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Ⅰ　

は
じ
め
に　

　

我
が
国
に
お
け
る
伝
統
的
通
説
は
、
契
約
責
任
に
も
過
失
責
任
原
則
が
妥
当
す
る
と
考
え
て
、
そ
の
要
件
で
あ
る
「
債
務
者
の
責
め
に
帰

す
べ
き
事
由
﹂（
帰
責
事
由
）
を
「
債
務
者
の
故
意
過
失
お
よ
び
信
義
則
上
こ
れ
と
同
視
し
得
る
事
由
﹂
と
解
し
、
契
約
責
任
の
要
件
と
し

て
債
務
者
の
過
失
を
要
求
し
て
き
た（

1
）。

こ
れ
に
対
し
、
近
時
の
帰
責
事
由
論
の
展
開
に
伴
い
、
契
約
の
不
履
行
が
あ
れ
ば
原
則
と
し
て
帰
責

事
由
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
が
有
力
化
し
、債
務
者
の
過
失
は
独
自
の
要
件
と
し
て
の
地
位
を
滑
り
落
ち
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
債
務
者
の
非
帰
責
事
由
と
し
て
、
民
法
四
一
九
条
三
項
に
い
う
「
不
可
抗
力
﹂
を
想
定
す
る（

2
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
不
可
抗
力
に
関
す
る
議
論
に
乏
し
く
、
そ
の
意
義
や
要
件
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に

さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い（

3
）。

ま
た
、
近
時
の
有
力
説
内
で
も
、
不
可
抗
力
の
意
義
や
要
件
に
関
す
る
理
解
は
一
致
を
み
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
潮
見
佳
男
教
授
は
、
不
可
抗
力
に
つ
い
て
、「
お
よ
そ
債
務
者
の
行
為
可
能
性
（
し
た
が
っ
て
合
理
人
の
注
意
義
務
）

を
前
提
と
し
な
い
結
果
実
現
保
証
を
前
提
と
し
、
結
果
不
実
現
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
責
任
か
ら
の
解
放
事
由
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
履
行
過
程
に
お
い
て
債
務
者
と
し
て
ど
こ
ま
で
合
理
的
な
注
意
を
尽
く
し
て
行
動
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
と
い
う
観
点
か

ら
問
題
と
な
る
事
象
の
支
配
・
回
避
（
克
服
）
可
能
性
を
吟
味
す
る
の
は
適
当
で
な
い
。
む
し
ろ
、
不
可
抗
力
の
本
来
の
意
義
に
立
ち
返
り
、

個
人
に
よ
る
支
配
と
い
う
観
念
を
容
れ
る
余
地
が
あ
る
事
象
か
ど
う
か
で
判
断
す
べ
き
﹂
だ
と
主
張
す
る（

4
）。

こ
れ
に
対
し
、
森
田
宏
樹
教
授

は
、
不
可
抗
力
と
は
「
何
人
も
予
見
も
回
避
も
し
難
い
事
情
﹂
で
あ
る
と
し
、「
不
可
抗
力
の
概
念
は
、
結
果
債
務
に
お
け
る
債
務
の
射
程

な
い
し
厳
格
さ
の
限
界
を
画
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
し
て
い
る（

5
）。

　

国
外
に
目
を
転
じ
る
と
、
古
く
か
ら
不
可
抗
力
が
契
約
責
任
や
物
の
所
為
に
よ
る
責
任
の
免
責
事
由
と
し
て
機
能
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
で

は
、
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
に
、
不
可
抗
力
の
要
件
に
関
し
、
二
つ
の
破
毀
院
全
部
会
判
決
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
判
決
は
、
不
可
抗
力

　
（
一
六
一
八
）
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の
要
件
に
関
す
る
議
論
の
中
で
、
大
き
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
出
さ
れ
る
以
前
に
は
、
破
毀
院
各
部
に
お
い
て
、
不
可
抗
力
の
要
件
に
関
し
、
一
見
相
互
に
矛
盾
す
る
よ
う
に

み
え
る
判
決
が
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
判
決
に
対
し
て
は
、
学
界
か
ら
多
く
の
批
評
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
不
可
抗

力
の
要
件
の
変
遷
と
「
契
約
責
任
﹂
の
基
礎
に
関
す
る
議
論
と
を
接
続
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解

の
存
在
は
、
契
約
責
任
の
帰
責
根
拠
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
不
可
抗
力
の
意
義
や
要
件
が
異
な
り
得
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
要
件
に
関
す
る
近
時
の
判
例
の
展
開
状
況
と
こ
れ
に
対
す
る
批
評
を
紹
介
し
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
試
み
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
不
可
抗
力
の
伝
統
的
要
件
と
さ
れ
る
外
部
性
、
予
見
不
能
性
、
抵
抗

不
能
性
の
三
要
件
う
ち
、
前
二
者
の
要
否
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
ご
と
に
、
議
論
の
展
開
状
況
が
異
な
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
で
は
、
予
見
不
能
性
要
件
に
関
す
る
議
論
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、
外
部
性
要
件
に
関
す
る
議
論
の
紹
介
お
よ
び
検
討
は
別
稿

に
譲
る
こ
と
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

検
討
の
順
序
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
破
毀
院
全
部
会
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
判
決
前
夜
の
状
況
に
つ
い
て
、
判
例
お
よ
び

そ
れ
ら
に
対
す
る
批
評
を
中
心
に
検
討
し
、
議
論
の
対
立
点
を
明
ら
か
に
す
る
（
Ⅱ
）。
次
に
、
破
毀
院
全
部
会
が
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四

日
に
出
し
た
二
つ
の
判
決
を
紹
介
し
、
学
界
が
こ
れ
ら
の
判
決
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
を
俯
瞰
す
る
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、
以

上
の
検
討
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
若
干
の
示
唆
に
言
及
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
（
Ⅳ
）。

　
（
一
六
一
九
）
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Ⅱ　

破
毀
院
全
部
会
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
判
決
前
夜
の
状
況

1　

判
例
の
状
況

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
伝
統
的
判
例
・
通
説
は
、
契
約
の
分
野
に
お
け
る
と
不
法
行
為
の
分
野
に
お
け
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
可
抗
力
は
、

外
部
性
、
予
見
不
能
性
、
抵
抗
不
能
性
の
三
つ
の
要
件
に
よ
っ
て
性
質
づ
け
ら
れ
る
事
象
で
あ
る
と
し
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
四
年
以
降
、
上
記
の
よ
う
な
判
例
の
立
場
に
揺
ら
ぎ
が
み
ら
れ
は
じ
め
る（

6
）。

そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
破
毀
院

第
一
民
事
部
一
九
九
四
年
三
月
九
日
判
決
で
あ
り
、
爾
後
、
同
部
は
、
予
見
不
能
性
要
件
を
必
ず
し
も
要
求
し
な
い
判
決
を
出
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
破
毀
院
各
部
の
う
ち
、
商
事
部
は
第
一
民
事
部
に
追
随
し
て
い
る（

7
）。

こ
れ
に
対
し
、
第
二
民
事
部
は
、
抵
抗
不
能
性
要
件
と
は
別

に
予
見
不
能
性
要
件
を
要
求
し
続
け
て
お
り
、
第
三
民
事
部
は
第
二
民
事
部
に
同
調
し
て
い
る（

8
）。

　

一
九
九
四
年
以
降
破
毀
院
全
部
会
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
判
決
に
至
る
ま
で
の
間
に
出
さ
れ
た
破
毀
院
各
部
に
よ
る
判
決
は
多
数
に
の

ぼ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
民
事
判
例
集
に
登
載
さ
れ
た
破
毀
院
第
一
民
事
部
お
よ
び
同
第
二
民
事
部
の
判
決
の
一
部
を
、
評
釈
等
で

紹
介
さ
れ
た
も
の
を
中
心
に
、
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

1　

破
毀
院
第
一
民
事
部
の
判
決

︻
₁
︼
破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
九
四
年
三
月
九
日
判
決（

9
）

︿
事
案
﹀　

一
九
八
五
年
七
月
二
七
日
午
前
五
時
頃
、
四
人
の
犯
人
が
、
Ｙ
社
の
経
営
す
る
ホ
テ
ル
に
侵
入
し
、
凶
器
で
脅
し
て
金
庫
を
開
け

さ
せ
、
金
品
を
強
奪
し
た
。
同
ホ
テ
ル
の
宿
泊
客
で
あ
る
Ｘ
は
、
Ｙ
社
お
よ
び
同
社
の
保
険
会
社
に
対
し
、
上
記
金
庫
に
預
け
て
い
た
金
員

の
返
還
を
求
め
、
提
訴
し
た
。
原
審
（
エ
ク
サ
ン
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
控
訴
院
一
九
九
一
年
四
月
九
日
判
決
）
は
、
上
記
強
盗
は
予
見
不
能
で
は

　
（
一
六
二
〇
）
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な
か
っ
た
か
ら
民
法
典
一
九
五
四
条
一
項
に
い
う
不
可
抗
力
を
構
成
し
な
い
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
Ｙ
社
お
よ
び
そ
の
保
険
会

社
は
、
原
審
が
、
強
盗
が
抵
抗
不
能
だ
っ
た
と
し
つ
つ
抵
抗
不
能
性
が
そ
れ
だ
け
で
不
可
抗
力
を
構
成
し
得
る
か
否
か
を
検
討
し
て
い
な
い

点
等
に
お
い
て
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。「
事
象
の
予
見
が
そ
の
効
果
を
妨
げ
る
こ
と
を
可
能
と
し
得
な
い
と
き
に
、
当
該
事
象
の
抵
抗
不
能
性
が
そ
れ

だ
け
で
不
可
抗
力
を
構
成
し
得
る
と
し
て
も
、
債
務
者
が
そ
の
事
象
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
た

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
Ｙ
ま
た
は
そ
の
被
用
者
は
、
入
口
で
の
厳
格
な
警
備
を
せ
ず
、
ホ
テ
ル
の
宿
泊
客
と

会
う
約
束
が
あ
る
と
言
っ
た
犯
人
の
一
人
に
対
し
て
夜
警
が
自
ら
入
口
の
扉
を
開
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｙ
社
は
強
盗
の
予
見
可
能
性
に
よ

っ
て
必
要
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
と
り
得
る
手
段
を
講
じ
た
と
は
い
え
な
い
と
し
た
。

︻
₂
︼
破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
九
四
年
五
月
二
六
日
判
決（

10
）

︿
事
案
﹀　

Ｘ
社
は
、
Ａ
夫
婦
所
有
の
不
動
産
の
銅
製
パ
イ
プ
内
に
温
水
の
導
水
網
を
設
置
し
た
。
こ
の
銅
製
パ
イ
プ
は
、
Ｙ
１
社
に
よ
り
製

造
さ
れ
Ｙ
２
社
に
よ
り
販
売
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
腐
食
し
、
一
九
八
五
年
以
降
、
水
漏
れ
が
発
生
し
た
。
Ａ
夫
婦
が
Ｘ
社
に
対
し
て

損
害
賠
償
を
求
め
提
訴
し
た
と
こ
ろ
、
大
審
裁
判
所
は
一
九
八
七
年
六
月
二
六
日
に
、
Ｘ
社
に
対
し
て
水
対
策
の
装
置
を
設
置
す
る
よ
う
命

じ
る
判
決
を
し
た
。
Ｘ
社
は
こ
れ
を
履
行
し
た
上
で
、
Ａ
夫
婦
に
代
位
し
て
、
一
方
で
は
コ
ン
カ
ル
ノ
ー
市
に
対
し
て
、
同
市
が
あ
ま
り
に

「
攻
撃
的
な
﹂
水
を
供
給
し
た
こ
と
を
理
由
に
、他
方
で
は
、Ｙ
１
社
お
よ
び
Ｙ
２
社
に
対
し
て
、装
置
設
置
に
要
し
た
費
用
の
償
還
を
求
め
、

提
訴
し
た
。
原
審
（
レ
ン
ヌ
控
訴
院
一
九
九
二
年
九
月
二
四
日
判
決
）
は
、
パ
イ
プ
の
品
質
に
問
題
は
な
く
、
設
置
方
法
も
当
時
の
建
築
準

則
に
適
合
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、そ
の
腐
食
は
そ
の
化
学
成
分
が
銅
に
作
用
す
る
水
の
「
攻
撃
性
﹂
の
み
に
よ
る
も
の
だ
と
認
定
し
た
上
で
、

一
方
で
Ｙ
1
社
お
よ
び
Ｙ
2
社
は
無
関
係
だ
と
し
、
他
方
で
コ
ン
カ
ル
ノ
ー
市
は
用
法
に
適
し
た
水
を
供
給
す
る
べ
き
義
務
に
違
反
し
た
と

　
（
一
六
二
一
）
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し
て
、
Ｘ
社
の
同
市
に
対
す
る
請
求
を
認
容
し
た
。
コ
ン
カ
ル
ノ
ー
市
は
、
同
市
が
パ
イ
プ
の
選
択
も
水
の
加
温
条
件
も
制
御
し
て
い
な
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
審
が
問
題
と
な
っ
た
水
の
成
分
が
偶
然
事
の
結
果
で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
検
討
し
な
か
っ
た
点
等
を
批
判
し

て
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。
偶
然
事
は
、
必
ず
、
債
務
者
の
活
動
に
外
部
の
事
象
を
前
提
と
す
る
が
、
本
件
は
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。

︻
₃
︼
破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
九
五
年
一
月
二
四
日
判
決（

11
）

︿
事
案
﹀　

一
九
八
二
年
一
一
月
一
八
日
、
Ｘ
社
は
、
フ
ラ
ン
ス
電
力
（
Ｅ
Ｄ
Ｆ
）
と
の
間
で
、
高
圧
電
力
の
供
給
契
約
を
締
結
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
一
九
八
七
年
一
月
お
よ
び
一
九
八
八
年
に
、
電
力
の
供
給
停
止
が
生
じ
た
。
Ｘ
社
は
、
Ｅ
Ｄ
Ｆ
に
対
し
、
上
記
供
給
停
止
に
よ
り
被

っ
た
損
害
（
七
八
四
、二
三
〇
フ
ラ
ン
）
の
賠
償
を
求
め
、
提
訴
し
た
。
Ｅ
Ｄ
Ｆ
は
、
上
記
供
給
停
止
は
、
そ
の
従
業
員
の
一
部
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
の
結
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
不
可
抗
力
の
性
質
を
有
す
る
と
反
論
し
た
。
ま
た
、
Ｅ
Ｄ
Ｆ
は
、
反
対
に
、
Ｘ
社
に
対

し
て
、
一
九
八
七
年
一
月
分
の
代
金
と
し
て
五
六
七
、〇
八
四
・
四
九
フ
ラ
ン
の
支
払
を
求
め
た
。
原
審
（
ド
ゥ
エ
控
訴
院
一
九
九
二
年
五

月
一
四
日
判
決
）
は
、
一
九
八
七
年
一
月
に
起
こ
っ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
は
不
可
抗
力
に
あ
た
る
が
、
一
九
八
八
年
の
供
給
停
止
に
つ
い
て
は
不

可
抗
力
の
証
明
が
な
い
と
し
て
、
差
し
引
き
計
算
の
上
、
Ｘ
社
の
請
求
は
棄
却
し
、
Ｅ
Ｄ
Ｆ
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
四
九
六
、一
九
二
、七
七

フ
ラ
ン
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
一
九
九
〇
年
六
月
七
日
以
降
の
遅
延
損
害
金
の
限
度
で
認
容
し
た
。
Ｘ
社
は
、
従
業
員
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ

は
、
そ
れ
自
体
、
企
業
に
外
部
の
事
象
で
は
な
い
上
に
、
公
共
お
よ
び
国
有
企
業
体
に
お
け
る
一
般
的
な
大
規
模
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
通
常
、

予
見
不
能
で
も
な
い
か
ら
、
不
可
抗
力
を
構
成
し
な
い
等
と
主
張
し
て
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。
一
九
八
七
年
一
月
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
労
働
組
合
連
合
に
よ
っ
て
、
公
共
お
よ
び
国
有
企
業
体
に
お
け
る
労
働

政
策
に
反
対
す
る
べ
く
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｄ
Ｆ
自
身
は
、
そ
の
従
業
員
に
ス
ト
ラ
イ
キ
へ
の
参
加
を
禁
じ
る
こ
と
も
、
労
働
再
開

　
（
一
六
二
二
）
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命
令
（réquisition

）
を
と
る
こ
と
も
、
十
分
な
資
格
を
備
え
た
臨
時
職
員
を
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
者
の
替
わ
り
に
配
置
す
る
こ
と
も
不
可
能

だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
公
共
お
よ
び
国
有
企
業
体
全
体
の
大
規
模
な
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
Ｅ
Ｄ
Ｆ
の
外
部
に
存
し
、
Ｅ

Ｄ
Ｆ
は
こ
れ
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
し
た
。
ま
た
、
賃
金
に
関
す
る
政
府
に
よ
る
統
制
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｅ
Ｄ
Ｆ
と
し
て

は
従
業
員
の
要
求
を
満
足
さ
せ
て
こ
れ
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
技
術
的
な
理
由
か
ら
こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
し
、

原
審
の
判
断
は
正
当
だ
と
判
示
し
た
。

︻
₄
︼
破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
九
六
年
六
月
一
一
日
判
決（

12
）

︿
事
案
﹀　

マ
ル
セ
イ
ユ
自
治
港
は
、
港
湾
運
荷
役
業
を
行
う
た
め
に
、
ク
レ
ー
ン
管
理
業
者
と
契
約
し
、
提
供
さ
れ
た
ク
レ
ー
ン
を
自
ら
の

従
業
員
に
操
作
さ
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、一
九
九
〇
年
一
月
二
〇
日
の
一
〇
時
か
ら
一
二
時
ま
で
お
よ
び
一
七
時
か
ら
二
〇
時
ま
で
の
間
、

ク
レ
ー
ン
操
作
員
ら
は
、
予
告
な
く
、
業
務
を
行
わ
な
か
っ
た
。
海
運
業
者
や
積
み
替
え
業
者
で
あ
る
Ｘ
ら
は
、
そ
の
期
間
に
雇
い
入
れ
て

い
た
港
湾
労
働
者
に
無
駄
に
報
酬
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
、
自
治
港
に
対
し
、
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
、
提
訴
し
た
。

自
治
港
は
、
こ
れ
ら
の
違
法
な
ス
ト
ラ
イ
キ
は
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
か
ら
、
同
港
は
責
任
を
免
れ
る
と
反
論
し
た
。
原
審
（
エ
ク
サ
ン
プ

ロ
ヴ
ァ
ン
ス
控
訴
院
一
九
九
四
年
二
月
二
二
日
判
決
）
は
、
ク
レ
ー
ン
操
作
員
ら
に
よ
る
違
法
な
業
務
停
止
は
、
そ
の
結
果
を
解
消
す
る
有

効
な
手
段
が
全
く
な
い
状
況
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
の
性
質
を
有
し
、
自
治
港
を
し
て
、
外
在
的

事
由
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
債
務
の
履
行
を
全
く
不
能
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
Ｘ
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
Ｘ
ら
は
こ
れ
を
不
服

と
し
て
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。
ク
レ
ー
ン
操
作
員
が
、
労
働
法
典
Ｌ
．五
二
一⊖
三
条
に
違
反
し
て
、
突
然
に
短
時
間
業
務
を
停
止
し
た
こ
と
を

指
摘
し
た
上
、
自
治
港
は
、
そ
の
結
果
を
解
消
す
る
措
置
は
全
く
と
り
得
な
か
っ
た
と
し
た
。
ま
た
、
自
治
港
は
、
労
働
法
典
の
規
定
順
守

　
（
一
六
二
三
）
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を
心
が
け
、
従
業
員
や
労
働
組
合
に
対
し
て
、
法
定
の
予
告
を
行
う
よ
う
、
多
数
回
に
わ
た
り
警
告
を
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

原
審
の
判
断
は
正
当
だ
と
判
示
し
た
。

︻
₅
︼
破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
九
八
年
二
月
一
〇
日
判
決（

13
）

︿
事
案
﹀　

Ｘ
は
、
一
九
九
二
年
に
、
Ｙ
学
校
と
の
間
で
、
三
二
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
代
金
で
、
二
年
間
の
調
髪
の
職
業
適
性
証
書
（C

A
P

）

取
得
準
備
の
た
め
の
受
講
契
約
を
締
結
し
た
が
、
健
康
上
の
理
由
か
ら
、
予
定
さ
れ
て
い
た
養
成
講
座
を
受
講
で
き
な
く
な
っ
た
。
Ｘ
が
受

講
代
金
の
支
払
い
を
停
止
し
た
こ
と
か
ら
、
Ｙ
学
校
は
、
Ｘ
に
対
し
、
残
代
金
の
支
払
い
を
求
め
て
、
提
訴
し
た
。
原
審
（
パ
リ
控
訴
院
一

九
九
五
年
一
二
月
一
四
日
判
決
）
は
Ｙ
学
校
の
請
求
を
棄
却
し
た
た
め
、
Ｙ
学
校
は
、
Ｘ
の
疾
病
は
Ｘ
に
外
部
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、

Ｘ
に
よ
る
代
金
の
支
払
い
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
不
可
抗
力
を
構
成
し
な
い
等
と
主
張
し
て
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。
Ｘ
は
、
疾
病
の
た
め
に
、
Ｙ
学
校
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
講
座
を
受
講
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
抵
抗
不
能
の
疾
病
は
同
女
に
と
っ
て
外
部
の
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
し
た
原
審
は
正
当
で
あ
る
と
判
示

し
た
。

︻
₆
︼
破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
九
八
年
一
二
月
八
日
判
決（

14
）

︿
事
案
﹀　

一
九
九
〇
年
五
月
二
九
日
に
、
Ｘ
社
は
、
旅
行
会
社
で
あ
る
Ｙ
社
に
対
し
、
そ
の
五
〇
〇
名
の
従
業
員
の
た
め
の
、
一
九
九
一
年

一
月
二
一
日
か
ら
同
月
二
四
日
の
間
の
、
マ
ラ
ケ
シ
へ
の
交
通
と
宿
泊
に
つ
い
て
、
代
金
二
、八
四
八
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
で
、
委
託
し
た
。
Ｘ

社
は
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
二
一
日
に
、
中
東
お
よ
び
ア
ラ
ブ
諸
国
に
お
け
る
情
勢
不
安
に
よ
り
旅
行
を
取
り
や
め
る
か
否
か
を
検
討
し
た

も
の
の
、
取
り
や
め
な
い
こ
と
を
明
言
し
た
。
一
九
九
一
年
一
月
一
四
日
の
湾
岸
戦
争
前
夜
に
な
っ
て
、
Ｘ
社
は
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
岸
に
お
け

　
（
一
六
二
四
）
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る
情
勢
の
危
機
を
理
由
と
し
て
、
旅
行
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
。
Ｘ
社
は
、
旅
行
契
約
の
一
方
的
解
消
は
湾
岸
戦
争
に
よ
る
不
可
抗
力
に
よ
っ

て
正
当
化
さ
れ
る
と
主
張
し
、
Ｙ
社
に
対
し
て
、
既
払
旅
行
代
金
の
全
額
の
返
還
を
求
め
て
、
提
訴
し
た
。
原
審
（
パ
リ
控
訴
院
一
九
九
六

年
四
月
一
二
日
判
決
）
は
、
当
該
状
況
は
、
予
見
不
能
で
も
回
避
不
能
で
も
な
か
っ
た
と
し
て
、
Ｘ
社
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
Ｘ
社
は
、
原

審
は
湾
岸
戦
争
が
当
該
事
案
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
一
九
九
一
年
一
月
の
段
階
で
し
か
判
断
し
て
い
な
い
が
、
契
約
締
結
日
に
Ｘ
社
が
当

該
事
象
を
合
理
的
に
予
見
し
得
た
か
否
か
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
等
と
主
張
し
て
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。
原
審
は
、
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
し
た
当
該
状
況
に
つ
い
て
克
服
不
能
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
お
り
、
こ
の

理
由
の
み
に
よ
っ
て
、
そ
の
判
断
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
ま
た
、
マ
ラ
ケ
シ
お
よ
び
モ
ロ
ッ
コ
王
国
は
、
一
九
九
一
年
一

月
当
時
、
テ
ロ
の
危
険
性
の
高
い
場
所
で
は
な
く
、
外
務
大
臣
に
よ
る
一
九
九
一
年
一
月
一
七
日
付
け
通
達
は
渡
航
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起

す
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
、
原
審
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

︻
₇
︼
破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
九
九
年
一
一
月
一
七
日
判
決（

15
）

︿
事
案
﹀　

農
業
従
事
者
に
よ
る
デ
モ
の
と
き
に
、
Ｙ
社
施
設
が
放
火
さ
れ
、
同
社
が
Ｘ
社
の
た
め
に
保
管
し
て
い
た
商
品
が
破
壊
さ
れ
た
。

Ｘ
社
は
Ｙ
社
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
が
、
Ｙ
社
は
不
可
抗
力
を
主
張
し
、
そ
の
保
険
会
社
は
補
償
を
拒
絶
し
た
。
原
審
（
ニ
ー
ム
控

訴
院
一
九
九
七
年
六
月
一
九
日
判
決
）
は
、
商
品
が
保
管
さ
れ
て
い
た
場
所
へ
の
暴
徒
の
侵
入
は
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
し
て
、
Ｘ
社
の

請
求
を
棄
却
し
た
。
Ｘ
社
は
、
上
記
当
時
、
農
業
従
事
者
に
よ
る
外
国
製
品
の
輸
入
反
対
デ
モ
が
多
発
し
て
お
り
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
精

神
状
態
で
あ
っ
た
か
は
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
暴
虐
行
為
は
予
見
可
能
で
あ
り
、
Ｙ
社
は
そ
の
施
設
お
よ
び
そ
こ
に
保
管
さ
れ
て

い
る
商
品
を
守
る
た
め
に
有
用
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
講
じ
る
べ
き
だ
っ
た
等
と
主
張
し
て
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。
Ｙ
社
施
設
内
の
冷
蔵
室
に
保
管
さ
れ
て
い
た
商
品
の
破
壊
は
、
デ
モ
が
暴
徒
化
し
、
農
業
従
事
者
が
放
火
し
た

　
（
一
六
二
五
）
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巻
三
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こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
暴
徒
は
治
安
部
隊
に
よ
る
統
制
を
逃
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
当
該
状
況
は
抵
抗
不
能
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
理
由
の
み
に
よ
っ
て
、
原
審
は
不
可
抗
力
を
性
質
づ
け
る
と
正
当
に
判
断
し
た
と
判
示
し
た
。

︻
₈
︼
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
二
日
判
決（

16
）

︿
事
案
﹀　

Ｘ
は
、
マ
ル
セ
イ
ユ
・
パ
リ
間
を
結
ぶ
電
車
に
乗
車
中
、
別
の
旅
客
に
暴
行
さ
れ
、
傷
害
を
負
っ
た
。
Ｘ
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
有
鉄

道
（
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
）
に
対
し
、
損
害
賠
償
を
求
め
て
、
提
訴
し
た
。
原
審
（
リ
オ
ー
ム
控
訴
院
一
九
九
八
年
六
月
二
五
日
判
決
）
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ

Ｆ
に
よ
る
不
可
抗
力
の
主
張
を
退
け
て
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
は
、
あ
る
旅
客
の
他
の
旅
客
に
対
す
る
突
然
で
粗
暴
な
暴
行

は
、
あ
ら
ゆ
る
旅
客
運
送
業
者
に
と
っ
て
抵
抗
不
能
で
あ
り
、
第
三
者
の
所
為
の
抵
抗
不
能
性
は
、
そ
の
予
見
可
能
性
が
そ
の
効
果
を
妨
げ

る
こ
と
を
可
能
と
し
な
い
と
き
は
、
そ
れ
だ
け
で
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
等
と
主
張
し
て
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。
本
件
暴
行
は
、
切
符
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た
旅
客
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
Ｓ
Ｎ

Ｃ
Ｆ
は
、
旅
客
の
安
全
確
保
の
た
め
の
車
掌
に
よ
る
巡
回
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
事
件
当
時
、
加
害
者
が
検
査
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
立

証
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
原
審
が
、
本
件
暴
行
は
回
避
可
能
で
あ
り
不
可
抗
力
を
構
成
し
な
い
と
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
と
判
示

し
た
。

︻
₉
︼
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
二
年
七
月
三
日
判
決（

17
）

︿
事
案
﹀　

一
九
九
三
年
一
一
月
二
六
日
、
Ｘ
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
ニ
ー
ス
間
を
結
ぶ
電
車
に
乗
車
中
、
強
盗
に
包
丁
で
脅
さ
れ
、
怪
我
を
し

た
上
、
宝
石
を
盗
ら
れ
た
。
原
審
（
エ
ク
サ
ン
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
控
訴
院
一
九
九
九
年
六
月
三
〇
日
判
決
）
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
対
し
、
身
体
的

損
害
の
賠
償
を
命
じ
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
は
、
電
車
内
で
の
暴
行
は
、
警
察
権
限
を
有
さ
な
い
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
と
っ
て
全
く
抵
抗
不
能
だ
っ
た
等
と

　
（
一
六
二
六
）
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主
張
し
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。「
鉄
道
旅
客
運
送
業
者
は
、
旅
客
に
対
し
て
、
結
果
債
務
と
し
て
の
安
全
債
務
を
負
う
か
ら
、
不
可
抗
力
事
象

の
証
明
に
よ
っ
て
し
か
、
そ
の
責
任
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
﹂
と
判
示
し
た
。
そ
の
上
で
、
暴
行
は
予
見
不
能
で
は
な
く
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
が
車
両

に
乗
る
者
に
つ
い
て
検
問
を
行
う
手
段
を
有
さ
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
十
分
な
人
数
の
車
掌
が
車
両
内
を
定
期
的
に
巡
回
す
れ
ば

抑
止
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
は
い
か
な
る
防
止
措
置
を
も
主
張
立
証
し
な
い
以
上
、
原
審
が
暴
行
に
は
抵
抗
不
能
性

が
な
い
と
し
て
不
可
抗
力
の
存
在
を
否
定
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
し
た
。

︻
₁₀
︼
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
二
年
一
一
月
六
日
判
決（

18
）

︿
事
案
﹀　

旅
行
会
社
で
あ
る
Ｙ
社
は
、
エ
ジ
プ
ト
学
者
で
あ
る
Ａ
が
同
行
す
る
一
九
九
七
年
三
月
三
日
か
ら
同
月
一
五
日
催
行
の
エ
ジ
プ
ト

旅
行
を
企
画
販
売
し
た
。
Ｘ
は
、
こ
の
エ
ジ
プ
ト
旅
行
へ
の
参
加
を
予
定
し
て
い
た
が
、
Ａ
の
疾
病
お
よ
び
手
術
を
理
由
に
旅
行
が
キ
ャ
ン

セ
ル
さ
れ
た
た
め
に
、
Ｙ
社
に
対
し
、
損
害
賠
償
を
求
め
、
提
訴
し
た
。
原
審
（
パ
リ
第
一
五
区
小
審
裁
判
所
一
九
九
八
年
一
二
月
一
七
日
）

は
、
高
齢
で
あ
る
Ａ
の
疾
病
は
予
見
不
能
で
は
な
い
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

原
審
破
毀
。「
事
象
の
抵
抗
不
能
性
は
そ
れ
だ
け
で
、
不
可
抗
力
を
性
質
づ
け
る
﹂
と
判
示
し
、
原
審
に
は
民
法
典
一
一
四
八
条

へ
の
違
反
が
あ
る
と
し
た
。

2　

破
毀
院
第
二
民
事
部
の
判
決

︻
₁₁
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
一
九
九
六
年
五
月
二
九
日
判
決（

19
）

︿
事
案
﹀　

Ｘ
は
ル
ー
ア
ン
市
整
備
建
設
公
社
（
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
の
所
有
す
る
建
物
の
エ
レ
ー
ベ
ー
タ
ー
内
で
転
倒
し
た
。
ル
ー
ア
ン
初
級
疾
病

　
（
一
六
二
七
）
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保
険
金
庫
が
、
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
お
よ
び
Ｘ
に
対
し
提
訴
し
た
と
こ
ろ
、
第
一
審
は
、
民
法
典
一
三
八
四
条
一
項
に
基
づ
き
、
Ｘ
が
被
害
に
遭
っ
た

事
故
の
結
果
に
つ
き
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
が
責
任
を
負
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
原
審
（
ル
ー
ア
ン
控
訴
院
一
九
九
四
年
六
月
一
五
日
判
決
）
は
、

上
記
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
損
害
の
原
因
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
そ
の
階
に
い
な
い
と
き
に
、
踊
り
場
の
扉
が
ボ
タ
ン
を
押
し

た
だ
け
で
開
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
六
階
の
踊
り
場
の
扉
が
開
い
た
こ
と
は
、
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
帰
責
で
き
な
い
装
置
の
異

常
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
純
粋
に
消
極
的
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
か
ら
、
Ｏ

Ｐ
Ａ
Ｃ
は
、
責
任
推
定
か
ら
免
責
さ
れ
る
と
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

原
審
破
毀
。「
事
故
状
況
は
不
明
確
で
あ
っ
て
、
こ
の
異
常
な
開
扉
の
原
因
が
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
と
っ
て
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
の

性
質
を
有
す
る
外
在
的
事
由
に
あ
る
と
は
判
断
し
て
い
な
い
﹂
以
上
、
原
審
に
は
一
三
八
四
条
一
項
へ
の
違
反
が
あ
る
と
判
示
し
た
。

︻
₁₂
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
一
九
九
八
年
三
月
一
八
日
判
決（

20
）

︿
事
案
﹀　

サ
イ
ク
ロ
ン
が
レ
ユ
ニ
オ
ン
島
を
通
過
し
た
際
に
、
建
設
工
事
会
社
で
あ
る
Ｘ
社
の
所
有
す
る
ク
レ
ー
ン
が
倒
壊
し
、
不
動
産
会

社
で
あ
る
Ｙ
社
所
有
の
建
物
を
損
壊
し
た
。
Ｘ
社
は
、
被
害
の
賠
償
費
用
を
支
出
し
た
が
、
Ｙ
社
に
対
し
、
そ
の
費
用
の
償
還
を
求
め
、
提

訴
し
た
。
原
審
（
サ
ン
＝
ド
ゥ
ニ
・
ド
ゥ
・
ラ
・
レ
ユ
ニ
オ
ン
控
訴
院
一
九
九
五
年
一
〇
月
六
日
判
決
）
は
請
求
を
棄
却
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。
サ
イ
ク
ロ
ン
が
気
象
情
報
と
異
な
る
仕
方
で
発
達
し
た
事
実
は
な
く
、Ｘ
社
が
警
報
の
第
二
段
階
ま
で
の
間
に
、

ク
レ
ー
ン
の
全
部
が
倒
壊
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
の
一
部
を
解
体
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
こ
と
か
ら
し

て
、「
Ｘ
社
は
当
該
事
象
の
予
見
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
と
り
得
る
手
段
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
﹂
と
し
、当
該
サ
イ
ク
ロ
ン
は
、

Ｘ
社
に
と
っ
て
抵
抗
不
能
で
は
な
い
か
ら
、
ク
レ
ー
ン
の
保
管
者
た
る
同
社
に
課
せ
ら
れ
る
責
任
推
定
か
ら
の
免
責
を
導
く
不
可
抗
力
を
構

成
し
な
い
と
判
示
し
た
。

　
（
一
六
二
八
）
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︻
₁₃
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
一
九
九
九
年
四
月
一
日
判
決（

21
）

︿
事
案
﹀　

Ｘ
社
は
あ
る
不
動
産
の
地
階
部
分
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
が
、
水
害
に
遭
っ
た
。
Ｘ
社
は
、
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
、
当
該
不

動
産
の
区
分
所
有
者
組
合
お
よ
び
そ
の
保
険
会
社
を
提
訴
し
た
。
原
審
（
エ
ク
サ
ン
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
控
訴
院
一
九
九
七
年
四
月
一
〇
日
判
決
）

は
、
そ
の
水
害
は
市
の
下
水
が
詰
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
不
動
産
に
は
防
水
栓
の
設
置
が
強
制
さ

れ
て
は
お
ら
ず
、
ど
の
警
報
も
例
外
的
局
面
に
お
い
て
発
生
し
た
こ
の
種
の
氾
濫
を
予
防
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
、
事
前
に
注
意
を
促
す
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

原
審
破
毀
。「
事
象
が
外
部
の
、
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、
不
可
抗
力
を
構
成
し
得
な
い
﹂。
組
合
に
と
っ

て
任
意
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
防
水
栓
の
設
置
を
予
定
す
る
規
約
の
存
在
は
、
市
の
下
水
の
詰
ま
り
に
よ
る
水
害
を
予
見
可
能
と
す

る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
記
の
と
お
り
判
示
し
た
原
審
に
は
民
法
典
一
三
八
四
条
一
項
へ
の
違
反
が
あ
る
と
判
示

し
た
。

︻
₁₄
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
〇
年
七
月
一
三
日
判
決（

22
）

︿
事
案
﹀　

Ｙ
社
団
に
よ
っ
て
企
画
準
備
さ
れ
た
音
と
光
の
ス
ペ
ク
タ
ル
の
最
中
に
、
Ｚ
が
駐
車
禁
止
区
域
に
止
め
て
い
た
車
両
の
警
報
装
置

が
、
花
火
と
消
防
車
の
サ
イ
レ
ン
と
同
時
に
作
動
し
た
。
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
参
加
す
る
は
ず
だ
っ
た
二
頭
の
馬
が
動
転
し
、
ギ
ャ
ロ
ッ
プ
で

路
上
に
逃
げ
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
馬
は
一
旦
連
れ
戻
さ
れ
た
も
の
の
、
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
し
た
消
防
車
に
追
い
越
さ
れ
た
際
に
再
度
に

ギ
ャ
ロ
ッ
プ
で
駆
け
出
し
て
Ｘ
の
車
両
に
衝
突
し
た
た
め
、
Ｘ
お
よ
び
そ
の
同
乗
者
は
死
傷
す
る
に
至
っ
た
。
Ｘ
ら
は
、
Ｙ
社
団
お
よ
び
そ

の
保
険
会
社
に
対
し
て
馬
の
保
管
者
と
し
て
の
責
任
を
追
及
し
、
そ
の
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
、
提
訴
し
た
。
原
審
（
ポ
ワ
テ
ィ
エ

控
訴
院
一
九
九
八
年
九
月
八
日
）
が
、
時
な
ら
ぬ
車
両
警
報
装
置
の
作
動
は
予
見
可
能
だ
っ
た
等
と
し
て
Ｙ
社
団
の
責
任
を
認
め
た
の
に
対

　
（
一
六
二
九
）
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し
て
、
Ｙ
社
団
は
、
事
象
の
予
見
が
そ
の
効
果
を
妨
げ
る
こ
と
を
可
能
と
し
な
い
と
き
、
被
告
が
そ
の
事
象
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
に
必

要
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
象
の
抵
抗
不
能
性
は
そ
れ
だ
け
で
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
等
と
主
張
し
て
、
破
毀
申
立

を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

原
審
一
部
破
毀
。
た
だ
し
、
Ｙ
社
団
の
不
可
抗
力
に
関
す
る
攻
撃
防
御
方
法
は
容
れ
ず
、
原
審
が
、
事
象
の
予
見
不
能
性
は
不
可

抗
力
の
構
成
要
素
だ
と
し
た
点
は
正
当
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
本
件
ス
ペ
ク
タ
ル
は
人
通
り
の
多
い
市
街
地
で
夏
季
に
開
催
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
時
な
ら
ぬ
車
両
警
報
装
置
の
作
動
や
救
護
サ
ー
ビ
ス
の
出
動
は
頻
繁
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
状
況
は
Ｙ
社
団

に
と
っ
て
予
見
不
能
と
は
い
え
ず
、
不
可
抗
力
を
構
成
し
な
い
と
し
た
。

︻
₁₅
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
一
年
一
月
一
一
日
判
決（

23
）

︿
事
案
﹀　

視
覚
障
害
者
で
あ
る
Ｘ
は
、
駅
の
ホ
ー
ム
の
端
に
立
っ
て
い
た
が
、
電
車
が
通
過
す
る
際
に
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
ホ
ー
ム
と
線
路

の
間
に
転
落
し
、
傷
害
を
負
っ
た
。
Ｘ
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
お
よ
び
ヴ
ァ
ル
ド
ワ
ー
ズ
初
級
疾
病
保
険
金
庫
に
対
し
、
損
害
賠
償
を
求
め
、
提
訴

し
た
。
原
審
（
パ
リ
控
訴
院
一
九
九
八
年
一
〇
月
二
一
日
判
決
）
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
帰
責
さ
れ
る
フ
ォ
ー
ト
の
証
明
が
な
い
と
し
、
次
の
よ

う
な
理
由
か
ら
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｘ
は
事
故
の
あ
っ
た
駅
を
日
頃
か
ら
利
用
し
て
い
た
こ
と
、
X
が
軽
率
に
ホ
ー
ム
の

端
に
立
っ
た
こ
と
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
の
係
員
が
一
度
目
に
口
頭
で
警
告
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
は
こ
れ
に
耳
を
貸
さ
ず
危
険
な
位
置
に
立
ち

続
け
た
こ
と
、
さ
ら
に
電
車
運
転
士
が
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
し
て
二
度
目
に
警
告
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
は
ホ
ー
ム
の
端
か
ら
離
れ

ず
、
そ
の
非
常
に
危
険
な
立
ち
位
置
の
せ
い
で
、
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
線
路
に
転
落
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
被
害
者
の
フ
ォ

ー
ト
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
と
っ
て
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鉄
道
車
両
は
そ
の
重
量
や
体
積
か
ら
し
て
、
す
ぐ
に
停
止
で

き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
は
本
件
損
害
を
防
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
は
、
民
法
典
一
三
八
二

　
（
一
六
三
〇
）



フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
予
見
不
能
性
要
件
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

�

二
四
一

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

条
一
項
に
よ
り
課
さ
れ
る
責
任
推
定
か
ら
免
責
さ
れ
る
と
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

原
審
破
毀
。「
被
害
者
の
フ
ォ
ー
ト
は
、
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
き
に
し
か
、
保
管
者
の
責
任
の
全
部
を
免
責
し
な
い
﹂
と
し

た
上
で
、
本
件
に
お
け
る
被
害
者
の
行
為
態
様
は
不
可
抗
力
の
性
質
を
有
さ
な
い
と
判
示
し
た
。

︻
₁₆
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
一
年
三
月
一
五
日
判
決（

24
）

︿
事
案
﹀　

Ｘ
医
療
セ
ン
タ
ー
の
従
業
員
で
あ
る
Ａ
は
、
走
行
中
の
電
車
か
ら
転
落
し
て
負
傷
し
た
。
Ｘ
セ
ン
タ
ー
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
対
し
て
、

休
職
中
の
Ａ
に
対
し
て
支
払
っ
た
給
与
の
返
還
を
求
め
、
提
訴
し
た
。
原
審
（
パ
リ
控
訴
院
一
九
九
八
年
一
二
月
二
日
判
決
）
は
、
Ａ
が
切

符
を
持
た
ず
に
乗
車
し
て
い
た
こ
と
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
の
Ａ
に
対
す
る
契
約
責
任
を
否
定
し
た
。
ま
た
、
民
法
典
一
三
八
四
条
一
項
に
基
づ
く

責
任
に
つ
い
て
は
、
Ａ
よ
り
も
前
に
ホ
ー
ム
に
飛
び
降
り
た
別
の
旅
客
に
よ
っ
て
電
車
の
扉
が
開
い
て
い
た
こ
と
、
Ａ
が
降
車
し
よ
う
と
し

た
際
に
第
三
者
が
Ａ
を
押
し
た
こ
と
を
認
定
し
た
上
で
、
第
三
者
が
停
車
前
に
車
両
の
扉
を
開
け
た
行
為
も
、
第
三
者
が
Ａ
を
押
し
た
行
為

も
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
と
っ
て
通
常
予
見
不
能
で
抵
抗
不
能
の
外
在
的
事
由
を
構
成
す
る
と
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
各
旅
客
の
行
為
態
様
を
継
続
的
に

監
視
す
る
よ
う
強
い
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
は
本
件
事
故
が
日
曜
日
の
午
後
一
時
五
分
と
い
う
混
雑
時
に
生
じ
た
こ
と
か
ら
は
な
お
の
こ

と
で
あ
る
等
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
Ｘ
は
破
毀
申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

原
審
破
毀
。「
不
特
定
の
第
三
者
の
所
為
は
、
そ
れ
が
不
可
抗
力
の
性
質
を
有
す
る
と
き
に
し
か
、
損
害
の
原
因
と
な
っ
た
物
の

保
管
者
を
、
そ
の
者
が
負
う
と
推
定
さ
れ
る
責
任
か
ら
、
免
れ
さ
せ
な
い
﹂
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
損
害
の
原
因
と
な
っ
た
第
三
者
の
所

為
は
、
予
見
不
能
で
も
抵
抗
不
能
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
前
記
の
と
お
り
判
示
し
た
原
審
は
一
三
八
四
条
一
項
に
違
反
し
て
い
る
と
し

た
。

　
（
一
六
三
一
）



フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
予
見
不
能
性
要
件
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

�

二
四
二

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

︻
₁₇
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
一
年
三
月
二
九
日
判
決（

25
）

︿
事
案
﹀　

Ｙ
デ
パ
ー
ト
の
買
物
客
が
店
内
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
転
倒
し
、
別
の
客
で
あ
る
Ｘ
に
当
た
っ
た
た
め
、
Ｘ
は
転
倒
し
、
怪
我
を

し
た
。
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
、
民
法
典
一
三
八
四
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
原
審
（
パ
リ
控
訴
院
一
九
九
八
年
一
〇
月
二

八
日
判
決
）
は
、
被
害
者
の
転
倒
は
第
三
者
の
所
為
に
よ
っ
て
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
不
具
合
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
、
Ｙ
は
、
同
店
が
負
う
と
推
定
さ
れ
る
責
任
か
ら
免
れ
る
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

原
審
破
毀
。
作
動
中
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
損
害
発
生
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の

客
の
転
倒
と
い
う
第
三
者
の
所
為
は
、
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
で
な
け
れ
ば
、
保
管
者
の
責
任
の
全
部
を
免
責
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、

本
件
で
は
こ
れ
ら
の
要
件
が
充
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
が
な
い
と
し
た
。

︻
₁₈
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
二
年
一
二
月
一
二
日
判
決（

26
）

︿
事
案
﹀　

Ｙ
夫
婦
の
所
有
す
る
土
地
が
Ｘ
の
所
有
す
る
土
地
に
流
出
し
た
。
Ｘ
は
、
土
地
の
保
管
者
で
あ
る
Ｙ
ら
に
対
し
て
、
こ
れ
に
よ
り

被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
、
提
訴
し
た
。
原
審
（
リ
オ
ー
ム
控
訴
院
一
九
九
八
年
五
月
二
八
日
判
決
）
は
、
Ｙ
ら
は
、
そ
の
所
有
地
を
取

得
し
た
当
時
か
ら
、
土
地
の
不
安
定
さ
を
指
摘
す
る
専
門
家
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
土
地
の
危
険
性
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
Ｙ
は

建
物
の
専
門
家
で
あ
っ
た
こ
と
等
を
認
定
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
急
な
大
雨
に
よ
る
地
す
べ
り
に
よ
っ
て
そ
の
地

域
は
被
災
地
に
指
定
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
予
見
不
能
性
要
件
を
欠
く
か
ら
、
Ｙ
ら
を
免
責
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と

し
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
Ｙ
ら
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。
本
件
に
お
け
る
多
量
の
降
雨
は
例
外
的
な
外
部
事
情
を
構
成
す
る
が
、
前
記
の
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
Ｘ
ら
が
予

見
で
き
ず
妨
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
不
可
抗
力
事
象
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
た
。

　
（
一
六
三
二
）



フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
予
見
不
能
性
要
件
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

�

二
四
三

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

︻
₁₉
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
三
年
一
月
二
三
日
判
決
（n

o00-15.597 （
27
））

︿
事
案
﹀　

一
九
八
七
年
七
月
一
四
日
、
Ｘ
は
、
電
車
が
走
り
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
電
車
か
ら
降
り
よ
う
と
し
て
滑
り
、
両
足
を

切
断
し
た
。
Ｘ
と
そ
の
夫
は
、
民
法
典
一
三
八
四
条
一
項
に
基
づ
き
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
対
し
て
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
、
提
訴
し
た
。
原
審

（
パ
リ
控
訴
院
二
〇
〇
〇
年
二
月
二
八
日
判
決
）
は
Ｘ
ら
の
請
求
を
認
容
し
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
は
、
非
常
識
ま
た
は
非
常
に
危
険
な
被
害
者
の

行
為
態
様
は
、
予
見
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
Ｘ
は
自
ら
の
意
思
で
電
車
を
降
り
た
以
上
、
そ
の
よ
う
な
Ｘ
の
行
為
は
損
害
の
唯
一
の
原

因
で
あ
る
か
ら
、
物
の
保
管
者
の
全
部
免
責
事
由
を
構
成
す
る
等
と
主
張
し
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

一
部
破
毀
。
た
だ
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
の
責
任
を
認
め
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
破
毀
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
電
車
の
扉
の
開
閉
シ
ス
テ
ム
は
、
発
車
後
五
～
六
秒
、
電
車
が
時
速
七
㎞
に
達
す
る
時
ま
で
、
旅
客
の
降
車
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
旅
客
の
降
車
は
危
険
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
と
っ
て
予
見
不
能
な
事
象
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
原
審
が
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
は
全
部
免
責
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
判
示
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
と
し
た
。

︻
₂₀
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
三
年
一
月
二
三
日
判
決
（n

o00-14.980 （
28
））

︿
事
案
﹀　

一
九
九
四
年
七
月
二
九
日
に
、
Ｘ
は
、
電
車
の
接
近
を
示
す
赤
色
燈
が
点
滅
し
、
警
報
機
も
作
動
し
、
横
断
の
危
険
性
に
関
す
る

警
告
文
も
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遮
断
機
の
下
が
っ
た
踏
み
切
り
を
渡
っ
た
。
Ｘ
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
に
轢
か
れ
、
死
亡
し
た
。
Ｘ
の
相

続
人
ら
は
、
民
法
典
一
三
八
四
条
に
基
づ
き
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
対
し
て
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
、
提
訴
し
た
。
原
審
（
リ
モ
ー
ジ
ュ
控
訴
院

一
九
九
九
年
一
一
月
一
八
日
判
決
）
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
対
し
、
Ｘ
ら
の
被
っ
た
精
神
的
損
害
の
半
分
を
賠
償
す
る
よ
う
命
じ
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ

は
、
被
害
者
の
フ
ォ
ー
ト
は
、
予
見
可
能
で
あ
っ
て
も
抵
抗
不
能
で
あ
れ
ば
、
物
の
保
管
者
を
全
部
免
責
す
る
排
他
的
原
因
を
構
成
す
る
等

と
主
張
し
て
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

　
（
一
六
三
三
）



フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
予
見
不
能
性
要
件
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

�

二
四
四

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。
こ
の
歩
行
者
が
踏
切
内
に
い
る
こ
と
は
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
と
っ
て
予
見
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
は
、

こ
の
場
所
に
歩
行
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
講
じ
て
い
た
こ
と
の
証
明
を
し
な
い
こ
と
等
を
理

由
と
し
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
が
そ
の
責
任
の
全
部
を
免
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
た
原
審
は
正
当
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

︻
₂₁
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
三
年
二
月
二
七
日
判
決（

29
）

︿
事
案
﹀　

一
九
九
七
年
七
月
一
一
日
、
Ｘ
は
、
走
り
始
め
た
電
車
か
ら
降
り
よ
う
と
し
た
。
ホ
ー
ム
に
残
っ
て
い
た
Ｘ
の
夫
が
電
車
内
に
と

ど
ま
る
よ
う
言
い
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
の
係
員
が
叫
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
は
扉
を
開
け
て
転
落
し
、
ホ
ー
ム
と
電
車
の
間
に
滑
り
こ
ん
だ
た

め
に
、
傷
害
を
負
っ
た
。
Ｘ
は
、
民
法
典
一
三
八
四
条
一
項
に
基
づ
き
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
対
し
て
、
そ
の
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
、
提
訴

し
た
。
原
審
（
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
控
訴
院
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
三
一
日
判
決
）
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
Ｘ
の
フ
ォ
ー
ト
は
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
の
保

管
者
と
し
て
の
責
任
を
免
責
す
る
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
熟
年
だ
が
健
康
で
、
通
常
の
知
性
と
良
識
を
有

す
る
婦
人
が
、
最
も
初
歩
的
な
注
意
を
怠
っ
て
、
電
車
の
出
発
を
認
識
し
つ
つ
、
扉
の
上
の
張
り
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
る
禁
止
事
項
に
違
反

し
て
、
扉
が
閉
ま
る
の
を
妨
げ
、
そ
の
夫
と
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
係
員
の
飛
び
降
り
な
い
よ
う
説
得
す
る
叫
び
声
に
耳
を
貸
さ
ず
に
、
電
車
か
ら
飛
び

降
り
た
と
い
う
行
為
態
様
は
、
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
ら
な
ら
な
い
。
ま
た
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
は
各
扉
の
前
に
係
員
を
配

置
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
乗
客
が
注
意
深
く
規
則
を
守
る
こ
と
を
信
頼
す
る
ほ
か
な
い
か
ら
、
か
か
る
行
為
は
抵
抗
不
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

扉
の
完
全
な
閉
鎖
シ
ス
テ
ム
は
法
規
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
が
発
車
時
の
開
扉
を
防
止
す
る
よ
う
な
開
閉
シ
ス
テ
ム

を
設
置
し
て
い
れ
ば
事
故
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

原
審
破
毀
。「
被
害
者
の
フ
ォ
ー
ト
は
、不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
き
に
し
か
、保
管
者
の
責
任
を
全
部
免
責
し
な
い
﹂
と
判
示
し
、

原
審
の
示
し
た
事
情
は
、
免
責
事
由
た
る
不
可
抗
力
を
性
質
付
け
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。

　
（
一
六
三
四
）



フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
予
見
不
能
性
要
件
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

�

二
四
五

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

︻
₂₂
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
三
年
五
月
二
二
日
判
決（

30
）

︿
事
案
﹀　

Ｙ
に
よ
り
企
画
さ
れ
た
旅
行
に
参
加
し
て
い
た
Ｘ
は
、
夜
間
に
、
便
意
を
も
よ
お
し
、
集
団
か
ら
離
れ
て
、
Ｙ
の
敷
地
に
侵
入
し
、

洗
浄
用
の
窪
み
に
落
ち
て
怪
我
を
し
た
。
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
、
提
訴
し
た
。
原
審
（
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
控
訴
院
二
〇
〇
〇
年

一
一
月
七
日
判
決
）
は
、
Ｙ
の
敷
地
に
囲
い
が
な
く
、
公
道
か
ら
入
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
灯
り
が
な
い
運
送
業
者
の
敷
地
内
に
侵

入
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
バ
ス
の
ガ
レ
ー
ジ
に
洗
浄
用
の
窪
み
が
あ
る
こ
と
は
異
常
な
こ
と
と

は
い
え
な
い
こ
と
等
か
ら
、
事
故
は
Ｘ
の
不
注
意
な
行
為
態
様
の
み
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
Ｙ
は
こ
れ
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
そ
れ
に
抗
う
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

原
審
破
毀
。「
被
害
者
の
フ
ォ
ー
ト
は
、不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
き
に
し
か
、保
管
者
の
責
任
を
全
部
免
責
し
な
い
﹂
と
判
示
し
、

本
件
に
お
い
て
は
、
照
明
の
な
い
土
地
に
公
道
か
ら
入
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
害
者
の
不
注
意
な
行
為
態
様
は
予
見
不
能
で

も
抵
抗
不
能
で
も
な
か
っ
た
と
し
て
、
Ｙ
は
そ
の
責
任
の
全
部
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

︻
₂₃
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
四
年
三
月
一
八
日
判
決（

31
）

︿
事
案
﹀　

一
二
歳
の
Ｘ
は
、
そ
の
両
親
の
不
動
産
へ
と
通
じ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
内
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
ボ
ッ
ク
ス
内
の
扉
を
開
け
て
踊
り
場

の
扉
を
開
け
よ
う
と
し
て
転
落
し
、
死
亡
し
た
。
Ｘ
の
相
続
人
は
、
区
分
所
有
者
組
合
に
対
し
、
損
害
賠
償
を
求
め
、
提
訴
し
た
。
原
審
（
ニ

ー
ム
控
訴
院
二
〇
〇
一
年
三
月
六
日
判
決
）
は
、
Ｘ
が
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
一
三
階
と
一
四
階
の
間
で
停
止
さ
せ
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク

ス
内
の
扉
を
開
け
、
押
し
ボ
タ
ン
を
押
し
て
踊
り
場
の
扉
の
安
全
装
置
を
外
し
、
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
抜
け
だ
そ
う
と
し
て
転
落
し
た
こ
と
、
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
に
は
異
常
な
点
は
な
か
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
事
故
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
機
能
に
外
部
の
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
、
そ
の

原
因
は
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
の
性
質
を
有
す
る
と
し
て
、
Ｘ
の
相
続
人
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

　
（
一
六
三
五
）



フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
予
見
不
能
性
要
件
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

�

二
四
六

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

︿
判
旨
﹀　

原
審
破
毀
。「
被
害
者
の
フ
ォ
ー
ト
は
、不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
き
に
し
か
、保
管
者
の
責
任
を
全
部
免
責
し
な
い
﹂
と
判
示
し
、

本
件
に
お
い
て
、
被
害
者
の
行
為
態
様
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
保
管
者
で
あ
る
区
分
所
有
者
組
合
に
と
っ
て
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
の
性

質
を
有
さ
な
い
と
し
た
。

︻
₂₄
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
四
年
九
月
二
三
日
判
決（

32
）

︿
事
案
﹀　

養
魚
用
貯
水
槽
を
所
有
管
理
す
る
Ｘ
は
、
貯
水
槽
が
、
農
業
団
体
Ｙ
の
耕
作
す
る
区
画
か
ら
の
廃
水
の
せ
い
で
汚
染
さ
れ
た
と
し

て
、
Ｙ
に
対
し
、
損
害
賠
償
を
求
め
、
提
訴
し
た
。
こ
の
貯
水
槽
は
、
Ｙ
の
区
画
か
ら
流
れ
出
る
小
流
に
浮
遊
し
て
い
る
泥
の
た
め
に
濁
っ

て
お
り
、
特
に
雨
の
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
砂
、
泥
、
微
粒
子
が
浮
遊
す
る
こ
と
で
、
Ｘ
の
貯
水
槽
に
詰
ま
り
が
生
じ
た
り
、
明
度
が
減
少

し
て
、
酸
素
量
が
低
下
し
、
養
魚
の
実
施
が
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
原
審
（
ブ
ザ
ン
ソ
ン
控
訴
院
二
〇
〇
三
年
一
月
三
〇
日
）
は
、

Ｙ
が
区
画
の
土
地
や
泥
の
保
管
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
小
流
は
自
然
現
象
で
あ
り
、
泥
の
流
出
は
そ
の
地
方
の
土
質
の
不
安
定
性
に
よ
っ
て

増
悪
し
て
い
る
も
の
で
、
Ｙ
に
よ
る
耕
作
は
非
正
常
な
使
用
と
は
い
え
な
い
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
小
流
は
外
在
的
事
由
で
あ
っ
て
、
通
常

克
服
不
能
の
所
為
で
あ
る
か
ら
不
可
抗
力
に
あ
た
る
と
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

原
審
破
毀
。「
保
管
者
の
客
観
的
責
任
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
部
分
的
に
で
あ
れ
、
そ
の
物
が
損
害
の
発

生
原
因
に
な
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
以
上
は
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
保
管
者
が
予
見
す
る
こ
と
も
妨
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
外
在
的
事

由
の
作
用
を
被
っ
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
﹂
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
Ｙ
が
保
管
者
で
あ
る
土

地
等
は
損
害
の
発
生
原
因
で
あ
り
、
小
流
の
自
然
的
性
質
も
、
そ
の
地
方
の
土
質
の
不
安
定
性
も
、
保
管
者
に
と
っ
て
、
不
可
抗
力
を
性
質

付
け
る
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
の
事
象
と
は
い
え
な
い
と
し
た
。

　
（
一
六
三
六
）



フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
予
見
不
能
性
要
件
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

�

二
四
七

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

︻
₂₅
︼
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
五
年
一
二
月
一
五
日
判
決（

33
）

︿
事
案
﹀　

Ｘ
は
車
庫
へ
と
向
か
う
線
路
内
に
い
た
が
、
電
車
に
衝
突
さ
れ
、
傷
害
を
負
っ
た
。
Ｘ
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
対
し
て
、
そ
の
被
っ
た

損
害
の
賠
償
を
求
め
提
訴
し
た
。
原
審
（
ベ
ル
サ
イ
ユ
控
訴
院
二
〇
〇
三
年
五
月
九
日
）
は
、
電
車
を
間
違
え
、
眠
り
込
み
、
そ
し
て
線
路

内
に
降
り
、
つ
い
に
は
入
り
に
く
く
暗
い
場
所
で
線
路
の
バ
ラ
ス
上
に
膝
を
つ
く
と
い
う
Ｘ
の
異
常
な
行
為
態
様
は
、
飲
酒
に
よ
る
も
の
だ

と
し
、
電
車
の
運
転
士
に
は
全
く
フ
ォ
ー
ト
は
な
く
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
に
組
織
上
の
瑕
疵
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
事
故
の
原
因
は
、
被
害
者
の
予

見
不
能
で
克
服
不
能
な
行
為
態
様
の
み
に
存
す
る
と
し
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
の
全
部
免
責
を
認
め
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

原
審
破
毀
。「
被
害
者
の
フ
ォ
ー
ト
は
、
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
き
に
し
か
、
保
管
者
の
責
任
を
全
部
免
責
し
な
い
﹂
と
し
た

上
で
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
は
電
車
を
車
庫
へ
入
庫
さ
せ
る
前
に
線
路
内
に
人
が
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
被
害
者
の
行
為
態
様
は
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
と
性
質
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、

損
害
を
生
じ
さ
せ
た
物
の
保
管
者
の
責
任
を
全
部
免
責
す
る
も
の
で
は
な
く
、
原
審
に
は
民
法
典
一
三
八
四
条
一
項
へ
の
違
反
が
あ
る
と
し

た
。

⑶　

小
括

　

前
記
各
判
決
の
予
見
不
能
性
要
件
に
関
す
る
判
示
部
分
に
つ
い
て
、
予
見
不
能
性
が
抵
抗
不
能
性
と
は
別
個
の
要
件
と
し
て
必
要
と
さ
れ

て
い
る
か
否
か
と
い
う
視
点（

34
）か

ら
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
上
記
各
判
決
を
整
理
す
る
と
、
①
予
見
不
能
性
要
件
が
必
要
だ
と
判
示
し
て
い
る
も
の
、
②
予
見
不
能
性
要
件
は

不
要
だ
と
判
示
し
て
い
る
も
の
、
③
い
ず
れ
と
も
判
示
し
て
い
な
い
も
の
、
の
三
種
類
に
整
理
で
き
る
。

　

①
に
属
す
る
判
決
と
し
て
は
、
予
見
不
能
性
が
不
可
抗
力
の
要
件
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
（︻
11
︼、︻
13
︼、︻
14
︼、

　
（
一
六
三
七
）



フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
予
見
不
能
性
要
件
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

�

二
四
八

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

︻
17
︼、︻
18
︼、︻
23
︼、︻
24
︼
お
よ
び
︻
25
︼
の
各
判
決
）
の
ほ
か
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
予
見
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
不
可
抗

力
を
否
定
す
る
も
の
（︻
15
︼
お
よ
び
︻
19
︼
の
各
判
決
。︻
15
︼
判
決
は
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
だ
と
し
て
不

可
抗
力
を
認
め
た
原
審
に
対
し
、
特
に
予
見
不
能
性
要
件
の
要
否
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
不
可
抗
力
を
認
め
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当

該
事
案
に
お
い
て
抵
抗
不
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
か
ら（

35
）、

同
判
決
は
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
予
見
不
能
で
な
い
こ
と
を

理
由
に
不
可
抗
力
を
否
定
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
「
予
見
不
能
で
も
抵
抗
不
能
で
も

な
い
﹂
と
し
て
不
可
抗
力
を
否
定
す
る
も
の
（︻
16
︼
お
よ
び
︻
22
︼
の
各
判
決
）
も
、
予
見
不
能
性
要
件
を
要
求
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の

と
解
さ
れ
る
。

　

②
に
属
す
る
判
決
は
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
予
見
可
能
で
あ
っ
て
も
不
可
抗
力
は
認
め
ら
れ
得
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に

は
、
抵
抗
不
能
性
ま
た
は
克
服
不
能
性（

36
）の

要
件
の
み
で
不
可
抗
力
を
構
成
し
得
る
と
す
る
も
の
（︻
6
︼、︻
7
︼
お
よ
び
︻
10
︼
の
各
判
決
）

と
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
の
予
見
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
債
務
者
が
当
該
事
象
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
講
じ
た
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
（︻
1
︼）
と
が
あ
る
。
ま
た
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
予
見
不
能
だ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と

な
く
、
そ
れ
が
抵
抗
不
能
で
あ
る
か
ら
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
し
た
も
の
（︻
5
︼
判
決
）
も
、
予
見
不
能
性
要
件
を
必
ず
し
も
要
求
し

な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
被
告
が
問
題
と
な
っ
た
事
象
を
予
見
す
る
こ
と
も
妨
げ
る
こ
と
も
克
服
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
不
可
抗

力
を
認
め
た
︻
3
︼
判
決（

37
）や

、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
不
可
抗
力
を
認
め
た
原
審
を
支
持

し
た
︻
4
︼
判
決
は
、
予
見
不
能
性
要
件
の
要
否
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
と
も
判
示
し
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
問
題
と
な

っ
た
事
象
に
つ
い
て
、
回
避
不
能
性
あ
る
い
は
抵
抗
不
能
性
に
欠
け
る
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
、
不
可
抗
力
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
も

の
（︻
8
︼
お
よ
び
︻
12
︼
の
各
判
決
）
や
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
予
見
可
能
で
あ
る
こ
と
と
な
ら
ん
で
、
被
告
が
必
要
な
措
置
を
講
じ

　
（
一
六
三
八
）
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て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
不
可
抗
力
を
否
定
し
た
も
の
（︻
9
︼
お
よ
び
︻
20（38）︼
の
各
判
決
）
も
ま
た
、
予
見
不
能
性
要
件
の
要
否
に
つ
い

て
明
確
に
判
断
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
ほ
か
、
外
部
性
要
件
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
不
可
抗
力
を
否
定
し
た
︻
2
︼
判
決

や
、
具
体
的
事
情
を
挙
げ
て
そ
れ
が
不
可
抗
力
を
性
質
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
だ
け
判
示
し
た
︻
21
︼
判
決
の
よ
う
に
、
予
見
不
能
性
要

件
に
言
及
し
な
い
も
の
も
あ
る
。

　

な
お
、
不
可
抗
力
の
予
見
不
能
性
要
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
い
つ
の
時
点
で
予
見
不
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

と
い
う
予
見
不
能
性
の
基
準
時
の
問
題
も
存
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
特
に
契
約
の
分
野
で
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
不
法
行
為
の
分

野
で
は
予
見
不
能
性
の
基
準
時
は
不
法
行
為
の
時
以
外
に
想
定
し
難
い
の
に
対
し
て
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
は
、
契
約
不
履
行
の
時
に
予

見
不
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
契
約
締
結
の
時
に
予
見
不
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
双
方
な
の
か
と
い
う
問

題
が
生
じ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
判
例
は
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
は
、
予
見
不
能
性
の
基
準
時
は
契
約
締
結
時
だ
と
し
て
き
た（

39
）。

既
に
紹
介

し
た
判
決
の
う
ち
、︻
6
︼
判
決
で
は
、
破
毀
申
立
理
由
中
で
こ
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
判
決
文
中
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て

の
明
確
な
回
答
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
余
の
判
決
の
中
に
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
に
判
示
し
て
い
る
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。

2　

学
界
の
反
応

　

1
で
み
た
よ
う
に
、
一
九
九
四
年
以
降
の
破
毀
院
判
決
は
、
不
可
抗
力
の
予
見
不
能
性
要
件
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
必
要
だ
と
す
る
も
の
と

不
要
だ
と
す
る
も
の
と
に
分
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
判
例
の
状
況
に
対
す
る
学
界
の
反
応
に
は
、
大
別
す
る
と
、
こ
れ
を
破
毀
院
内
部

の
見
解
の
相
違
と
し
て
整
理
す
る
も
の
と
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
の
相
違
と
し
て
整
理
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
以
下
、
順
次
紹
介

す
る
。

　
（
一
六
三
九
）
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1　

破
毀
院
内
部
の
見
解
の
相
違
と
し
て
整
理
す
る
も
の

　

前
述
の
よ
う
な
判
例
の
状
況
を
、
破
毀
院
内
部
の
見
解
の
相
違
と
し
て
整
理
す
る
主
な
論
者
と
し
て
は
、
パ
ト
リ
ス
・
ジ
ュ
ル
ダ
ン
が
い

る
。
ま
ず
、
ジ
ュ
ル
ダ
ン
に
よ
る
評
釈
を
み
て
み
よ
う
。

　

ジ
ュ
ル
ダ
ン
は
、︻
1
︼
判
決
に
つ
い
て
の
評
釈（

40
）の

中
で
、
予
見
不
能
性
要
件
を
不
要
と
し
つ
つ
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
予
見
可
能
で

あ
る
場
合
は
債
務
者
が
当
該
事
象
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
講
じ
た
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
同
判
決
に
「
全
面
的
に
賛

成
﹂
だ
と
し
て
、
自
身
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

41
）。

す
な
わ
ち
、
ジ
ュ
ル
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、
同
判
決
が
、
不
可
抗
力
の
唯
一
か
つ
真
の

要
件
は
抵
抗
不
能
性
だ
と
し
た
点
は
適
切
で
あ
っ
て
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
そ
の
発
生
時
に
抵
抗
不
能
で
、
そ
の
発
生
や
結
果
を
防
止
す

る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
不
可
抗
力
が
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ジ
ュ
ル
ダ
ン
は
、︻
18
︼、︻
19
︼、︻
20
︼
お

よ
び
︻
10
︼
の
各
判
決
に
つ
い
て
の
評
釈（

42
）に

お
い
て
、
不
可
抗
力
の
要
件
と
し
て
予
見
不
能
性
を
要
求
す
る
︻
18
︼、︻
19
︼
お
よ
び
︻
20
︼

の
各
判
決
と
、
抵
抗
不
能
性
要
件
の
み
で
不
可
抗
力
を
構
成
し
得
る
と
す
る
︻
10
︼
判
決
を
前
に
、
不
可
抗
力
は
第
一
民
事
部
と
第
二
民
事

部
と
の
「
争
い
の
種
﹂
だ
と
い
う
。
ジ
ュ
ル
ダ
ン
は
、
上
述
の
よ
う
な
自
身
の
見
解
を
支
持
す
る
潮
流
が
第
一
民
事
部
と
商
事
部
に
し
か
み

ら
れ
ず
（
第
一
民
事
部
の
判
例
と
し
て
︻
1
︼
お
よ
び
︻
7
︼
の
各
判
決
を
挙
げ
る
）、
第
二
民
事
部
は
あ
く
ま
で
予
見
不
能
性
要
件
を
要

求
し
て
い
る
と
し
（
こ
の
よ
う
な
判
例
と
し
て
︻
14
︼、︻
16
︼
お
よ
び
︻
17
︼
の
各
判
決
を
挙
げ
る
）、
こ
の
よ
う
な
対
立
は
な
お
継
続
し

て
い
る
と
し
て
い
る
。

　

ジ
ュ
ル
ダ
ン
同
様
、
上
述
の
よ
う
な
判
例
の
状
況
を
破
毀
院
内
部
の
対
立
を
示
す
も
の
だ
と
す
る
論
者
と
し
て
、
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
・

ヴ
ィ
ネ
ー
が
い
る
。
ヴ
ィ
ネ
ー
は
、︻
9
︼、︻
10
︼、︻
18
︼
お
よ
び
︻
19
︼
の
各
判
決
と
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
二
年
一
一
月
二
八
日

判
決（

43
）に

つ
い
て
の
評
釈（

44
）に

お
い
て
、
破
毀
院
の
第
一
民
事
部
と
第
二
民
事
部
と
の
間
で
、
不
可
抗
力
の
定
義
に
お
け
る
予
見
不
能
性
の
位
置

づ
け
の
問
題
に
つ
い
て
対
立
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
、
こ
の
こ
と
は
、
第
一
民
事
部
が
契
約
の
分
野
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る

　
（
一
六
四
〇
）
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の
に
対
し
、
第
二
民
事
部
が
不
法
行
為
責
任
に
関
し
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
説
明
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
ヴ
ィ
ネ
ー
は
、
そ
の
理

由
と
し
て
、
契
約
と
不
法
行
為
と
で
不
可
抗
力
の
定
義
が
異
な
る
べ
き
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
、
同
一
の
文
言
で
異
な
る
二
つ

の
観
念
を
表
す
こ
と
は
重
大
な
混
乱
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
不
可
抗
力
に
つ
い
て
、
被
告
の
責
任
領
域
の
外

部
に
あ
っ
て
、
当
該
事
案
に
お
い
て
、
被
害
者
が
被
っ
た
損
害
の
発
生
を
回
避
不
能
と
し
た
事
象
と
い
う
形
で
統
一
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
す
る
。

2　

契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
の
相
違
と
し
て
整
理
す
る
も
の

　

こ
れ
に
対
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
判
例
の
状
況
に
つ
い
て
、
破
毀
院
内
部
に
見
解
の
相
違
は
な
く
、
単
に
、
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の

分
野
と
で
不
可
抗
力
の
要
件
の
と
ら
え
方
が
異
な
る
だ
け
だ
と
主
張
す
る
論
者
が
存
在
す
る
。
そ
の
主
唱
者
と
し
て
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
レ

ミ
ィ
や
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
は
、
レ
ミ
ィ
の
評
釈
を
引
い
て
こ
れ
に
賛
同
し
つ

つ
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
、
レ
ミ
ィ
の
評
釈
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

レ
ミ
ィ
は
、
上
記
︻
7
︼
判
決
に
つ
い
て
の
評
釈（

45
）の

中
で
、
同
判
決
が
抵
抗
不
能
性
の
み
で
不
可
抗
力
を
性
質
づ
け
得
る
と
し
、
予
見
不

能
性
要
件
を
不
要
と
し
て
い
る
こ
と
は
、契
約
の
分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
特
殊
性
か
ら
説
明
可
能
だ
と
主
張
す
る
。
レ
ミ
ィ
に
よ
れ
ば
、

不
法
行
為
の
分
野
で
、
伝
統
的
三
要
件
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
機
能
か
ら
説
明
可
能
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
不
法
行
為
の
分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
機
能
は
責
任
発
生
事
由
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
不
可
抗
力
は
被
告
の

行
為
態
様
ま
た
は
物
の
所
為
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
を
完
全
に
断
つ
が
ゆ
え
に
フ
ォ
ー
ト
を
排
斥
す
る
。
そ
し
て
、
問
題
と
な
っ
た
事

象
に
よ
っ
て
因
果
関
係
が
完
全
に
断
た
れ
る
た
め
に
は
、
被
告
が
こ
れ
に
つ
い
て
予
見
も
抵
抗
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
不
可
抗
力
の
要
件
と
し
て
予
見
不
能
性
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
の
分
野
で
は
、
不
可
抗
力
は
、
契
約
か
ら
生

　
（
一
六
四
一
）
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じ
る
債
務
の
限
界
を
画
す
る
観
念
に
す
ぎ
ず
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
、
履
行
を
不
可
能
と
す
る
外
部
的
リ
ス
ク

が
、
通
常
、
債
務
者
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
分
野
で
は
、
原
則
と
し
て
、
抵
抗
不
能
性

要
件
の
み
で
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
予
見
可
能
で
そ
の
効
果
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
が
履
行
不
能
に
陥
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
債
務
者
は
そ
の
債
務
を
履
行
し
た
と
は
い
え
ず
、
免
責
は
認
め
ら
れ

な
い（

46
）。

こ
の
よ
う
に
、
レ
ミ
ィ
は
、
同
じ
く
「
不
可
抗
力
﹂
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
て
も
、
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と
で
は
、

そ
れ
は
全
く
別
の
観
念
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
不
可
抗
力
の
要
件
が
異
な
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　

ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
は
、
上
記
︻
10
︼
判
決
お
よ
び
破
毀
院
社
会
部
二
〇
〇
三
年
二
月
一
二
日
判
決（

47
）に

つ
い
て
の
評
釈（

48
）の

中
で
、
不
可

抗
力
の
要
件
に
関
す
る
判
例
の
変
遷
に
つ
い
て
論
述
す
る
に
あ
た
り
、
レ
ミ
ィ
の
考
え
方
を
支
持
す
る
態
度
を
表
明
し
て
い
る（

49
）。

ス
ト
フ
ェ

ル
＝
ム
ン
ク
は
、不
可
抗
力
の
要
件
と
し
て
、外
部
性
や
予
見
不
能
性
を
不
要
と
す
る
判
決
が
契
約
の
分
野
で
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
（
契

約
の
分
野
に
関
す
る
破
毀
院
民
事
部
判
決
と
し
て
は
︻
1
︼、︻
3
︼、︻
5
︼、︻
7
︼
お
よ
び
︻
10
︼
の
各
判
決
を
、
不
法
行
為
の
分
野
に
関

す
る
破
毀
院
民
事
部
判
決
と
し
て
は
︻
13
︼
お
よ
び
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
二
年
一
一
月
二
八
日
判
決（

50
）を

挙
げ
る
）、
契
約
の
分
野
と

不
法
行
為
の
分
野
と
で
不
可
抗
力
の
意
義
や
要
件
が
異
な
る
の
は
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
の
相
違
に
起
因
す
る
も
の
だ
と
主
張
す

る
。
ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
レ
ミ
ィ
の
立
場
は
支
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
長
所
が
あ
る
。
ま
ず
、

こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
契
約
は
、
当
事
者
の
権
利
義
務
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ま
た
、
当
該
取
引
に
お
い
て
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
リ
ス

ク
を
当
事
者
間
で
ど
の
よ
う
に
分
配
す
る
か
を
決
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
だ
と
い
う
発
想
に
親
和
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
リ
ス
ク
の

分
配
に
際
し
て
は
、「
何
人
も
不
能
に
は
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
﹂
の
で
あ
る
か
ら
、
債
権
者
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
合
理
的
に
期
待
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
不
可
抗
力
の
要
件
の
う
ち
予
見
不
能
性
が
契
約
締
結
当
時
を
基
準
と
し

て
判
断
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
や
、
当
事
者
は
不
可
抗
力
に
関
す
る
特
約
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
も
整

　
（
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合
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
は
、
不
可
抗
力
に
つ
い
て
、「
債
権
者
が
そ
の
リ
ス
ク
を
債
務
者
が
引
き
受
け
る
こ
と
を
合
理
的
に
期
待
す
る
こ

と
の
で
き
な
か
っ
た
履
行
の
困
難
﹂
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
決

す
る
際
に
は
、
二
段
階
の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
一
つ
目
の
段
階
は
、
債
務
者
が
引
き
受
け
て
い
な
い
「
不
能
﹂
の
限
界

が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
問
題
と
な
っ
た
事
象
の
抵
抗
不
能
性
が
問
題
と
な

る
。
二
つ
目
の
段
階
は
、
不
能
の
リ
ス
ク
が
ど
ち
ら
の
当
事
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
段
階
で
あ
り
、
そ
れ
は
契
約
解
釈
に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
方
法
を
前
提
と
す
れ
ば
、
判
例
の
変
遷
は
理
解
可
能
な
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
判
例
は
、
契
約
の

分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
問
題
を
、
取
引
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
分
配
が
、
合
意
、
法
律
、
あ
る
い
は
当
事
者
の
合
理
的
期
待
に
応
じ
て
、

ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
に
応
じ
て
判
断
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

3　

分
析

　

以
上
の
よ
う
な
判
例
の
整
理
方
法
の
相
違
は
何
に
由
来
す
る
の
か
。
上
記
各
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
破
毀
院
民
事
部
の
う
ち
、
予
見

不
能
性
要
件
を
不
要
と
す
る
判
決
を
出
し
て
い
る
の
は
第
一
民
事
部
で
あ
り
、
第
二
民
事
部
の
判
決
に
は
予
見
不
能
性
要
件
を
依
然
と
し
て

要
求
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
、
第
一
民
事
部
は
契
約
責
任
に
つ
い
て
、
第
二
民
事
部
は
、
不
法
行
為
責
任
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
判
断

を
下
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
部
の
間
の
結
論
の
相
違
に
つ
い
て
、
破
毀
院
内
部
の
見
解
の
相
違
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
も
、
契
約
責

任
と
不
法
行
為
責
任
の
相
違
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
記
⑴
と
⑵
の
見
解
の
相
違
は
、
契
約
の

分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
と
、
不
法
行
為
の
分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
と
を
、
同
じ
観
念
だ
と
考
え
る
の
か
別
の
観
念
だ
と
考
え
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
破
毀
院
内
部
に
見
解
の
相
違
が
あ
る
と
し
か
整
理
し
得
な

　
（
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い
の
に
対
し
、
後
者
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
上
記
の
判
例
を
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
整
理
方
法
の
相
違
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
「
契
約
責
任
﹂
観
の
相
違
が
見
え
隠
れ
す
る
。
契
約
責
任

と
不
法
行
為
責
任
と
で
不
可
抗
力
の
観
念
を
別
異
に
解
す
る
立
場
の
背
景
に
は
、
レ
ミ
ィ
に
代
表
さ
れ
る
「
契
約
責
任
﹂
論
、
つ
ま
り
、
契

約
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
は
、
債
務
者
の
被
っ
た
損
害
の
賠
償
で
は
な
く
債
権
者
利
益
の
実
現
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
等
価
物

に
よ
る
履
行
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

レ
ミ
ィ
は
、
一
九
九
七
年
に
、「﹃
契
約
責
任
﹄
：
誤
っ
た
観
念
の
歴
史
﹂
と
題
す
る
論
文（

51
）を

発
表
し
、
契
約
責
任
は
賠
償
機
能
を
有
す
る

も
の
で
は
な
く
、
た
だ
履
行
機
能
を
有
す
る
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
責
任
観
は
、
契
約
責
任
が
、
被
害
者
に
生
じ
た

損
害
の
賠
償
を
そ
の
機
能
と
す
る
不
法
行
為
責
任
と
同
化
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と

の
同
化
は
、
い
ず
れ
の
責
任
も
フ
ォ
ー
ト
と
い
う
共
通
の
基
礎
を
有
す
る
と
考
え
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
レ
ミ
ィ
の

主
張
は
、
ひ
い
て
は
、
契
約
責
任
の
基
礎
を
フ
ォ
ー
ト
に
求
め
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
も
の
と
も
言
い
得
る
。
す
な
わ
ち
、
従

来
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
義
務
は
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
新
た
に
生
じ
る
債
務
で
あ
っ
て
、
契
約
か
ら
直
接
生

じ
る
債
務
の
履
行
と
は
異
な
る
と
さ
れ
、
契
約
責
任
の
発
生
事
由
は
債
務
者
の
所
為
（
ま
た
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
べ
き
他
人
の

所
為
も
し
く
は
物
の
所
為
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
に
よ
る
契
約
の
不
履
行
は
、
民
事
上

の
フ
ォ
ー
ト
の
一
類
型
（
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
新
た
な
債
務
の
生
成
を
導
く
と
と
も
に
、
契
約
か
ら
生
じ
た
債
務

の
消
失
を
伴
う
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る（

52
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
レ
ミ
ィ
の
よ
う
な
見
解
に
お
い
て
は
、
契
約
か
ら
生
じ
た
債
務
は
不
履
行
に
よ

っ
て
は
消
失
し
な
い
と
考
え
ら
れ
、
契
約
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
は
、
契
約
か
ら
生
じ
る
債
務
の
履
行
と
同
等
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
フ
ォ
ー
ト
は
、
契
約
責
任
の
発
生
事
由
と
し
て
の
地
位
か
ら
滑
り
落
ち
、
契
約
責
任
の
基
礎
は
契
約
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
。
そ
し
て
、
不
可
抗
力
は
、
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
、
そ
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
期
待
し
得
な
い
事
象
で
あ
っ
て
、
債
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務
の
限
界
を
画
す
る
観
念
で
あ
る
と
さ
れ
、
履
行
を
妨
げ
た
事
象
が
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
か
否
か
は
契
約
解
釈
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
前
提
と
す
れ
ば
、
契
約
の
分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
と
不
法
行
為
の
分
野
に
お
け
る
不
可

抗
力
と
が
全
く
別
の
観
念
だ
と
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
前
述
の
と
お
り
、
契
約
責
任
の
機
能
を
賠
償
に
求
め
る
見
解
に
お
い
て
は
、
契
約
不
履
行
は
、
契
約
上
の
債
務
の
消
失

原
因
で
あ
る
と
同
時
に
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
し
て
契
約
責
任
を
発
生
さ
せ
る
事
由
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
契
約
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
は
、
新
た
な
債
務
で
あ
っ
て
、
契
約
か
ら
生
じ
る
当
初
の
債
務
と
は
異
な
る
、
そ
の
拡
大
ま
た
は

そ
れ
に
替
わ
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
お
い
て
は
、
契
約
責
任
の
基
礎
が
、
契
約
そ
の
も
の

の
み
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
契
約
責
任
は
契
約
と
は
別
の
基
礎
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
契
約
責
任
は
、

不
法
行
為
責
任
と
、
そ
の
基
礎
に
お
い
て
も
機
能
に
お
い
て
も
共
通
点
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
責
任
の
上
位
概
念
と
し
て

民
事
責
任
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
不
可
抗
力
は
、
契
約
不
履
行
が
あ
り
、
通
常
は
契
約
責
任
が
生
じ
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
、

契
約
責
任
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
排
斥
し
、
契
約
責
任
の
生
成
を
阻
害
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以
上
の
よ
う
な
考
え

方
を
前
提
と
す
れ
ば
、
契
約
の
分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
と
不
法
行
為
の
分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
を
別
の
観
念
だ
と
す
る
理
由
は
み
あ
た

ら
ず
、
不
可
抗
力
の
観
念
は
両
分
野
で
統
一
的
に
理
解
す
る
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。

Ⅲ　

破
毀
院
全
部
会
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
判
決

　

以
上
の
よ
う
に
、
破
毀
院
の
内
部
で
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
み
え
る
判
決
が
出
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
判
例
の
状
況
に
対
す
る
学
界
の
評
価

も
一
致
し
な
い
中
で
、
破
毀
院
全
部
会
が
、
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
に
、
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
不

　
（
一
六
四
五
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可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
判
断
を
下
し
た
。
こ
れ
ら
判
決
に
つ
い
て
は
、
報
告
裁
判
官
に
よ
る
報

告
書
お
よ
び
法
院
検
事
に
よ
る
意
見
書
が
付
さ
れ
、
多
く
の
評
釈
も
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
判
決
の
内
容
に
つ
い
て

紹
介
し
た
上
で
、
報
告
書
お
よ
び
意
見
書
の
内
容
を
概
観
し
、
学
界
の
受
け
止
め
方
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

1　

破
毀
院
全
部
会
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
判
決

　

二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
に
、
不
可
抗
力
の
要
件
に
関
し
、
二
つ
の
破
毀
院
全
部
会
判
決
が
出
さ
れ
た
。
一
方
は
契
約
責
任
に
関
す
る
も

の
で
あ
り
（n

o02-11.168

）、
他
方
は
不
法
行
為
責
任
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（n

o04-18.902

）。
以
下
、
紹
介
す
る
。

︻
₂₆
︼
破
棄
院
全
部
会
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
判
決
（n

o02-11.168 （
53
））

︿
事
案
﹀　

Ｘ
は
、
Ａ
に
対
し
て
、
Ｘ
の
事
業
に
必
要
な
特
注
機
械
を
注
文
し
た
。
機
械
の
引
渡
期
日
は
Ａ
の
健
康
上
の
理
由
か
ら
延
期
さ
れ

た
が
、
結
局
、
期
日
に
な
っ
て
も
機
械
は
引
き
渡
さ
れ
な
か
っ
た
。
Ａ
は
、
癌
に
よ
り
、
機
械
の
引
渡
し
未
了
の
ま
ま
死
亡
し
た
。
Ｘ
は
Ａ

の
相
続
人
で
あ
る
Ｙ
ら
に
対
し
、
契
約
の
解
除
お
よ
び
損
害
賠
償
を
求
め
、
提
訴
し
た
。

　

原
審
（
ド
ゥ
エ
控
訴
院
二
〇
〇
一
年
一
一
月
一
二
日
判
決
）
が
Ｘ
の
損
害
賠
償
請
求
を
棄
却
し
た
た
め
、
Ｘ
は
、
①
Ａ
は
、
引
渡
期
日
を

延
期
す
る
よ
う
申
し
入
れ
た
と
き
に
は
、
右
手
首
の
異
常
に
よ
り
検
査
中
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
の
疾
病
は
予
見
不
能
で
は
な
い
、
②

不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
債
権
者
が
事
象
の
予
見
可
能
性
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
、
結
果
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ

る
措
置
を
講
じ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
に
、
Ａ
は
Ｘ
に
対
し
て
長
期
間
引
渡
し
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
情
報
提
供
も

せ
ず
、
そ
れ
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
予
見
し
得
た
期
日
へ
の
引
渡
期
日
の
延
期
を
申
し
入
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
不
可
抗
力
は
認
め
ら

れ
な
い
等
と
し
て
、
破
毀
申
立
を
し
た
。

　
（
一
六
四
六
）
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︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。「
不
可
抗
力
ま
た
は
偶
然
事
に
よ
っ
て
、
債
務
者
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
き
、
与
え
る
こ
と
も
し

く
は
為
す
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
、
ま
た
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
し
た
と
き
は
、
損
害
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
﹂「
債
務
者
が
疾
病
に
よ
り

履
行
を
妨
げ
ら
れ
た
と
き
も
、
当
該
事
象
が
契
約
締
結
の
時
に
予
見
不
能
で
あ
り
、
か
つ
、
履
行
に
お
い
て
抵
抗
不
能
で
あ
る
と
い
う
性
質

を
有
す
る
場
合
は
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
あ
た
る
﹂
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
Ａ
の
み
が
機
械
を
製
造
す
る
こ
と
が
で

き
た
が
、
そ
の
Ａ
が
契
約
締
結
後
に
発
症
し
た
重
大
な
疾
病
に
よ
っ
て
製
造
を
妨
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
予
見
不
能
の
性
質
を

有
し
、
ま
た
、
そ
の
健
康
状
態
の
悪
化
が
急
激
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
疾
病
は
抵
抗
不
能
の
も
の
だ
っ
た
と
し
て
、
原
審
が

こ
れ
を
不
可
抗
力
に
あ
た
る
と
判
断
し
た
こ
と
は
正
当
だ
と
し
た
。

︻
₂₇
︼
破
毀
院
全
部
会
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
判
決
（n

o04-18.902 （
54
））

︿
事
案
﹀　

Ａ
の
死
体
が
パ
リ
市
交
通
公
団
（
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｐ
）
の
駅
の
ホ
ー
ム
と
線
路
と
の
間
か
ら
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
の
事
故
は
列
車
が
発
車

す
る
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
Ａ
が
自
ら
の
意
思
で
転
落
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
Ａ
の
配
偶
者
Ｘ
お
よ
び

そ
の
未
成
年
の
子
二
人
が
、
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｐ
に
対
し
て
、
そ
の
事
故
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
、
提
訴
し
た
。

　

原
審
（
パ
リ
控
訴
院
二
〇
〇
四
年
六
月
二
九
日
判
決
）
が
Ｘ
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
た
め
、
Ｘ
ら
は
、
民
法
典
一
三
八
四
条
一
項
に
よ
れ

ば
、
被
害
者
の
フ
ォ
ー
ト
は
、
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
き
に
し
か
、
保
管
者
の
責
任
を
全
部
免
責
し
な
い
と
こ
ろ
、
Ａ
が
自
ら
転
落
し
た

こ
と
は
そ
の
明
ら
か
な
苦
悩
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
Ａ
の
行
動
は
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
、
破
毀

申
立
を
し
た
。

︿
判
旨
﹀　

破
毀
申
立
棄
却
。「
被
害
者
の
フ
ォ
ー
ト
が
、
不
可
抗
力
事
象
の
性
質
を
有
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
保
管
者
を
全
部
免
責
す
る

も
の
だ
と
し
て
も
、
こ
の
要
求
は
、
そ
の
︹
被
害
者
の
︺
フ
ォ
ー
ト
が
、
事
故
の
時
に
、
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
の
性
質
を
有
し
て
い
る

　
（
一
六
四
七
）
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と
き
は
充
た
さ
れ
る
﹂
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
Ａ
の
線
路
内
へ
の
転
落
は
、
被
害
者
自
身
の
意
思
に
よ
る
も
の
と
し

か
考
え
ら
れ
ず
、
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｐ
の
被
用
者
は
誰
一
人
と
し
て
、
Ａ
が
列
車
に
向
か
っ
て
投
身
す
る
こ
と
を
推
測
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
行
動
は
予
見
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｐ
に
は
交
通
組
織
の
経
営
者
に
課
せ
ら
れ
る
安
全
ル
ー
ル
に
欠
け
る
と
こ

ろ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
自
ら
身
を
危
険
に
さ
ら
し
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
意
思
を
持
つ
者
の
行
動
を
不
可
能
に
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
措

置
を
講
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
原
審
が
被
害
者
の
フ
ォ
ー
ト
は
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｐ
の
全
責
任
を
免
責
す
る
と
し
た

こ
と
は
正
当
だ
と
し
た
。

2　

報
告
書
お
よ
び
意
見
書
の
内
容

　

既
に
述
べ
た
と
お
り
、
破
毀
院
全
部
会
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
判
決
以
前
の
学
説
の
対
立
点
は
、
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と

で
不
可
抗
力
の
観
念
が
異
な
る
の
か
同
一
な
の
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
異
な
る
と
主
張
す
る
見
解
か
ら
は
、
破
毀
院
第
一
民
事
部

の
判
決
と
同
第
二
民
事
部
の
判
決
と
は
矛
盾
し
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
れ
を
同
一
だ
と
主
張
す
る
見
解
か
ら
は
、
そ
れ
ら
の

判
決
は
矛
盾
す
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
各
破
毀
院
全
部
会
判
決
の
判
示
内
容
そ
の
も
の
か
ら
は
、
こ
の
点
に

関
す
る
明
確
な
回
答
は
見
い
だ
せ
な
い
。
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
不
可
抗
力
の
定
義
を
示
し
て
は
い
な
い
し
、
契
約
責
任
に
つ
い
て
判
断
し
た

︻
26
︼
判
決
は
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
で
あ
る
場
合
に
不
可
抗
力
を
認
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
予
見
不
能

性
要
件
が
必
要
で
あ
る
と
積
極
的
に
判
示
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
判
決
に
付
さ
れ
て
い
る
報

告
裁
判
官
に
よ
る
報
告
書
お
よ
び
法
院
検
事
に
よ
る
意
見
書
の
中
で
こ
の
点
に
関
わ
る
記
述
の
概
容
を
確
認
し
た
上
で
、
学
界
の
反
応
を
概

観
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

な
お
、
予
見
不
能
性
要
件
の
基
準
時
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
分
野
に
関
す
る
︻
26
︼
判
決
は
、「
契
約
締
結
の
時
﹂
と
し
て
い
る
の
に
対

　
（
一
六
四
八
）
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し
て
、
不
法
行
為
の
分
野
に
関
す
る
︻
27
︼
判
決
は
、「
事
故
の
時
﹂
と
し
て
お
り
、
予
見
不
能
性
の
基
準
時
が
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為

の
分
野
と
で
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

1　

報
告
裁
判
官
に
よ
る
報
告
書

　

ブ
リ
ュ
ノ
・
プ
テ
ィ
報
告
裁
判
官
は
、
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と
で
不
可
抗
力
の
観
念
が
異
な
る
の
か
同
一
な
の
か
と
い
う
点

に
つ
き
、
明
確
に
自
身
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
同
裁
判
官
は
、
ま
ず
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
が
問
題
と
な
る
の
は
、
証
明
さ
れ
る
フ
ォ

ー
ト
に
よ
ら
な
い
責
任
（responsabilité sans faute prouvée

）
ま
た
は
客
観
的
責
任
（responsabilité de plein droit

）
の
場
合
で

あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
契
約
債
務
者
が
結
果
債
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
と
、
物
の
所
為
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
や
他
人
の
所
為
に
よ
る
不

法
行
為
責
任
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｐ
や
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
の
責
任
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
旅
客
で
あ

り
か
つ
運
送
契
約
の
履
行
過
程
で
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
契
約
責
任
が
問
題
と
な
る
の
に
対
し
、
運
送
契
約
の
当
事
者
で
は
な
い
第
三
者

に
損
害
が
生
じ
た
場
合
や
運
送
契
約
の
履
行
の
外
で
旅
客
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
不
法
行
為
責
任
が
問
題
と
な
る
と
指
摘
す
る
。
前
者

の
場
合
に
は
結
果
債
務
と
し
て
の
安
全
債
務
へ
の
違
反
が
問
題
と
な
る
の
に
対
し
、
後
者
の
場
合
に
は
物
の
所
為
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
が

問
題
と
な
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｐ
や
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
は
不
可
抗
力
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
免
責
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
が
極
め
て
近
接
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
同
裁
判
官
は
、
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と
で
、
不
可
抗
力
は

同
じ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

　

同
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
結
局
、︻
26
︼
判
決
の
事
案
に
つ
い
て
、
破
毀
院
全
部
会
が
判
示
す
べ
き
こ
と
は
、
契
約
責
任
に
お
い
て
、
障
害

事
由
（em

pêchem
ent

）
の
抵
抗
不
能
性
の
み
で
不
可
抗
力
を
性
質
づ
け
る
の
に
十
分
か
ど
う
か
、
換
言
す
れ
ば
、
障
害
事
由
の
予
見
不

能
性
は
不
要
な
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
予
見
不
能
性
要
件
が
不
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
破
毀
申
立
は
棄
却
さ
れ
る
で
あ
る
の

　
（
一
六
四
九
）
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に
対
し
、
こ
れ
が
必
要
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
全
部
会
は
、
さ
ら
に
、
予
見
不
能
性
の
基
準
時
に
つ
い
て
の
判
断
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

契
約
締
結
当
時
の
予
見
不
能
性
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
事
実
審
裁
判
官
が
債
務
者
の
疾
病
が
約
務
を
負
っ
た
日
に
予
見
不

能
だ
っ
た
と
認
定
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
し
、
そ
れ
が
消
極
に
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
原
審
は
破
毀
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、

履
行
過
程
で
予
見
可
能
と
な
っ
た
障
害
事
由
に
直
面
し
た
債
務
者
は
当
該
事
象
の
予
見
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
措
置
を
と
る
べ
き
義
務
を
負

う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
義
務
の
中
に
、
債
権
者
に
対
し
て
状
況
に
つ
い
て
情
報
提
供
を
す
べ
き
義
務
を
含
ま
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
が
積
極
に
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
原
審
は
破
毀
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、︻
27
︼
判
決
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
破
毀
院
全
部
会
は
、
保
管
者
の
責
任
の
免
責
事
由
と
し
て
の
不
可
抗
力
の
要
件
に
つ

い
て
判
示
す
べ
き
で
あ
り
、
特
に
、
事
象
の
予
見
不
能
性
の
要
否
に
つ
い
て
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
必
要
だ
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

原
審
が
予
見
不
能
性
を
肯
定
し
た
こ
と
の
正
当
性
に
つ
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
原
審
が
抵
抗
不
能

性
を
肯
定
し
た
こ
と
の
正
当
性
に
つ
い
て
も
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
プ
テ
ィ
裁
判
官
が
、︻
27
︼
判
決
の
事
件
に
固
有
の
要

素
と
し
て
、
交
通
事
故
の
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
一
九
八
五
年
七
月
五
日
の
法
律
が
意
図
的
に
損
害
を
求
め
た
被
害
者
に
よ
る
損

害
賠
償
請
求
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
い
る
点
に
は
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

2　

法
院
検
事
に
よ
る
意
見
書

　

レ
ジ
ス
・
ド
・
グ
ッ
ト
法
院
検
事
は
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
で
特
に
区
別
を
す
る
こ
と
な
く
、
不
可
抗
力
の
要
件
と
し
て
、
伝

統
的
三
要
件
に
替
え
て
、
ア
ン
ト
ン
マ
テ
イ
の
提
唱
す
る
新
た
な
三
要
件
（
回
避
不
能
性
、
抵
抗
不
能
性
、
克
服
不
能
性（

55
））

を
採
用
す
る
こ

と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
三
要
件
は
、
連
続
す
る
三
つ
の
段
階
（
問
題
と
な
っ
た
事
象
の
発
生
前
、
発
生
中
お
よ
び
到
来
後
）
に
お
け
る

被
告
の
行
為
態
様
の
評
価
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
事
象
の
発
生
前
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
は
回
避
不
能
で
な
け

　
（
一
六
五
〇
）
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れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
事
象
の
発
生
中
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
は
抵
抗
不
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
当
該
事
象
の
到

来
後
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
は
克
服
不
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
当
該
事
象
は
履
行
不
能
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
同
検
事
は
、
上
記
の
要
件
の
存
否
に
つ
い
て
原
審
の
各
判
断
を
検
討
し
た
結
果
、
い
ず
れ
の
事
案
に
お
い
て
も
、
不
可
抗
力
は

認
め
ら
れ
る
か
ら
、
原
審
の
判
断
は
正
当
だ
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
同
検
事
は
、
全
部
会
に
対
し
て
、
新
た
な
基
準
を
考
慮
す
る
形
で
不
可

抗
力
の
定
義
を
統
一
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
三
つ
の
基
準
を
明
示
す
る
か
（
予
見
不
能
ま
た
は
回
避
不
能
、
抵
抗
不

能
、
か
つ
克
服
不
能
ま
た
は
履
行
不
能
を
導
く
事
象
）、
二
つ
の
群
に
集
中
す
る
形
で
（
一
方
で
予
見
不
能
性
・
回
避
不
能
性
、
他
方
で
抵

抗
不
能
性
・
克
服
不
能
性
ま
た
は
履
行
不
能
性
と
い
う
形
で
）
判
示
す
べ
き
だ
と
い
う
。
後
者
の
形
式
は
、
抵
抗
不
能
性
要
件
と
克
服
不
能

性
要
件
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
や
、
不
法
行
為
に
は
克
服
不
能
性
・
履
行
不
能
性
の
要
件
が
適
合
し
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
を
考
慮
し
た
も

の
だ
と
し
て
い
る
。

3　

学
界
の
反
応

　

前
記
の
二
つ
の
破
毀
院
全
部
会
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
判
決
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
評
釈
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ

ら
評
釈
に
お
け
る
こ
れ
ら
判
決
に
対
す
る
評
価
は
一
定
し
な
い
。
予
見
不
能
性
要
件
の
要
否
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、大
き
く
分
け
る
と
、

こ
れ
ら
の
判
決
は
抵
抗
不
能
性
と
は
別
個
に
予
見
不
能
性
要
件
を
要
求
し
た
判
決
だ
と
す
る
も
の
（
ポ
ー
ル
・
グ
ロ
セ
ー（

56
）、

エ
リ
ッ
ク
・
サ

ヴ
ォ
ー（

57
）、

ロ
ラ
ン
・
ル
ヴ
ヌ
ー
ル（

58
）、

ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク（

59
）、

ロ
ラ
ン
・
ブ
ロ
ッ
ク（

60
）、

イ
ヴ
＝
マ
リ
ー
・
レ
テ
ィ
エ（

61
））

と
、
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
と
す
る
も
の
（
ソ
ラ
ヤ
・
ア
ム
ラ
ニ
・
メ
ッ
キ（

62
）、

ム
ス
タ
フ
ァ
・
メ
ッ
キ（

63
）、

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ブ
ラ
ン（

64
）、

ジ
ュ
ル
ダ
ン（

65
）、

ヴ
ィ
ネ
ー（

66
））

に
分
か
れ
て
い
る
。

　
（
一
六
五
一
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以
下
で
は
、
こ
れ
ら
評
釈
の
う
ち
、︻
26
︼
お
よ
び
︻
27
︼
の
各
判
決
前
夜
の
議
論
状
況
を
ふ
ま
え
て
こ
れ
ら
判
例
の
帰
結
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
も
の
を
中
心
に
、
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
。

1　

予
見
不
能
性
要
件
を
要
求
し
た
判
決
だ
と
す
る
も
の

　

グ
ロ
セ
ー
は
、︻
26
︼
お
よ
び
︻
27
︼
の
各
判
決
に
つ
い
て
、
不
可
抗
力
の
観
念
を
統
一
的
に
理
解
し
、
か
つ
、
予
見
不
能
性
に
回
帰
し

た
も
の
だ
と
解
し
て
い
る（

67
）。

グ
ロ
セ
ー
は
、
抵
抗
不
能
性
が
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
唯
一
の
要
素
だ
と
す
る
判
決
は
、
契
約
の
分
野
に
お
け

る
同
観
念
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
契
約
責
任
の
不
存
在
を
主
張
す
る
立
場
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
ま
ず
、
履
行
不
能
か
否
か
が
判
断
さ
れ
（
抵
抗
不
能
性
の
問
題
）、
履
行
不
能
で
あ
っ
た

場
合
、
次
に
、
契
約
当
事
者
の
ど
ち
ら
が
そ
の
リ
ス
ク
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
不
可
抗
力
は
、
結

局
、
債
務
者
の
債
務
の
限
界
を
画
す
る
も
の
と
な
る
と
も
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
グ
ロ
セ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
当
事
者
意
思
に
大

き
な
地
位
を
与
え
す
ぎ
て
い
る
上
、
こ
れ
ら
の
論
者
が
、
契
約
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
を
等
価
物
に
よ
る
履
行
と
と
ら
え
つ
つ
、
履
行
不

能
を
問
題
と
す
る
の
は
論
理
矛
盾
で
あ
り
、
ま
た
、
不
可
抗
力
が
債
務
の
限
界
を
画
す
る
観
念
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
不
可
抗
力
が
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
不
履
行
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
債
権
者
は
対
価
の
支
払
い
を
免
れ
得
な
い
こ
と
と
な
っ
て
不
都
合
で
あ
る
と
し

て
、
判
例
の
立
場
は
適
切
な
も
の
だ
と
評
価
す
る（

68
）。

な
お
、
グ
ロ
セ
ー
自
身
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
履
行
不
能
は
契
約
そ
の
も
の
の
帰
趨
に
か

か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
履
行
不
能
の
場
合
は
そ
の
原
因
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
の
解
除
の
み
が
選
択
肢
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
不
可

抗
力
は
、
債
務
者
が
責
任
（
損
害
賠
償
義
務
）
を
負
う
か
否
か
と
い
う
帰
責
性
の
問
題
で
あ
り
、
履
行
不
能
が
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
れ
ば
肯

定
さ
れ
る
が
、
履
行
不
能
が
不
可
抗
力
に
帰
責
さ
れ
れ
ば
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る（

69
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
は
、
民
事
判
例
集
登
載
時
の
注
記
や
報
告
裁
判
官
に
よ
る
報
告
書
、
法
院
検
事
に
よ
る
意
見
書

　
（
一
六
五
二
）
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の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、︻
26
︼
お
よ
び
︻
27
︼
の
各
判
決
は
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
も
不
法
行
為
の
分
野
に
お
い
て
も
、
予
見
不
能
か
つ

抵
抗
不
能
の
事
象
の
み
が
不
可
抗
力
を
構
成
し
得
る
と
判
示
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
だ
と
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
判
決
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
見
解

が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
と
は
考
え
て
い
な
い（

70
）。

ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
は
、
契
約
の
分
野
に
お
け
る
予
見
不
能
性
が
契
約
締
結
時
を
基
準
に

判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
事
者
の
意
思
を
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
不
可
抗
力
は
履
行
を
妨
げ
た
事
象
を
克
服
し
ま
た
は

防
ぐ
こ
と
を
債
務
者
に
合
理
的
に
期
待
し
得
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
だ
と
主
張
し
て
い
る（

71
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、︻
26
︼
お
よ
び
︻
27
︼
の
各
判
決
に
つ
い
て
、
グ
ロ
セ
ー
は
契
約
責
任
を
民
事
責
任
の
一
類
型
だ
と
と
ら
え
る
立
場
か

ら
検
討
を
加
え
、
ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
は
契
約
責
任
を
等
価
物
に
よ
る
履
行
と
と
ら
え
る
立
場
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず

れ
も
が
、
結
論
と
し
て
は
上
記
各
判
決
に
賛
同
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
サ
ヴ
ォ
ー
は
、
ど
ち
ら
か
の
立
場
の
み
に
与
す
る
こ
と
な
く
上

記
各
判
決
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
い
る
。
サ
ヴ
ォ
ー
に
よ
れ
ば
、︻
26
︼
お
よ
び
︻
27
︼
の
各
判
決
に
よ
り
、
不
可
抗
力
が
契
約
の
分
野

と
不
法
行
為
の
分
野
と
で
同
様
に
定
義
さ
れ
、
そ
れ
は
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
の
事
象
で
あ
る
こ
と
と
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
予
見
不

能
性
の
基
準
時
は
契
約
締
結
時
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が（

72
）、

こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
契
約
責
任
を
等
価
物
に
よ
る
履
行
と
と
ら
え

る
立
場
か
ら
も
、
契
約
責
任
を
民
事
責
任
の
一
類
型
だ
と
と
ら
え
る
立
場
か
ら
も
、
説
明
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
方
で
、
履
行
を

不
能
と
す
る
よ
う
な
事
象
の
存
在
を
知
っ
て
い
な
が
ら
約
務
を
負
担
し
た
債
務
者
は
そ
の
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、
前
者
の
立
場
か
ら
は
本
来
、
予
見
不
能
性
は
必
要
と
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
他
方
で
、
不
履
行
が
違
法
な
所
為
で
あ
っ
て

損
害
を
賠
償
す
べ
き
債
務
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
全
て
は
債
務
者
に
よ
っ
て
も
と
も
と
引
き
受
け
ら
れ
て
い
た
債
務
か
ら
出
発

す
る
の
で
あ
っ
て
、不
履
行
の
有
無
は
契
約
解
釈
を
離
れ
て
は
判
断
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る（

73
）。

サ
ヴ
ォ
ー
に
よ
る
評
釈
中
で
興
味
深
い
の
は
、

契
約
の
分
野
に
お
い
て
、
予
見
不
能
性
と
抵
抗
不
能
性
の
双
方
を
必
要
と
し
つ
つ
、
予
見
不
能
性
の
基
準
時
を
契
約
締
結
時
と
解
し
た
場
合

の
四
種
類
の
帰
結
と
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
け
る
債
務
者
の
免
責
根
拠
に
つ
い
て
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
曰
く
、
第
一
の
帰

　
（
一
六
五
三
）
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結
は
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
契
約
締
結
時
に
予
見
可
能
で
履
行
時
に
抵
抗
不
能
で
な
い
場
合
、
債
務
者
は
免
責
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
債
務
者
が
自
身
の
知
っ
て
い
た
不
履
行
の
潜
在
的
原
因
に
関
す
る
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
を
認
め
て
い
た
こ

と
と
、
債
務
者
が
そ
れ
を
予
防
し
ま
た
は
克
服
す
る
に
必
要
な
手
段
を
と
ら
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
不
履
行
を
債
務
者
に
帰
責
で
き
る
こ
と
か

ら
、
債
務
者
の
免
責
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
容
易
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
の
帰
結
は
、
当
該
事
象
が
契
約
締
結
時
に
予
見
不
能

で
、
履
行
時
に
抵
抗
不
能
の
場
合
、
債
務
者
は
免
責
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
不
履
行
を
債
務
者
に
帰
責
で
き

な
い
こ
と
と
、
債
務
者
が
そ
こ
ま
で
の
約
務
を
負
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
第
三
の
帰
結
は
、
当
該
事
象
が
契
約
締
結
時
に

予
見
可
能
で
履
行
時
に
抵
抗
不
能
の
場
合
、
債
務
者
は
免
責
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
抵
抗
不
能
で
あ
る
以
上
、
不
履

行
を
債
務
者
に
帰
責
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
債
務
者
が
損
害
賠
償
を
負
う
こ
と
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
、
不
履
行
の
リ
ス
ク
を
知

っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
約
務
を
負
担
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
債
務
者
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
発
生
を
引
き
受
け
て
お

り
、
そ
の
限
り
で
履
行
を
保
証
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
第
四
の
帰
結
は
、
当
該
事
象
が
契
約
締
結
時
に
予
見
不
能
だ
が
履
行
時
に
抵
抗

不
能
で
な
い
場
合
、
債
務
者
は
免
責
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
不
履
行
を
債
務
者
に
帰
責
で
き
る
こ
と
か
ら
、
債
務
者

が
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
を
正
当
化
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
債
務
者
が
契
約
締
結
時
に
予
見
で
き
ず
、
し
た
が
っ

て
引
き
受
け
て
い
な
い
リ
ス
ク
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
が
そ
れ
に
抵
抗
す
る
た
め
の
手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え

る
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
債
務
者
が
免
責
さ
れ
な
い
の
は
、
契
約
に
お
け
る
不
可
抗
力
は
、

履
行
を
不
能
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
説
明
し
た
方
が
適
切
な
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る（

74
）。

サ
ヴ
ォ
ー

は
、
以
上
の
よ
う
な
分
析
を
加
え
た
上
で
、
不
法
行
為
の
分
野
で
は
予
見
不
能
性
要
件
の
基
準
時
は
事
件
時
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ

ら
の
帰
結
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
破
毀
院
は
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と
で
不
可
抗
力
を
同
じ
観
念
だ
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
を
完
全
に
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る（

75
）。
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2　

予
見
不
能
性
要
件
を
要
求
し
た
判
決
で
は
必
ず
し
も
な
い
と
す
る
も
の

　

ジ
ュ
ル
ダ
ン
は
、︻
26
︼
お
よ
び
︻
27
︼
の
各
判
決
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
原
理
的
判
決
だ
と
は
い
え
ず
、
抵
抗
不
能
性
と
予
見
不
能
性

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
に
破
毀
申
立
を
棄
却
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
、
不
可
抗
力
の
観
念
や
性
質
に
つ
い
て
有
益
な
判
断
は
し
て

い
る
も
の
の
、
不
確
定
要
素
を
残
す
も
の
だ
と
評
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
抵
抗
不
能
性
と
予
見
不
能
性
の
二
つ
の
要

件
が
並
存
す
る
場
合
に
は
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
予
見
不
能
性
の
基
準
時
に
つ
い
て
、
契
約
の
分
野
で
は
契
約
締
結
時

で
あ
る
の
に
対
し
、
不
法
行
為
の
分
野
で
は
損
害
発
生
事
由
時
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
明
示
的
に
判
断
し
て
い
る
も
の
の
、
予
見
不
能
性

の
要
否
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
と
も
判
断
し
て
い
な
い
と
い
う
。
ま
ず
、︻
27
︼
判
決
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
フ
ォ
ー
ト
が
予
見
不
能
か
つ

抵
抗
不
能
の
と
き
は
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
て
い
る
の
み
で
、
予
見
不
能
性
が
不
可
抗
力
の
要
件
と
し
て
必
要
だ
と
は
明
示
し

て
お
ら
ず
、
予
見
可
能
で
は
あ
る
が
抵
抗
不
能
で
あ
る
場
合
に
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
得
な
い
の
か
否
か
は
不
明
だ
と
す
る
。
ま
た
、︻
26
︼

判
決
に
お
い
て
も
、
債
務
者
の
履
行
を
妨
げ
た
疾
病
と
い
う
事
象
が
契
約
締
結
時
に
予
見
不
能
で
か
つ
履
行
時
に
抵
抗
不
能
で
あ
る
場
合
に

不
可
抗
力
に
該
当
す
る
旨
判
示
し
て
い
る
の
み
で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
と
す
る（

76
）。

も
っ
と
も
、
ジ

ュ
ル
ダ
ン
自
身
は
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
履
行
時
に
抵
抗
不
能
だ
が
契
約
締
結
時
に
具
体
的
に
予
見
可
能
だ
っ

た
場
合
に
つ
い
て
、
債
務
者
に
は
そ
も
そ
も
約
務
を
負
担
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
約
務
を
負
担
し
た
と
い
う
フ
ォ
ー
ト

を
認
め
得
る
と
し
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
を
否
定
す
る
と
い
う
結
論
を
示
唆
し
て
い
る（

77
）。

　

な
お
、︻
26
︼
判
決
が
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
、
予
見
不
能
性
の
基
準
時
が
契
約
締
結
時
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、

ジ
ュ
ル
ダ
ン
は
、
契
約
に
お
け
る
特
殊
性
を
表
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
の
基
礎
や
性
質
の

相
違
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
レ
ミ
ィ
や
ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
の
見
解
に
反
対
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。
ジ
ュ
ル

ダ
ン
の
考
え
る
契
約
責
任
の
特
殊
性
と
は
、
契
約
に
お
い
て
は
、
契
約
上
の
予
見
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
約
務
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
予
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六
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見
不
能
性
基
準
時
が
契
約
締
結
時
だ
と
さ
れ
る
理
由
は
、
債
務
者
は
そ
の
当
時
に
予
見
で
き
た
こ
と
の
み
を
考
慮
し
て
約
務
を
負
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
当
事
者
の
予
見
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
契
約
締
結
時
に
は
予
見
不
能
で
あ
っ
た
も
の

の
履
行
途
中
に
予
見
可
能
と
な
っ
た
事
象
は
発
生
時
に
抵
抗
不
能
で
あ
れ
ば
常
に
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
り
、

特
に
結
果
債
務
の
場
合
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
と
ら
な
か
っ
た
債
務
者
は
免
責
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
主
張
す
る（

78
）。

　

ま
た
、
ム
ス
タ
フ
ァ
・
メ
ッ
キ
も
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
予
見
不
能
性
と
抵
抗
不
能
性
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
、
予
見

不
能
性
を
付
随
的
要
件
と
解
し
た
と
し
て
も
判
決
理
由
と
は
矛
盾
し
な
い
と
指
摘
す
る（

79
）。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
契
約
責
任
と
不
法
行

為
責
任
と
で
統
一
的
な
不
可
抗
力
の
定
義
を
想
定
し
て
い
る
と
し
、
そ
れ
に
は
反
対
の
意
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
契
約
の
分
野

に
お
け
る
不
可
抗
力
の
特
殊
性
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
契
約
の
一
方
当
事
者
が
そ
の
契
約
上
の
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
か
否
か
の

判
断
に
際
し
て
は
、
債
務
者
が
ど
の
よ
う
な
約
務
を
負
っ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
ム
ス

タ
フ
ァ
・
メ
ッ
キ
は
、
レ
ミ
ィ
ら
の
考
え
方
に
完
全
に
同
調
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
契
約
の
分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
特
殊
性

を
、
契
約
責
任
を
等
価
物
に
よ
る
履
行
と
と
ら
え
る
立
場
か
ら
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
相
対
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
安
全
債
務
へ
の
違
反
か
ら
身
体
的
損
害
が
生
じ
た
場
合
の
よ
う
に
、
不
法
行
為
責
任
と
契
約
責
任
と
が
類
似
す
る
場

面
が
あ
る
こ
と
や
、
契
約
不
履
行
か
ら
新
た
に
生
じ
た
損
害
の
賠
償
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
、
契
約
責
任
の
問
題
の
中
に
、

厳
密
な
意
味
で
の
契
約
の
履
行
の
問
題
で
は
な
い
場
合
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ム
ス
タ
フ
ァ
・
メ
ッ
キ
に
よ
れ
ば
、
契
約

の
分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
特
殊
性
は
、
予
見
不
能
性
要
件
の
果
た
す
べ
き
役
割
の
特
殊
性
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
行

為
の
分
野
で
も
契
約
の
分
野
で
も
、
予
見
不
能
性
要
件
は
抵
抗
不
能
性
要
件
の
一
指
標
と
し
て
機
能
す
る
。
し
か
し
、
契
約
の
分
野
で
は
、

予
見
不
能
性
要
件
は
、
当
事
者
間
の
リ
ス
ク
分
配
を
あ
ら
わ
す
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
分
野
で
は
、
予
見
不
能

性
は
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
抵
抗
不
能
で
あ
っ
た
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
無
論
、
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
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次
に
、
債
務
者
が
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
か
（
債
権
者
は
債
務
者
が
そ
の
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と
を
合
理

的
に
期
待
で
き
た
か
）
否
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
契
約
解
釈
の
際
に
も
問
題
と
な
る
の
で
あ
る（

80
）。

3　

分
析

　

既
に
指
摘
し
た
と
お
り
、︻
26
︼
お
よ
び
︻
27
︼
の
各
判
決
前
夜
に
は
、
不
可
抗
力
の
要
件
と
し
て
の
予
見
不
能
性
の
要
否
を
め
ぐ
っ
て

破
毀
院
各
部
の
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
そ
れ
ら
判
決
の
理
解
に
あ
た
り
、
学
界
で
は
、
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と

で
不
可
抗
力
の
観
念
が
異
な
る
の
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
破
毀
院
に
は
、
こ
れ
ら
の
問
題

に
つ
い
て
、
一
定
の
回
答
を
示
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
も
、
結
局
、
破
毀

院
が
、
不
可
抗
力
の
要
件
と
し
て
予
見
不
能
性
を
必
要
と
考
え
て
い
る
の
か
否
か
、
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と
で
不
可
抗
力
の
観

念
を
統
一
的
に
理
解
し
て
い
る
の
か
否
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
ほ
か
な
い
。
確
か
に
、
報
告
裁
判
官
が
破
毀
院
の
判
示

す
べ
き
事
項
は
予
見
不
能
性
要
件
の
要
否
だ
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
法
院
検
事
が
予
見
不
能
性
を
除
外
し
た
新
た
な
三
要
件
の
採
用
を
進
言

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
破
毀
院
は
そ
れ
を
容
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
民
事
判
例
集
登
載
時
の
注
記
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ（

81
）の

内
容
か
ら

す
る
と
、
破
毀
院
は
、
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と
で
不
可
抗
力
の
観
念
を
統
一
的
に
理
解
し
、
そ
の
要
件
と
し
て
予
見
不
能
性
を

要
求
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
判
決
文
そ
の
も
の
に
は
、
不
可
抗
力
の
定
義
へ
の
言
及
が
な
い
上
、
評
釈
の
中
に

も
い
ず
れ
と
も
判
断
し
難
い
と
す
る
も
の
が
相
当
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
破
毀
院
が
不
可
抗
力
の
観
念
を
統
一
的
に
理
解
し
て
い

る
と
断
言
す
る
こ
と
も
、
予
見
不
能
性
要
件
を
要
求
し
て
い
る
と
断
言
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
こ
れ
ら
の
判
決
に
対
す
る
評
釈
の
中
に
、
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と
で
不
可
抗
力
の
観
念
が
異
な
る
の
か
同
一
な
の
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
契
約
責
任
の
基
礎
や
機
能
と
結
び
つ
け
る
形
で
論
を
展
開
し
て
い
る
も
の
が
複
数
存
在
す
る（

82
）こ

と
か
ら
は
、
こ
の
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問
題
の
背
景
に
、
契
約
責
任
の
と
ら
え
方
の
相
違
が
あ
る
こ
と
が
よ
り
鮮
明
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
契
約
責
任
は
民
事
責
任
の
一

類
型
だ
と
す
る
見
解
が
、
契
約
責
任
の
特
殊
性
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
は
、
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と
で
不
可
抗
力
の
意
義
を
別
異
に
解
す
る
べ
き
だ
と
し
つ
つ
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
が
接

近
す
る
場
面
が
あ
る
こ
と
や
、
契
約
責
任
の
中
に
は
契
約
の
履
行
の
問
題
に
解
消
し
得
な
い
場
合
が
存
在
す
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
契
約
責
任

を
等
価
物
に
よ
る
履
行
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
る
正
当
化
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い（

83
）。

　

ま
た
、
前
記
各
判
決
に
つ
い
て
の
評
釈
か
ら
は
、
契
約
の
分
野
に
お
け
る
予
見
不
能
性
の
基
準
時
が
契
約
締
結
時
だ
と
さ
れ
た
点
に
つ
い

て
、
契
約
責
任
を
等
価
物
に
よ
る
履
行
と
と
ら
え
る
立
場
か
ら
の
理
解
と
、
契
約
責
任
を
民
事
責
任
の
一
類
型
と
と
ら
え
る
立
場
か
ら
の
理

解
の
相
違
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
立
場
か
ら
は
、
ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
予
見
不
能
性
の
問
題
は
リ
ス
ク
分
配
の
問
題
、
つ
ま
り
、
債
務
者
は
不
履
行
の
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
か
、
債
権

者
は
債
務
者
が
そ
の
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と
を
合
理
的
に
期
待
で
き
た
か
と
い
う
問
題
の
判
断
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
リ
ス
ク
が

ど
の
よ
う
に
分
配
さ
れ
る
か
は
契
約
に
よ
り
定
ま
る
か
ら
、
そ
の
基
準
時
が
契
約
締
結
当
時
と
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
な
る（

84
）。

こ
れ
に

対
し
、
後
者
の
立
場
か
ら
は
、
ジ
ュ
ル
ダ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
契
約
締
結
時
の
予
見
不
能
性
の
問
題
は
、
契
約
締
結
当
時
に
履
行

を
不
能
と
す
る
よ
う
な
事
象
を
予
見
し
て
い
た
あ
る
い
は
予
見
し
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
を
締
結
し
た
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
の
問
題

と
し
て
位
置
づ
け
る
の
が
素
直
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
契
約
締
結
後
の
予
見
不
能
性
に
つ
い
て
も
、

契
約
不
履
行
が
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
す
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
か
か
る
帰
結
は
、
こ
の
よ

う
な
立
場
が
、
不
可
抗
力
に
つ
い
て
、
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と
で
統
一
的
な
観
念
で
あ
っ
て
、
責
任
の
成
立
を
阻
害
す
る
も
の

だ
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
と
い
え
る
。
な
お
、
後
者
の
立
場
か
ら
も
、
予
見
不
能
性
の
問
題
を
、
債
務
者
に
よ
る
リ
ス
ク
の

引
き
受
け
、
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
乗
り
越
え
て
も
結
果
を
実
現
す
る
と
い
う
保
証
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
不
可
能
で

　
（
一
六
五
八
）
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は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
責
任
に
関
し
て
そ
の
よ
う
な
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
な

の
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
い
え
ば
、
契
約
責
任
を
等
価
物
に
よ
る
履
行
と
と
ら
え
る
立
場
の
い
う
リ
ス
ク
分
配
の
問
題
と
は
、
性
質
の
異
な
る

も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Ⅳ　

む
す
び
に
か
え
て

　

最
後
に
、
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
点
に
つ
い
て
ま
と
め
、
今
後
の
課
題
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
む
す
び
に
か
え
る
こ
と

と
し
た
い
。

　

本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
予
見
不
能
性
要
件
を
め
ぐ
る
近
時
の
判
例
お
よ
び
学
説
の
議
論
の
状
況
を
概
観
し
、
そ
の

背
景
に
あ
る
対
立
点
を
探
る
こ
と
を
試
み
た
。
判
例
を
概
観
し
て
、
ま
ず
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
と
に
契
約
の
分
野

に
お
い
て
は
、
不
可
抗
力
が
、
我
が
国
の
有
力
説
が
考
え
て
い
る
よ
り
も
相
当
に
広
い
概
念
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
学
説
の
分
析
か
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
予
見
不
能
性
要
件
を
め
ぐ
る
議
論
の
背
景
に
、「
契
約
責
任
﹂
の
と
ら
え
方
の
相
違

が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
、
不
可
抗
力
が
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と
で
統
一
的
な
観
念
で
あ
る

の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
契
約
責
任
を
等
価
物
に
よ
る
履
行
と
と
ら
え
る
立
場
か
ら
は
、
否
定
的
に
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う

な
立
場
か
ら
は
、
不
可
抗
力
は
債
権
者
が
負
担
す
る
べ
き
リ
ス
ク
だ
と
さ
れ
、
予
見
不
能
性
は
、
契
約
不
履
行
の
リ
ス
ク
を
当
事
者
が
ど
の

よ
う
に
分
配
し
て
い
た
か
を
契
約
解
釈
に
よ
っ
て
決
す
る
際
の
要
素
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
契
約
責
任
を
民
事
責

任
の
一
類
型
だ
と
と
ら
え
る
立
場
か
ら
は
、
不
可
抗
力
は
契
約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と
で
統
一
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
ろ

　
（
一
六
五
九
）
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う
。
そ
こ
で
は
、
不
可
抗
力
は
責
任
の
成
立
を
阻
害
す
る
免
責
事
由
だ
と
考
え
ら
れ
、
予
見
不
能
性
は
不
履
行
が
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
な
い

こ
と
を
示
す
要
素
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
当
事
者
が
契
約
に
お
い
て
不
可
抗
力
に
関

す
る
特
則
を
定
め
た
場
合
、
前
者
の
立
場
か
ら
は
、
リ
ス
ク
分
配
に
関
す
る
特
約
だ
と
説
明
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
立
場
か
ら
は
、
か

か
る
特
則
は
債
務
者
の
特
殊
な
責
任
、
つ
ま
り
、
保
証
責
任
ま
た
は
担
保
責
任
を
定
め
た
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
に
お
い
て
、
こ
の
十
数
年
の
間
に
展
開
さ
れ
て
き
た
契
約
責
任
論
は
、「
契
約
責
任
を
﹃
契
約
に
も
と
づ
く
責
任
﹄

と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
方
向
﹂、
そ
し
て
、「
そ
の
責
任
の
要
件
お
よ
び
内
容
も
契
約
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
再
構
成
す
る
﹂
と
い
う
特

徴
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

85
）。

そ
こ
で
は
、
伝
統
的
通
説
が
、
契
約
の
拘
束
力
か
ら
直
接
基
礎
づ
け
ら
れ
る
権
利
は
、「
債

務
者
に
特
定
の
行
為
を
さ
せ
る
こ
と―

な
い
し
は
債
務
者
の
特
定
の
行
為
を
介
し
て
利
益
を
獲
得
す
る
こ
と―

﹂
に
限
ら
れ
る
と
し

て
、「
過
失
責
任
の
原
則
﹂
を
「
責
任
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
と
し
て
持
ち
出
﹂
し
て
い
た
こ
と（

86
）、

こ
れ
に
対
し
て
、
新
た
な
契
約
責
任
論
に

お
い
て
は
、「
契
約
責
任
の
問
題
を
債
権
・
債
務
の
発
生
原
因
で
あ
る
契
約
に
接
合
し
て
構
成
し
﹂、「
損
害
賠
償
責
任
⋮
⋮
も
契
約
の
拘
束

力
か
ら
導
か
れ
る
と
す
る
考
え
方
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
﹂
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る（

87
）。

こ
の
よ
う
な
議
論
の
展
開
状
況
は
、
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
契
約
責
任
に
関
す
る
議
論
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
、
契
約
責
任
論
の
展
開
を
ふ
ま
え
た
、
不
可
抗

力
の
意
義
や
要
件
に
関
す
る
議
論
の
深
化
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
稿
で
紹
介
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
の
状
況
が
そ
の
参
考

と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
破
毀
院
全
部
会
判
決
に
よ
っ
て
も
議
論
は
収
束
し
て
い
な
い
上
、
債
務
法
改
正
草
案
一
三
四
九
条
は
、

外
在
的
事
由
に
関
す
る
条
文
を
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
に
共
通
す
る
規
定
の
中
に
置
き
、
不
可
抗
力
を
「
予
見
で
き
ず
ま
た
は
適
切
な

措
置
に
よ
っ
て
そ
の
効
果
を
回
避
し
得
な
か
っ
た
抵
抗
不
能
の
事
象
﹂
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
今
後
、
不
可

抗
力
に
関
す
る
議
論
が
さ
ら
に
深
化
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
議
論
の
動
向
を
注
視
し
て
い
き
た
い
。

　
（
一
六
六
〇
）
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（
1
）　

我
妻
栄
﹃
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義
Ⅳ
）﹄
一
四
五
頁
以
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）、
於
保
不
二
雄
﹃
債
権
総
論
︹
新
版
︺﹄
九
三
頁
以
下
（
有
斐
閣
、

一
九
七
二
年
）
な
ど
。

（
2
）　

た
と
え
ば
、
潮
見
佳
男
教
授
は
、
債
務
内
容
に
よ
っ
て
、
結
果
実
現
保
証
が
帰
責
原
理
と
な
る
場
合
と
債
務
者
の
過
失
が
帰
責
原
理
と
な
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
、
帰
責
事
由
に
関
し
て
は
、「
前
者
に
つ
い
て
は
不
可
抗
力
お
よ
び
債
権
者
の
圧
倒
的
な
帰
責
性
を
も
っ
て
免
責
事
由
と
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
債
務

不
履
行
の
事
実
の
確
定
を
も
っ
て
債
務
者
へ
の
帰
責
性
が
同
時
に
確
定
さ
れ
る
﹂
と
す
る
（
潮
見
佳
男
﹃
債
権
総
論
︹
第
二
版
︺
Ⅰ
﹄
二
七
〇
・
二
七
一
・
二
八
二
頁
（
信

山
社
、
二
〇
〇
三
年
））。
ま
た
、
森
田
宏
樹
教
授
は
、「
債
務
不
履
行
に
お
け
る
﹃
帰
責
事
由
﹄
と
は
、
債
務
者
が
﹃
契
約
に
お
い
て
約
束
し
た
こ
と
を
（
不
可
抗
力

に
よ
ら
ず
）
履
行
し
な
い
こ
と
﹄
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
﹂
と
し
た
上
で
、「
不
可
抗
力
免
責
と
、
結
果
債
務
に
お
い
て
は
債
務
者
に
﹃
帰
責
事
由
﹄
が
な
い
こ
と
と

は
理
論
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
﹂
と
主
張
す
る
（
森
田
宏
樹
「
結
果
債
務
・
手
段
債
務
の
区
別
の
意
義
に
つ
い
て―

債
務
不
履
行
に
お
け
る
﹃
帰
責
事
由
﹄﹂

鈴
木
禄
弥
先
生
古
稀
記
念
﹃
民
事
法
学
の
新
展
開
﹄
一
六
三
頁
・
一
五
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）︹﹃
債
務
不
履
行
責
任
の
帰
責
構
造
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）

所
収
、
一
頁
以
下
︺）。
さ
ら
に
、
吉
田
邦
彦
教
授
も
、
フ
ラ
ン
ス
式
に
﹃
債
務
不
履
行
﹄
と
﹃
過
失
（
フ
ォ
ー
ト
）﹄
と
の
一
元
化
を
は
か
﹂
る
こ
と
を
提
案
し
、
そ

う
し
た
と
き
に
は
「
非
帰
責
事
由
は
本
来
の
姿
に
戻
り
﹃
不
可
抗
力
等
﹄
に
解
消
で
き
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
（
吉
田
邦
彦
「
債
権
の
各
種―

﹃
帰
責
事
由
﹄

論
の
再
検
討―

﹂
星
野
英
一
編
集
代
表
﹃
民
法
講
座
別
巻
二
﹄
四
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）︹﹃
契
約
法
・
医
事
法
の
関
係
的
展
開
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）

所
収
、
一
頁
以
下
︺）。

　
　
　

な
お
、
内
田
貴
ほ
か
「
債
権
法
の
改
正
に
向
け
て
（
下
）―

民
法
改
正
委
員
会
の
議
論
の
現
状
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
〇
八
号
一
三
六
頁
・
一
三
七
頁
︹
窪
田
発
言
︺

（
二
〇
〇
六
年
）
で
も
、「﹃
債
務
不
履
行
＋
不
可
抗
力
そ
の
他
の
免
責
事
由
﹄
と
い
う
枠
組
み
﹂
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　

従
来
の
研
究
と
し
て
は
、
伊
澤
孝
平
「
不
可
抗
力
の
意
義
（
一
）（
二
・
完
）﹂
民
商
法
雑
誌
三
巻
三
号
四
一
七
頁
（
一
九
三
六
年
）、
三
巻
四
号
六
五
七
頁
（
一
九
三
六

年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
英
米
法
と
の
比
較
法
的
考
察
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
北
川
善
太
郎
「
不
可
抗
力
免
責
（
上
）（
下
）―

英
米
法
を
中
心
と
し
て―

﹂

JC
A

ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
七
四
年
一
〇
月
号
二
頁
、
同
年
一
一
月
号
二
頁
が
あ
る
。

（
4
）　

潮
見
・
前
掲
注
（
2
）
二
七
八
・
二
七
九
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、「
た
ぶ
ん
潮
見
さ
ん
は
不
可
抗
力
と
い
う
言
葉
で
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
不
可

抗
力
よ
り
も
、
も
う
少
し
広
い
も
の
を
想
定
し
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
﹂
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
（
内
田
貴
ほ
か
・「
債
権
法
の
改
正
に
向
け

て
（
上
）―

民
法
改
正
委
員
会
の
議
論
の
現
状
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
〇
七
号
一
四
八
頁
︹
内
田
発
言
︺（
二
〇
〇
六
年
））。

（
5
）　

森
田
・
前
掲
注
（
2
）
一
五
八
・
一
五
九
頁
。

（
6
）　

そ
れ
以
前
に
伝
統
的
三
要
件
を
採
用
し
な
い
判
例
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
古
く
は
、
破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
六
六
年
三
月
七
日
判
決
（C

ass. 

　
（
一
六
六
一
）
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ars 1966, B

ull. civ. I n
o166

）
等
が
、
予
見
不
能
性
要
件
を
必
ず
し
も
要
求
し
な
い
判
決
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
伝
統
的
三
要
件
に
疑
問
を

呈
す
る
判
例
の
潮
流
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
一
九
九
四
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

（
7
）　

C
ass. com

. 1
e oct. 1997, B

ull. civ. IV
 n

o240; C
ass. com

. 24 fév. 2000 B
ull. civ. IV

 n
o45;C

ass. com
. 29 m

ai 2001, B
ull. civ. IV

 n
o109

な
ど
。

（
8
）　

C
ass. civ. 3

e, 18 m
ars 1998, B

ull. civ. III n
o61

な
ど
。

（
9
）　

C
ass. civ. 1

re, 9 m
ars 1994, B

ull. C
iv. I n

o91; P. JO
U

R
D

A
IN

, L
e rôle de l'im

prévisibilité de la cause étrangère, R
T

D
civ.1994.871; R

T
D

 com
. 1994. 776 

note B
. B

O
U

L
O

C
; G

. V
IN

E
Y, L

'im
prévisibilité est-elle toujours une condition de la force m

ajeure?, JC
P

 éd. G
.  1994. I 3773; P.-H

. A
N

T
O

N
M

A
T

T
E

I, 

O
uragan sur la force m

ajeure, JC
P

 éd.G
. 1996. I 3907.

（
10
）　

C
ass. civ. 1

re, 26 m
ai 1994, B

ull. civ. I n
o190 ; P.-H

. A
N

T
O

N
M

A
T

T
E

I, supra note 9.

（
11
）　

C
ass. civ. 1

re, 24 janv. 1995, B
ull. civ. I n

o54; D
. 1995. 327, note G

. PA
ISA

N
T

; P.-H
. A

N
T

O
N

M
A

T
T

E
I, supra note 9.

（
12
）　

C
ass. civ. 1

re, 11 juin 1996, B
ull. civ. I n

o242.

（
13
）　

C
ass. civ. 1

re, 10 févr. 1998, B
ull. civ. I n

o53; R
T

D
 civ. 1998. 689, note J. M

E
ST

R
E

; D
. 1998. 539, note D

. M
A

Z
E

A
U

D
; JC

P
 éd.G

. 1998 I 155, note C
h. 

JA
M

IN
; JC

P
 éd.G

. 1998. I 185, note G
. V

IN
E

Y; G
. PA

ISA
N

T,F
orce m

ajeure et clause abusive, JC
P

 éd.G
. 1998. II 10124.

（
14
）　

C
ass. civ. 1

re, 8 déc. 1998, B
ull. civ. I n

o346; Y. D
A

G
O

R
N

E
-L

A
B

B
E

, L
a non-utilisation de son séjour par le client peut-elle engager la responsabilité 

de l'agence de voyages?, JC
P

 éd.G
. 1999. II 10106.

（
15
）　

C
ass. civ. 1

re, 17 nov. 1999, B
ull. civ. I n

o307; R
G

D
A

 2000. 194, note P
h. R

É
M

Y.

（
16
）　

C
ass. civ. 1

re, 12 d
éc. 2000, B

u
ll. civ. I n

o323; C
h

. PA
U

L
IN

, R
esp

on
sabilité d

u
 tran

sp
orteu

r en
 cas d

'agression
 d

'u
n

 voyageu
r: le con

ten
u

 d
e 

l'obligation de sécurité, D
. 2001.1650.

（
17
）　

C
ass. civ. 1

re, 3 juill. 2002, B
ull. civ. I n

o183; G
. V

IN
E

Y, L
a cause étrangère présentant les caractères de la force m

ajeure: le désaccord entre la 

prem
ière et la deuxièe C

ham
bre civile de la C

our de cassation au sujet de la condition d'im
prévisibilité, JC

P
 éd.G

. 2003. I 152.

（
18
）　

C
ass. civ. 1

re, 6 nov. 2002, B
ull. civ. I n

o258 ; P. JO
U

R
D

A
IN

, L
'im

présibilité de la force m
ajeure: une pom

m
e de discorde entre les prem

ière et 

deuxièm
e cham

bres civiles, R
T

D
 civ. 2003. 301; G

. V
IN

E
Y, supra note 17; P

h. ST
O

F
F

E
L

-M
U

N
C

K
, L

e particularism
e de la force m

ajeure en m
atière 

contractuelle, R
D

C
 2003. 59.

（
19
）　

C
ass. civ. 2

e, 29 m
ai, 1996, B

ull. civ. II n
o117.
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（
20
）　

C
ass. civ. 2

e, 18 m
ars, 1998, B

ull. civ. II n
o97.

（
21
）　

C
ass. civ. 2

e, 1 avr., 1999, B
ull. civ. II n

o65.
（
22
）　

C
ass. civ. 2

e, 13 juill., 2000, B
ull. civ. II n

o126; R
T

D
 civ. 2000. 847, note P. JO

U
R

D
A

IN
.

（
23
）　

C
ass. civ. 2

e, 11 janv., 2001, B
ull. civ. II n

o9; P. JO
U

R
D

A
IN

, F
orce m

ajeure: la difficile exonération de la SN
C

F, prise en sa qualité de gardien de la 

chose, qui invoque une cause étrangère, R
T

D
 civ. 2001. 374.

（
24
）　

C
ass. civ. 2

e, 15 m
ars, 2001, B

ull. civ. II n
o56; P. JO

U
R

D
A

IN
, supra note 23.

（
25
）　

C
ass. civ. 2

e, 29 m
ars, 2002, B

ull. civ. II n
o68; P. JO

U
R

D
A

IN
, L

a chute dans l'escalator, le fait de la chose et la cause étrangère, R
T

D
 civ. 2001. 598.

（
26
）　

C
ass. civ. 2

e, 12 déc., 2002, B
ull. civ. II n

o287; P. JO
U

R
D

A
IN

, supra note 18 ; G
. V

IN
E

Y, supra note 18; F. G
. T

R
É

B
U

L
L

E
, G

lissem
ent de terrain: les 

pluies torrentielles ne constituent pas nécessairem
ent un cas de force m

ajeure, R
D

I 2003. 159.

（
27
）　

C
ass. civ. 2

e, 23 janv., 2003, B
ull. civ. I n

o17 ; P. JO
U

R
D

A
IN

, supra note 18 ; G
. V

IN
E

Y, supra note 17; R
T

D
 com

. 2003. 561, note B
. B

O
U

L
O

C
; V. 

D
E

PA
D

T-SE
B

A
G

, L
a place de la condition d'im

prévisibilité dans l' établissem
ent de la force m

ajeure, D
. 2003. 2465.

（
28
）　

C
ass. civ. 2

e, 23 janv., 2003, B
ull. civ. II n

o18; P. JO
U

R
D

A
IN

, supra note18.

（
29
）　

C
ass. civ. 2

e, 27 févr., 2003, B
ull. civ. II n

o45.

（
30
）　

C
ass. civ. 2

e, 22 m
ai 2003, B

ull. civ II n
o154; S. B

E
A

U
G

E
N

D
R

E
, L

a responsabilité du fait du vide, D
. 2004. 523.

（
31
）　

C
ass. civ. 2

e, 18 m
ars 2004, B

ull. civ. II n
o139; I. C

O
R

PA
R

T, A
scenseur: le com

portem
ent dangereux de la victim

e n'exonère pas le propriétaire, 

D
. 2005. 125.

（
32
）　

C
ass. civ. 2

e, 23 sept. 2004, B
ull. civ. II n

o432; F. G
. T

R
É

B
U

L
L

E
, L

e caractère naturel des écoulem
ents ayant entraîné une pollution n'est pas, à 

lui seul, de nature à caractériser la force m
ajeure pouvant exonérer le gardien de sa responsabilité de plein droit, R

D
I 2005. 259.

（
33
）　

C
ass. civ. 2

e, 15 déc., 2005, B
ull. civ. II n

o336.

（
34
）　

上
記
の
う
ち
︻
1
︼、︻
8
︼、︻
14
︼、︻
19
︼
お
よ
び
︻
20
︼
の
各
判
決
で
は
、
破
毀
申
立
理
由
中
で
こ
の
点
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

（
35
）　

同
様
の
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
てP. JO

U
R

D
A

IN
, supra note 23, p.375

。

（
36
）　

後
述
の
破
毀
院
全
部
会
判
決
の
報
告
担
当
裁
判
官
に
よ
る
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
回
避
不
能
性
と
克
服
不
能
性
は
抵
抗
不
能
性
の
二
つ
の
要
素
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
問
題
と
な
る
事
象
が
、
そ
の
到
来
に
お
い
て
も
（
回
避
不
能
性
）、
効
果
に
お
い
て
も
（
克
服
不
能
性
）、

　
（
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三
）
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抵
抗
不
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
37
）　

ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
は
、
同
判
決
に
つ
い
て
、
実
質
的
に
は
、
予
見
不
能
性
要
件
が
な
く
と
も
不
可
抗
力
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（ST

O
F

F
E

L
-

M
U

N
C

K
, supra note 18

）。
た
だ
、
判
決
文
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
予
見
不
能
だ
っ
た
と
し
て
お
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
予
見
可
能
で
あ
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
た
め
、

こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
分
類
は
し
な
か
っ
た
。

（
38
）　
︻
20
︼
判
決
に
つ
い
て
、
予
見
不
能
性
要
件
を
要
求
す
る
も
の
だ
と
評
価
す
る
論
者
も
い
る
（P. JO

U
R

D
A

IN
, supra note 18.

）。
し
か
し
、
同
判
決
は
予
見
不
能

性
の
欠
如
の
み
を
不
可
抗
力
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
︻
1
︼
判
決
の
判
示
と
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で

は
そ
の
よ
う
な
分
類
は
し
な
か
っ
た
。

（
39
）　

C
ass. civ. 1

re, 7 m
ars 1966, R

T
D

 civ. 1966. 823; C
ass. com

. 21 nov. 1967, D
. 1968. 279; C

ass. civ. 3
e, 10 oct. 1972, B

ull. n
o508; C

ass. civ. 1
re, 18 m

ai 

1989, B
ull. n

o205.

（
40
）　

P. JO
U

R
D

A
IN

, supra note 9.

（
41
）　

た
だ
し
、
そ
の
後
の
破
毀
院
全
部
会
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
判
決
に
対
す
る
評
釈
（P. JO

U
R

D
A

IN
, F

orce m
jeure: l'A

ssem
blée plénière m

anque 

l'occasion d'une définition claire, D
. 2006. 1577.

）
を
み
る
と
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
は
、
問
題
と
な
っ
た
事
象
が
契
約
締
結
の
と
き
に
予
見
不
能
で
あ
っ
た

こ
と
を
常
に
要
求
す
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
へ
の
揺
ら
ぎ
が
み
ら
れ
る
。

（
42
）　

P. JO
U

R
D

A
IN

, supra note 18.

（
43
）　

C
ass. civ. 2

e, 28 nov. 2002, R
C

A
. 2003, n

o94. 

Ｙ
夫
婦
宅
で
ト
ラ
ン
プ
に
興
じ
て
い
た
夫
を
探
し
に
行
っ
た
際
、
Ｙ
夫
婦
所
有
の
庭
の
凹
凸
に
落
ち
て
怪
我
を
し

た
Ｘ
が
、
Ｙ
夫
婦
お
よ
び
そ
の
保
険
会
社
を
提
訴
し
た
と
こ
ろ
、
原
審
（
エ
ク
サ
ン
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
控
訴
院
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
九
日
判
決
）
は
、
Ｘ
が
夜
間
に

知
ら
な
い
上
招
か
れ
て
い
な
い
Ｙ
夫
婦
の
所
有
地
に
入
り
、
通
路
を
は
ず
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
同
人
に
フ
ォ
ー
ト
が
あ
る
と
し
、
こ
の
フ
ォ
ー
ト
は
極
め
て

重
大
で
あ
り
Ｙ
夫
婦
に
と
っ
て
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
で
あ
る
と
し
て
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
と
い
う
事
案
に
関
す
る
判
決
で
あ
る
。
破
毀
院
第
二
民
事
部
は
、
Ｘ

の
行
為
態
様
は
、
不
可
抗
力
を
性
質
づ
け
る
、
予
見
不
能
、
抵
抗
不
能
か
つ
外
部
の
事
象
を
構
成
し
な
い
と
し
て
、
原
審
を
破
毀
し
た
。

（
44
）　

G
. V

IN
E

Y, supra note 17.

（
45
）　

P
h. R

É
M

Y, supra note 15.

（
46
）　

レ
ミ
ィ
は
、
契
約
締
結
時
に
予
見
し
ま
た
は
合
理
的
に
予
見
し
得
た
危
険
は
債
務
者
が
負
担
し
、
合
理
的
に
予
見
不
能
な
危
険
は
債
権
者
が
負
担
す
る
と
す
る
が
、

こ
れ
は
、
レ
ミ
ィ
が
、
不
可
抗
力
の
要
件
と
し
て
予
見
不
能
性
を
要
求
し
な
い
こ
と
と
必
ず
し
も
整
合
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
問
題
と
な
る
事
象

　
（
一
六
六
四
）
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五
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五
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が
債
務
者
に
と
っ
て
、
契
約
締
結
時
に
予
見
可
能
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
が
そ
の
危
険
を
引
き
受
け
る
べ
き
だ
と
し
て
、
む
し
ろ
、
不
可
抗
力
の
要
件
と
し
て
予
見
可

能
性
を
必
要
と
す
る
論
者
も
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（
例
え
ば
、C

arbonnier, D
roit civil, vol. II, Q

uadrige-P
U

F
 2004, p.2200.

）。

（
47
）　

C
ass. soc., 12 fév. 2003, B

ull. civ. V
 n

o 50. L
a B

elle C
réole

社
が
、
そ
の
経
営
す
る
ホ
テ
ル
の
主
要
部
分
が
サ
イ
ク
ロ
ン
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
た
め
に
、
ホ

テ
ル
従
業
員
と
の
労
働
契
約
を
解
消
し
た
の
に
対
し
て
、
従
業
員
ら
が
解
消
の
有
効
性
を
争
い
提
訴
し
た
と
こ
ろ
、
原
審
（
バ
ス
テ
ー
ル
控
訴
院
二
〇
〇
〇
年
一
一

月
二
〇
日
判
決
）
は
、
同
社
が
陥
っ
た
経
済
的
困
難
は
克
服
不
能
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
不
可
抗
力
の
成
立
を
否
定
し
た
と
い
う
事
案
に
関
す
る
判
決
で
あ
る
。

破
毀
院
社
会
部
は
、「
不
可
抗
力
は
雇
用
者
を
労
働
契
約
の
解
消
か
ら
生
じ
る
債
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
か
ら
免
責
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
抵
抗
不
能
な

外
部
の
事
象
が
契
約
の
追
行
を
不
能
と
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
場
合
に
、
認
め
ら
れ
る
﹂
と
こ
ろ
、
本
件
に
お
い
て
は
、「
サ
イ
ク
ロ
ン
の
到
来
に
よ
る
ホ
テ
ル
の
部

分
的
な
破
壊
は
、
ホ
テ
ル
の
原
状
回
復
後
、
経
営
を
再
開
す
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
従
業
員
と
の
労
働
契
約
の
追
行
を
不
能
と
す
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と
判
示
し
た
。

（
48
）　

P
h, ST

O
F

F
E

L
-M

U
N

C
K

, supra note 18.

（
49
）　

ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
は
、
破
毀
院
二
〇
〇
二
年
一
二
月
四
日
社
会
部
判
決
（C

ass. soc., 4 déc. 2002, B
ull. civ. V

 n
o 368

）
に
つ
い
て
の
評
釈
（R

D
C

 2002. 

54

）
中
で
も
、
同
様
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。

（
50
）　

前
掲
注
（
43
）。

（
51
）　

P
h.R

É
M

Y, L
a

︽responsabilité contractuelle

︾: histoire d ’un faux concept, R
T

D
 civ. 1997. 323. 

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
レ
ミ
ィ
︹
平
野
裕
之
訳
︺「﹃
契
約
責
任
﹄、

誤
っ
た
観
念
の
歴
史
﹂
法
学
論
叢
七
四
巻
二
＝
三
号
二
七
一
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
は
同
論
文
の
翻
訳
で
あ
る
。
レ
ミ
ィ
の
見
解
に
沿
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
契

約
責
任
論
の
展
開
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
今
野
正
規
「
フ
ラ
ン
ス
契
約
責
任
論
の
形
成
（
一
）﹂（
北
大
法
学
論
集
五
四
巻
四
号
一
四
一
〇
頁
、
二
〇
〇
三
年
）、
同

「
フ
ラ
ン
ス
契
約
責
任
論
の
形
成
（
二
）﹂（
同
五
四
巻
五
号
一
八
二
四
頁
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
「
フ
ラ
ン
ス
契
約
責
任
論
の
形
成
（
三
・
完
）﹂（
同
五
四
巻
六
号

二
四
一
四
頁
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

（
52
）　

こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、P. R

É
M

Y-C
O

R
L

A
Y, E

xécution et réparation : deux concepts ?, R
D

C
 2005. 22 et s.

（
53
）　

C
ass. ass. plén., 14 avr. 2006, B

ull. civ. A
.P. n

o5.

（
54
）　

C
ass. ass. plén., 14 avr. 2006, B

ull. civ. A
.P. n

o 6.

（
55
）　

P.-H
. A

N
T

O
N

M
A

T
T

E
I, C

ontribution à l

＇étude de la force m
ajeure, L

G
D

J, 1992 ; supra note 9.

（
56
）　

P. G
R

O
SSE

R
, F

orce m
ajeure - P

ertinence des critères cum
ulés pour caractériser la force m

ajeure ne m
atières délictuelle et contractuelle, JC

P
 

éd. G
. 2006. II 10087.
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（
57
）　

E
. SA

VA
U

X
, note sur C

ass. ass. plén., 14 avr. 2006, D
efrénois 2006. 1212.

（
58
）　

L
. L

E
V

E
N

E
U

R
, note sur C

ass. ass. plén., 14 avr. 2006, C
ontrats C

onc. C
onsom

m
., 2006. 152.

（
59
）　

P
h. ST

O
F

F
E

L
-M

U
N

C
K

, L
e retour de la condition d'im

prévisibilité pour caractériser la force m
ajeure contractuelle, D

roit et P
atrim

oine, oct. 

2006. 99.

（
60
）　

L
. B

L
O

C
H

, F
orce m

ajeure: le calm
e après l'ouragan?, R

esp. civ. E
t assur. 2006. études 8.

　
　
　

も
っ
と
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ら
判
決
は
、
抵
抗
不
能
性
と
予
見
不
能
性
と
に
同
じ
重
要
性
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
し
、
問
題
と
な
っ

た
事
象
が
予
見
不
能
で
あ
れ
ば
抵
抗
不
能
性
の
水
準
は
低
く
て
も
良
い
の
に
対
し
、
そ
れ
が
予
見
可
能
で
あ
れ
ば
抵
抗
不
能
性
の
水
準
は
高
く
な
り
、
と
も
す
れ
ば

保
証
に
転
化
し
さ
え
す
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
要
件
は
維
持
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
予
見
不
能
性
は
回
避
不
能
性
の
一

指
標
で
あ
り
、
回
避
不
能
性
は
抵
抗
不
能
性
の
前
提
だ
と
い
う
立
場
に
近
い
と
言
い
得
る
と
す
る
。

（
61
）　

Y.-M
. L

A
IT

H
IE

R
, L

es caractères de la force m
ajeure: l ’A

ssem
blée plénière defend la conception classique, R

D
C

 2006. 1083.

（
62
）　

S. A
. M

E
K

K
I, V

ers une définition spécifique de la force m
ajeure en m

atière contractuelle ?,　

D
. 2006. 2645.

（
63
）　

M
. M

E
K

K
I, L

a définition de la force m
ajeure ou la m

agie du clair-obscur, R
L

D
C

 juill. 2006. 17.

（
64
）　

P
h. B

R
U

N
, note sur C

ass. ass. plén., 14 avr. 2006, D
. 2006. 1933.

（
65
）　

P. JO
U

R
D

A
IN

, supra note 41 ; F
orce m

ajeure: l'incertitude dem
eure après les arrêts d'A

ssenblée plénière, R
T

D
 civ. 2006. 775.

（
66
）　

G
. V

IN
E

Y, L
a force m

ajeure: une definition spécifique à la m
atière contractuelle?. R

D
C

 2006. 1207.

（
67
）　

P. G
R

O
SSE

R
, supra note 56, p.1119.

（
68
）　

P. G
R

O
SSE

R
, supra note 56, p.1120.

（
69
）　

P. G
R

O
SSE

R
, supra note 56, p.1121.

（
70
）　

P
h. ST

U
F

F
E

L
-M

U
N

C
K

, supra note 59, p.100. 

た
だ
し
、
ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
は
、
予
見
不
能
性
要
件
の
要
否
に
つ
い
て
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
も
こ
れ

を
必
要
だ
と
す
る
立
場
に
改
説
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
71
）　

P
h. ST

O
F

F
E

L

＝M
U

N
C

K
, note sur C

ass. ass. plén., 14 avr. 2006, JC
P

 éd. G
. 2006 I 166.

も
参
照
。

（
72
）　

E
. SA

VA
U

X
, supra note 57, p.1213.

（
73
）　

E
. SA

VA
U

X
, supra note 57, p.1218 et s.
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）　

E
. SA

VA
U

X
, supra note 57, p.1219 et s.

（
75
）　

E
. SA

VA
U

X
, supra note 57, p.1220.

（
76
）　

P. JO
U

R
D

A
IN

, supra note 41, p.1581.

（
77
）　

P. JO
U

R
D

A
IN

, supra note 65, p.778.

（
78
）　

ibid.

（
79
）　

M
. M

E
K

K
I supra note 63, p.19. 

ム
ス
タ
フ
ァ
・
メ
ッ
キ
自
身
は
、
結
局
、
中
心
的
観
念
は
障
害
事
由
（em

pêchem
ent

）
で
あ
っ
て
、
全
て
は
そ
れ
が
正
当
ま

た
は
合
理
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
か
否
か
の
証
明
の
問
題
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
予
見
不
能
性
は
抵
抗
不
能
性
の
、
抵
抗
不
能
性
は
履
行
不
能
性
の
指
標
で
あ
っ
て
、

結
局
、
債
務
者
は
問
題
と
な
っ
た
事
象
の
発
生
前
、
発
生
中
、
お
よ
び
到
来
後
に
お
い
て
履
行
を
妨
げ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
履
行
障
害
の
正

当
性
は
、
そ
れ
が
債
務
者
に
帰
責
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
。

（
80
）　

M
. M

E
K

K
I supra note 63, p.21 et s.

（
81
）　
「
破
毀
院
は
⋮
⋮
不
可
抗
力
の
伝
統
的
観
念
を
再
確
認
し
た
﹂
と
し
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
も
不
法
行
為
の
分
野
に
お
い
て
も
、
不
可
抗
力
を
性
質
づ
け
る
た
め

に
は
予
見
不
能
性
も
抵
抗
不
能
性
も
必
要
だ
と
し
た
と
す
る
。

（
82
）　

従
前
か
ら
そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
ス
ト
フ
ェ
ル
＝
ム
ン
ク
の
ほ
か
に
も
、
グ
ロ
セ
ー
、
ジ
ュ
ル
ダ
ン
、
サ
ヴ
ォ
ー
ら
が
、
契
約
責
任
の
基
礎
や
機
能
と
不
可

抗
力
の
観
念
の
理
解
を
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
。

（
83
）　

P. JO
U

R
D

A
IN

, supra note 41, p. 1581,

の
ほ
か
、P

h. B
R

U
N

, supra note 64, p.1935

も
参
照
。
ま
た
、E

. SA
VA

U
X

, supra note 57, p. 1218

も
こ
の
点
に

つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
契
約
の
分
野
で
は
、
債
務
者
は
契
約
締
結
時
の
予
見
に
応
じ
て
し
か
約
務
を
負
わ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
契
約
責
任
が
問
題
と
な
る
場
面
に

お
い
て
も
、
か
か
る
債
務
者
の
予
見
と
そ
れ
に
対
応
す
る
債
権
者
の
合
理
的
期
待
へ
の
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
法
典
一
一
五
〇
条
は
そ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
規
定
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

（
84
）　

M
. M

E
K

K
I supra note 63, p.22.

（
85
）　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
に
は
、
契
約
締
結
時
に
は
予
見
不
能
だ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
履
行
ま
で
の
間
に
予
見
可
能
と
な
っ
た
事
象
も
、
そ
れ
が
抵
抗
不
能
で

あ
る
限
り
、
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
解
す
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。
契
約
締
結
後
の
予
見
可
能
性
に
よ
っ
て
は
、
単
に
情
報
提
供
義
務
等
の
問
題
が
生
じ
得
る
に

す
ぎ
ず
、
契
約
締
結
後
の
予
見
不
能
性
が
不
可
抗
力
の
要
件
と
し
て
必
要
と
な
る
と
は
考
え
に
く
い
（M

. M
E

K
K

I, supra note 63, p.20

やL
. B

L
O

C
H

, supra note 

60,p.7

を
参
照
。）。
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シ
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年
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）　

山
本
・
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）
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頁
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