み
に
は
、
少
な
く
と
も
相
手
方
の
黙
示
の
承
諾
を
要
し
、
認
識
で
は
十
分
で
な
い
と
い
う
理
解
は
共
通
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
に
よ
れ
ば
、
改
正
法
で
は
、
契
約
の
外
的
要
素
で
あ
る
一
方
当
事
者
の
動
機
は
、
そ
れ
を
契
約
の
両
当
事
者
が
契
約
の
領
域
に
取

り
込
む
こ
と
を
明
示
的
に
承
諾
し
た
場
合
に
、
そ
の
錯
誤
が
契
約
の
無
効
原
因
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
は

特
に
、
改
正
法
が
、
契
約
相
手
方
の
取
引
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
、
動
機
が
契
約
の
決
定
的
要
素
と
な
る
こ
と
を
「
明
示
的
」
に
約
定

し
た
場
合
に
限
っ
て
、
そ
の
錯
誤
が
無
効
原
因
と
な
る
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
他
方
で
、
同
様
に
契
約
の
外

的
要
素
に
関
す
る
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
と
い
う
性
質
が
認
め
ら
れ
る
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
定
め
る
一
一
八
六
条
三
項
に
お
い
て
は
、
相

手
方
の
取
引
安
全
に
対
す
る
配
慮
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
リ
ス
ク
引
き
受
け
に
つ
い
て
の
明
示
の
約
定
が
要
求
さ
れ
る
ど

こ
ろ
か
、
相
手
方
の
認
識
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
一
三
五
条
が
明
示
的
な
約
定
を
求
め
る
こ
と
を
批
判
し
、
黙
示
の
約
定
で
も
足

り
る
と
す
る
見
解
に
お
い
て
も
、
相
手
方
に
よ
る
リ
ス
ク
引
き
受
け
の
（
黙
示
の
）
承
諾
が
必
要
で
あ
り
、
単
な
る
認
識
で
は
十
分
で
な

い
こ
と
は
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
一
一
八
六
条
三
項
の
定
め
る
相
手
方
の
「
認
識
」
に
は
「
承
諾
」
と
は
異
な
る
意
味

が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
）
68
（
る
。
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2　

複
数
契
約
の
一
体
的
な
契
約
解
釈
に
関
す
る
規
定
と
の
比
較

　
第
二
に
、
複
数
契
約
の
一
体
的
な
取
扱
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
契
約
の
解
釈
に
関
す
る
一
一
八
九
条
二
項
を
検
討
す
る
。
同
項
は
「
当

事
者
の
共
通
の
意
図
に
従
え
ば
、
数
個
の
契
約
が
同
一
の
取
引
に
資
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
契
約
は
、
そ
の
取
引
に
従
っ
て
解
釈
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
。
本
条
は
、
一
一
八
六
条
と
同
様
の
契
約
の
集
合
に
対
す
る
考
慮
が
、
契
約
解
釈
の
場
面
に
認
め
ら
れ
た

も
の
と
解
さ
れ
て
い
）
69
（

る
。
も
っ
と
も
、
両
規
定
の
対
象
と
す
る
「
取
引
」
概
念
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
一
一
八
九

条
二
項
の
意
義
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
複
数
契
約
の
一
体
的
な
解
釈
を
認
め
る
た
め
に
本
条
が
「
当
事

者
の
共
通
の
意
図
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
一
一
八
六
条
三
項
が
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
る
た
め
に
、

相
手
方
の
一
体
的
取
引
の
認
識
で
足
り
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
一
八
九
条
二
項
は
複
数
の
契
約
が
同
一
の
取
引
に
資
す
る
こ
と

が
両
当
事
者
の
共
通
の
意
図
か
ら
導
か
れ
る
必
要
が
あ
る
旨
定
め
る
点
で
、
後
者
の
方
が
複
数
の
契
約
に
一
体
的
な
効
果
を
認
め
る
た
め

に
よ
り
制
限
的
な
要
件
を
課
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
）
70
（

る
。

㈢
　
一
一
八
六
条
三
項
に
お
け
る
「
認
識
」
要
件
の
意
義

―
認
識
と
解
す
る
理
論
的
構
成
の
検
討

　
以
上
に
行
っ
た
検
討
か
ら
、
一
一
八
六
条
三
項
の
「
認
識
」
要
件
は
、
失
効
を
援
用
さ
れ
る
当
事
者
の
承
諾
と
必
ず
し
も
一
律
に
同
視

さ
れ
う
る
概
念
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
改
正
法
の
規
定
ぶ
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
本
質
が
一
方
の
契
約
の
消
滅
等
の
リ
ス
ク
を
他
方
当
事
者
が
引
き
受
け
た
こ
と
に
あ
る
点
を
強
調
し
て
、
同
条
三

項
が
「
認
識
」
と
規
定
し
た
こ
と
を
批
判
し
た
上
で
、
右
要
件
を
黙
示
の
承
諾
と
理
解
す
る
こ
と
は
解
釈
上
な
お
可
能
で
あ
る
と
も
考
え

ら
れ
）
71
（

る
。
し
か
し
、
本
項
が
あ
え
て
「
認
識
」
と
規
定
し
た
こ
と
を
理
論
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
こ
の
こ
と
を
考
察
す

る
た
め
に
以
下
で
は
、
右
要
件
を
単
な
る
認
識
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
理
論
的
構

成
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
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1　

契
約
の
対
抗
理
論
に
よ
る
説
明

　
第
一
に
、
一
一
八
六
条
の
定
め
る
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
は
契
約
の
対
抗
性
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
同
三
項
が
単
な
る
認
識
を
要
求
し

た
こ
と
を
正
当
化
す
る
プ
レ
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
論
者
に
よ
れ
ば
、
契
約
に
お
け
る
相
互
依
存
性
と
は
、
各
契
約
か
ら
生
じ
る

給
付
の
物
理
的
関
連
性
と
い
う
指
標
か
ら
認
定
さ
れ
る
、
全
体
的
取
引
の
実
現
の
た
め
に
個
々
の
契
約
が
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
単

体
で
は
十
分
で
な
い
と
い
う
関
係
と
解
さ
れ
て
お
り
、
本
条
二
項
は
こ
う
し
た
関
係
を
規
定
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
）
72
（

る
。
し
か
し
、
先
に

消
滅
し
た
契
約
の
当
事
者
で
な
い
人
物
が
右
関
係
を
認
識
し
な
い
場
合
に
ま
で
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
る
こ
と
は
、
取
引
の
安
全
を
害
す
る

結
果
を
招
く
。
そ
こ
で
同
三
項
が
「
認
識
」
要
件
を
要
求
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
認
識
」
要
件
は
、
契
約
に
お
け
る

相
互
依
存
関
係
と
い
う
法
的
事
実
を
対
抗
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
り
、
契
約
の
対
抗
理
論
か
ら
導
か
れ
る
要
件
だ
と
考
え
ら
れ
）
73
（
る
。
そ
し

て
、
契
約
の
対
抗
理
論
に
関
す
る
従
前
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
第
三
者
の
取
引
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、
契
約
を
第
三
者
に
対
抗
す
る

た
め
に
は
第
三
者
の
認
識
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
他
方
で
、
本
条
が
想
定
す
る
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
第

三
者
の
承
諾
ま
で
要
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
相
互
依
存
性
が
機
能
す
る
場
面
を
著
し
く
制
限
す
る
過
大
な
要
求
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
条

が
単
な
る
認
識
を
要
求
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
述
べ
）
74
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
に
よ
る
本
条
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
二
項
の
要
件

の
充
足
に
よ
っ
て
、
複
数
の
契
約
の
一
方
が
消
滅
す
れ
ば
他
方
は
失
効
す
る
と
い
う
関
係
が
築
か
れ
る
も
の
の
、
取
引
の
安
全
の
観
点
か

ら
、
こ
れ
ら
の
契
約
が
右
関
係
に
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
三
項
の
「
認
識
」
要
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
解
さ
れ

る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
理
解
が
一
一
八
六
条
の
構
造
や
同
三
項
の
文
言
と
整
合
的
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
も
あ
る
。
ま
ず
、

本
条
二
・
三
項
の
規
定
す
る
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
は
、
本
条
一
項
の
規
定
す
る
本
質
的
要
素
の
消
滅
を
理
由
と
す
る
単
独
契
約
の
失
効
を

前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
本
質
的
要
素
の
意
義
に
つ
き
本
稿
で
詳
細
な
検
討
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
学
説
で
は
、

契
約
の
有
効
性
、
完
全
性
な
い
し
持
続
性
に
不
可
欠
な
要
素
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
）
75
（
る
。
そ
し
て
こ
の
一
項
を
前
提
に
二
項
を
読
む
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と
、
二
項
に
よ
っ
て
失
効
す
る
契
約
は
、
通
常
は
そ
の
契
約
の
外
的
要
素
で
あ
る
別
の
契
約
の
存
在
が
、
右
契
約
の
本
質
的
要
素
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
本
質
的
要
素
た
る
他
の
契
約
の
消
滅
を
理
由
に
前
者
が
失
効
す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
三
項
は
、
相
手
方
の
認

識
が
な
い
場
合
、
他
方
契
約
の
失
効
は
生
じ
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
項
に
よ
れ
ば
、
本
質
的
要
素
が
消
滅
し
た
場
合
に
契
約

は
失
効
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
三
項
に
お
い
て
相
手
方
の
認
識
が
な
け
れ
ば
失
効
は
生
じ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
仮
に

二
項
の
要
件
を
満
た
し
た
と
し
て
も
、
相
手
方
の
認
識
が
な
け
れ
ば
、
先
に
消
滅
し
た
契
約
の
存
在
は
、
問
題
の
契
約
の
本
質
的
要
素
で

は
な
か
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
本
条
に
お
い
て
「
認
識
」
要
件
は
、
一
方
の
契
約
が
他
方
契
約
の
本
質
的

要
素
と
な
っ
て
い
た
か
否
か
を
判
断
す
る
要
件
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
三
項
の
「
認
識
」
を
契
約
の

対
抗
理
論
か
ら
導
か
れ
る
適
用
要
件
と
解
す
る
こ
と
は
、
本
条
の
内
的
構
造
や
そ
の
文
言
に
照
ら
し
て
、
必
ず
し
も
整
合
的
で
は
な
い
と

評
価
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2　

中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
の
保
護
に
よ
る
説
明

　
そ
こ
で
次
に
、
複
数
の
契
約
に
共
通
す
る
中
心
的
契
約
当
事
者
の
抱
い
た
正
当
な
信
頼
の
保
護
の
観
点
か
ら
本
条
三
項
の
文
言
を
正
当

化
す
る
見
解
を
検
討
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
第
一
に
、
本
条
二
・
三
項
の
規
定
は
あ
く
ま
で
、
あ
る
契
約
の
外
的
要
素
（
他
の
契
約
の
存

在
）
を
、
そ
の
本
質
的
要
素
と
し
て
右
契
約
の
領
域
に
取
り
込
む
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
と
い
う
理
解
を
示
し
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅

の
問
題
と
動
機
の
錯
誤
の
問
題
が
、
契
約
の
外
的
要
素
に
関
す
る
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
と
い
う
点
で
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
）
76
（

る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
、
連
鎖
的
消
滅
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
一
一
三
五
条
が
規
定
す
る
よ
う
に
、
相
手
方
に

よ
る
他
の
契
約
の
消
滅
の
リ
ス
ク
引
き
受
け
の
承
諾
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
本
条
は
こ
れ
を
一
体
的
取
引
の
「
認
識
」
で
足

り
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
一
八
六
条
三
項
が
例
外
的
に
一
一
三
五
条
の
示
す
ル
ー
ル
を
緩
和
し
た
理
由
は
、
中
心
的
契
約
当
事

者
の
相
手
方
が
、
自
ら
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
他
の
契
約
の
消
滅
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
旨
の
外
観
を
作
出
し
た
こ
と
に
起
因
し
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て
抱
い
た
中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
を
保
護
す
る
、
と
い
う
点
か
ら
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
正
当
化
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
だ
と

理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
心
的
契
約
当
事
者
の
各
相
手
方
が
、
契
約
締
結
過
程
の
行
為
態
様
や
取
引
を
構
成
す
る
各
契
約
の
給

付
の
関
連
性
等
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
右
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
を
承
諾
し
た
旨
の
外
観
を
作
出
し
、
中
心
的
契
約
当
事
者
が
こ
れ
を
正
当
に

信
頼
し
た
場
合
に
は
、
厳
密
に
相
手
方
が
右
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
を
承
諾
し
た
と
ま
で
い
え
な
く
と
も
、
作
出
さ
れ
た
外
観
へ
の
信
頼
保

護
を
理
由
に
、
相
手
方
の
一
体
的
取
引
の
「
認
識
」
を
も
っ
て
そ
の
承
諾
を
擬
制
す
る
こ
と
を
本
条
は
認
め
た
と
考
え
る
の
で
あ
）
77
（

る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
外
観
を
作
出
し
た
相
手
方
は
、
他
の
契
約
の
消
滅
の
リ
ス
ク
を
自
ら
は
引
き
受
け
な
い
旨
の
明
示
の
表
明
を
予
め

行
わ
な
い
限
り
、
一
体
的
取
引
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
右
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
と
、

可
分
条
項
は
右
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
を
拒
む
旨
の
明
示
の
条
項
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
こ
の
見
解
は
、
右
条
項

が
改
正
債
務
法
一
一
七
一
条
に
定
め
る
附
合
契
約
に
お
け
る
濫
用
条
項
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
な
い
限
）
78
（
り
、
原
則
有
効
で
あ
る
と
理
解
す
）
79
（
る
。

　
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
条
文
の
文
言
か
ら
は
直
ち
に
読
み
取
れ
な
い
、
他
の
契
約
の
消
滅
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
旨
の
外
観
の
作

出
と
い
う
要
件
を
課
す
と
い
う
難
点
を
指
摘
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
一
一
八
六
条
二
・
三
項
の
文
言
上
の
適
用
範
囲
の
広
範
さ
と
こ
れ
に

伴
う
取
引
の
安
全
に
対
す
る
危
険
を
理
由
に
、
同
条
三
項
の
「
一
体
の
取
引
（opération d

’ensem
ble

）」
の
認
定
の
際
に
、
右
外
観
の
作

出
と
い
う
意
味
を
読
み
込
む
こ
と
は
解
釈
上
可
能
で
あ
る
旨
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
一
体
の
取
引
と
は
、
単
に
複
数
の
契

約
か
ら
生
じ
た
給
付
の
客
観
的
関
連
性
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
一
の
仲
介
人
が
複
数
の
契
約
の
締
結
の
提
案
を
中
心
的
契
約
当
事

者
に
行
っ
た
こ
と
、
複
数
の
契
約
全
体
を
通
し
て
各
契
約
の
対
価
計
算
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
中
心
的
契
約
当
事
者
の
相
手
方
間
に
お
け

る
協
力
行
為
の
存
在
等
の
事
実
か
ら
規
範
的
に
導
か
れ
る
概
念
で
あ
り
、
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
上
記
外
観
の
作
出
と
中
心
的
契
約
当
事
者

の
正
当
な
信
頼
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
）
80
（
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
に
よ
り
説
得
力
を
見
い
出
す
た
め
に
は
、
契
約

の
集
合
に
お
け
る
取
引
概
念
に
関
す
る
従
前
の
議
論
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
こ
の
見
解
と
の
関
係
を
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
再
度
考
察
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。
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五
　
結
　
語

　
本
稿
は
フ
ラ
ン
ス
改
正
債
務
法
一
一
八
六
条
三
項
の
「
認
識
」
要
件
の
理
論
的
意
義
の
分
析
を
通
し
て
、
相
互
依
存
的
契
約
の
連
鎖
的

消
滅
が
い
か
な
る
性
質
を
有
し
う
る
か
の
検
討
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
一
方
契
約
の
存
在
を
他
方
契
約
の
領
域
へ
取
り
込
む
と
い
う
観
点
か

ら
出
発
す
る
場
合
、
こ
の
取
り
込
み
は
あ
る
契
約
の
不
履
行
や
消
滅
の
リ
ス
ク
の
他
方
当
事
者
へ
の
転
嫁
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
右

リ
ス
ク
の
移
転
は
合
意
に
よ
っ
て
し
か
な
せ
な
い
と
い
う
理
解
を
強
調
す
る
と
「
認
識
」
は
承
諾
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
右
リ

ス
ク
の
移
転
を
合
意
だ
け
で
な
く
、
契
約
正
義
に
よ
る
当
事
者
の
契
約
利
益
の
主
観
的
均
衡
の
要
請
や
、
一
方
当
事
者
の
抱
い
た
正
当
な

信
頼
の
保
護
の
要
請
に
よ
っ
て
も
正
当
化
で
き
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
、「
認
識
」
を
単
な
る
認
識
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

も
っ
と
も
以
上
の
理
解
は
、
一
方
契
約
を
他
方
契
約
の
領
域
に
取
り
込
む
と
い
う
観
点
を
出
発
点
と
し
て
い
る
た
め
、「
認
識
」
要
件
を

相
互
依
存
性
の
成
立
要
件
と
解
す
る
こ
と
で
は
共
通
し
て
い
る
。
他
方
で
、
契
約
に
お
け
る
相
互
依
存
性
は
取
引
を
構
成
す
る
各
契
約
か

ら
生
じ
た
給
付
の
関
連
性
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
よ
り
客
観
的
な
関
係
と
捉
え
る
場
合
、「
認
識
」
要
件
を
相
互
依
存
性
の
成
立

要
件
と
理
解
し
な
い
と
い
う
立
場
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、「
認
識
」
は
も
っ
ぱ
ら
第
三
者
の
法
的
安
全
の
保
護
の
た
め

に
求
め
ら
れ
る
相
互
依
存
性
の
適
用
要
件
と
捉
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
は
単
な
る
認
識
と
理
解
さ
れ
る
。
改
正
前
の
学
説
で
は
「
認
識
」
要

件
の
意
義
を
め
ぐ
り
以
上
の
よ
う
な
理
解
が
対
立
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
認
識
」
要
件
を
明
文
化
し
た
改
正
法
の
規
定
は
、
条
文

の
文
言
や
他
の
規
定
と
の
比
較
の
結
果
、
こ
れ
を
単
な
る
認
識
と
解
釈
す
る
可
能
性
も
十
分
に
成
り
立
つ
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
解

す
る
た
め
の
理
論
的
構
成
は
中
心
的
契
約
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
の
保
護
に
求
め
ら
れ
う
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
特
に
、
リ
ス
ク

引
き
受
け
の
観
点
を
前
提
と
し
つ
つ
、「
認
識
」
を
単
な
る
認
識
と
解
す
る
余
地
を
認
め
る
正
当
な
信
頼
構
成
は
、
冒
頭
に
示
し
た
我
が

国
の
議
論
に
も
新
た
な
示
唆
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
一
八
六
条
一
項
の
失
効
概
念
や
同
条
二
・
三
項
に
お
け
る
取
引
概
念
の
意
義
の
解
明
、
一
一
八
六
条
二
・
三
項
と
一
一
八
九
条
二
項

の
関
係
の
分
析
、
さ
ら
に
、
我
が
国
に
お
け
る
三
当
事
者
間
に
お
け
る
密
接
関
連
性
を
有
す
る
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
場
面
で
の

「
認
識
」
要
件
の
意
義
や
最
判
平
成
八
年
の
意
義
の
検
討
等
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を

改
め
て
考
察
を
行
い
た
い
。

（
1
）  

最
高
裁
平
成
八
年
一
一
月
一
二
日
判
決
（
民
集
五
〇
巻
一
〇
号
二
六
七
三
頁
。
以
下
、
最
判
平
成
八
年
と
い
う
）。

（
2
）  

都
筑
満
雄
『
複
合
取
引
の
法
的
構
造
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
七
年
）
三
〇
二
頁
、
小
野
秀
誠
「
目
的
不
到
達
の
復
権
」
一
橋
法
学
八
巻
一
号
（
二

〇
〇
九
年
）
一
頁
、
北
居
功
「
複
合
契
約
の
解
除
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
〇
六
号
（
二
〇
一
三
年
）
八
一
頁
、
森
田
修
『
契
約
規
範
の
法
学
的
構

造
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
六
年
）
一
八
八
頁
等
を
参
照
。

（
3
）  

大
村
敦
志
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
三
号
（
一
九
九
七
年
）
七
〇
頁
、
河
上
正
二
「
判
批
」
判
例
評
論
四
七
〇
号
（
一
九
九
八
年
）
一
八

〇
頁
等
。

（
4
）  

例
え
ば
、
東
京
高
裁
平
成
一
〇
年
七
月
二
九
日
判
決
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
四
二
号
一
六
〇
頁
）
を
参
照
。

（
5
）  

武
川
幸
嗣
『
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
基
本
民
法
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
九
年
）
二
六
九
―
二
七
〇
頁
。

（
6
）  

小
野
前
掲
注
（
2
）
二
三
頁
以
下
。

（
7
）  

判
例
時
報
二
一
〇
二
号
一
一
頁
。
以
下
、
大
阪
高
判
平
成
二
一
年
と
い
う
。

（
8
）  

天
野
研
司
「
判
批
」
金
融
商
事
判
例
一
三
九
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
頁
は
、
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
  Y2
に
よ
る
検
査
装
置
全
体
の
調
整
義

務
を
認
定
す
る
こ
と
や
、
  Y1
を
  Y2
の
履
行
補
助
者
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
旨
指
摘
す
る
。

（
9
）  

天
野
前
掲
注
（
8
）
一
一
頁
。
こ
れ
に
対
し
都
筑
満
雄
「
複
合
契
約
中
の
契
約
の
消
滅
の
判
断
枠
組
み
と
法
的
根
拠
に
関
す
る
一
考
察
」
南
山

法
学
三
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
三
頁
は
、
契
約
正
義
に
反
す
る
著
し
い
不
均
衡
が
存
在
す
る
場
合
は
、
相
手
方
の
認
識
の
み
で
解
除
が
正

当
化
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
も
っ
と
も
、
本
件
で
こ
う
し
た
不
均
衡
が
存
在
す
る
と
評
価
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
も
あ
る
（
天
野
前
掲
注

（
8
）
一
一
頁
参
照
）。
ま
た
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
自
ら
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
契
約
の
消
滅
や
不
履
行
の
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
の
観
点

か
ら
異
論
の
余
地
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
き
、
本
稿
注
（
44
）
も
参
照
。

（
10
）  

都
筑
前
掲
注
（
2
）
一
九
三
頁
、
同
前
掲
注
（
9
）
一
三
頁
。
ま
た
、
同
「
複
合
契
約
中
の
契
約
の
消
滅
の
判
断
枠
組
に
関
す
る
序
論
的
考
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察
」
藤
岡
康
宏
先
生
古
稀
記
念
『
民
法
学
に
お
け
る
古
典
と
革
新
』
成
文
堂
（
二
〇
一
一
年
）
三
〇
九
頁
で
は
、
契
約
連
帯
・
契
約
正
義
の
観
点

を
重
視
す
る
マ
ゾ
ー
に
よ
る
契
約
の
相
互
依
存
性
の
法
的
根
拠
に
関
す
る
見
解
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
小
林
和
子
「
複
数
の
契
約
と

相
互
依
存
関
係
の
再
構
成
」
一
橋
法
学
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
三
五
頁
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
詳
細
に
検
討
す
る
文
献
で
あ
る
が
、
同
論
文

は
契
約
の
相
互
依
存
関
係
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
と
し
て
契
約
ア
プ
ロ
ー
チ
と
全
体
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
す
る
こ
と
を
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、

本
稿
と
は
分
析
視
角
を
異
に
し
て
い
る
。

（
11
）  
渡
邊
貴
「
複
数
契
約
の
密
接
関
連
性
の
考
慮
要
素
に
関
す
る
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
一
二
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
一
六
頁
参
照
。

（
12
）  Cass. com

. 15 juin 1999, JCP 2000. I. 215, obs. A. Constantin.

（
13
）  Cass. com

. 4 avril 1995, Bull. civ. IV, n
o 115.; Cass. com

. 18 décem
bre 2007, Bull. civ. IV, n

o 268.; Cass. com
. 15 janvier 2008, 

n
o 06 -15118

等
も
同
様
。

（
14
）  Cass. com

. 15 février 2011, JCP 2011, 566, obs. A.-Sophie Barthez.

（
15
）  D

efrénois 2006, 38431, p. 1197. note J.-L. Aubert.

（
16
）  C. Aubert de V

incelles, Réflexions sur les ensem
bles contractuels, RD

C 2007, 983, n
o 8.; M

. Bacache, Rép. civ. D
alloz, 

Indivisibilité, 2009, n
o 153 etc.

（
17
）  

マ
ゾ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
都
筑
前
掲
注
（
9
）
八
頁
以
下
、
同
前
掲
注
（
10
）
三
〇
九
頁
以
下
も
参
照
。

（
18
）  D. 1998, Som

m
. p. 110 obs. D. M

azeaud.; D. M
azeaud, La cause, in 1804 -2004, Le Code civil, un passé, un présent, un 

avenir, D
alloz, 2004, n

o 9 et s.

（
19
）  Cass. 1

er. civ. 3 juillet 1996, Bull. civ. I, n
o 293 etc.

（
20
）  D. M

azeaud, La cause, op. cit., n
o 16 et s.

（
21
）  D. M
azeaud, Les groupes de contrats, Petites A

ffiches, 5 m
ai 2000, pp. 72 et s.

（
22
）  D. M
azeaud, La cause, op. cit., n

o 22.

（
23
）  D. 2000, Som

m
, com

., obs. D. M
azeaud, p. 364.

（
24
）  D. M

azeaud, La cause, op. cit., n
o 20 et s.

（
25
）  

破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
〇
年
二
月
一
五
日
判
決
（Bull. civ. IV, n

o 29

）
を
参
照
。

（
26
）  D. M

azeaud, La cause, op. cit., n
o 23.

こ
の
意
味
で
マ
ゾ
ー
は
、
個
人
意
思
・
契
約
自
由
よ
り
も
、
合
理
性
・
社
会
連
帯
を
重
視
す
る
契
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約
観
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
こ
の
点
で
他
の
論
者
と
ト
ー
ン
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
（
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
契
約
の

連
帯
主
義
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
金
山
直
樹
『
現
代
に
お
け
る
契
約
と
給
付
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
三
年
）
一
頁
以
下
を
参
照
）。 

（
27
）  D. M

azeaud, L

’indivisibilité des contrats, RD
C 2006, p. 702.

（
28
）  S. Bros, L

’interdépendance contractuelle, thèse dactylo, Paris II, 2001.
（
29
）  Cass. 1

re civ., 13 février 2001, Bull. civ. I, n
o 31.

（
30
）  S. Am

rani- M
ekki, Indivisibilité et ensem

bles contractuels, Rép. D
efrénois, 2002, art. 37505, n

o 15 et s.

具
体
的
な
批
判
内
容
に

つ
い
て
は
、
渡
邊
前
掲
注
（
11
）
二
一
八
頁
参
照
。

（
31
）  S. Am

rani- M
ekki, op. cit., n

o 23 et s.; J. G
hestin, Cause de l

’engagem
ent et validité du contrat, LG

D
J., 2006, n

o 954 et s.

な
お
、

J.-B. Seube, L
’indivisibilité et les actes juridiques, Litec, 1999

が
既
に
こ
う
し
た
見
解
の
萌
芽
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
ゲ
ス
タ
ン
の
見

解
に
つ
い
て
は
、J. G

hestin, G. Loiseau et Y.-M
. Serinet, Traité de droit civil, La form

ation du contrat, Tom
e 2 : L

’objet et la 
cause, 4

e éd., LG
D
J., 2013, n

o 2612 et s

で
さ
ら
な
る
詳
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）  S. Am

rani- M
ekki, op. cit., n

o 26.; J. G
hestin, op. cit., n

o 956 et s etc.

（
33
）  J. G

hestin, G. Loiseau et Y.-M
. Serinet, op. cit., n

o 2622.

（
34
）  D

roit &
 Patrim

oine, juin 2011, n
o 204, obs. L. Aynès et P. Stoffel-M

unck.

（
35
）  J. G

hestin, op. cit., n
o 958. ; M

. Bacache, op. cit., n
o 155 et s. etc.

（
36
）  S. Pellé, La notion d

’interdépendance contractuelle, D
alloz, 2007.

（
37
）  

小
林
前
掲
注
（
10
）
一
五
四
頁
以
下
は
、
プ
レ
の
こ
う
し
た
視
点
を
検
討
の
一
つ
の
分
析
軸
と
し
て
い
る
。

（
38
）  

契
約
の
対
抗
理
論
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
高
畑
順
子
『
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
契
約
規
範
と
法
規
範
』
法
律
文
化
社
（
二
〇
〇
三
年
）
三
〇
頁

以
下
、
荻
野
奈
緒
「
引
抜
き
事
例
に
み
る
契
約
侵
害
論
の
意
義
と
限
界
」
同
志
社
法
学
六
五
巻
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
四
七
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
39
）  T. G
enicon, Les contrats interdépendants, in O. Troiano （ss dir.

）, La riform
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